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【
要
約
】
　
長
ら
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
一
六
世
紀
後
半
以
後
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
的
体
制
を
、
近
年
の
研
究
は
、
中
心
と
し
て
の
帝
国
議
会
の

機
能
に
よ
っ
て
多
様
性
に
富
む
帝
国
国
制
の
構
造
に
一
体
性
が
も
た
ら
さ
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
、
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
帝
圏
の
地
方
制
度
で

あ
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
即
し
て
み
れ
ば
、
各
ク
ラ
イ
ス
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
が
、
一
方
式
お
い
て
は
帝
圏
議
会
に
提
出
す
べ
き
諸
問
題
の
予
備
的
な
審
議
機

関
と
し
て
、
他
方
に
お
い
て
は
帝
国
議
会
決
議
を
所
属
ク
ラ
イ
ス
等
族
に
通
達
し
、
執
行
を
進
め
て
い
く
機
関
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
中
心
と
し
て
の

帝
国
議
会
と
各
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
の
間
の
審
議
の
往
復
運
動
の
形
で
、
地
域
ご
と
の
多
様
性
を
伴
い
つ
つ
帝
国
と
し
て
の
｝
体
性
が
保
た
れ
て
い
た
。
以

上
を
念
頭
に
お
い
て
本
稿
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
を
三
期
に
分
か
つ
時
期
区
分
を
提
示
し
た
う
え
で
、
第
一
期
に
お
け
る
等
平
間
の
政
治
的
意
志
形
成

の
原
理
と
構
造
を
、
西
南
ド
イ
ツ
三
ク
ラ
イ
ス
を
巻
き
込
ん
だ
関
税
闘
争
を
事
例
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
出
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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七
八
巻
一
号
　
【
九
九
五
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

し
・
v
・
ラ
ン
ケ
の
発
案
に
基
づ
い
て
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
営
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
帝
国
議
会
文
書
集
菊
Φ
一
。
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纂
作
業
に
お
い
て
、
一
六
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
は
長
ら
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
不
十
分
な
史
料
編
纂
状
況
の
も
と
で
こ
　
3
3



の
時
代
に
対
し
て
ド
イ
ツ
歴
史
学
が
抱
い
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
宗
教
改
革
期
（
一
六
世
紀
前
半
）
ま
で
は
権
力
政
治
的
な
興
隆
が
目
指

さ
れ
（
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
に
よ
る
君
主
制
的
な
帝
国
改
革
の
試
み
と
そ
の
破
綻
）
、
そ
の
後
に
は
旧
帝
国
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
の
衰
退
が
続
い
た
と
す
る

イ
メ
ー
ジ
に
、
多
く
を
負
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
五
五
六
年
か
ら
一
六
六
二
年
ま
で
の
編
纂
作
業
の
部
局
長
を
務
め
る
、

H
・
ア
ソ
ガ
ー
マ
イ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
五
七
〇
年
の
シ
ュ
パ
イ
ヤ
i
帝
国
議
会
文
書
集
の
刊
行
を
皮
切
り
と
す
る
、
い
わ
ば
第
四
部
の
編
纂

作
業
の
開
始
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
が
も
は
や
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
甘
ん
じ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、
と
さ

れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
期
と
一
九
世
紀
に
お
け
る
近
代
的
国
家
秩
序
の
初
期
段
階
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
連
邦
と
の
間
が
架
橋
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

帝
国
を
、
ド
イ
ツ
的
国
家
秩
序
と
ド
イ
ツ
的
国
家
理
解
の
独
自
な
形
態
と
し
て
、
不
断
の
伝
統
の
な
か
で
解
す
る
新
た
な
道
が
、
準
備
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
六
世
紀
後
半
以
後
の
帝
国
の
政
治
的
体
制
は
、
如
何
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ソ
ガ
ー
マ
イ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
一
五
五
五
年
以
後
（
帝
国
執
行
横
芝
①
6
冨
豊
胸
暮
6
房
。
乙
p
自
σ
q
に
よ
り
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
国

の
統
治
体
制
が
確
定
さ
れ
た
後
－
筆
者
、
以
下
同
様
）
に
お
い
て
は
、
帝
国
議
会
が
、
政
治
的
決
定
形
成
と
国
制
秩
序
の
中
心
と
な
っ
た
。
皇
帝

の
指
導
力
の
後
退
に
よ
っ
て
、
帝
国
議
会
自
体
が
、
帝
国
代
表
者
会
議
、
選
定
侯
会
議
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
な
ど
の
審
議
の
た
め
の
準
備
機
関
に

対
し
て
、
あ
る
い
は
（
帝
国
）
最
高
法
院
や
帝
国
ク
ラ
イ
ス
と
い
っ
た
執
行
機
関
に
対
し
て
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
帝
国
議
会
は
、

一
連
の
等
族
制
的
に
構
成
さ
れ
た
国
制
要
因
（
準
備
な
ら
び
に
執
行
機
関
）
の
頂
点
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
帝
国
の
諸
機
関
が
、

帝
國
議
会
の
も
と
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
単
純
な
い
し
は
二
項
対
立
的
に
（
皇
帝
・
等
族
間
に
お
い
て
）
規
定
さ
れ
る
一
五
五
五
年
ま
で
の

帝
国
政
治
に
比
し
て
、
そ
れ
以
後
の
帝
国
政
治
は
、
帝
国
の
「
多
様
性
」
≦
9
σ
q
菌
鳥
凱
α
q
犀
Φ
淳
、
お
よ
び
（
帝
国
等
族
閾
の
）
「
協
調
」
内
o
o
a
学
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め
暮
δ
口
に
お
い
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
そ
の
コ
体
性
」
国
言
げ
①
津
の
双
方
か
ら
、
解
明
さ
れ
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
帝
国
の
一
方
の
側
面
た
る
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
帝
国
議
会
文
書
は
帝
国
の
複
雑
な
様
相
を
反
映
す
る
鏡
に
し
か
な
り

え
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ン
ガ
ー
マ
イ
ァ
ー
の
見
通
し
に
お
い
て
は
、
一
五
五
五
年
か
ら
帝
国
が
崩
壊
す
る
一
八
〇
六
年
ま
で

の
（
帝
国
議
会
の
み
な
ら
ず
そ
の
準
備
機
関
を
も
含
め
た
）
帝
国
集
会
を
概
括
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
、
一
五
五
五
年
以
降
の
ド
イ
ツ
に
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③

お
け
る
政
治
的
枠
組
み
な
ら
び
に
国
制
に
則
し
た
構
造
が
、
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
に
示
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
「
多
様
性
を
包
摂
す
る
一
体
性
」
を
体
現
す
る
帝
国
議
会
を
中
心
な
い
し
は
頂
点
と
す
る
、
帝
国

の
政
治
的
体
制
と
い
う
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
に
つ
い
て
の
ア
ン
ガ
！
マ
イ
ア
ー
の
見
通
し
は
、
三
十
年
戦
争
期
の
混
乱
を
い
か
に
位
置
づ
け

る
か
、
と
い
っ
た
、
と
り
わ
け
変
動
の
側
面
に
お
け
る
一
層
精
緻
な
考
察
を
必
要
と
す
る
点
で
は
、
な
お
暫
定
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
後

の
研
究
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
段
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
一
六
世
紀
後
半

に
お
い
て
は
、
帝
国
の
地
方
制
度
で
あ
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
が
、
一
方
に
お
い
て
は
帝
国
議
会
に
提
出
す
べ
き
諸
問
題
の
予
備

的
な
審
議
機
関
と
し
て
、
他
方
に
お
い
て
は
帝
国
最
終
決
定
（
帝
国
議
会
の
決
議
）
を
所
属
ク
ラ
イ
ス
等
族
に
通
達
し
、
執
行
を
進
め
て
い
く
機

関
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
頂
点
と
し
て
の
帝
国
議
会
と
各
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
の
間
の
審
議
の
往
復
運
動
の
形
で
、
地
域
ご
と
の
多
様
性
を
伴

い
つ
つ
帝
国
と
し
て
の
一
体
性
が
保
た
れ
て
い
た
、
と
見
な
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
連
邦
的
体
舗
と
し
て
の
帝
国
に
お
い
て
、
等
無
間
の
政
治
的
意
志
な
い
し
は
合
意
が
「
様
々
な
国
隣
段
階
に
応
じ
た
等
族
制
集

会
」
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
等
族
制
集
会
に
対
す
る
さ
ら
な
る
構
造
史
的
分
析
が
要
請
さ
れ
て
い
る
研
究
の
現
状
を
、
筆
者
は

　
　
　
　
　
④

先
に
確
認
し
た
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
学
び
な
が
ら
、
帝
国
の
地
方
制
度
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
視
点
を
据
え
つ
つ
、

連
邦
制
的
國
制
構
造
の
観
点
か
ら
、
近
世
ド
イ
ツ
史
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
見
通
し
を
鍛
え
る
た
め
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め

の
課
題
の
設
定
に
次
章
に
お
い
て
取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。

①
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ω
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N
O
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b
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③
団
σ
o
邑
ρ
ω
．
卜
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卜
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④
　
拙
稿
「
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
等
族
制
集
会
」

　
九
九
四
年
。

『
西
洋
史
学
』
第
｝
七
二
号
、
　
【
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第
一
章
問
題
の
所
在

36　（36）

　
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
地
域
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
所
属
等
族
の
協
同
の
た
め
の
地
域
組
織
（
自
治
団
体
）
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
帝
国
レ
ベ
ル

で
は
二
つ
の
任
務
（
帝
国
最
高
法
院
の
判
決
の
執
行
と
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
す
な
わ
ち
治
安
の
維
持
）
を
委
ね
ら
れ
た
帝
国
の
行
政
管

区
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
帝
国
等
族
を
連
邦
的
体
制
に
統
合
す
る
中
間
組
織
と
し
て
の
機
能
を
、
し
た
が
っ
て
二
重
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。

ク
ラ
イ
ス
の
爆
縮
の
根
幹
を
な
す
機
関
は
、
最
高
議
決
機
関
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
平
和
維
持
を
は
じ
め
と
す

る
ク
ラ
イ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
お
け
る
等
族
間
の
合
意
形
成
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
旧
稿

に
お
い
て
、
平
神
維
持
の
た
め
の
防
衛
組
織
と
し
て
の
機
能
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
条
約
を
転
換
点
と
す
る
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
時
期
区
分
を
提
示
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
補
足
し
つ
つ
、
等
族
制
集
会
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
こ
の
制
度
の
根

幹
と
み
な
す
観
点
か
ら
、
改
め
て
そ
の
時
期
区
分
を
設
定
し
な
お
し
、
見
通
し
を
示
す
こ
と
に
、
努
め
た
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
仮
説
を
組
み

立
て
る
こ
と
の
ね
ら
い
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
國
自
体
の
国
制
変
動
を
も
、
多
少
な
り
と
も
明
確
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
な
お
、
帝
国
の
統
治
体
制
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
際
に
は
、
帝
国
議
会
と
ク
ラ
イ
ス
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
帝

国
裁
判
所
、
と
り
わ
け
帝
国
最
高
法
院
と
の
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
五
〇
七
年
以
降
、
ク
ラ
イ
ス
は
最
高
法
院
の
陪
席
判
事
の

選
出
単
位
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
に
は
こ
の
問
題
を
扱
う
準
備
が
な
い
た
め
、
本
稿
の
課
題
か
ら
は
捨
象
せ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

　
さ
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
十
度
の
変
遷
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に
大
混
乱
を
も
た
ら
し
た
三
十
年
戦
争
期
を
如
何
に
扱
う
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
、
こ
の
時
期
の
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
を
検
討
し
た
F
・
マ
ー
ゲ
ン
の
研
究
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
お
お
む
ね
各

ク
ラ
イ
ス
が
女
族
の
自
治
団
体
と
し
て
有
効
に
機
能
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
全
般
に
わ
た
っ
て
、
各
ク
ラ
イ
ス
で
は
、
ク
ラ

イ
ス
会
議
、
な
ら
び
に
帝
国
鋳
貨
令
（
一
五
五
九
年
）
菊
Φ
8
げ
ω
ヨ
ロ
コ
N
o
巳
霞
目
σ
q
の
規
定
に
基
づ
く
鋳
貨
問
題
審
議
会
冨
貯
N
顎
。
σ
ρ
怠
。
霧
富
σ
q
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の
二
種
類
の
等
族
制
集
会
が
開
催
さ
れ
、
経
済
的
課

題
や
政
治
・
軍
事
的
課
題
、
と
り
わ
け
皇
帝
な
ら
び

に
ス
ウ
ェ
～
デ
ソ
等
の
両
陣
営
に
よ
る
ク
ラ
イ
ス
の

軍
事
的
利
用
を
如
何
に
し
て
回
避
す
る
か
、
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
問
題
が
継
続
的
に
審
議
さ
れ
た
。
表
は
、
W
・
ド

ッ
ッ
ァ
ゥ
ア
ー
の
作
成
し
た
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る

ク
ラ
イ
ス
会
議
の
開
催
状
況
を
網
羅
し
た
リ
ス
ト
よ

③り
、
名
目
上
の
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ブ
ル
グ
ン
ト
の
両
ク
ラ
イ
ス
を
除
い
て
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ス

を
除
く
す
べ
て
の
ク
ラ
イ
ス
で
、
頻
度
の
差
は
あ
れ

会
議
が
召
集
さ
れ
て
い
た
状
況
が
窺
わ
れ
よ
う
。
た

だ
し
、
ド
ッ
ツ
ァ
ウ
ア
ー
の
リ
ス
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る

未
公
刊
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め

に
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
三
回
し
か
会
議

を
召
集
し
て
い
な
い
（
一
六
三
一
、
三
九
、
四
五
年
）
ニ

ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
”
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
！
レ
ン
・
ク
ラ
イ

ス
に
お
い
て
、
一
年
に
つ
き
一
回
な
い
し
二
回
の
鋳

貨
問
題
審
議
会
を
ほ
と
ん
ど
毎
年
開
催
し
て
い
た
、

表：クライス会議の開催状況

・ライ・（撒内燗平門繍崔磁1・6・8年以前11618－54年1・655年腋

クールライン（1522～1747） 63 40
・［17　　　

オーバーザクセン
@　　　　　（1537～1681）

7工 42 14 15

フランケン　（1517～1791） 322 134 38 150

バイエルン　（1521～1793） 91 63 15 13

シュヴァーペソ
@　　　　　（1517～1787）

323 92 25 206

オーバーライン
@　　　　　（1515～1757）

141 103 2 36

ニーダーライン＝ヴェスト
tァーレソ　（1522～1797）

159 1G5 6 48

ニーダーザクセン
@　　　　　（1531～1682）

113 78 21 14

　
　
む

て
ン
催
・

ベ
イ
主
ン
う

す
ラ
を
ケ

は
ル
議
ン
バ

位
一
会
ラ

単
ク
合
フ
オ

　
　
連

①
②
　
　
③
④

謝（ 圓凱
・クライスは1651年から1792年にかけて，26圓のクライス

③　フランケン・クライスのクライス会議は，1791年以降永続的に開会。

④　オーバーライン・クライスでは，1607年4月に閉会しで後1651年まで休
　会。

＠　W．　Dotzauer，　Die　deutschen　Reieltslereise　in　der　Verfasst｛｝eg　des　alten

　Reiches　und　iltr　Eige7zleben　（1500－1806），　Darmstadt　1989，　S．　345－358，

　より作成。
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④

と
い
う
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
表
に
示
し
た
開
催
回
数
は
さ
ら
に
多
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
三
十
年
戦
争
期
に
お
い

て
も
ク
ラ
イ
ス
は
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
そ
の
根
幹
と
す
る
体
制
を
保
持
し
続
け
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
お
よ
び
＝
ハ

五
四
年
の
「
最
後
の
帝
国
最
終
決
定
」
冒
口
σ
q
ω
8
同
園
巴
。
げ
ω
ρ
げ
ω
o
げ
一
＆
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
再
編
園
Φ
島
暮
①
σ
q
霜
鉱
8
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

関
す
る
規
定
（
帝
国
執
行
令
を
基
本
法
と
す
る
ク
ラ
イ
ス
の
平
和
維
持
の
機
能
の
再
確
認
）
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
三
つ
の
時
期
区
分
に
関
す
る
、
作
業
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、

帝
国
執
行
令
に
よ
っ
て
ク
ラ
イ
ス
制
度
が
確
定
さ
れ
、
帝
国
の
連
邦
的
体
制
に
法
的
基
盤
が
与
え
ら
れ
た
一
五
五
五
年
か
ら
三
十
年
戦
争
の
勃

発
に
い
た
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
一
六
一
八
年
ま
で
を
第
一
期
、
次
い
で
三
十
年
戦
争
期
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
を
経
て
最
後
の

帝
国
最
終
決
定
に
お
い
て
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
有
効
性
が
再
確
認
さ
れ
る
一
六
五
四
年
ま
で
を
第
二
期
、
そ
し
て
帝
国
の
崩
壊
に
い
た
る
一
八
〇

六
年
ま
で
を
第
三
期
と
す
る
。
第
一
期
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
は
、
後
段
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
帝
国
議
会
を
は
じ
め
乏
す
る
帝
国
レ
ベ
ル
の
審

議
機
関
と
の
密
接
な
連
関
の
も
と
で
そ
の
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
二
重
の
機
能
（
帝
国
の
行
政
管
区
で
あ
る
と
同
時
に
等

星
の
自
治
団
体
）
は
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
た
と
い
え
る
。
第
二
期
に
お
い
て
は
、
一
六
一
三
年
か
ら
一
六
三
九
年
ま
で
帝
国
議
会
が
召
集
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
第
一
期
に
お
け
る
よ
う
な
帝
国
レ
ベ
ル
の
審
議
機
関
と
の
結
び
つ
き
は
皆
無
に
近
か
っ
た
も
の
の
、
帝
国
執
行

令
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
帝
国
鋳
貨
令
を
法
的
基
礎
と
す
る
、
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
は
、
各
地
域
ご
と
に
存
続
し
た
。
そ
し
て
戦
争
の
終
結
に

い
た
り
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
と
最
後
の
帝
国
最
終
決
定
が
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
有
効
性
を
再
確
認
し
て
、
そ
の
後
の
国
制
に
位

置
づ
け
直
し
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
第
三
期
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
の
帝
国
レ
ベ
ル
の
国
論
機
関
と
の
結
び
つ
き
は
、
帝
国

裁
判
所
や
、
決
議
を
あ
げ
る
こ
と
の
無
い
使
節
会
議
と
化
し
た
永
久
帝
国
議
会
と
の
関
係
に
お
い
て
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
（
そ
の
具
体
的

諸
相
は
今
後
の
検
討
を
必
要
と
す
る
）
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
各
地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
に
基
づ
く
、
ク
ラ
イ
ス
の
自
立
化
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
掲
げ
た
表
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
を
除
け
ば
、
一
八

38　（38）
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世
紀
半
ば
か
ら
世
紀
末
ま
で
は
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
会
議
が
召
集
さ
れ
て
お
り
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
核
と
す
る
、
自
治
団
体
と
七

て
の
機
能
が
存
続
し
て
い
た
様
子
が
、
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
段
の
議
論
と
も
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ク
ラ
イ
ス
会

議
の
審
議
に
お
い
て
は
、
各
等
族
の
票
決
権
が
保
証
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ス
全
体
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
多
数
決
原
理
の
有
効
性
が
確
立
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
原
則
を
「
近
代
性
」
の
指
標
と
し
て
評
価
す
る
向
き
が
、
ド
イ
ツ
の
諸
研
究
に
お
い
て
も
し
ぼ
し
ぼ
見
受
け
ら
れ
る
が
、

後
段
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
あ
く
ま
で
も
等
族
の
統
治
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
油
倉
潮
原
理
の
う
え

に
立
つ
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
作
業
仮
説
を
検
証
す
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
時
期
的
に
は
第
一
期
、
地
域
的
に
は
西
南
ド
イ
ツ
の
三
ク
ラ
イ
ス
（
フ
ラ

ン
ヶ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
）
を
取
り
上
げ
て
、
帝
国
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス
と
の
連
関
の
一
側
面
の
分
析
に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、
一
五
六
四
年
か
ら
一
五
七
六
年
に
わ
た
り
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
関
税
特

権
を
め
ぐ
っ
て
西
南
ド
イ
ツ
三
ク
ラ
イ
ス
を
巻
き
込
ん
だ
関
税
闘
争
の
政
治
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
「
等
族
制
集
会
に
お
け
る
政
治
的
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

形
成
」
を
原
理
と
す
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
政
治
構
造
を
、
析
撮
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
関
税
闘
争
に
つ
い
て
は
、
H
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
九
七
五
年
に
公
に
さ
れ
た
学
位
論
文
『
帝
国
都
市
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
』
の
な
か
で
か
な
り
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
彼
の
主
た
る
問
題
関
心
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
体
制
に
お
い
て
帝
国
都
市
身
分
の
占
め
た
位
置
づ
け
と
そ
の
重
要
性
を

確
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
問
題
関
心
と
方
法
論
を
そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
異
に
す
る
本
稿
の
作
成
に
際
し
て
、
こ
の
研
究
は
必
ず
し
も
十

分
な
情
報
と
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
彼
の
研
究
を
も
参
照
し
つ
つ
同
時
に
論
点
の
相
違
を
明
確

に
し
、
筆
者
独
自
の
史
料
研
究
を
軸
に
据
え
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
本
稿
で
利
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
国
立
文
書
館
な
ら
び
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
立
文
書
館

　
　
　
　
　
　
　
⑨

所
蔵
の
未
公
刊
史
料
、
お
よ
び
帝
国
議
会
文
書
集
所
収
の
史
料
も
利
用
す
る
が
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
軸
と
す
る
政
治
過
程
の
分
析
の
た
め
に
も

つ
と
も
広
範
に
参
照
さ
れ
る
の
は
、
F
・
c
・
v
・
モ
ー
ザ
ー
お
よ
び
J
・
G
・
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
半
ば
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
、39　（39）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ク
ラ
イ
ス
会
議
の
決
議
集
に
収
録
さ
れ
た
諸
決
議
で
あ
る
。

　
①
拙
稿
「
近
世
ド
イ
ツ
国
制
と
帝
羅
ク
ラ
イ
ス
制
度
」
『
史
林
』
七
四
巻
一
号
、

　
　
一
九
九
一
年
。

　
②
　
塑
護
護
。
登
O
一
〇
国
魚
。
冨
す
。
富
。
貯
二
丁
目
b
o
g
o
血
霧
島
。
一
ω
玖
σ
q
U
讐
三
σ
q
窪

　
　
囚
ほ
⑦
σ
q
窃
’
H
『
N
ミ
旨
ミ
蛍
へ
、
ミ
寅
錠
ミ
縁
昏
ミ
、
ミ
8
ぎ
鳶
㌧
し
d
血
。
P
一
㊤
○
。
P

　
　
山
本
文
彦
「
～
六
世
紀
後
半
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
」
『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
〇

　
　
編
第
八
号
、
～
九
九
一
年
、
八
三
～
八
七
頁
。

　
⑧
巧
■
U
o
訂
p
器
び
b
に
§
ミ
い
目
貼
ミ
勘
ミ
忘
罫
ミ
聡
§
§
田
舞
へ
蕊
賄
§
偽
§
恥

　
　
ミ
馬
§
沁
9
き
題
ミ
ミ
き
曳
鰹
鷺
ミ
＆
§
（
賦
8
芝
切
O
q
y
U
置
き
。
。
冨
黛
6
。
。
P
o
。
■

　
　
ω
直
9
1
1
ω
α
O
Q
。

　
④
竃
p
α
q
。
三
尊
9
．
○
．
㌧
ω
■
爵
①
．

　
⑤
団
9
鼠
p
o
り
．
濫
O
h
．

　
⑥
螢
累
2
冨
篇
㌧
肉
無
き
鴇
ミ
験
ミ
騎
S
馬
沁
愚
ミ
恥
§
貯
ご
↓
騨
魯
§
～
ミ
画
§
ま
．
旨
き
苓

　
　
壽
§
ミ
ミ
斜
し
づ
。
強
昌
一
〇
。
。
b
。
℃
ψ
b
。
①
ご
即
ρ
国
母
引
導
ρ
言
㌧
U
δ
国
目
鉱
ω
＄
σ
Q
¢

　
　
ユ
①
。
庸
譲
①
葛
σ
q
8
図
α
ヨ
一
。
。
9
窪
菊
鉱
岳
。
ω
’
ぎ
…
惑
款
鶏
ミ
款
職
濤
唖
窺
帖
無
。
識
笥
曹

　
㌔
ミ
逡
ぎ
譜
㌔
じ
σ
α
．
お
い
一
㊤
O
b
。
。

⑦
　
本
稿
は
　
九
九
二
年
一
二
月
二
一
日
に
ル
…
ル
・
ボ
ー
フ
ム
大
学
で
行
な
わ
れ

　
た
W
・
シ
ュ
ル
ッ
ェ
教
授
（
九
三
年
四
月
よ
リ
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ソ
大
学
）
主
催
の
研

　
究
会
に
お
け
る
口
頭
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。

⑧
鍔
蚕
σ
q
⑦
5
ミ
詩
雰
詮
ミ
ご
“
9
ミ
的
き
ミ
§
軌
さ
ミ
§
蟄
σ
♂
ω
‘
Ω
9
嘗
コ
σ
q
留

　
這
δ
馳
ω
．
b
3
㈹
圃
I
b
σ
器
■

⑨
¢
磐
讐
・
。
＄
卑
冨
御
祭
貯
ω
葺
け
け
σ
q
謬
言
囚
お
乾
μ
§
島
§
σ
q
。
瓢
窃
器
－
峯
鎗
（
以

　
下
、
国
ω
月
9
ω
）
嚇
ω
p
a
欝
「
。
三
く
〉
唱
σ
Q
ω
9
三
門
o
Q
9
要
餌
三
。
・
。
9
｝
（
話
冴
鼻
θ
窪

　
窃
鎗
－
嵩
8
（
以
下
、
o
。
円
餌
＞
Y

⑩
労
ρ
〈
。
蜜
。
ω
窪
（
弾
肋
σ
Q
’
）
「
勢
坤
嵩
ミ
§
偽
二
塁
霞
ミ
碍
馬
蕊
ミ
ミ
軌
恥
さ
§

　
碧
軌
簿
題
匙
§
ミ
き
ミ
G
蓉
鴇
㍗
き
象
ミ
馬
§
§
ミ
ミ
榊
恥
ミ
ミ
曾
ミ
蓼
罫
G
。
切
9
こ

　
U
o
ぢ
N
お
ミ
ミ
山
蔓
○
。
い
い
ρ
い
。
江
（
瓢
話
σ
q
．
）
”
句
§
ミ
§
§
偽
§
恥
ミ
受
ミ
防
鼻
§

　
さ
馬
冴
§
“
ミ
辞
竃
β
口
。
げ
。
ロ
一
『
①
心
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
事
件
の
政
治
・
宗
教
的
背
景
と
そ
の
概
略

　
本
章
で
は
具
体
的
な
分
析
を
進
め
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
関
税
闘
争
の
政
治
・
宗
教
的
な
背
景
と
そ
の
概
略
な
ら
び
に
紛
争
調
停
機
関
と

し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
限
界
と
可
能
性
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
三
ク
ラ
イ
ス
を
こ
の
事
件
に
巻
き
込
ん
だ
張
本
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
る
自
領
内
の
関
税
率
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

き
上
げ
を
め
ぐ
る
背
景
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
一
五
五
七
年
六
月
に
領
内
に
宗
教
改
革
を
導
入
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
は
、
当
初
は
ル
タ
ー
派
の
立
場
を
堅
持
し
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
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公
ク
リ
ス
ト
フ
と
と
も
に
帝
国
の
ル
タ
ー
派
諸
侯
を
主
導
し
た
。
の
み
な
ら
ず
一
五
六
八
年
九
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
に
介
入
す
る

ま
で
は
、
帝
国
へ
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
導
入
の
急
先
鋒
と
な
っ
て
諸
侯
の
間
で
孤
立
し
て
い
た
選
定
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
と
選
定
学
位
継
承

権
を
め
ぐ
る
家
門
内
の
争
い
に
お
い
て
も
敵
対
し
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
一
貫
し
て
親
皇
帝
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
両

者
の
対
立
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営
の
内
部
分
裂
の
激
化
を
憂
慮
す
る
他
の
ル
タ
ー
派
諸
侯
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
一
五
六
六
年
の
ア
ウ
グ

ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
解
消
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ソ
（
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
）
、

ノ
イ
ブ
ル
ク
の
両
諸
侯
領
に
お
い
て
高
ま
っ
た
負
債
の
重
み
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
一
五
六
四
年
に
導
入
し
た
関
税
率
の

引
き
上
げ
（
旧
来
の
関
税
を
三
倍
に
引
き
上
げ
る
特
権
）
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
を
含
む
選
定
侯
の
承
認
を
得
て
、
一
五
六
六
年
五
月
末
に
同
帝
国
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
お
い
て
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ソ
ニ
世
か
ら
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
引
き
続
く
内
外
の
戦
乱
（
グ
ル
ム
バ
ッ
ハ
・
フ
ェ
ー
デ
、
ユ
グ
ノ
ー
お
よ
び

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
独
立
戦
争
、
対
ト
ル
コ
戦
争
）
、
な
ら
び
に
聖
界
諸
侯
領
に
お
い
て
は
宗
教
改
革
の
導
入
に
よ
る
教
会
財
産
の
損
失
に
よ
っ
て
、
甚

だ
し
い
窮
赤
化
を
被
っ
て
い
た
多
く
の
帝
国
姻
族
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
関
税
特
権
付
与
の
申
請
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が

　
　
　
　
　
　
③

拒
否
さ
れ
た
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
対
す
る
関
税
特
権
の
承
認
は
、
皇
帝
、
選
定
侯
の
双
方
と
の
政
治
的
に
良
好
な
関
係
を
背

景
と
し
た
き
わ
め
て
例
外
的
な
、
さ
ら
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
旧
来
の
こ
の
地
域
の
関
税
の
慣
行
を
無
視
し
た
措
置
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
は
、
親
皇
帝
派
の
穏
健
な
ル
タ
ー
派
諸
侯
と
し
て
の
立
場
を
守
っ
て
い
た
が
、
一
五
六
八
年
九
月
、
フ
ラ
ン
ス

の
ユ
グ
ノ
ー
を
救
援
す
る
た
め
に
、
選
定
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
か
ら
の
援
助
を
得
つ
つ
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
に
介
入
し
た
。
翌
六
九
年
に
リ
モ
ー

ジ
ュ
近
郊
の
ネ
ッ
サ
ン
に
お
い
て
陣
没
し
、
そ
の
遺
領
は
遺
言
に
基
づ
い
て
分
割
さ
れ
、
ノ
イ
ブ
ル
ク
を
長
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
を
次
子
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
は
一
五
六
四
年
一
一
月
に
モ
ソ
ハ
イ
ム
と
ベ
ル
ク
に
お
い
て
関
税
率
の
引
き
上
げ
を
導
入
し
た
。

こ
の
件
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
一
五
六
六
年
一
二
月
四
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
一
六
、
一
七
条
の
添
付
資
料
と
し
て

収
め
ら
れ
て
い
る
、
三
焦
の
運
送
業
者
（
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
、
レ
ー
ア
ゥ
出
身
）
に
対
す
る
「
審
問
」
（
｝
五
六
六
年
二
月
一
九
日
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⑤

付
け
）
か
ら
、
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
審
問
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
国
立
文
書
館
所
蔵
の
国
器
腕
げ
ρ
出
色
§
σ
Q
Φ
昌
所
収
の
　
「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
運
送
業
者
の
報
告
」
（
一
五
六
六
年
一
一
月
二
一
日
付
で
あ
り
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

付
は
二
日
後
の
も
の
で
あ
る
が
）
に
依
り
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
と
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・

ク
ラ
イ
ス
に
所
属
す
る
帝
国
都
市
で
あ
る
こ
と
（
レ
ー
ア
ゥ
に
つ
い
て
は
不
明
）
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
審
問
記
録
は
、
元
来
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン

・
ク
ラ
イ
ス
が
被
害
に
あ
っ
た
運
送
業
老
か
ら
聴
取
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
関
税
徴
収
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
フ
ラ
ン
ケ

ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
送
付
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
～
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
通
商
路
上
に
は
、
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
か
ら
モ
ン
ハ
イ
ム
に
い
た
る
約
二
〇
キ
ロ
の
区
積
上
に
、
三

ヵ
所
の
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
領
の
関
税
徴
収
所
、
す
な
わ
ち
南
か
ら
ベ
ル
ク
、
ウ
ッ
ツ
ィ
ン
ク
、
モ
ン
ハ
イ
ム
が
存
在
し
た
。
旧
来
の

関
税
は
次
の
よ
う
に
課
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
ベ
ル
ク
で
は
、
（
荷
車
を
引
く
）
馬
一
頭
に
つ
き
ニ
ク
ロ
イ
ツ
ァ
i
機
お
轟
巽
、
商
品
一
ツ
ェ
ン
ト

ナ
ー
N
①
昌
9
葭
に
つ
き
三
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
国
学
巳
σ
q
、
荷
車
一
台
に
つ
き
八
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
。
ウ
ッ
ツ
ィ
ン
ク
で
は
、
馬
一
頭
に
つ
き
一
ク
ロ
イ

ツ
ァ
ー
。
そ
し
て
モ
ン
ハ
イ
ム
で
は
、
馬
＝
狽
に
つ
き
ニ
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
が
関
税
と
し
て
微
収
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ッ
ッ
ィ
ン
ク
に
お
い
て
は
関

税
率
は
旧
来
の
ま
ま
で
あ
り
、
引
き
上
げ
は
以
下
の
よ
う
に
、
モ
ン
ハ
イ
ム
と
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
。

①
モ
ン
ハ
イ
ム
で
は
、
馬
一
頭
に
つ
い
て
六
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
。
ベ
ル
ク
で
は
、
馬
r
＝
銀
に
つ
き
同
様
に
六
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
、
商
口
塑
ツ
ェ
ン

　
ト
ナ
ー
に
つ
き
九
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
、
荷
車
一
台
に
つ
き
二
四
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
細
々
の
関
税
率
が
三

　
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

②
馬
に
つ
い
て
は
①
の
関
税
と
は
別
に
、
馬
関
税
℃
譜
巳
o
N
o
に
と
い
う
名
目
で
、
一
頭
に
つ
き
帰
路
の
分
も
含
め
て
一
グ
ル
デ
ン
○
巳
α
Φ
口

　
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

③
　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
～
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
間
を
往
復
す
る
運
送
業
者
は
、
モ
ン
ハ
イ
ム
、
ベ
ル
ク
の
い
ず
れ
か
の
最
初
に
到
着
し
た
関
税
徴

　
町
所
に
お
い
て
、
一
グ
ル
デ
ン
の
馬
関
税
と
そ
の
他
の
三
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
関
税
を
支
払
い
、
二
つ
目
に
到
着
す
る
徴
収
所
で
は
償
来
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の
税
額
を
払
え
ば
よ
い
と
さ
れ
た
。

④
　
運
送
業
者
が
新
関
税
の
支
払
い
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、
即
座
に
積
み
荷
を
お
ろ
さ
せ
て
差
し
押
え
る
こ
と
が
、
皇
帝
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

　
へ
の
関
税
権
承
認
の
書
状
に
お
い
て
、
税
関
吏
に
許
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
こ
の
関
税
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
者
は
金
六
〇
マ
ル
ク
を

　
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
運
送
業
者
、
商
人
の
双
方
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
の
関
税
特
権
は
、

ノ
イ
ブ
ル
ク
の
所
属
先
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
み
な
ら
ず
、
隣
接
す
る
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
の
両
ク
ラ
イ
ス
に
お
い

て
も
交
易
の
妨
げ
と
な
り
、
と
り
わ
け
交
易
活
動
に
依
存
す
る
帝
国
都
市
へ
の
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
。
三
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
プ
フ
ァ

ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
の
関
税
特
権
の
撤
廃
へ
の
取
り
組
み
が
、
帝
国
都
市
を
推
進
力
と
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン

な
ら
び
に
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
で
は
、
概
し
て
こ
の
件
を
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
審
議
さ
せ
た
が
ら
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
関
税
が
世
俗
諸
侯
の
領
民
か
ら
は
徴
収
さ
れ
ず
、
聖
界
諸
侯
、
高
位
聖
職
者
、
伯
・
ヘ
レ
ン
、
帝
国
都
市
の
領
民
か
ら
の
徴
収
を
目
的
と
し

て
い
た
た
め
に
、
と
り
わ
け
シ
ュ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
で
は
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
召
集
権
を
有
す
る
通
達
事
項
担
当
職
囚
お
δ
㊤
器
ω
o
げ
お
8
Φ
舜
ヨ
げ

の
位
に
あ
っ
た
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
公
が
、
こ
の
問
題
は
あ
く
ま
で
個
別
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
に
関
わ
る

事
項
を
扱
う
べ
き
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
す
る
立
場
よ
り
、
こ
の
件
を
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
議
事
酔
筆
に
上
ら
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
を
妨
げ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
都
市
が
ク
ラ
イ
ス
の
境
界
を
こ
え
て
奮
闘
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
後
述

す
る
三
ク
ラ
イ
ス
合
同
会
議
の
中
身
に
立
ち
入
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
存
在
、
お
よ
び
こ
の
会
議
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
帝
国
都
市
が
参
加
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
部
分
的
に
は
言
及
し
て
い
る
）
、
自
認
の
所
属
ク
ラ
イ
ス
（
シ
ュ
ヴ
ァ
…
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
）
の
他
の
身
分
、
と
り
わ
け
有
力
な
世
俗
諸
侯
の
助
力

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
こ
の
取
り
組
み
が
難
行
し
た
と
こ
ろ
に
、
イ
ニ
ー
ガ
ー
は
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
ひ
と
つ
の
限
界
を
見
い
だ
し

　
　
⑧

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
視
点
を
ひ
と
つ
の
ク
ラ
イ
ス
内
部
の
力
関
係
に
限
定
せ
ず
、
グ
ル
ム
バ
ッ
ハ
・
フ
ェ
ー
デ
、
対
ト
ル
コ
戦
争
な
ど

の
軍
事
問
題
、
鋳
貨
制
度
管
理
な
ど
の
経
済
闇
黒
を
は
じ
め
と
す
る
諸
案
件
の
解
決
の
た
め
に
、
頻
繁
に
合
同
会
議
を
開
催
し
て
い
た
西
南
ド
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イ
ッ
三
ク
ラ
イ
ス
間
に
お
け
る
そ
れ
を
も
、
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
解
決
へ
の
別
の
回
路
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
機
能
は
、
帝
国
の
地
方
鰯
度
と
し
て
、
所
属
等
族
の
既
存
の
諸
特
権
、
統
治
権
を
守
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
ク
ラ
イ
ス
は
、
個
々
の
等
族
の
統
治
権
に
介
入
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
ラ
イ
ス
の
平

和
維
持
活
動
に
お
け
る
指
揮
官
と
し
て
の
長
官
○
び
Φ
屋
酔
の
権
限
の
突
出
、
す
な
わ
ち
貴
族
の
統
治
権
へ
の
介
入
を
厳
禁
す
る
、
帝
国
執
行
令

第
七
三
条
の
規
定
か
ら
窺
わ
れ
る
。
加
え
て
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
ク
ラ
イ
ス
独
自
の
包
括
的
な
裁
判
権
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。
各
ク
ラ
イ
ス
で

は
、
長
官
の
他
に
必
要
に
応
じ
て
数
名
の
補
佐
官
N
¢
σ
q
Φ
o
a
器
富
が
等
族
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
て
長
官
と
と
も
に
平
和
維
持
の
た
め
の
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

置
を
協
議
し
た
が
、
そ
の
権
限
は
、
あ
く
ま
で
も
被
害
を
受
け
た
当
事
者
間
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
七
二
条
）
。

こ
の
よ
う
に
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
紛
争
調
停
機
関
と
し
て
の
機
能
は
、
強
欄
執
行
権
を
伴
わ
な
い
仲
裁
裁
判
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
所
属
姻
族
の
自
由
・
統
治
権
が
な
ん
ら
か
の
状
況
の
も
と
で
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
政
治
状
況
に
応
じ
た
対
策

を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ぼ
し
ぼ
如
上
の
限
界
を
こ
え
て
、
紛
争
に
介
入
し
た
の
で
あ
る
。
西
南
ド
イ
ツ
三
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
そ

の
た
め
の
ひ
と
つ
の
回
路
と
し
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
合
同
会
議
が
活
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
合
同
会
議
開
催
の
原
則
を
確
認
す
る
こ

　
　
　
　
⑩

と
に
し
た
い
。

　
合
同
会
議
へ
の
使
節
派
遣
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
　
一
五
六
七
年
六
月
四
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
三
条
が
、
「
こ
の

よ
う
な
会
議
は
、
四
名
の
者
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
第
一
に
聖
界
諸
侯
の
使
節
、
第
二
に
世
俗
諸
侯
の
使
節
、
第
三
に
伯
・
ヘ
レ
ン
の
使
節
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
四
に
都
市
の
使
節
、
し
た
が
っ
て
ク
ラ
イ
ス
全
体
に
よ
っ
て
…
…
代
表
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
あ
く
ま
で

も
四
身
分
構
成
を
取
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
も
同
様
）
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
身
分
構
成
（
聖
界
・
俗

界
）
を
取
っ
て
い
た
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
使
節
の
任
命
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
各
身
分
ご
と
に
一
名
の
使
節
が
任

命
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
個
別
ク
ラ
イ
ス
全
体
の
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
る
、
と
す
る
原
則
に
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
各
身
分

ご
と
の
使
節
の
派
遣
を
通
じ
て
、
各
身
分
の
利
害
主
張
の
権
限
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
合
同
会
議
の
召
集
権
に
関
し
て
は
、
筆
者
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は
十
分
に
詳
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
の
経
過
か
ら
判
断
し
て
、
会
議
の
召
集
を
要
請
さ
れ
た
各
ク
ラ
イ
ス
の
通
達
事
項
担

当
諸
侯
二
名
（
各
ク
ラ
ィ
ス
で
最
も
身
分
の
高
い
聖
・
俗
界
諸
侯
各
一
名
）
の
う
ち
の
一
名
、
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
三
者
が
協
議
し
て
召
集
の
必
要

性
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
た
後
に
、
各
ク
ラ
イ
ス
へ
合
同
会
議
召
集
の
通
知
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
ミ
お
§
§
舘
b
馬
ミ
零
ぎ
衷
魂
態
》
画
や
箒
ω
α
q
●
＜
8
0
防
げ
営
撞
。
ユ
も
・
9
窪

　
O
o
日
ヨ
富
ω
圃
魯
σ
包
鎌
曾
婦
。
、
蝕
◎
q
一
．
〉
爵
号
旨
一
⑦
O
角
≦
富
。
。
窪
。
。
。
審
剛
8
P
し
け
島
．

　
蕊
㌧
ピ
Φ
な
N
一
α
q
一
。
。
り
Q
。
（
以
下
、
＞
u
b
」
）
”
o
Q
．
♂
－
。
。
メ

②
冨
α
q
⑦
び
P
p
．
O
；
ω
．
器
。
。
■
ド
ッ
ツ
ァ
ウ
ア
ー
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
新
た
な

　
商
晶
に
課
税
す
る
特
権
を
も
獲
得
し
た
と
し
て
い
る
が
典
拠
を
派
し
て
お
ら
ず
こ

　
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
が
参
照
し
え
た
史
料
の
記
述
（
後
述
）
と
一
致
し
な
い
。

　
A
D
B
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
二
〇
年
の
期
限
付
き
で
特
権
を
得
た
と
さ
れ
て

　
い
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
も
典
拠
が
な
く
他
の
研
究
書
や
史
料
は
全
く
言
及
し
て
い

　
な
い
。
U
o
詳
器
。
さ
P
四
。
ρ
噂
ω
」
Q
。
Q
。
切
＞
U
b
ゆ
「
ω
．
Q
。
ρ
関
税
権
獲
得
に
は
皇
帝

　
の
阿
意
と
選
定
侯
の
承
認
が
必
須
で
あ
っ
た
。

⑤
冨
g
一
冒
①
」
p
野
P
ω
」
O
安
一
8
＝
こ
一
〇
冬
一
〇
c
・
μ
一
ミ
竃
こ
一
H
o
。
。
層

　
一
一
H
刈
h
二
＝
一
㊤
h
こ
F
P

④
冒
α
q
鶏
㌧
p
p
O
こ
。
ワ
．
b
。
N
◎
。
．

⑧
竃
。
ω
璽
p
p
O
‘
匂
ロ
O
」
い
o
Q
．
駐
ニ
ム
廷
．

⑥
寅
σ
q
o
さ
p
勲
○
こ
ω
．
認
。
。
■

⑦
鞍
σ
q
Φ
さ
p
鉾
○
．
、
ω
■
卜
。
卜
。
。
。
｛
．

⑧
国
σ
¢
議
ρ
ω
．
卜
。
ω
b
。
い

⑨
　
〉
．
切
器
9
ヨ
四
弓
（
鎖
話
σ
q
．
）
”
さ
傍
ミ
§
ミ
涛
職
鳥
画
竃
雪
。
7
魯
お
◎
。
轡
◎
Q
。

　
卜
Ω
膳
ρ

⑩
個
別
ク
ラ
イ
ス
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
つ
い
て
は
拙
稿
コ
六
批
紀
末
対
ト
ル
コ

　
戦
争
と
ド
イ
ツ
帝
国
ク
ラ
イ
ス
二
度
」
、
『
西
洋
史
学
』
第
一
六
三
号
、
　
一
九
九
二

　
年
、
第
一
章
を
参
照
。

⑪
窓
。
。
。
⑦
さ
p
鉾
ρ
匿
．
鮒
ω
●
蕊
⑦
．
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第
三
章
　
関
税
闘
争
と
三
ク
ラ
イ
ス
の
対
応

　
関
税
問
題
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
五
回
に
わ
た
る
合
同
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
四
回
の
合
同
鋳
貨
問
題
審
議
会

○
Φ
ω
㊤
日
構
立
雪
N
箕
0
9
試
。
勇
健
σ
q
を
加
え
る
と
、
こ
の
間
に
九
回
に
わ
た
っ
て
三
ク
ラ
イ
ス
間
の
合
同
審
議
の
対
象
と
さ
れ
た
。
本
章
で
は
、

各
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
合
同
会
議
、
お
よ
び
合
同
会
議
と
帝
国
の
上
位
の
等
族
欄
集
会
と
の
間
の
連
動
に
も
目
配
り
を
し
つ
つ
、
三
ク
ラ
イ
ス
間

に
お
け
る
合
同
審
議
の
進
行
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
、
目
指
さ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿
が
こ
の
闘
争
の
終
結
点
と
み
な
す
、
一
五

七
六
年
一
〇
月
の
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
最
終
決
定
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
を
、
r
一
五
六
七
年
、
一
五
六
八
年
、
一
五
七
〇
か
ら
七
四
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年
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
一
五
六
七
年

①
各
ク
ラ
イ
ス
の
状
況

　
一
五
六
四
年
九
月
二
七
日
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
一
九
条
に
お
い
て
、
関
税
問
題
は
史
料
上
の
初
出
を
見
い
だ
す
。
こ
の

会
議
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
に
よ
り
ズ
ル
ッ
バ
ッ
ハ
（
ノ
イ
ブ
ル
ク
の
北
方
約
一
〇
〇
キ
・
）
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
家
畜
と
物
資
に
対
す
る
関

税
が
大
き
な
負
担
と
価
格
高
騰
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
、
諸
都
市
に
よ
っ
て
申
し
立
て
さ
れ
た
た
め
、
「
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
名
に
お
い

て
」
営
σ
q
o
B
Φ
貯
窪
○
蚕
岩
－
＜
霞
。
。
騨
白
巳
8
σ
q
劉
ρ
ヨ
Φ
昌
、
　
こ
の
関
税
の
撤
廃
を
要
請
す
る
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
宛
て
の
書
簡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

作
成
し
、
発
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
合
意
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
五
六
六
年
五
月
末
日
に
散
会
し
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
最
終

決
定
の
規
定
（
六
ヵ
月
以
内
に
通
達
事
項
担
当
諸
侯
に
最
終
決
定
を
送
付
し
、
そ
の
次
の
月
に
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
召
集
）
に
し
た
が
っ
て
開
催
さ
れ
た
ク
ラ

イ
ス
会
議
の
決
議
（
＝
一
月
四
日
付
け
）
に
よ
る
と
、
こ
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
、
三
ク
ラ
イ
ス
が
個
別
に
皇
帝
に
提
出
し

た
反
関
税
の
講
願
を
無
視
し
て
、
皇
帝
と
選
定
侯
に
自
領
の
関
税
特
権
の
承
認
を
懇
請
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
抗
議
の
書

簡
を
送
付
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
（
第
一
六
条
）
。
ま
た
、
こ
の
た
め
に
両
ク
ラ
イ
ス
と
の
連
携
を
進
め
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
送
ら
れ
た
（
第
一
七
条
）
。

　
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
一
五
六
四
年
一
一
月
＝
ハ
日
付
け
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
に
基
づ
い
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
は
一
五
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
に
は
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
開
始
し
た
、
と
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
ウ
ル
ム
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
会
議
（
六
四
年
二
月
）
で
の

審
議
を
ふ
ま
え
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
；
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
と
並
ん
で
、
六
六
年
四
月
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
、

皇
帝
と
選
定
侯
の
双
方
に
同
内
容
の
請
願
を
提
出
し
た
。
こ
の
請
願
に
お
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
る
関
税
率
引
き
上
げ
が
領
民
に
及

ぼ
す
負
担
に
対
す
る
、
等
族
の
憂
慮
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
単
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ク
ラ
イ
ス
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
提
供
す
べ
き
対
ト
ル
コ
援
助
等
の
軍
事
援
助
に
も
支
障
を
来
し
か
ね
な
い
、
と
い
う
お
そ
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
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あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
の
領
民
に
直
接
に
は
被
害
の
及
ぶ
こ
と
の
無
か
っ
た
ヴ
4
ル
チ
ン
ベ
ル
ク
大
公
（
通
達
事
項
担
当
職
と
長

官
を
兼
務
）
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
問
題
に
介
入
し
な
い
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
が
、
当
時
の
ク
ラ
イ
ス
の
軍
隊
が
等
族
の
割
当
軍
か
ら
成

り
立
っ
て
い
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ス
の
軍
隊
を
取
り
ま
と
め
て
編
制
す
る
局
面
に
お
い
て
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
に
お
い
て

も
、
他
の
等
族
の
領
民
へ
の
こ
の
関
税
の
影
響
を
等
閑
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
、
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
大
公
の
基
本
的
な
立
場
は
一
貫
し
て
お
り
、
以
後
の
反
関
税
の
闘
争
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
を
中
心
に
結
束
し
た
帝
国
都
市
に
よ
っ

て
推
し
進
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
関
税
闘
争
の
張
本
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
の
所
属
先
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
も
、
一
五
六
六
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議

会
を
受
け
て
、
一
五
六
七
年
二
月
に
ク
ラ
イ
ス
会
議
が
召
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ
イ
ス
の
議
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
個
々
の
等

外
の
統
治
権
に
は
介
入
し
え
な
い
、
と
い
う
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
原
則
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
プ
フ
ァ
ル
ツ

・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
拒
否
権
を
認
め
た
う
え
で
、
関
税
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
関
税
問
題
は
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
合
同

会
議
へ
の
使
節
派
遣
に
関
わ
る
第
＝
二
条
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
他
の
二
つ
の
ク
ラ

イ
ス
と
と
も
に
皇
帝
と
選
定
侯
に
苦
情
を
申
し
立
て
た
関
税
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
会
議
に
お
い
て
所
持
さ
れ
て
い
る
訓
令
b
d
①
＜
Φ
一
。
げ

に
お
い
て
は
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
伯
は
欠
席
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
こ
の
件
に
つ
い
て
の
訓
令
を
使
節
が
携
え
て
い
な
い
）
の
で
」
、
二
月
の
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ン
の
合
同
会
議
に
お
い
て
論
ず
る
ほ
う
が
得
策
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
関
税
特

権
問
題
を
自
己
の
ク
ラ
イ
ス
内
で
取
り
扱
う
こ
と
を
避
け
、
両
ク
ラ
イ
ス
と
は
協
同
歩
調
を
取
り
つ
つ
合
同
会
議
に
臨
む
、
と
い
う
政
策
が
、

バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
基
本
路
線
と
な
る
。

②
一
五
六
七
年
二
月
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
合
同
会
議

　
こ
の
会
議
の
召
集
の
契
機
は
、
決
議
（
ご
月
末
日
付
け
）
の
第
一
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
六
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に

お
け
る
や
り
と
り
と
そ
れ
以
降
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
る
新
関
税
の
実
施
に
際
し
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
の
対
応
を
協
議
す
る
必
要
性
が
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生
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
帝
国
議
会
の
最
中
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
が
新
関
税
設
定
と
税
率
引
き
上
げ
に
つ
い
て
の
（
皇

帝
の
）
「
認
可
」
N
巳
器
ω
琶
σ
q
と
（
選
定
侯
の
）
「
承
認
」
b
ご
①
葱
臼
σ
q
茸
σ
q
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
て
、
帝
国
議
会
に
出
席
中
の
三
ク
ラ
イ
ス
出
身

の
使
節
は
、
皇
帝
と
選
定
侯
の
双
方
に
、
な
に
ゆ
え
に
こ
の
関
税
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
報
告
と
説
明
を
行
な
っ
た
の
で

あ
る
（
使
節
た
ち
は
こ
の
報
告
に
よ
っ
て
豊
帝
と
選
定
侯
が
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
の
要
求
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
会
議
の
野
点
で
は
、
関
税
権
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
三
ク
ラ
イ
ス
側
が
皇
帝
か
ら
通
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

近
隣
の
等
族
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス
に
及
ぼ
す
被
害
を
も
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
新
関
税
の
導
入
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
た
め
、
ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ン
に
三
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
を
派
遣
し
て
、
対
応
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
会
議
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
新
関
税
設
定
と
関
税
率
引
き
上
げ
の
撤
廃
を
、
書
簡
を
通
じ
て
、
皇
帝
、
選
定
侯
の
双
方
に
要
請
す
る
こ
と
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
て
全
員
一
致
で
合
意
し
、
書
簡
は
こ
の
会
議
に
お
い
て
早
急
に
作
成
さ
れ
、
発
送
さ
れ
た
（
第
二
条
）
。

　
二
月
二
六
碍
に
始
ま
っ
た
審
議
が
最
終
的
に
ま
と
め
の
段
階
に
入
っ
た
時
点
で
、
会
議
を
訪
れ
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
の
信
任
状
を
携
え
た
二

名
の
使
節
に
よ
る
意
見
表
明
が
な
さ
れ
た
（
第
三
条
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
関
税
の
件
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ

ー
ベ
ン
の
両
ク
ラ
イ
ス
は
意
見
を
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
関
税
の
問
題
は
（
ク
ラ
イ
ス
）
全
般
に
関
わ
る
事
柄
で
は

な
く
、
「
一
部
に
関
わ
る
事
柄
」
℃
鴛
鉱
吋
巳
舞
国
土
巳
§
σ
q
で
あ
る
た
め
、
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
や
そ
の
他
の
法
令
を
扱
う
べ
き
、
全
般
的
な
ク

ラ
イ
ス
の
審
議
に
は
持
ち
込
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
所
属
ク
ラ
イ
ス
の
グ
ラ
ギ
ス
会
議
で
の
取
り
扱
い
を
拒
否
す
る
有
力
な
世
俗

諸
侯
の
主
張
と
同
様
の
論
理
が
、
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
二
名
の
使
節
は
、
関
税
特
権
に
対
す
る
皇
帝
と
選
定
侯
の
認
可
と
承
認
を
獲
得

し
た
こ
と
に
つ
き
、
確
信
を
得
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
関
税
特
権
を
否
定
し
た
り
、
他
の
ク
ラ
イ
ス
を
ひ
き
い
れ
て
阻
止
す
る
こ
と
を
試

み
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
関
税
に
よ
っ
て
負
担
を
被
る
三
ク
ラ
イ
ス
の
等
族
は
、
し
か
る
べ
き
場
所
に
お
い
て

申
し
出
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
し
て
お
り
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
と
の
個
別
交
渉
で
解
決
を
は
か
る
よ
う
に
勧
め
る
。
ゆ
え

に
今
後
は
、
獲
得
さ
れ
た
関
税
特
権
へ
の
承
認
を
後
退
さ
せ
る
方
向
で
、
審
議
が
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
関
税
の
正
当
性
を
妨
げ
ぬ
よ
う
な
別
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の
使
節
の
集
ま
り
（
す
な
わ
ち
三
ク
ラ
イ
ス
間
に
お
い
て
で
は
な
く
、
当
事
者
と
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
間
に
お
け
る
使
節
の
集
ま
り
）
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
使
節
は
希
望
す
る
。
お
お
よ
そ
以
上
の
内
容
で
も
っ
て
な
さ
れ
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
る
関
税
特
権
に

関
す
る
釈
明
（
同
時
に
彼
は
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
も
書
簡
を
送
付
し
て
い
る
）
に
対
し
て
、
合
同
会
議
は
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
の
名
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
て
、
重
ね
て
新
関
税
権
の
撤
廃
を
求
め
る
書
簡
を
送
る
こ
と
を
決
議
し
た
（
第
四
条
）
。

③
一
五
六
七
年
五
月
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議

　
五
月
三
日
付
け
の
快
議
了
一
条
に
よ
る
と
、
二
月
の
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
合
同
会
議
で
は
、
別
の
会
合
を
設
け
て
関
税
問
題
の
審
議
を
継
続
す

る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
間
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
か
ら
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
へ
書
簡
が
送
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
関
税
に
よ
る

被
害
の
事
態
は
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
出
席
中
の
三
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
の
間
で
、
合
岡
会
議

と
し
て
の
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
、
関
税
問
題
に
関
す
る
、
四
月
一
二
日
付
け
の
皇
帝
の
書
簡
を
受
け

取
っ
て
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
皇
帝
へ
の
三
ク
ラ
イ
ス
側
の
回
答
を
五
月
一
日
に
発
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
こ
の
書
簡
の
中
身
を
要
約
し
て

示
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
三
ク
ラ
イ
ス
等
族
は
、
こ
の
皇
帝
の
書
簡
に
よ
っ
て
初
め
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
の
関
税
特
権
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
た
選
定

侯
の
顧
問
官
に
も
新
関
税
撤
廃
の
要
請
が
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
間
で
は
、
こ
の
関
税
は
三
ク
ラ
イ
ス
の
等
族
に
と
っ
て

さ
ほ
ど
負
担
に
は
な
ら
な
い
、
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
新
関
税
を
め
ぐ
る
状
況
の
な
か
で
、
三
ク
ラ
イ
ス
は
一
五
六
六

年
に
訴
願
し
d
＄
。
げ
ぞ
Φ
冠
①
を
提
出
す
る
と
同
時
に
関
税
の
撤
廃
を
懇
願
し
、
そ
れ
と
引
き
替
え
に
対
ト
ル
コ
援
助
を
一
層
進
ん
で
承
認
し
た

（
六
六
年
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
で
の
や
り
と
り
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。
　
三
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
新
関
税
が
甚
大
な
損
害
を
も
た
ら

し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
つ
つ
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
出
席
し
た
三
ク
ラ
イ
ス
出
身
の
使
節
は
、
次
の
二
つ
の
要
請
を
皇
帝
に
対
し

て
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
少
な
く
と
も
旧
来
の
関
税
率
の
引
き
上
げ
を
認
め
ず
、
こ
の
改
悪
を
早
急
に
廃
し
、
第
二
に
、
こ
の

件
に
関
す
る
皇
帝
な
ら
び
に
選
定
侯
の
最
終
的
な
決
定
沁
①
。
・
o
ざ
賦
8
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
問
は
、
新
関
税
の
徴
収
を
停
止
す
る
よ
う
に
ヴ
ォ
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⑩

ル
フ
ガ
ン
グ
に
命
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
帝
国
議
会
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
今
回
の
合
同
会
議
で
は
、
帝
国
議
会
の
選
定
侯
部
会
と
の
問
で
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、

新
関
税
徴
収
に
伴
う
被
害
が
大
き
い
こ
と
、
こ
れ
ま
で
も
撤
廃
を
願
い
で
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
関
税
が
存
続
し
て
い
る
現
状
に
対
し

て
、
関
税
率
を
旧
来
の
そ
れ
に
復
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
選
定
侯
部
会
に
申
し
入
れ
た
（
第
二
条
）
。
こ
れ
に
対
し
て

選
定
侯
部
会
は
、
こ
の
新
関
税
は
三
ク
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
耐
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
負
担
で
は
な
く
選
定
侯
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
す
る
立
場
を

依
然
と
し
て
崩
さ
ず
、
r
皇
帝
の
下
す
決
定
を
待
つ
よ
う
に
三
ク
ラ
イ
ス
側
に
指
示
し
た
（
第
三
条
）
。
こ
れ
を
受
け
た
三
ク
ラ
イ
ス
側
は
、
選
定

侯
に
対
す
る
回
答
を
書
簡
で
も
っ
て
連
月
三
〇
日
に
マ
イ
ン
ツ
選
定
侯
の
書
記
局
へ
提
出
し
（
第
四
条
）
、
皇
帝
と
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク

大
公
に
も
抗
議
の
書
簡
を
送
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
致
を
見
た
（
第
五
条
）
。
そ
し
て
五
月
三
日
よ
り
六
週
間
の
間
は
こ
の
件
に
関
す
る
皇

帝
の
決
定
を
待
つ
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
が
、
皇
帝
の
決
定
が
遅
れ
た
り
、
あ
る
い
は
三
ク
ラ
イ
ス
の
意
向
に
反
す
る
決
定
に
よ
り
、
こ
の
関
税

措
置
の
改
善
が
見
ら
れ
ず
に
、
領
民
へ
の
負
担
（
物
資
の
差
し
押
え
や
拘
禁
に
よ
る
妨
害
）
が
除
か
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
負
担
が
最
終

的
に
除
か
れ
る
ま
で
（
三
ク
ラ
ィ
ス
の
）
「
共
同
の
負
担
と
名
に
お
い
て
」
営
α
Q
Φ
日
㊤
貯
O
o
簿
。
⇔
琶
α
客
㊤
臼
窪
抵
抗
を
継
続
す
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ
ン
で
開
始
さ
れ
た
交
渉
と
こ
の
た
め
に
各
ク
ラ
イ
ス
で
一
致
さ
れ
た
諸
決
議
に
基
づ
い
て
、
合
意
し
た
（
第
六
条
）
。

　
そ
し
て
六
週
間
の
後
に
も
事
態
が
改
善
さ
れ
ず
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
に
よ
っ
て
強
圧
的
に
関
税
徴
収
が
行
な
わ
れ
た
場
舎
に

備
え
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
第
七
条
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
か
な
り
具
体
的
な
対
応
策
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
三
ク
ラ
イ

ス
に
お
い
て
は
、
六
週
間
が
経
過
し
た
の
ち
に
、
す
べ
て
の
蟹
族
に
対
し
て
同
内
容
の
マ
ン
ダ
…
ト
（
命
令
）
が
課
せ
ら
れ
」
、
「
こ
の
マ
ン
ダ
ー

ト
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
領
民
は
特
別
の
刑
罰
で
も
っ
て
、
要
求
さ
れ
る
関
税
に
従
わ
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
そ
の

際
に
あ
る
領
民
が
商
贔
を
差
し
押
え
ら
れ
た
り
捕
え
ら
れ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
も
よ
り
の
当
局
に
速
や
か
に
こ
の
こ
と
を
申
し
出

て
、
当
局
は
こ
の
こ
と
を
遅
滞
な
く
所
属
ク
ラ
イ
ス
の
長
官
に
報
告
す
べ
き
」
で
あ
り
、
「
さ
ら
に
長
官
は
、
彼
の
補
佐
官
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス

三
族
に
帰
属
す
る
ク
ラ
イ
ス
顧
問
官
の
助
言
を
も
っ
て
、
こ
こ
で
当
然
必
要
と
さ
れ
る
措
置
を
考
慮
し
か
つ
実
施
す
べ
し
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
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描
置
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
当
該
ク
ラ
イ
ス
長
官
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
・
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
の
長
官
か
ら
の
情
報
と
助
力
を
求
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
以
上
の
対
応
策
の
採
否
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
会
議
へ
の
参
集
者
の
数
が
少
な
く
、
ま
た
多
く
の
者
は
こ
の
件
を
決
議
す
る
権
限

を
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
帝
国
議
会
の
散
会
の
後
最
大
限
四
週
間
以
内
に
、
各
ク
ラ
イ
ス

は
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
召
集
し
」
、
こ
の
方
策
に
つ
い
て
審
議
を
行
な
い
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
七
月
三
日
に
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
設
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

合
同
会
議
へ
使
節
を
派
遣
し
て
、
意
見
を
表
明
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
方
策
は
、
長
宮
と
補
佐
官
の
活
動
を
軸
と
す
る
、
ク
ラ
イ
ス
の
平
和
維
持
組
織
を
も
っ
て
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ

ブ
ル
ク
大
公
の
強
圧
的
な
関
税
徴
収
体
制
か
ら
領
民
を
守
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
既
述
の
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
限
界
を
踏

み
こ
え
て
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
の
統
治
権
（
関
税
特
権
）
に
介
入
し
て
い
る
。
今
回
の
合
同
会
議
が
帝
国
議
会
と
並
行
し
て
も
た
れ
た
こ
と
も
手
伝
っ

て
、
聖
俗
の
通
達
事
項
担
当
諸
侯
（
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
と
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
、
フ
ラ
ン
ケ
ソ
か
ら
は
バ
ン
ベ
ル
ク
大
司
教
し
か
確

認
し
え
な
い
が
、
所
属
不
明
の
一
名
は
他
身
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
　
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
か
ら
も
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

席
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
、
と
り
わ
け
こ
の
対
応
策
の
中
心
的
な
任
務
を
担
う
長
官
を
兼
務
す
る
、
俗
界
の
通
達
事
項
担
当
諸
侯
の
使
節

の
出
席
を
得
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
方
策
の
案
出
を
推
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
個
別
等
族
の
統
治
権
に
介
入

し
え
な
い
と
す
る
限
界
を
有
し
な
が
ら
も
、
あ
る
等
族
の
統
治
権
に
よ
っ
て
他
の
等
族
の
そ
れ
が
侵
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
が
不
利
益
を
被
る

場
合
に
は
、
ま
さ
に
逆
説
的
に
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
の
平
和
維
持
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ク
ラ
イ
ス
が
措
置
を
講
じ
て
い
る
点
で
あ
り
、
い
わ
ぼ

「
等
族
制
原
理
」
に
対
す
る
「
地
域
原
理
」
を
、
こ
こ
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ

ル
ク
大
公
の
関
税
特
権
は
、
皇
帝
の
同
意
と
選
定
侯
の
承
認
を
経
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
帝
国
法
上
の
正
当
性
を
紛
れ

も
な
く
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
側
が
こ
の
対
応
策
に
実
効
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
正
当
性
を
備
え
た
マ
ン
ダ
ー
ト
と
し

て
の
認
可
を
、
皇
帝
か
ら
得
ね
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
皇
帝
と
選
定
侯
に
新
関
税
の
不
当
性
を
認
め
さ
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。

④
一
五
六
七
年
七
月
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
合
同
会
議
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ま
ず
は
じ
め
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
両
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
お
け
る
ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ
ン
合
同
会
議
に
向
け
ら
れ
た
取
り
組
み
を
、

簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
レ
！
ゲ
ソ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
最
終
決
定
は
、
帝
国
議
会
の
散
会
の
後
一
ヵ
月
後
に
、
す
べ
て
の
ク
ラ
イ
ス
で
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
召
集
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
大
部
分
の
等
族
が
こ
の
帝
国
議
会
に
出
席
し
て
い
た
た
め
、
労
力

と
費
用
の
節
約
の
た
め
に
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
引
き
続
い
て
ク
ラ
イ
ス
会
議
が
開
催
さ
れ
た
（
五
月
；
百
付
け
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
‘

第
一
条
）
。
も
っ
と
も
こ
の
場
で
は
、
関
税
問
題
に
つ
い
て
は
、
七
月
三
日
に
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
合
同
会
議
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
が
通

知
・
決
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
（
第
五
条
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
ィ
ブ
ル
ク
の
使
節
を
除
い
て
一
致
）
、
　
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議
決
議
第
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
提
起
さ
れ
た
方
策
に
関
し
て
は
、
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
六
月
四
B
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
か
ら
は
、
関
税
問
題
に
対
す
る
活
発
な
取
り
組
み
が
窺
わ
れ
る
。
ま
ず
第
三
条

で
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
合
同
会
議
へ
の
使
節
派
遣
が
合
意
さ
れ
、
続
く
第
四
条
で
は
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議
に
お
け
る
議
論
を
総

括
し
た
う
え
で
、
三
ク
ラ
イ
ス
間
で
提
案
さ
れ
た
マ
ソ
ダ
ー
ト
の
運
用
を
可
能
に
す
る
、
「
決
定
」
が
皇
帝
か
ら
下
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ

つ
も
、
こ
の
よ
う
な
決
定
を
下
す
こ
と
が
皇
帝
自
身
に
様
々
な
不
都
合
を
も
た
ら
し
う
る
可
能
性
（
す
な
わ
ち
こ
の
決
定
を
下
す
こ
と
は
、
皇
帝
が

承
認
し
た
関
税
特
権
を
否
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
）
を
予
想
し
て
、
再
度
皇
帝
と
選
定
侯
の
も
と
へ
使
節
を
派
遣
し
て
、
関
税
特
権
の

撤
廃
を
要
請
す
る
こ
と
が
、
現
下
の
困
難
な
状
況
の
も
と
で
は
得
策
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ

の
両
ク
ラ
イ
ス
が
、
使
節
の
派
遣
に
成
果
を
期
待
し
え
ず
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
マ
ン
ダ
ー
ト
の

運
用
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
そ
の
見
解
に
従
い
、
マ
ン
ダ
ー
ト
の
実
施
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
両
ク
ラ
イ
ス
と
協
働
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
マ
ソ
ダ
ー
ト
の
実
施
に
向
け
て
、
か
な
り

前
向
き
な
議
論
が
な
さ
れ
た
結
果
、
皇
帝
か
ら
決
定
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
を
見
越
し
て
、
再
び
使
節
を
送
る
準
備
を
進
め
る
と
同
時
に
、
他

の
ニ
ク
ラ
イ
ス
の
動
向
次
第
で
は
、
マ
ン
ダ
レ
ト
の
実
施
に
踏
み
切
る
と
い
う
、
い
わ
ば
二
方
面
作
戦
が
勘
案
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

53　（53）



　
さ
て
、
七
月
三
日
に
召
集
さ
れ
五
日
に
決
議
を
採
択
し
た
、
ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ
ソ
合
同
会
議
決
議
に
お
い
て
は
、
第
二
条
が
関
税
問
題
を
扱
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
先
の
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議
に
お
け
る
決
議
、
な
ら
び
に
三
ク
ラ
イ
ス
の
諸
侯
と
等
色
の
名
に
お
い
て
干

せ
ら
れ
た
書
簡
が
皇
帝
の
も
と
に
提
出
さ
れ
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
皇
帝
か
ら
命
令
を
受
け
た
。
決
議
の
本

文
に
は
、
「
命
令
を
受
け
た
」
な
い
し
は
「
命
ぜ
ら
れ
た
」
目
き
α
δ
詳
≦
。
a
①
口
と
あ
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
何
に
つ
い
て
命
令
を
受
け
た
の

か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
を
受
け
て
今
回
の
会
議
で
は
、
皇
帝
の
も
と
で
関
税
権
撤
廃
の
交
渉
を
進
め
る
た
め
に
、
皇
帝
の
宮
廷
に
ク
ラ
イ

ス
の
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
訓
令
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
ク
ラ
イ
ス
使
節
を
派
遣
す
る
任
務
は
、

各
ク
ラ
イ
ス
の
通
達
事
項
担
当
の
諸
侯
に
委
ね
ら
れ
、
こ
れ
ら
諸
侯
の
三
雲
の
使
節
は
八
月
三
日
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
落
ち
合
い
、
そ
こ

か
ら
皇
帝
の
も
と
に
赴
い
て
、
委
ね
ら
れ
た
訓
令
に
基
づ
い
て
交
渉
を
行
な
い
、
関
税
特
権
の
撤
廃
を
目
指
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
次
の

帝
国
議
会
ま
で
の
関
税
徴
収
の
停
止
を
要
請
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
に
そ
ぐ
わ
ぬ
決
定
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
三
ク
ラ

イ
ス
の
共
同
の
負
担
と
名
に
お
い
て
、
こ
の
関
税
が
除
か
れ
る
ま
で
行
動
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
五
月
の
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議
の
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

議
（
第
六
条
）
に
し
た
が
っ
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
は
使
節
を
再
び
参
集
・
協
議
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
の
決
議
が
ど
こ
ま
で
実
行
に
移
さ
れ
た
か
、
ま
た
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
如
何
に
扱
わ
れ
た
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
各
ク
ラ
イ
ス
に
お

け
る
議
論
に
つ
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
六
七
年
に
は
こ
の
後
九
月
と
一
一
月
に
会
議
を
開

い
て
い
る
が
、
決
議
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
関
税
問
題
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
合
同
会
議
を
別
に
す
れ
ば
ロ
ー
リ
ー
と
モ
ー
ザ
ー
の
決
議

集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
状
況
は
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
の
議
論
と
い
う
形
で
は
把
握
が
困
難
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
顧
問
官
団
の
大
公
ク
リ
ス
ト
フ
宛
て
の
書
簡
（
八
月
二
　
二
日
付
け
）
が
、
一
定
の
情
報
を
提

供
し
て
い
る
。

　
そ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
帝
国
都
市
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
が
関
税
問
題
に
関
わ
っ
て
二
名
の
通
達
事
項
担
当
諸
侯
の
双
方
に
書
簡
で
申
し

入
れ
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
申
し
入
れ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
簡
は
何
ら
物
語
っ
て
は
く
れ
な
い
が
、
お
そ
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ら
く
は
関
税
問
題
を
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
扱
う
よ
う
に
要
請
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
の
方
針
の
も
と
で
こ
の
件
が
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
審
議
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
が
、
こ
の
時
も
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
決
議
等
の
文
書
の
補
佐
官
へ
の
発
送
で
も
っ
て
、
十
分
な
措
置
を
取
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
後
述
す
る
＝
一
月
の
ウ
ル
ム
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
、
皇
帝
か
ら
こ
の
件
に
関
す
る
通
知
が
示
さ
れ
允
と
は
い
え
、
積
極
的
に
は
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
顧
問
間
た
ち
が
、
「
胡
散
臭
い
ト
ラ
ー
デ
ル
に
よ
っ
て
こ
の
件
が
皇
帝
の
宮
廷
に

持
ち
込
ま
れ
て
お
り
」
、
「
彼
（
ト
ラ
ー
デ
ル
）
は
こ
の
点
に
関
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
お
よ
び
フ
ラ
ン
ケ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
に
書
状
で
報
告
す
る

す
べ
を
心
得
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
帝
国
都
市
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
が
独
自
の
使
節
、
す
な
わ
ち
法
律
顧
問
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

i
デ
ル
を
皇
帝
の
も
と
に
派
遣
し
て
、
交
渉
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
他
方
一
二
月
三
日
付
け
の
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
五
条
か
ら
は
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ソ
の
決
議
に
基
づ
き
、
皇
帝
の
も
と
へ
三

ク
ラ
イ
ス
の
全
権
使
節
が
派
遣
さ
れ
、
決
議
の
提
出
な
ら
び
に
文
書
に
よ
る
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
が
、
皇
帝
の
決
定
を
得
る
に
は
い
た
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

②
　
一
五
六
八
年

①
一
五
六
八
年
一
月
フ
ル
ダ
選
定
侯
会
議

　
一
五
六
八
年
一
月
一
四
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
の
序
文
に
よ
る
と
、
ウ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ラ
イ
ス
会
議
（
ド
ッ
ツ
ァ
ウ
ア
ー
の
示
す
と
こ
ろ
が
ら
し
て
六
七
年
一
二
月
の
会
議
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
か
ら
バ
イ
エ
ル
ン
、
　
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
両
ク

ラ
イ
ス
に
対
し
次
の
よ
う
な
通
知
が
送
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
関
税
特
権
に
関
し
て
皇
帝
が
フ
ル
ダ

に
選
定
侯
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
を
決
め
、
こ
の
場
に
お
い
て
こ
の
件
が
交
渉
さ
れ
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
す
る
認
識
が
皇
帝

か
ら
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
通
知
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
側
は
、
選
定
侯
会
議
の
開
か
れ
る
フ
ル
ダ
に
も
っ
と
も
近
く
位
置
し

て
い
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
が
こ
の
件
に
詳
し
い
人
物
を
三
ク
ラ
イ
ス
の
名
に
お
い
て
こ
の
会
議
に
派
遣
し
て
、
交
渉
を
進
め
る
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
選
定
侯
会
議
へ
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
よ
る
使
節
派
遣
は
第
四
七
条
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
今

回
は
時
間
的
か
つ
地
理
的
な
理
由
か
ら
、
使
節
派
遣
の
任
務
を
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
が
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
か
ら
一
任
さ
れ
た
形
に
な
っ
て

い
る
。

　
こ
の
選
定
侯
会
議
は
関
税
問
題
の
た
め
だ
け
に
開
催
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
来
は
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
立
場
か
ら
フ

ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
…
戦
争
に
介
入
し
て
い
た
プ
フ
ァ
ル
ッ
選
定
侯
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
皇
帝
権
の
強
化
を
意
図
し
て
い
た
、
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
ニ
世
の
政
策
に
し
た
が
っ
て
召
集
さ
れ
た
。
一
月
一
三
日
に
使
節
の
予
備
会
合
が
持
た
れ
、
翌
一
四
日
に
皇
帝
に
よ
る
提

案
の
提
示
を
も
っ
て
開
催
さ
れ
た
選
定
侯
会
議
は
二
月
二
日
に
閉
会
し
、
皇
帝
の
ね
ら
い
は
帝
国
等
族
の
自
由
へ
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て
退
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
関
税
問
題
に
関
し
て
は
、
一
月
二
七
日
に
皇
帝
の
委
任
官
の
決
定
が
示
さ
れ
た
。
以
上
に
お
い
て
は
、
そ
の
間
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

況
を
、
六
八
年
三
月
二
三
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
六
条
に
よ
っ
て
、
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
選
定
侯
会
議
に
お
い
て
、
選
定
侯
の
使
節
団
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
使
節
の
上
申
を
聞
き
入
れ
、
ま
た
同
席
し
た
皇
帝
の
委
任
官
も
こ

の
件
の
解
決
を
進
め
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
認
識
し
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
一
月
二
七
日
に
提
示
さ
れ
た
皇
帝
委
任
官
の
決
定
は
、
こ
の
会
議

の
閉
会
後
あ
ら
た
め
て
、
共
同
の
文
書
で
も
っ
て
、
皇
帝
の
も
と
へ
そ
の
決
定
を
求
め
る
よ
う
勧
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

同
年
の
六
月
に
は
関
税
問
題
を
扱
う
調
停
会
議
が
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ル
ダ
の
選
定
侯
会
議
で
は
、

実
質
的
な
成
果
を
得
る
こ
と
な
く
解
決
の
先
送
り
を
強
い
ら
れ
る
結
果
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
皇
帝
お
よ
び
選
定
侯
の
双
方
に
関
税
問
題
へ

の
認
識
を
改
め
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
粘
り
強
い
交
渉
が
実
を
結
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

②
一
五
六
八
年
六
月
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
関
税
問
題
調
停
会
議

　
一
五
六
八
年
五
月
六
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
四
五
、
四
六
、
四
七
条
は
、
関
税
間
題
調
停
会
議
N
o
一
一
巴
巳
σ
q
巷
σ
q
ω
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

3
α
q
（
M
・
ラ
ソ
ッ
ィ
ナ
ー
に
よ
る
呼
称
）
の
開
催
の
契
機
な
ら
び
に
三
ク
ラ
イ
ス
の
対
応
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
関
税
問
題
に
対
す
る
皇
帝
の
最
終
的
な
決
定
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
は
四
月
二
〇
日
に
次
の
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よ
う
な
回
答
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
皇
帝
は
、
既
に
こ
の
件
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
委
任
官
の
み
な
ら
ず
、
現
在
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
で
帝
国
最
高
法

院
に
対
す
る
査
察
に
携
わ
っ
て
い
る
委
任
官
に
対
し
て
、
査
察
の
終
了
後
に
選
定
侯
の
使
節
と
と
も
に
関
税
問
題
の
交
渉
に
取
り
組
む
よ
う
に

命
じ
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
対
し
て
、
全
権
を
委
ね
た
使
節
に
あ
ら
ゆ
る
（
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
新
関
税
の
不
当

性
を
示
す
、
あ
る
い
は
自
己
の
免
税
特
権
を
証
明
す
る
）
文
書
等
を
持
た
せ
て
、
聖
三
位
一
体
の
日
の
後
の
日
曜
日
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
参
集
さ
せ

る
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
回
答
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
、
こ
の
件
は
三
ク
ラ
イ
ス
の
共
通
の
案
件
で
あ
る

が
故
に
、
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
も
と
も
に
使
節
を
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
到
達
し
、
両
ク
ラ
イ
ス
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
書
簡
を
作

成
し
そ
の
内
容
に
関
し
て
合
意
し
た
。
こ
の
書
簡
は
、
こ
の
間
の
事
情
と
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
合
意
事
項
（
四
つ
の
身
分
が
そ
れ

ぞ
れ
全
権
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
）
を
示
し
た
う
え
で
、
会
議
は
六
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
は
そ
れ
よ

り
も
四
日
前
、
す
な
わ
ち
一
六
日
に
は
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
に
参
集
し
て
統
一
見
解
に
達
す
る
べ
く
予
備
会
議
を
行
な
う
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
ま

た
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
関
税
の
被
害
を
被
っ
て
い
る
等
族
は
、
（
五
月
六
日
以
降
）
三
週
間
以
内
に
訴
願
U
ご
。
ω
o
財
≦
霞
脅
な

ら
び
に
信
頼
す
べ
き
文
書
の
写
し
を
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
か
帝
国
都
市
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
も
と
へ
、
送
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
四

　
㊧

五
条
）
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
関
税
問
題
調
停
会
議
で
は
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
期
待
に
そ
う
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

こ
の
会
議
に
出
席
し
た
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
、
八
月
一
九
日
に
ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ
ソ
に
参
集
し
て
対
応
を
協
議
す
る
こ
と
で
、
一
致
を
見
た
。

③
一
五
六
八
年
八
月
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ソ
合
同
会
議

　
今
回
の
合
同
会
議
の
開
催
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
六
八
年
八
月
一
七
日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
一
条
な
ら
び
に
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

二
〇
日
付
け
の
合
同
会
議
決
議
の
序
文
と
第
一
条
が
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
調
停
会
議
の
結
果
と
関
わ
っ
て
言
及
し
て
い
る
。
調
停
会
議
に
臨
席

し
た
皇
帝
お
よ
び
選
定
侯
の
使
節
の
回
答
は
、
三
ク
ラ
イ
ス
苗
族
に
皇
帝
の
決
定
を
謹
ん
で
待
つ
こ
と
を
求
め
る
と
同
時
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
マ
ン
ダ
ー
ト
は
前
例
を
持
た
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
施
行
を
停
止
す
る
よ
う
に
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
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こ
れ
ま
で
の
交
渉
と
同
様
に
解
決
を
先
送
り
さ
れ
、
し
か
も
マ
ン
ダ
ー
ト
施
行
の
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
、
八
月
一
九

日
に
ネ
ル
ト
リ
ソ
ゲ
ソ
に
合
同
会
議
を
開
い
て
対
応
を
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
二
条
は
、
使
節
へ
の
訓
令
を
掲
げ
て
い
る
。
訓
令
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ

ル
ク
の
新
関
税
の
撤
廃
、
あ
る
い
は
悪
く
と
も
次
の
帝
国
議
会
か
帝
国
最
高
法
院
で
こ
の
件
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
は
、
関
税
微
収
が
停
止
さ
れ

る
よ
う
皇
帝
に
要
請
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
る
が
、
加
え
て
三
ク
ラ
イ
ス
の
マ
ン
ダ
ー
ト
の
合
法
性
に
疑
念
が
持
た
れ
て
い
る
状
況

を
憂
慮
し
、
マ
ソ
ダ
ー
ト
の
施
行
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
旧
来
か
ら
の
免
税
の
諸
特
権
に
照
ら
し
て
、
新
関
税
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

当
性
の
現
状
を
皇
帝
に
示
す
こ
と
の
必
要
性
を
、
強
調
す
る
。

　
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ソ
合
同
会
議
に
お
け
る
合
意
事
項
は
、
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。
第
一
に
三
ク
ラ
イ
ス
の
名
に
よ
る
書
簡
を
通
じ
て
、
こ
の
件

に
関
す
る
皇
帝
の
最
終
的
な
決
定
を
督
促
し
、
同
時
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
！
の
調
停
会
議
に
提
出
さ
れ
た
訴
願
に
基
づ
い
て
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ

ブ
ル
ク
の
新
関
税
の
撤
廃
、
あ
る
い
は
悪
く
と
も
こ
の
争
論
が
次
の
帝
国
議
会
で
な
い
し
は
帝
国
最
高
法
院
の
判
決
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
ま

で
は
、
関
税
徴
収
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
皇
帝
に
要
請
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
第
二
条
）
。
第
二
は
、
こ
の
交
渉
を
最
終
的
か
つ
望
む
べ
き
解
決
へ

導
く
た
め
に
、
十
分
な
る
認
識
と
巧
知
を
有
し
、
皇
帝
の
顧
問
官
と
も
既
に
良
好
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
有
能
な
人
物
を
、
皇
帝
の
宮
廷
に
派

遣
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
意
に
そ
ぐ
わ
ぬ
決
定
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
各
ク
ラ
イ
ス
の
通
達
事
項
担
当
諸
侯
に

こ
の
こ
と
が
通
知
さ
れ
、
彼
ら
は
そ
の
使
節
を
再
び
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
派
遣
し
て
、
対
応
を
協
議
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）
。

　
以
上
の
合
意
事
項
、
と
り
わ
け
第
一
点
と
第
二
点
が
如
何
な
る
成
果
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
今
回
の
合
同
会
議
の
後
は
一
五
七
〇
年
の
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
に
い
た
る
ま
で
、
関
税
問
題
は
、
交
渉
を
主
導
し
て
き
た
フ
ラ
ン

ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
…
帝
国
議
会
に
お
い

て
よ
う
や
く
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
要
請
に
対
す
る
皇
帝
と
選
定
侯
の
回
答
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
皇
帝
の
宮
廷
へ
の
使
節
派
遣
等
に

よ
る
三
ク
ラ
イ
ス
の
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
た
、
と
す
る
推
測
を
な
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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㈹
　
一
五
七
〇
一
七
四
年

①
　
　
一
五
七
〇
年
七
月
シ
ュ
パ
イ
ヤ
…
帝
国
議
会

　
七
月
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
に
よ
る
関
税
権
撤
廃
を
求
め
る
請
願
が
提
出
さ
れ
た
。
こ

の
請
願
は
選
定
侯
部
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
選
定
侯
部
会
の
判
定
∪
①
ξ
簿
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
政

治
過
程
の
詳
網
を
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ツ
ィ
ナ
ー
の
解
説
を
伴
う
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
文
書
な
ら
び
に
七
一
年
二
月
一
三
日
付
け

の
フ
ラ
ン
ケ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
に
依
り
な
が
ら
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
皇
帝
と
選
定
侯
の
双
方
に
提
出
さ
れ
た
請
願
の
文
書
そ
れ
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
文
書
館
史
料
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

す
と
こ
ろ
を
総
合
し
つ
つ
、
ラ
ソ
ツ
ィ
ナ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
請
願
提
出
お
よ
び
そ
の
後
の
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。

　
関
税
問
題
は
、
こ
の
帝
国
議
会
に
い
た
る
ま
で
依
然
と
し
て
決
着
を
見
る
こ
と
な
く
持
ち
越
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
間
プ
フ
ァ

ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
が
、
近
隣
の
諸
侯
の
領
民
に
対
し
て
関
税
徴
収
を
免
除
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

お
関
税
権
撤
廃
を
求
め
て
い
た
の
は
帝
国
都
市
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
近
隣
の
諸
侯
が
ど
の
範
囲
を
指
し
て
い
る
の
か
、

す
な
わ
ち
聖
界
諸
侯
や
伯
・
ヘ
レ
ン
を
も
含
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
が
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク

大
公
が
個
別
的
な
交
渉
（
本
章
第
　
節
で
既
述
）
を
通
じ
て
、
帝
国
膚
帯
以
外
の
三
族
か
ら
の
微
収
を
取
り
止
め
た
可
能
性
は
、
十
分
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
は
、
パ
ン
ベ
ル
ク
司
教
の
使
節
J
・
ロ
ル
バ
ー
の
権
限
の
も
と
で
、
改
め
て
こ
の
件
を
皇
帝
と

選
定
侯
の
も
と
に
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
き
、
一
〇
月
五
日
頃
、
し
た
が
っ
て
帝
国
議
会
に
出
席
中
の
使
節
の
間
で
一
致
を
見
た
。
μ
ル
バ
ー
の

草
案
に
基
づ
き
、
＝
月
一
五
日
に
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
一
二
月
八
日
に
選
定
侯
部
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
判
定
が
下
さ

れ
た
。
こ
の
判
定
に
し
た
が
っ
て
、
選
定
侯
部
会
は
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
へ
の
関
税
特
権
承
認
に
は
手
を
触
れ
ず
、
三
ク
ラ
イ

ス
側
に
は
、
六
六
年
に
付
与
さ
れ
た
関
税
特
権
の
内
容
を
伝
え
る
よ
う
に
、
皇
帝
に
勧
告
し
、
さ
ら
に
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
は
、

関
税
特
権
を
濫
用
せ
ぬ
よ
う
警
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
六
六
年
の
関
税
特
権
の
内
容
を
、
ラ
ン
ツ
ィ
ナ
ー
の
解
説
は
明
示
的
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
七
一
年
二
月
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
付
け
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
＝
一
、
一
四
条
か
ら
、
そ
の
中
身
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
新

関
税
は
、
す
べ
て
の
商
品
に
課
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
旧
来
か
ら
課
税
が
可
能
で
あ
り
、
以
前
か
ら
存
在
す
る
関

税
徴
収
所
で
微
収
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
商
品
」
へ
の
課
税
と
し
て
の
み
、
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
た
な
関
税
徴
収
所
の
設

置
は
許
さ
れ
な
い
、
特
別
に
免
税
権
を
有
す
る
者
に
対
し
て
こ
の
特
権
を
適
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
な
ど
の
制
限
が
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
関
税
特
権
は
如
上
の
諸
制
限
を
伴
う
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
の
本
文
で
は
「
制
限
つ
き

承
認
」
黒
白
三
詳
①
0
8
8
ω
巴
8
あ
る
い
は
「
承
認
と
制
限
」
0
8
8
ω
ω
δ
昌
巷
α
江
白
津
暮
陣
8
と
す
る
表
現
で
、
こ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
状
に
お
い
て
は
、
新
た
な
る
不
当
な
関
税
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
課
税
が
認
め
ら
れ
て
な
か
っ
た
商
品
に
対
し
て
も
関

税
が
課
せ
ら
れ
、
新
た
に
関
税
徴
収
所
が
設
置
さ
れ
、
免
税
権
を
有
す
る
者
か
ら
も
微
収
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
章
で
確
認
し
た
事
情
聴

取
の
結
果
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
往
復
の
馬
の
通
行
料
と
し
て
の
一
グ
ル
デ
ン
、
支
払
い
拒
否
者
に
対
す
る
罰
金
と
し
て
の
金
六
〇
マ
ル
ク
の

徴
収
は
、
明
ら
か
に
「
吉
倉
つ
き
承
認
偏
の
範
囲
を
こ
え
た
、
関
税
特
権
の
濫
用
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
帝
国
議
会
は
一
二
月
一
一
日
に
散
会
し
た
が
、
ラ
ン
ツ
ィ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
な
お
留
ま
っ
て
い
た
三
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
が
同
月
一
三

日
に
集
ま
っ
て
今
後
の
対
応
を
協
議
し
た
が
、
E
多
く
の
使
節
が
既
に
帰
還
し
て
お
り
、
ま
た
審
議
の
た
め
に
十
分
な
訓
令
を
授
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
こ
の
会
合
を
延
期
す
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
の
最
終
決
定
は
、
帝
国
議
会
散
会
後
か
ら
ニ
ヵ
月
以

内
に
各
ク
ラ
イ
ス
で
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
で
は
二
月
一
二
日
に
会
議
が
召
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
た
。
関
税
問
題
は
、
決
議
の
第
一
一
一
、
一
三
、
一
四
条
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
二
条
は
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
i
帝
国
議
会
に
お
い
て
得

ら
れ
た
選
定
侯
の
判
定
を
三
ク
ラ
イ
ス
間
で
審
議
す
る
た
め
に
、
四
旬
節
第
三
の
主
賑
の
月
曜
日
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
合
同
会
議
を
設
定

し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
三
条
で
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
か
ら
こ
の
会
議
へ
派
遺
さ
れ
る
評
説
と
し
て
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ

ル
ク
司
教
と
帝
国
都
市
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
が
任
命
さ
れ
、
彼
ら
に
対
す
る
訓
令
が
第
一
四
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
令
は
、
選
定
侯
の
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判
定
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
今
後
三
ク
ラ
イ
ス
が
取
り
得
る
手
段
と
し
て
、
（
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
）
皇
帝
の
も
と
へ
の
平
和
的
交
渉
を
続
け
る
か
、

選
定
侯
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
（
制
限
つ
き
）
承
認
を
（
宇
義
ど
お
り
に
）
実
施
す
る
か
、
合
同
会
議
で
マ
ソ
ダ
ー
ト
の
実
施
に
つ
い
て
合
意
す
る
か
、

の
三
つ
の
選
択
肢
を
示
し
つ
つ
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
に
よ
っ
て
関
税
特
権
が
濫
用
さ
れ
て
い
る
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、

マ
ン
ダ
ー
ト
の
実
施
に
着
手
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
制
限
つ
き
承
認
」
に
違
反
す
る
新
関
税
を
廃
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

各
等
族
に
よ
る
（
免
税
に
関
わ
る
）
自
由
の
行
使
は
、
選
定
侯
の
判
定
に
お
い
て
留
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
に
示
し
た
フ
ラ
ン
ケ

ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
所
見
に
つ
い
て
は
、
合
同
会
議
の
場
で
、
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
使
節
の
意
見
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
に
よ
っ
て

よ
り
良
い
方
策
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
は
、
（
票
決
結
果
と
し
て
の
）
多
数
意
見
に
従
う
よ
う
に
命
ぜ
ら

れ
て
い
る
（
一
定
程
度
の
多
数
決
原
理
の
有
効
性
）
。

②
　
一
五
七
一
年
四
月
の
皇
帝
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
へ
の
書
簡

　
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議
は
、
当
初
の
予
定
よ
り
少
々
遅
れ
て
四
月
二
四
礒
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
、
四
月
二
日
付
け
の
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
三
世
か
ら
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
。
こ
の
書
簡
に
お
い
て
皇
帝
は
、

彼
の
書
記
官
に
よ
る
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
新
関
税
に
対
す
る
同
意
書
O
o
皐
。
鵠
げ
ユ
Φ
h
の
作
成
の
際
に
、
過
ち
が
生
じ
た
た
め

に
、
三
ク
ラ
イ
ス
を
混
乱
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
税
特
権
の
承
認
が
不
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

　
　
⑫

に
し
た
。

　
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
こ
の
書
簡
を
も
っ
て
、
帝
国
都
市
を
主
た
る
担
い
手
と
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
取
り
組
み
と
は
全
く
無
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
、
関
税
問
題
へ
の
解
決
が
到
来
し
た
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
ク
ラ
イ
ス
の
取
り
組
み
は
こ
の
後
も
な
お
続
け
ら
れ
た
わ
け

で
あ
り
、
本
章
に
お
け
る
分
析
も
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

③
　
」
五
七
一
年
四
月
レ
ー
ゲ
ソ
ス
ブ
ル
ク
合
同
会
議

　
四
月
二
四
日
に
参
集
し
て
二
八
日
に
決
議
を
採
択
し
た
、
こ
の
会
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
国
立
文
書
館
所
蔵
の
合
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同
会
議
決
議
な
ら
び
に
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
（
五
月
二
八
日
付
け
）
序
文
か
ら
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
会
議
の
目
的
は
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
で
示
さ
れ
た
選
定
侯
の
判
定
に
つ
い
て
三
ク
ラ
イ
ス
問
で
協
議
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
が
皇
帝
と
選
定
侯
の
「
承
認
と
制
限
」
を
無
視
し
、
依
然
と
し
て
関
税
特
権
を
濫

用
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
明
白
な
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
制
限
」
に
違
反
し
て
い
る
関
税
率
引
き
上
げ
の
行
き
過
ぎ
を
、
　
一
五
六
七

年
に
合
意
さ
れ
た
マ
ン
ダ
ー
ト
の
運
用
を
通
じ
て
規
制
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
さ
れ
、
八
月
一
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
予
定
さ
れ
て
い

た
帝
国
代
表
者
会
議
（
主
要
議
題
は
帝
国
鋳
貨
令
の
運
用
問
題
と
帝
国
租
税
台
帳
修
正
問
題
）
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
皇
帝
と
選
定
侯
に
申
し
出
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
加
え
て
こ
の
会
議
で
は
、
関
税
特
権
濫
用
の
状
況
を
示
す
一
覧
表
と
皇
帝
、
選
定
侯
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の

三
者
宛
て
の
書
簡
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
一
致
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
一
覧
表
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
帝
国
都

市
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
近
郊
に
三
ヵ
所
、
エ
ッ
チ
イ
ン
ゲ
ン
伯
領
近
郊
に
ニ
ヵ
所
の
新
た
な
関
税
徴
収
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
、
決
議
に
お
い

　
　
　
　
　
　
⑭

て
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
特
権
濫
用
の
背
景
に
は
、
陣
没
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
軍
事
行
動
に
よ

り
、
自
領
の
財
政
負
担
が
極
度
に
高
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
関
税
収
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
彼
の
遺
児
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
の
内
容
か
ら
、
窺
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
今
回
の
合
同
会
議
に
お
い
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
は
、
関
税
特
権
の
濫
用
を
マ
ン
ダ
ー
ト
の
運
用
を
通
じ
て
規
制
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
確
認
し
た
が
、
性
急
に
こ
の
措
置
に
踏
み
切
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
三
者
（
皇
帝
、
選
定
侯
、
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
ィ
ブ
ル
ク
大
公
）
に
書
簡
を

通
じ
て
こ
の
措
置
を
伝
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
、
帝
国
代
表
者
会
議
に
お
い
て
求
め
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
方
針
は
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
一
条
（
五
月
二
八
日
付
け
）
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
既
に
皇
帝
の
も
と
に
派
遣
さ
れ

て
い
る
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
の
使
節
を
通
じ
て
、
有
利
な
回
答
を
引
き
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
三
ク
ラ
イ
ス
の
取
り
組
み
に
対
す
る
前
向
き
な
回
答
を
、
皇
帝
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
国
代
表
者
会
議
（
一
〇
月
…
日
に
決
議
を
挙
げ

て
散
会
）
に
お
い
て
示
し
た
。
代
表
者
会
議
の
決
議
を
受
け
て
七
二
年
一
月
九
日
に
召
集
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
第
一
〇
、
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一
一
条
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
、
関
税
問
題
の
解
決
に
向
け
て
三
ク
ラ
イ
ス
使
節
を
も
含
め
た
委
員
会
を
設
置
す
る
用
意
が
あ
る

こ
と
を
伝
え
、
こ
れ
に
対
す
る
三
ク
ラ
イ
ス
側
の
回
答
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
こ
の
提
案
を
歓
迎
し
、
五
月
に
予

定
さ
れ
て
い
た
合
同
鋳
貨
問
題
審
議
会
に
お
い
て
、
皇
帝
へ
の
回
答
の
み
な
ら
ず
、
委
員
会
へ
派
遣
さ
れ
る
使
節
の
た
め
の
訓
令
に
関
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

三
ク
ラ
イ
ス
間
で
合
意
を
は
か
る
こ
と
と
し
、
こ
の
件
を
書
簡
で
も
っ
て
他
の
ニ
ク
ラ
イ
ス
に
伝
え
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

④
一
五
七
二
年
五
月
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
合
同
鋳
貨
問
題
審
議
会

　
鋳
貨
閥
題
審
議
会
冨
身
N
領
。
び
ρ
江
○
霧
＄
σ
Q
は
、
本
来
は
帝
国
の
鋳
貨
蜜
蜂
を
整
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
帝
国
鋳
貨
令
に
基
づ
い
て
、
各

ク
ラ
イ
ス
で
年
に
二
回
（
五
月
と
一
〇
月
）
の
開
催
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
集
会
で
あ
る
が
、
三
ク
ラ
イ
ス
は
こ
の
集
会
を
し
ば
し
ば
合
同
で

行
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
情
勢
に
応
じ
て
、
鋳
貨
問
題
以
外
の
諸
問
題
も
、
審
議
の
対
象
と
さ
れ
た
。
関
税
問
題
は
、
七
二
年
の
五
月
と
一

〇
月
、
七
四
年
の
五
月
と
一
〇
月
の
四
回
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
集
会
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
七
二
年
五
月
八
日
付
け
の
合
同
鋳
貨
問
題
審
議
会
決
議
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
示
さ
れ
た
、
皇
帝
の
決
定
に
合
意
す
る
旨
を
書
簡

を
も
っ
て
伝
え
（
第
一
条
）
、
次
の
よ
う
に
使
節
の
任
命
に
つ
い
て
決
議
し
た
。
す
な
わ
ち
、
　
フ
ラ
ン
ケ
ン
か
ら
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
と

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
か
ら
は
モ
ン
ト
フ
ォ
ル
ト
伯
と
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
使
節
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
「
．
バ
イ
エ
ル

ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
は
、
等
族
か
ら
任
命
に
関
す
る
訓
令
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
た
め
に
使
節
派
遣
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

無
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
、
申
し
出
た
」
（
第
三
条
）
。

　
か
く
し
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
側
は
委
員
会
へ
の
参
加
の
準
備
を
整
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
、
皇
帝
は
約
束
し
た
委
員
会
の
設
置
に
着
手

し
て
い
な
い
。
七
二
年
一
〇
月
六
日
付
け
の
合
同
鋳
貨
問
題
審
議
会
決
議
の
第
一
条
は
、
先
の
五
月
の
鋳
貨
問
題
審
議
会
に
よ
っ
て
皇
帝
に
送

ら
れ
た
、
委
員
会
設
置
を
承
認
す
る
回
答
に
対
し
て
、
全
く
返
答
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
皇
帝
に
返
答
を
促
す
書
簡
を
発
送
す
る
こ
と

　
　
　
　
⑲

を
合
意
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
七
三
年
一
月
二
〇
日
に
示
さ
れ
た
皇
帝
の
回
答
は
、
関
税
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
報
告
を
受
け
て

き
た
た
め
、
こ
れ
以
上
の
交
渉
は
も
は
や
不
必
要
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
七
三
年
五
月
六
日
付
け
フ
ラ
ン
ヶ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
序
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⑳文
）
。
三
ク
ラ
イ
ス
側
は
、
こ
の
よ
う
な
皇
帝
の
措
置
に
反
発
を
示
し
、
委
員
会
設
置
を
実
行
す
る
よ
う
、
書
簡
あ
る
い
は
使
節
を
通
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

皇
帝
へ
の
働
き
か
け
を
続
け
る
こ
と
を
、
七
四
年
の
二
度
の
合
同
鋳
貨
間
題
審
議
会
に
お
い
て
決
議
し
た
が
、
そ
の
後
の
諸
決
議
で
確
認
し
得

る
か
ぎ
り
、
こ
の
委
員
会
が
実
際
に
機
能
し
え
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

㈹
　
欄
五
七
六
年
一
〇
月
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
最
終
決
定

　
一
五
七
七
年
一
月
一
九
日
付
け
の
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
決
議
第
一
六
条
に
よ
れ
ぽ
、
関
税
問
題
は
皇
帝
の
設
置
す
る
委
員
会
に
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ね
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
前
年
、
す
な
わ
ち
七
六
年
の
一
〇
月
＝
一
日
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お

い
て
決
議
さ
れ
た
帝
国
最
終
決
定
が
、
不
当
な
関
税
特
権
の
濫
用
に
対
す
る
警
告
を
行
な
い
、
し
か
も
そ
の
措
置
を
各
ク
ラ
イ
ス
お
よ
び
隣
接

す
る
ク
ラ
イ
ス
間
の
協
働
を
通
じ
て
運
用
す
る
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
六
七
年
の
三
ク
ラ
イ
ス
に
よ
る
マ
ン
ダ
ー
ト
の
基
本

構
想
が
、
帝
国
法
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
最
終
決
定
の
中
で
皇
帝
は
、
若
干
の
等
族
が
皇
帝
の
同
意
と
選
定
侯
の
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
新
た
な
関
税
を
設
定
し
た
り
、
旧
来

の
関
税
率
の
引
き
上
げ
を
行
な
っ
て
い
る
と
す
る
報
告
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
（
第
二
八
条
）
、
こ
の
こ
と
が
交
易
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に

お
け
る
価
格
の
高
騰
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
社
会
に
不
穏
な
状
況
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
関
税
特
権
に
関
す
る
皇
帝
の
高
権
と
留
保
権

頴
。
ロ
Φ
洋
§
儀
国
。
ω
開
く
暮
Φ
口
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
皇
帝
と
選
定
侯
の
名
声
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
憂
い
て
い
る
（
第
一
一
九
条
）
。
そ
し
て
第
一

二
〇
条
に
お
い
て
皇
帝
は
、
全
ク
ラ
イ
ス
の
長
官
と
補
佐
官
に
対
し
て
、
次
回
の
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
お
い
て
、
所
属
ク
ラ
イ
ス
な
ら
び
に
隣
接

す
る
ク
ラ
イ
ス
の
不
当
な
関
税
特
権
の
濫
用
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
帝
国
代
表
者
会
議
（
七
七

年
八
月
召
集
）
の
場
で
マ
イ
ン
ツ
選
定
侯
の
書
記
局
に
報
告
す
る
よ
う
に
、
命
じ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
不
当
な
関
税
特
権
の
実
態
調
査
に
関
わ
る
方
策
は
、
第
一
に
長
官
と
補
佐
官
を
軸
と
す
る
ク
ラ
イ
ス
の
平
和
維
持
組
織
を

基
礎
に
据
え
て
い
る
点
に
お
い
て
、
第
二
に
隣
接
ク
ラ
イ
ス
間
の
協
働
に
も
触
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
三
ク
ラ
イ
ス
に
よ
る
マ
ソ
ダ
ー
ト
に

類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
マ
ン
ダ
ー
ト
の
基
本
構
想
が
帝
国
法
（
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
双
方
を
拘
束
す
る
帝
国
議
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会
決
議
と
し
て
の
帝
国
最
終
決
定
）
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
今
回
の
帝
国
最
終
決
定
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
各
ク
ラ
イ
ス
を
通
じ
て
通
知
の
徹
底
を
は
か
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
帝
国
議
会
散
会
の

後
上
ヵ
月
以
内
に
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
召
集
し
て
、
そ
の
内
容
を
通
知
し
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
七
七
年
一
月
一
九
日

に
決
議
を
採
択
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
は
、
不
当
な
関
税
の
調
査
の
件
が
検
討
さ
れ
た
が
、
自
ク
ラ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、
プ
フ

ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
の
件
以
外
は
取
り
立
て
て
挙
げ
ら
れ
ず
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
に
お
け
る
関
税
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

権
濫
用
の
事
態
が
報
告
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
件
の
さ
ら
な
る
究
明
が
、
次
回
の
合
同
会
議
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
一
、
一
六
条
）
。

　
こ
の
合
同
会
議
が
い
つ
ど
こ
で
開
催
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
国
代
表
者
会
議
に
お

け
る
関
税
問
題
の
取
り
扱
い
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
関
税
閾
争
の
検
討
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
終

止
符
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
こ
ま
で
に
わ
た
っ
て
検
討
し
た
内
容
を
総
括
し
つ
つ
、
若
干
の
展
望
を
示
す
と
す
れ
ば
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
に
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
に
よ
る
関
税
徴
収
の
被
害
を
被
っ
た
帝
国
都
市
、
心
界
諸
侯
、
伯
・
ヘ
レ
ン
は
、
所
属
ク
ラ
イ

ス
内
で
の
他
身
分
（
世
俗
諸
侯
）
か
ら
の
妨
害
に
あ
い
な
が
ら
も
、
合
同
会
議
へ
の
使
節
派
遣
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
、
独
自
の
利
害
を
主
張
し

え
た
。
各
ク
ラ
イ
ス
の
す
べ
て
の
身
分
か
ら
使
節
が
派
遣
さ
れ
る
、
と
す
る
合
同
会
議
の
使
節
派
遣
の
原
則
は
、
中
間
組
織
と
し
て
の
帝
国
ク

ラ
イ
ス
に
お
け
る
、
白
魚
の
自
由
・
統
治
権
の
擁
護
を
徹
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
弾
力
的
に
展
開
さ
れ
る
「
等
族
制
集
会
に
お
け
る

政
治
的
意
志
形
成
」
を
、
原
理
的
か
つ
制
度
的
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
鐙
瓦
ク
ラ
イ
ス
は
、
等
価
の
自
由
・
統
治
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
中
間
組
織
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
忌
寸
に
対
す
る
執
行
権
を
行
使

し
え
な
い
と
い
う
限
界
を
有
し
て
い
た
が
、
個
別
の
等
族
の
特
権
が
他
の
等
族
の
特
権
を
侵
し
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
に
不
利
益
を
及
ぼ
し
う
る
場

合
に
は
、
ク
ラ
イ
ス
会
議
な
い
し
は
合
同
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
の
平
和
維
持
を
尊
重
す
る
、
い
わ
ぼ
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「
等
族
制
原
理
」
に
対
す
る
「
地
域
原
理
」
の
枠
組
み
と
し
て
、
こ
の
限
界
を
こ
え
て
活
動
し
た
。
プ
フ
ァ
ル
ッ
・
ノ
イ
ブ
ル
ク
大
公
の
関
税

特
権
濫
用
に
対
す
る
、
三
ク
ラ
イ
ス
に
よ
る
マ
ン
ダ
ー
ト
の
制
定
が
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
関
税
徴
収
の
対
象
が
選
択
的
に

設
定
さ
れ
た
、
こ
の
関
税
問
題
は
、
そ
の
限
り
で
は
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
各
ク
ラ
イ
ス
の
財
政
的
負

担
を
担
っ
て
い
た
帝
国
都
市
に
主
た
る
被
害
が
及
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
ク
ラ
イ
ス
全
般
の
問
題
に
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
マ

ン
ダ
ー
ト
の
運
用
に
際
し
て
主
要
な
役
割
を
担
う
若
宮
の
任
に
あ
っ
た
世
俗
諸
侯
、
と
り
わ
け
こ
の
問
題
に
関
与
し
な
い
と
す
る
姿
勢
を
一
貫

し
て
取
っ
て
き
た
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
で
さ
え
も
が
、
マ
ン
ダ
ー
ト
を
承
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
し
た
第
一
期
に
お
け
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
各
ク
ラ
イ
ス
の
状
況
に
応
じ
て
、
帝
国
の
上
位
レ
ベ
ル
の
機

関
に
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
逆
に
帝
国
法
を
受
容
・
施
行
す
る
愚
問
組
織
と
し
て
、
機
能
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
帝
国
鋳
貨
令
の
受

容
の
仕
方
に
お
け
る
、
西
南
ド
イ
ツ
三
ク
ラ
イ
ス
と
ニ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
睡
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
と
の
間
の
相
違
な
ど
の
例
に
お

い
て
確
認
さ
れ
う
る
の
で
、
別
稿
を
た
て
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
関
係
は
、
と
り
わ
け
帝
国
議
会
と
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
の

連
動
に
よ
っ
て
、
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
に
お
い
て
得
ら
れ
た
論
点
の
検
証
が
、
さ
ら
な
る
事
例
研
究
の
遂
行
を
通
じ
て
深
め
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も

な
い
。
論
じ
残
し
た
点
も
多
々
あ
る
と
思
う
が
、
本
稿
が
近
世
ド
イ
ツ
国
払
の
検
討
に
寄
与
し
う
る
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
欄
発
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

（
平
成
五
年
度
お
よ
び
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
大
学
非
常
勤
講
師
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
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Das　strukturelle　Prinzip　der’politischen　Willensblldung　im

　　　　Hei｝igei　i’R6mischen　Reich　Deutscher　Natioh　：　Die

　　　　drei　sifdwestde．utschen　Reichskreise　im　Zollstreit

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　1564　bis　1576

von

SHIBUTANI／　Akira

　　Die　Fors6hungen　Uber　die　zweite　・｝lalfte　des　16．　・　・Jahrhundert　wurden

von　der　deutschen　Geschichtswissenschaft　ltingete’Zeit　vernachlaBigt．．

Aber　neuere　verfasSungsgeschichtliche　Stuclien，・　die　in　den　letzten　Jaltren

b6tr2chtljch　fortgeschr三tten　sind，　fUhreユユzu　folgenden　neuen．Erkenntn玉S－

sen　’ttber　die　politiscke　Ordnung　des　alten　Reiches　nach　1555；’　“Der

Reichstag　war　．nach　1555　Uberhaupt　zurn　Zentrum　der　politischen　Ent－

scheidungsbildung　und　der　Verfassungsordnung’　geworden｛’　（｝1．AAger一

・meier）．　Durch　die　Tatigkeit　des　Reichstages　wurde　die　Einheit　des

・Reiches，　das　vorher　in　viele　Teile　gespalten　war，　erreicht．　．

　　Im　Zusammenhang　mit　den　Reichskreisen　funktibnierten　die　KreiStage

jedes　Reichskteises　einerseits　als　vorbereitende　Organe，’die　die　Proposi－

tionen　des　Reichstages　im・　voraus　berieten，　andererseits　als　vollziehende

Organe，　indem　sie　ihren　．　Kreisstanden　den　／ReichsabSchied　mitteilten・　und

in　jedem　Kreis　durchzusetzen　versuchten．　Durch　diesen　Beratungsaus－

tausc｝i　zwischen　dem　Reichstag　als　Zentrum　und　jedem　Kreistag　wurde

der　Zusammenhalt　des　Reiches　mit　den　Verwaltungseinheiten　der　ein－

zelnen　Reichskreise　aufrecht　gehalten．

　　Nachdem　ich　nun　meine　Arbeitshypothese，・　die　die　Geschichte　des

Reichskreiswesens　in・drei　Periode　teilt，　vorgelegt　habe，　m6chte　ich　iin

folgenden　Aufsatz　versuchen，　das　strul〈turelle　Prinzip　det　politischen

WillenSbildung　unter　den　StHnden　in　ider　ersten’｝’eriode　zu．　analysieren．

Diese　Analyse　wird　anhand　der　Betrachtung　des　Zollstreits　von　1564

bis　1576　in　den　drei　sin’dwestdeutschen　Reichsl〈reisen　erstellt．

（173）




