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一　

は
じ
め
に

　

一
二
二
九
年
四
月
一
二
日
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
九
世
お
よ
び
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

の
間
の
和
平
を
定
め
る
「
パ
リ
和
約traité de Paris

」
に
署
名
し）1
（

、
こ
れ
を
も
っ
て
二
〇
年
に
及
ぶ
ア
ル
ビ
十
字
軍
が
終
結
し
た
。

同
年
一
月
に
モ
ー
で
取
り
決
め
ら
れ
た
和
約
と
の
相
同
性
か
ら
、「
モ
ー
＝
パ
リ
和
約traité de M

eaux-Paris

」
と
も
呼
ば
れ
る

当
和
約）2
（

を
め
ぐ
っ
て
は
、
パ
リ
で
行
わ
れ
た
一
連
の
締
結
・
認
証
儀
礼
を
含
め
て
、
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
対
す
る
南
仏
随
一
の
大

諸
侯
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
降
服
と
、
そ
れ
に
伴
う
王
権
伸
長
を
決
定
付
け
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た）3
（

。

　

し
か
し
、
い
ま
い
ち
ど
モ
ー
で
の
和
約
と
パ
リ
和
約
の
内
容
を
具
に
比
較
し
、
あ
る
い
は
和
約
締
結
に
至
る
歴
史
的
背
景
に
立
ち

帰
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
当
時
レ
モ
ン
七
世
が
王
権
と
教
会
の
巧
み
な
奸
計
に
乗
せ
ら
れ
、
一
方
的
に
不
利
な
和
約
の
締
結
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
程
の
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
す
る
古
典
的
見
解
は）4
（

、
い
さ
さ
か
単
純
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
関
連

史
料
か
ら
は
、
和
約
に
至
る
周
到
な
根
回
し
や
駆
け
引
き
と
い
っ
た
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
特
有
の
紛
争
解
決
の
痕
跡
が
看

取
さ
れ
、
パ
リ
和
約
を
純
然
た
る
「
強
い
ら
れ
た
和
平patz forsada

」
と
み
な
す）5
（

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
史
研
究
の
基
礎
文
献
で
あ
る
『
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
概
史
』（
プ
リ
ヴ
ァ
版）

（
（

）
所
収
の
関
連
史

料
を
軸
に
、
年
代
記
（
特
に
、
ギ
ョ
ー
ム
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
の
『
年
代
記Chronica

』）
（
（

）
や
吟
遊
詩
人troubadour

の
詩
作
に
見

ら
れ
る
同
時
代
人
の
証
言
を
交
え
つ
つ
、
最
終
的
に
パ
リ
和
約
の
締
結
へ
と
至
る
経
緯
を
再
構
成
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
し

直
す
と
共
に
、
こ
れ
を
近
時
歴
史
学
の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
紛
争
研
究
・
儀
礼
研
究
に
お
け
る
「
紛
争
処
理
」
の
分
析
系
に
跡

付
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二　

分
析
系
と
し
て
の
紛
争
研
究
・
儀
礼
研
究
と
「
紛
争
処
理dispute processing

」

　（
一
）　
紛
争
研
究
の
枠
組
み

　

こ
こ
に
言
う
紛
争
研
究
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
に
お
け
る
紛
争
（
裁
判
や
戦
争
、
権
利
妨
害
等
を
含
む
、
幅
広
い
形
態
の
敵

対
行
動
や
緊
張
状
態
）
と
そ
の
解
決
方
法
を
対
象
に
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
の
学
会
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
研
究
動

向
を
指
す）8
（

。
ブ
ラ
ウ
ン
と
ゴ
レ
ツ
キ
ー
に
よ
れ
ば）（
（

、
近
代
西
欧
に
由
来
す
る
法
や
制
度
の
観
念
を
自
明
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
無

批
判
に
異
な
る
社
会
の
分
析
に
も
適
用
す
る
伝
統
的
な
法
制
史
研
究
へ
の
強
い
批
判
意
識
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
紛
争
研
究
と
未
開
社
会
に
関
す
る
法
人
類
学
が
相
補
的
に
進
展
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
も
未
開
社
会
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
社
会
と
は
異
な
る
法
文
化
を
備
え
て
い
る
と
の
共
通
の
問
題
意
識
の
下
で
、
対
立
と
和
解
の
流
動
的
な
プ
ロ
セ

ス
の
中
に
、
行
動
や
態
度
の
慣
習
的
パ
タ
ー
ン
や
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
ル
ー
ル
を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
れ
た
社
会
の
関

係
性
・
法
文
化
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
紛
争
研
究
の
新
し
さ
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
裁
判
の
国
家
的
性
格
が
最
終
的
に
は
社
会
の
治
安
を
保
証
す
る
と
い
う
、

従
来
自
明
視
さ
れ
て
き
た
前
提
を
批
判
し
た
点
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
所
謂
「
国
家
の
無
いsans état

」
／
「
統
治
者
を
欠
い
た

acephalous

」
時
代
に
も
、
公
的
な
強
制
力
と
は
別
の
次
元
で
私
人
間
の
紛
争
を
処
理
す
る
様
々
な
方
法
が
実
践
さ
れ
て
お
り
、
戦

士
特
有
の
名
誉
観
念
に
配
慮
し
た
勝
者
と
敗
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
調
停
、
紛
争
当
事
者
の
親
族
・
封
主
・
朋
友
等
に
よ
る
仲
介
や

圧
力
、
降
服
と
赦
し
の
儀
式
と
い
っ
た
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
騎
士
社
会
独
自
の
紛
争
解
決
ル
ー
ル
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た）（（
（

。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
紛
争
研
究
を
代
表
す
る
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ギ
ア
リ
の
所
説
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
紛
争
研
究
に

お
け
る
分
析
枠
組
み
の
概
要
を
提
示
し
て
み
た
い
。
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１　

チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
の
所
説）（（
（

　

紛
争
研
究
の
原
点
と
し
て
、
後
の
研
究
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
論
文
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を
分
配
せ
よSuum

 cuique 

tribuere

」（
一
九
七
〇
年
）
に
お
い
て
、
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
は
一
一
世
紀
～
一
三
世
紀
半
ば
の
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
修
道
院
証
書
を

分
析
し
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
方
法
が
、
一
三
世
紀
半
ば
を
画
期
と
し
て
、
仲
裁
・
和
解
か
ら
規
範
に
基
づ
く
裁

判
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
枠
組
み
を
提
示
し
た
。

　

チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
先
ず
法
の
定
義
が
、
①
社
会
の
構
成
員
や
集
団
の
習
慣
的
行
動
様
式
／
②
意
識
的
か
つ
言
語
化
さ
れ

た
規
範
の
体
系
に
二
分
さ
れ
る
。
前
者
は
、
意
識
的
に
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
無
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「
法
と
慣
習
」、「
明
文
化
さ
れ
た
規
範
と
遵
守
さ
れ
た
慣
行
」、「
法
と
倫
理
あ
る
い
は
正
し
い
振
る
舞
い
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
現
に
一
一
世
紀
～
一
二
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
は
、
こ
れ
ら
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
人
々
が
遵
守
す
べ
き
も
の
、
そ
し
て
権
威
に
基
づ
く
紛
争
解
決
に
際
し
て
従
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
三
世
紀
に
、
こ
う
し
た
①
か
ら
②
へ
の
法
の
定
義
の
移
行
が
見
ら
れ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
人
々
は
よ
り
公
正
で
、
よ
り
合
理
的
な
判
決
を
出
し
、
確
立
さ
れ
た
客
観
的
行
為
規
範
に
則
し
た
裁
判
を
好
む
」

と
い
う
今
日
的
な
一
般
則
が
、
心
理
学
や
人
類
学
に
お
い
て
は
実
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
さ
ら

に
、
中
立
的
・
客
観
的
な
秩
序
と
い
う
観
念
自
体
、
極
め
て
学
問
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
個
人
が
自
分
に
好
都
合
な
肩
入
れ
よ
り

も
、
客
観
的
中
立
性
を
好
む
と
い
う
こ
と
の
信
憑
性
は
薄
い
と
い
う
状
況
下
で
の
一
三
世
紀
半
ば
以
前
の
紛
争
は
、
暴
力
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
仲
裁
や
和
解
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
る）（（
（

。
遅
く
と
も
一
三
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
仲
裁
者
は
「
審
判
人
に
し
て
仲
裁
者
に
し
て
友
愛
の
調
停
者arbiter, arbitrator, seu am

icabilis com
positor

」
と
い
う

ロ
ー
マ
法
由
来
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
役
割
は
中
世
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
一
世
紀
～
一
二
世
紀
の
伝

統
を
引
き
継
い
だ
、「
制
度
と
し
てinstitutionally

」
定
義
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
仲
裁
者
は
理
性
に
従
っ
て
適
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用
さ
れ
る
一
般
規
範
に
基
づ
い
て
裁
定
す
る
、
確
立
さ
れ
た
裁
判
権
を
持
つ
司
法
機
関
で
は
な
く
、
紛
争
当
事
者
に
彼
ら
の
決
定
を

受
け
容
れ
て
合
意
に
至
る
よ
う
圧
力
を
か
け
ら
れ
る
個
人
な
い
し
集
団
で
あ
り
、
そ
の
地
位
の
高
さ
、
あ
る
い
は
紛
争
当
事
者
の
朋

友
や
親
族
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
役
割
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
紛
争
解
決
に
際
し
て
は
、
紛
争
当
事
者
双
方
が
何
ら
か
の
取
り
分
を
得
て
、「
手
ぶ
ら
でem

pty-handed

」
い
る

者
は
な
く
、「
当
事
者
双
方
が
満
足
す
べ
し
」
と
の
漠
然
と
し
た
規
範
が
機
能
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
三
世
紀
半
ば
以
前
の

（
特
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
低
地
方
に
お
け
る
）
仲
裁
者
が
依
拠
す
べ
き
客
観
的
規
範
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
仲
裁
裁
判
に
は
、

客
観
的
な
規
範
を
適
用
す
る
と
い
う
近
代
的
な
意
味
で
の
「
裁
判
＝
正
義
を
行
うdo justice

」
と
い
う
機
能
は
な
か
っ
た
。
現
代

の
訴
訟
に
お
け
る
前
提
で
あ
る
「
法
が
存
在
す
べ
きthere ought to be law

」
と
の
信
念
、
即
ち
社
会
の
構
成
員
が
抽
象
的
な

諸
規
範
に
従
い
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
規
範
に
従
っ
て
合
理
的
に
裁
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
が
何
で
あ
る
か
を
判
断
す

る
、
と
い
う
観
念
は
こ
こ
で
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
仲
裁
の
典
型
的
要
素
は
武
勲
詩
に
見
ら
れ
る

が
、
そ
こ
で
は
「
騎
士
で
あ
り
な
が
ら
、
騎
士
と
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
の
恥
辱
」
を
軸
に
、
朋
友
や
良
識
者
が
助
言
し
、
仲
裁
者
が

事
態
を
決
し
て
い
る
。
彼
ら
は
規
範
に
従
っ
て
裁
判
す
る
た
め
で
は
な
く
、
当
事
者
の
窮
地
を
救
う
た
め
の
「
賢
明
さsagesse

」

と
い
う
美
徳
の
体
現
者
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
和
解
証
書
に
お
け
る
（
助
言
者
・
仲
裁
者
の
）「
良
き
助
言
」
に
よ
り
終
結
し

た
旨
の
記
述
は
、「
他
人
の
知
恵
に
よ
り
説
得
さ
れ
な
い
限
り
、
紛
争
に
お
い
て
引
き
下
が
る
こ
と
は
臆
病
で
あ
り
、
恥
で
あ
る
」

と
い
う
観
念
の
裏
返
し
で
あ
り
、
こ
れ
が
従
う
べ
き
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
仲
裁
者
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

せ
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
彼
ら
の
立
場
（
大
諸
侯
・
同
輩
・
朋
友
・
親
族
）
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仲
裁
者
自
身
が

公
的
な
存
在
と
な
り
、
当
事
者
双
方
の
名
誉
が
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
仲
裁
者
は
、
紛
争
当
事
者
双
方
あ
る
い
は
一
方
へ

の
説
得
や
圧
力
を
介
し
て
、
紛
争
を
平
和
的
解
決
に
導
く
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
た）（（
（

。

　

こ
う
し
た
仲
裁
・
和
解
の
儀
礼
が
、
規
範
に
基
づ
く
裁
判
と
い
う
新
た
な
形
態
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
が
、
一
三
世
紀
と
い
う
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時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
カ
ペ
ー
朝
王
権
が
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
統
一
性
を
欲
求
し
始
め
た
、
ま
さ
に
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
世

紀
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
三
世
紀
半
ば
以
降
の
南
仏
で
は
、
か
つ
て
名
誉
を
重
ん
じ
恥
を
恐
れ
た
封
建
領
主
層
が
解
体
さ
れ
、

外
来
権
力
た
る
王
権
の
代
理
人
が
自
ら
の
利
益
と
要
求
を
押
し
付
け
た
。
国
王
の
権
利
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
意
図
を
持
つ
彼
ら
は
、

「
外
国
人
」
で
あ
っ
た
た
め
に
在
地
の
領
主
層
と
の
結
び
つ
き
が
無
く
、
王
権
の
み
を
後
ろ
盾
に
活
動
し
て
い
た
た
め
、
古
式
ゆ
か

し
い
仲
裁
の
圧
力
や
論
争
に
従
う
こ
と
な
く
、
規
範
的
判
決
を
出
す
権
威
を
与
え
ら
れ
た
国
王
裁
判
所
を
活
用
し
た
。
か
く
し
て
、

在
地
有
力
者
の
下
で
の
集
団
は
崩
壊
し
、
構
成
員
同
士
の
関
係
が
、
裁
判
所
の
判
決
が
準
拠
す
る
一
般
規
範
の
見
地
か
ら
再
定
義
さ

れ
る
に
伴
い
、
仲
裁
自
体
も
規
範
に
基
づ
く
裁
判
所
の
階
層
秩
序
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

２　

ホ
ワ
イ
ト
の
所
説）（（
（

　

一
一
世
紀
～
一
三
世
紀
半
ば
の
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
関
す
る
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
の
論
考
を
受
け
、
こ
れ
を
同
時
期
の
西
フ
ラ
ン
ス

の
分
析
に
ま
で
敷
衍
し
た
の
が
、「
約
定
は
法
律
に
勝
り
、
融
和
は
判
決
に
勝
る
︱
︱
一
一
世
紀
西
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
和
解
に
よ

る
紛
争
解
決Pactum

.

… Legem
 V

incit et A
m

or Judicium
 : T

he Settlem
ent of D

isputes by Com
prom

ise in Eleventh-

Century W
estern France

」
と
題
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
の
論
文
（
一
九
七
八
年
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ホ
ワ
イ
ト
は
、
デ
ュ
ビ
ー
を

介
し
て
未
開
社
会
に
関
す
る
モ
ー
ス
の
贈
与
論
を
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
も
援
用
し）（（
（

、
贈
与
の
互
酬
性
に
支
え
ら
れ
た
紛
争
解
決

方
法
と
し
て
の
和
解
の
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
判
決
が
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
平
和
を
確
立
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
共
同
体
に
お
い
て
は
、
か

つ
て
の
紛
争
当
事
者
が
双
務
的
な
権
利
・
義
務
を
含
む
社
会
的
紐
帯
に
よ
っ
て
取
り
結
ば
れ
る
友
愛
契
約
に
よ
っ
て
和
解
す
る
可
能

性
が
高
い
半
面
、
裁
判
に
お
け
る
判
決
に
よ
る
場
合
に
は
、
敗
訴
者
は
不
当
に
扱
わ
れ
、
公
の
場
で
辱
め
を
受
け
た
と
い
う
感
情
し

か
残
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
係
争
物
に
対
す
る
権
利
を
正
式
に
放
棄
す
る
（
＝
訴
え
を
取
り
下
げ
る
）guerpitio

が
重
視

さ
れ
、
原
告
が
訴
え
の
過
ち
を
公
に
認
め
る
代
わ
り
に
、
こ
れ
に
対
す
る
公
式
の
赦
免
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
和
解
形
式
の
紛
争
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解
決
は
、
共
同
体
構
成
員
の
贈
与
に
対
す
る
態
度
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
支
配
的
慣
習
に
よ
れ
ば
、

「
贈
与dons

」
に
は
「
反
対
贈
与contre-dons

」（
＝
返
礼
）
が
伴
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
被
告
は
実
現
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
何
ら
か
の
権
利
を
放
棄
し
た
原
告
に
対
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
何
か
を
贈
与
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
原
告
・
被
告

双
方
に
と
っ
て
裁
判
判
決
に
比
し
て
安
全
・
確
実
な
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
なguerpitio

は
、
他
の
贈
与

と
同
様
に
、「
自
由
に
、
喜
ん
で
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
」
行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
被
告
の
側
か
ら
の
返
礼
も
、
同
様
に
「
自

由
に
、
喜
ん
で
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
」
行
わ
れ
る
べ
き
、
と
の
建
前
が
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し

て
、
①
贈
り
物
の
交
換
に
よ
り
、
永
続
的
社
会
関
係
が
創
出
さ
れ
る
、
②
交
換
さ
れ
た
財
産
に
よ
り
、
創
出
さ
れ
た
永
続
的
社
会
関

係
が
象
徴
化
さ
れ
る
、
③
特
定
の
財
産
の
扱
い
に
変
化
が
あ
れ
ば
、
当
該
財
産
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
関
係
に
も
変
化
が
生
じ
る
、

と
い
う
贈
与
に
付
随
す
る
観
念
が
三
点
挙
げ
ら
れ
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
正
式
な
裁
判
判
決
よ
り
も
こ
う
し
た
和
解
が
好
ま
れ
た
の
は
、
共
同
体
の
構
成
員
が
、
判
決
に
比
し
て
和
解
が
「
よ

り
強
固
で
あ
るfirm

er

」
と
信
じ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
「
公
正
で
あ
るjust

」
と
信
じ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
の
所
説
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
慣
習
な
い
し
道
徳
規
範
と
区
別
さ
れ
る
明
確
な
法
規
範
が
存
在
し

な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
個
別
具
体
的
な
事
案
を
構
成
す
る
諸
々
の
事
実
に
対
す
る
法
規
範
を
合
理
的
に
適
用
し
て
判
決
に
至
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
紛
争
解
決
こ
そ
、
紛
争
当
事
者
と
そ
の
証
人
達
に
と
っ
て
公
正
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
事
者
全
員
が

満
足
す
る
と
い
う
紛
争
解
決
の
規
範
に
従
う
他
な
い
の
で
あ
る
。
一
一
世
紀
の
段
階
で
、
人
々
が
様
々
な
基
準
・
規
範
・
慣
習
・
原

則
か
ら
な
る
何
ら
か
の
総
体
を
認
識
し
て
い
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
法
規
範
と
道
徳
な
い
し
宗
教
規
範
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い

た
と
は
言
え
ず
、
ま
た
、
関
連
す
る
規
範
に
応
じ
て
変
化
す
る
、
明
確
な
判
決
に
到
達
可
能
な
ほ
ど
整
っ
た
体
系
的
理
論
も
彼
ら
の

間
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
最
も
効
果
的
か
つ
正
義
に
適
っ
た
紛
争
解
決
は
、
両
当
事
者
に
各
々
理
が
あ
る
と

い
う
事
実
を
勘
案
で
き
る
和
解
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
和
解
と
い
う
紛
争
解
決
方
法
は
、
必
然
性
と
い
う
よ
り
も
選
択
の
結
果
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
判
決
よ
り
も
融
和
を
好
む
傾
向
は
、
既
存
の
政
治
・
社
会
構
造
と
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
態
度
の

双
方
に
由
来
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
も
そ
も
、
和
解
は
判
決
と
は
異
な
り
、
紛
争
に
関
連
す
る
と
法
的
に
評
価
さ
れ
る
ご
く
少
数
の
規

範
の
適
用
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
互
い
に
衝
突
す
る
義
務
や
社
会
的
紐
帯
、
所
有
権
へ
の
思
惑
が
勘
案

さ
れ
、
紛
争
当
事
者
の
仲
を
取
り
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
が
発
生
・
終
息
す
る
共
同
体
の
外
枠
を
集
合
的
に
構
成
す
る
社
会
的

紐
帯
の
構
築
に
資
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
和
解
は
同
様
の
事
案
に
対
し
て
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
裁
判
判
決
よ
り
も
、
確
実

で
、
拘
束
力
が
あ
り
、
公
正
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た）（（
（

。

　

３　

ギ
ア
リ
の
所
説）（（
（

　

以
上
の
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
に
よ
る
論
点
の
開
示
と
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
る
敷
衍
を
さ
ら
に
拡
張
し
、
社
会
史
や
文
化
史
、
あ
る
い
は
法
人

類
学
を
も
加
味
し
た
紛
争
研
究
の
必
要
性
を
説
き
、
所
謂
「
国
家
の
無
いsans état

」
時
代
と
し
て
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、

「
構
造structures

」
と
し
て
の
紛
争
の
あ
り
方
を
示
し
た
の
が
、
ア
ナ
ー
ル
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ギ
ア
リ
の
「
国
家
無
き
時
代
の
フ

ラ
ン
ス
で
紛
争
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
︱
︱
一
〇
五
〇
年
～
一
二
〇
〇
年
に
お
け
る
紛
争
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
類
型
論V

ivre en 

conflit dans une France sans état : T
ypologie des m

échanism
es de règlem

ent des conflits, 1050-1200

」
と
題
さ

れ
た
論
文
で
あ
る
。

　

ギ
ア
リ
に
よ
れ
ば
、
紛
争
解
決
に
際
し
て
、
中
央
集
権
化
し
た
公
的
な
司
法
組
織
が
一
般
化
し
て
い
る
近
代
西
欧
社
会
の
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
近
代
的
な
意
味
で
の
裁
判
所
が
存
在
し
な
い
時
代
に
は
、
紛
争
処
理
の
手
段
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
封
建
社
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
方
法
を
理
解
す
る
に
は
、
従
来
の
国
制
史
や
法
制
史
の
よ

う
に
、
無
批
判
に
近
代
の
枠
組
み
を
援
用
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
の
領
域
や
社
会
的
圧
力
と
い
っ
た
法
以
外
の
慣
行
を
研

究
す
る
、
社
会
史
や
文
化
史
の
方
法
が
必
須
と
な
る）（（
（

。

　

ホ
ワ
イ
ト
の
論
考
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
象
と
な
る
紛
争
に
関
す
る
考
え
方
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
伝
統
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よ
り
も
社
会
や
文
化
の
機
構
に
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
中
世
社
会
に
は
、
法
以
外
の
紛
争
処
理
方
法
が
多

数
存
在
し
、
こ
れ
を
無
政
府
状
態
の
証
左
と
見
る
の
は
、
狭
量
か
つ
形
式
的
な
法
制
史
的
見
解
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
こ

の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
た
紛
争
研
究
に
お
い
て
は
、
仲
裁
裁
判
の
形
成
過
程
の
み
な
ら
ず
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
行
わ
れ
た
儀
礼
の

研
究
も
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
封
建
社
会
に
お
け
る
紛
争
の
位
置
付
け
に
関
す
る
従
来
の
理
解
に
も
修
正
が
迫
ら
れ
て
お
り
、

伝
統
的
な
紛
争
解
決
の
法
モ
デ
ル
が
妥
当
し
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
以
上
、
法
人
類
学
の
新
し
い
概
念
枠
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
紛
争
は
、
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
社
会
的
紐
帯
と
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
明
確
に
す
る
も
の
と
し
て
、

社
会
の
組
織
構
造
の
根
本
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
序
破
急
を
明
確
に
示
す
の
が
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
「
事
件

events

」
と
い
う
よ
り
は
「
構
造structures

」
で
あ
り
、
そ
の
「
原
因causes

」・「
解
決resolutions

」
よ
り
は
「
用
途uses

」

に
研
究
上
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
紛
争
と
は
潜
在
的
な
紛
争
構
造
が
表
面
化
し
た
一
瞬
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
社

会
的
な
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
消
滅
し
、
再
登
場
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
法
人
類
学
者
は
、「
紛
争
処
理dispute 

processing

」
な
る
語
を
用
い
て
紛
争
を
動
態
的
構
造
と
し
て
語
る
こ
と
に
よ
り
、
紛
争
が
社
会
に
お
い
て
有
す
る
総
体
的
役
割
を

強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
は
社
会
の
重
要
部
分
で
あ
る
名
誉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
対
概
念
と
し
て
の
「
恥

honte

」
な
い
し
「
不
名
誉disgrace

」
は
、
前
提
と
な
る
騎
士
社
会
に
お
い
て
何
よ
り
恐
れ
ら
れ
た）（（
（

。

　

以
上
、
一
一
世
紀
～
一
二
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
紛
争
処
理
」
に
特
有
の
事
情
と
し
て
、
中
央
集
権
的
手
段
の
欠
如
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
代
わ
る
支
配
的
な
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
が
共
同
体
に
は
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
超
越
的
な
中
央
権
力
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
個
々
の
交
渉
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
闘
争
の
勃
発
を
抑
制
す
る
抽
象
的
な
「
法
の
支
配rule of 

law

」
に
立
脚
し
た
共
同
体
は
存
在
せ
ず
、
た
と
え
史
料
に
「
判
事iudices
」・「
命
令placita

」・「
判
決
を
申
し
渡
すiusticiam

 

facere ; iusticiam
 dare

」・「
命
令
す
るplacitum

 facere

」
と
い
っ
た
文
言
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
実
体
が

伴
わ
ず
、
大
司
教
や
伯
、
そ
し
て
彼
ら
の
顧
問
達
に
で
き
た
の
は
、
判
決
を
提
案
し
た
り
、
暫
定
的
な
解
決
を
強
い
る
程
度
の
こ
と
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に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
相
互
に
認
め
ら
れ
た
権
威
を
欠
き
、「
法
の
支
配
」
と
い
う
感
覚
が
内
在
化
さ
れ
て
い
な
い
共
同

体
に
お
い
て
は
、
個
人
や
集
団
が
純
粋
に
中
立
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
人
々
は
相
互
に
「
朋
友am

ici

（
＝
平
和pax

と

友
愛
に
よ
る
結
合
）」
で
あ
る
か
、「
敵inim

ici

（
＝
潜
在
的
／
実
際
的
な
戦
争
状
態
）」
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
公
的
な
裁
判
制
度
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
が
無
政
府
状
態
に
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
は
、
集
団
も
個
人
も
、
非
常
に
均
質
な
社
会
・
文
化
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
と
暗
黙
の
規
範
に
従
っ

て
、
紛
争
は
以
下
の
手
順
で
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

⑴　

紛
争
継
続
の
た
め
の
対
抗
手
段）（（
（

　

紛
争
の
相
手
方
へ
の
主
要
な
対
抗
手
段
と
い
え
ば
、
史
料
上guerrae

と
記
述
さ
れ
る
武
力
に
よ
る
自
力
救
済
（
＝
フ
ェ
ー
デ
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恒
常
的
な
決
裂
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
限
定
的
か
つ
儀
式
的
な
攻
撃
と
し
て
、
通
常
は
現
実
の
敵
あ
る

い
は
仮
想
の
敵
と
の
間
で
の
名
誉
の
つ
り
合
い
の
修
復
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

教
会
の
側
も
「
聖
務
停
止
」
や
「
破
門
宣
告
」
に
よ
っ
て
俗
人
共
同
体
と
の
紐
帯
を
断
つ
と
い
う
、guerrae

に
相
当
す
る
対
抗

手
段
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
対
抗
手
段
は
、
社
会
の
紛
争
構
造
に
お
い
て
紛
争
を
有
利
に
「
継
続
す
るcontinuing

」

た
め
の
手
段
で
あ
り
、
紛
争
に
際
し
て
社
会
全
体
を
味
方
に
つ
け
、
共
同
体
の
圧
力
を
問
題
解
決
へ
向
け
る
べ
く
意
図
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

⑵　

交
渉
に
よ
る
和
解）（（
（

　

そ
の
後
、
紛
争
を
解
決
す
べ
く
交
渉
に
よ
る
和
解
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
最
終
目
的
は
、
紛
争
状
態
に
代
わ
る

確
か
な
関
係
の
成
立
で
あ
り
、
実
際
の
交
渉
は
両
当
事
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
仲
裁
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
言
う
仲
裁
者
は
制
度
に
則
し
て
指
名
さ
れ
る
者
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
徳
の
高
さ
、
あ
る
い
は
カ
リ
ス
マ

的
地
位
に
よ
っ
て
、
共
同
体
に
倫
理
的
影
響
力
を
及
ぼ
す
人
物
や
、
敵
対
す
る
両
当
事
者
に
対
し
て
均
質
な
関
係
を
有
す
る
人
物
に
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与
え
ら
れ
る
職
務
で
あ
る
。
通
常
、
仲
裁
者
に
指
名
さ
れ
る
の
は
伯
・
司
教
・
大
修
道
院
長
で
あ
り
、
必
ず
両
当
事
者
の
合
意
を
得

て
職
務
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
紛
争
当
事
者
と
の
個
人
的
つ
な
が
り
ゆ
え
に
指
名
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
に

よ
っ
て
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
仲
裁
者
は
職
務
に
助
言
を
与
え
る
者
を
補
佐
役
（iudices ; sapientes

）
に
任
命
す
る
が
、
こ
の

補
佐
役
こ
そ
、
伯
の
封
臣
や
共
同
体
の
代
表
者
と
し
て
、
両
当
事
者
の
話
し
合
い
に
出
席
し
、「
助
言consilium

」
を
与
え
、
交
渉

に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
紛
争
当
事
者
双
方
も
仲
裁
の
場
に
出
席
し
、
各
々
の
封
臣
と
朋
友
も
支

持
者
と
し
て
臨
席
の
う
え
助
言
を
与
え
、
交
渉
を
互
い
に
有
利
な
方
向
へ
導
こ
う
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仲
裁
者
は
社
会
で
認
め
ら
れ
た
訴
訟
法
で
は
な
く
、
衡
平
の
型
と
も
呼
び
得
る
も
の
に
従
っ
て
機
能
し
て
お
り
、

表
面
的
な
問
題
点
を
議
論
す
る
の
み
な
ら
ず
、
両
当
事
者
間
の
構
造
的
な
関
係
を
変
え
よ
う
と
尽
力
す
る
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
な
っ

た
争
点
に
つ
き
、
聖
俗
の
共
同
体
を
代
表
す
る
人
々
か
ら
助
言
を
受
け
、
和
解
案
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
勝
者

と
敗
者
が
明
確
に
な
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
理
念
上
、
仲
裁
者
は
敵
対
す
る
当
事
者
を
新
た
な
関
係
に
導
く
存
在
で
あ
り
、
中
立

の
立
場
に
は
な
く
、
社
会
が
紛
争
で
再
び
混
乱
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
敵
対
者
間
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
日
常
関
係
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
に

転
換
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
当
事
者
が
和
解
案
を
受
け
容
れ
る
と
、
会
衆
参
列
の
下
に
和
解
の
儀

式
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
公
的
儀
礼
に
よ
っ
て
、
た
と
え
紛
争
構
造
が
残
っ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
が
紛
争
を
潜
在

的
な
も
の
へ
と
戻
し
、
共
同
体
の
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

か
く
し
て
、
俗
人
集
団
間
で
は
相
互
扶
助
を
確
約
す
る
友
愛
契
約
が
締
結
さ
れ
、
俗
人
と
教
会
の
間
で
は
教
会
が
係
争
物
た
る
財

産
を
俗
人
に
封
土
と
し
て
返
還
し
、
俗
人
は
封
臣
と
な
っ
て
連
帯
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
贈
与
を
介
し
て
紛
争
当
事
者
に

確
か
な
関
係
が
築
か
れ
る
。
つ
ま
り
贈
与
は
、
そ
の
互
酬
性
に
よ
っ
て
贈
与
者
・
受
贈
者
の
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
紛
争
当
事

者
間
の
構
造
的
な
つ
な
が
り
を
規
定
・
構
築
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
紛
争
処
理
の
手
順
か
ら
は
、
一
一
世
紀
～
一
二
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
は
紛
争
構
造
が
重
要
で
あ
り
、
紛
争
の
解
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決
よ
り
も
利
用
の
方
が
有
意
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
紛
争
終
結
へ
の
努
力
は
、
紛
争
の
原
因
た
る
社
会
構
造
の

変
更
へ
と
向
か
い
、
単
に
敵
意
を
除
去
す
る
よ
り
は
、
確
か
な
人
的
紐
帯
を
成
立
さ
せ
る
仲
裁
形
式
で
の
解
決
が
試
み
ら
れ
る
。
社

会
集
団
が
紛
争
構
造
に
よ
っ
て
団
結
し
て
い
る
以
上
、
紛
争
構
造
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
紛
争
に
お
い
て

当
事
者
に
判
決
を
申
し
渡
す
権
能
は
、
当
時
の
人
間
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
々
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
た

と
え
紛
争
の
禍
根
が
残
っ
た
と
し
て
も
、
和
平
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
紛
争
構
造
に
変
化
が
生

じ
る
の
は
、
強
制
力
を
伴
う
新
た
な
裁
判
所
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
成
立
す
る
一
三
世
紀
～
一
四
世
紀
の
盛
期
中
世
を
待
た
ね
ば
な

ら
な
い）（（
（

。

　（
二
）　
儀
礼
研
究
の
枠
組
み）（（
（

　

先
に
示
し
た
紛
争
研
究
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
既
に
儀
礼
研
究
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
儀
礼
研
究
と

は
、
近
年
ド
イ
ツ
を
中
心
に
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
歴
史
学
上
の
研
究
動
向
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
の
『
儀
礼
の
過
程T

he ritual 

process

：structure and anti-structure
』（
一
九
六
九
年）

（（
（

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
未
開
社
会
に
お
け
る
儀
礼
の
分
析

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
も
援
用
し
て
、
史
料
に
登
場
す
る
些
細
な
身
振
り
や
発
言
を
「
拘
っ
て
み
る
価
値
の
あ
る
貴
重
な
符
号
」
で

あ
る
と
み
な
し
、
そ
れ
が
当
時
の
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
な
ぜ
そ
う
し
た
行
為
や
発
言
が
な
さ
れ
た
の
か
を
詮
索
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
特
に
初
期
中
世
か
ら
盛
期
中
世
を
通
じ
て
支
配
者
層
の
紛
争
解
決
に
頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
、「
仲
裁
」・「
降
服
」

儀
礼
が
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

中
世
初
期
か
ら
政
治
・
司
法
の
常
道
と
な
っ
て
き
た
「
仲
裁
」
の
慣
習
か
ら
は
、
一
旦
戦
火
を
交
え
た
場
合
に
紛
争
当
事
者
双
方

が
蒙
る
被
害
の
甚
大
さ
、
敗
者
に
お
け
る
取
り
返
し
よ
う
の
な
い
名
誉
の
喪
失
を
回
避
す
る
た
め
の
和
解
工
作
が
、
背
後
で
た
ゆ
み

な
く
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
仲
裁
を
介
し
て
実
現
さ
れ
る
「
降
服deditio

」
儀
礼
は
、
キ
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リ
ス
ト
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
嵌
め
込
ま
れ
つ
つ
、
戦
士
社
会
の
モ
ラ
ル
を
反
映
し
た
、
戦
い
を
や
め
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
入
念
な
根
回
し
の
上
に
立
つ
「
演
出
」
は
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
政
治
の
舞
台
で
、
あ
る
い
は

社
会
関
係
の
調
整
の
た
め
に
極
め
て
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
不
可
視
の
「
式
次
第
」
が
存
在
し
、
一
方
が
そ

れ
に
則
っ
て
行
動
し
た
な
ら
、
相
手
方
も
然
る
べ
く
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
程
の
規
範
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
、
内
心
ど
の
よ

う
に
感
じ
て
い
よ
う
と
、
あ
る
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
完
遂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
贖
罪
と
降
服
の

儀
礼
を
命
が
け
で
、
真
剣
に
演
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
改
悛
の
情
は
心
か
ら
の
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
真
摯
さ
は
儀
礼
に

お
け
る
身
振
り
の
正
確
さ
に
よ
っ
て
量
ら
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

政
治
が
文
化
的
な
相
互
関
係
、
よ
り
広
範
な
精
神
的
・
社
会
的
諸
シ
ス
テ
ム
に
結
び
つ
い
た
関
係
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
政

治
的
シ
ン
ボ
ル
や
説
得
の
た
め
の
行
動
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
複
雑
な
社
会
的
慣
習
・
切
望
・
怖
れ
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し

て
お
り
、
日
常
の
身
振
り
や
慣
習
的
記
号
も
、
重
要
な
政
治
的
・
社
会
的
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の

下
で
、
個
人
や
集
団
が
あ
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
へ
と
移
る
た
め
の
儀
礼
は
「
通
過
儀
礼
」
の
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
当
該
個
人
や
集
団
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治
・
社
会
秩
序
が
復
旧
し
た
り
、
新
設
さ
れ
た
り
す
る
「
公
的
な
機
能
」
を
具
備
し
て

い
る）（（
（

。

　

近
年
の
儀
礼
研
究
で
は
、
声
や
身
振
り
と
並
ん
で
文
書
も
ひ
と
つ
の
象
徴
的
な
モ
ノ
と
し
て
、
儀
礼
に
参
与
す
る
も
の
と
し
て
重

視
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
証
書
認
証
の
公
開
儀
礼
に
お
い
て
は
、
君
主
が
発
給
し
受
給
者
に
手
渡
さ
れ
た
証
書
の
発
効
に
際
し
て
は
、

書
か
れ
、
署
名
さ
れ
た
証
書
を
関
係
者
一
同
と
証
人
が
集
う
場
で
公
に
読
み
上
げ
、
さ
ら
に
祭
壇
の
上
に
そ
れ
を
据
え
置
く
こ
と
で
、

羊
皮
紙
の
証
書
と
そ
の
内
容
（
和
解
や
契
約
な
ど
）
を
聖
な
る
も
の
に
し
つ
つ
、
一
同
の
目
に
明
ら
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
要
件

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る）（（
（

。

　

さ
ら
に
貴
族
た
ち
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
戦
争
で
さ
え
、「
平
和
の
技
術
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
一
種
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
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デ
ュ
ビ
ー
の
名
著
『
ブ
ー
ヴ
ィ
ー
ヌ
の
戦
いLe D

im
anche de Bouvines : 2（ juillet 1214

』（
一
九
七
三
年）

（（
（

）
に
よ
っ
て
詳
ら

か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
戦
争
は
禁
令
を
尊
重
し
て
い
れ
ば
正
当
行
為
で
あ
り
、
一
時
的
に
秩
序
が
乱
れ
て
も
、
最
終
的
に

は
不
正
を
排
除
し
、
万
人
の
権
利
が
回
復
さ
れ
、
よ
り
良
い
秩
序
の
構
築
に
繫
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
相
手
を
痛
め
つ

け
、
殲
滅
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
正
義
を
打
ち
立
て
、「
和
解
」
に
至
る
こ
と
が
究
極
の
目
的
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
決
着
が

付
く
の
は
戦
争
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
言
葉
」（
＝
宣
誓
）
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
結
果
双
方
に
そ
れ
な

り
の
名
誉
が
与
え
ら
れ
、
仲
裁
者
を
介
し
て
譲
歩
と
要
求
あ
る
い
は
抵
抗
の
駆
け
引
き
を
取
り
混
ぜ
つ
つ
、
仲
直
り
し
て
平
和
の
抱

擁
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
騎
士
道
精
神
が
退
化
し
て
行
く
中
世
後
期
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
戦
争
の
あ
り
様
も
大
き
く

変
化
し
た）（（
（

。

　

封
建
社
会
特
有
の
「
臣
従
礼
」
に
も
、「
和
解
」
と
「
友
愛
」
を
も
た
ら
す
役
割
が
認
め
ら
れ
、
土
地
や
権
利
を
争
っ
て
い
る
貴

族
同
士
が
交
渉
を
重
ね
た
末
に
和
解
す
る
際
、
そ
の
手
打
ち
と
し
て
臣
従
礼
を
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
儀

式
化
さ
れ
た
身
振
り
に
感
情
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
制
度
の
弱
点
を
補
い
、
行
き
詰
ま
っ
た
人
間
関
係
を
打
開
す
る
と
い
う
機
制

が
働
い
て
い
る
。
例
え
ば
「
儀
礼
的
友
愛
」
は
、
支
配
／
服
従
の
関
係
を
緩
和
な
い
し
隠
蔽
し
て
対
等
の
関
係
に
見
せ
か
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
背
景
と
し
て
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
今
日
と
は
異
な
っ
て
、
私
的
な
人
間
関
係
と
公
的
な
社
会

関
係
が
分
離
し
て
お
ら
ず
、
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、「
感
情
」
と
い
っ
た
ご
く
主
観
的
・
個
人
的
な
心
理
的
領

域
に
も
、
社
会
的
な
次
元
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
友
愛
こ
そ
政
治
生
活
や
社
会

秩
序
の
中
心
で
あ
り
、
政
治
思
想
の
一
部
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
言
う
「
友
愛
」
と
は
、

感
情
よ
り
は
権
利
と
義
務
を
伴
う
「
契
約
」
で
あ
り
、
一
旦
友
誼
を
通
じ
た
な
ら
ば
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
兄
弟
の
如
く
援
助
を

惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
友
愛
は
上
下
関
係
に
お
い
て
も
発
現
し
、
人
間
関
係
形
成
の
道
具
と
し
て
柔
軟
に

機
能
し
た
。
政
治
決
定
に
関
し
て
制
度
化
さ
れ
た
経
路
は
未
だ
存
在
せ
ず
、
立
法
手
続
き
も
行
政
手
続
き
も
未
発
達
で
あ
っ
た
中
世
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
、
内
密
の
取
引
に
よ
っ
て
諸
事
が
進
行
し
、
そ
の
際
、
両
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
片
務
的
な
奉

仕
や
犠
牲
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、
釣
り
合
い
の
取
れ
た
取
引
に
な
る
よ
う
計
算
さ
れ
て
い
た
点
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し

た
取
引
を
円
滑
に
し
た
も
の
こ
そ
、「
友
愛
」
と
い
う
私
的
か
つ
公
的
な
感
情
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

以
上
の
点
を
鑑
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
の
特
徴
を
括
り
出
す
と
す
れ
ば
、
社
会
的
な
序
列
、
社
会
的
な
交
際
の
中
で
「
儀
礼

と
象
徴
」
が
交
渉
・
調
整
装
置
と
し
て
稼
働
し
て
お
り
、
儀
礼
に
よ
っ
て
臣
従
や
婚
姻
、
隷
属
か
ら
の
解
放
が
実
現
す
る
も
の
の
、

そ
の
前
段
階
と
し
て
数
多
の
「
紛
争
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
儀
礼
的
な
誓
約
や
契
約
、
忠
誠
あ
る
い
は
贈
与
は
、
紛
争
解
決
の
要

素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
暴
力
や
戦
闘
に
も
、
将
来
の
紛
争
の
解
決
や
平
和
を
準
備
す
る
社
会
調
整
装
置
と

し
て
の
機
能
が
あ
り
、
計
算
と
規
則
に
基
づ
い
て
行
動
し
な
が
ら
、
常
に
和
解
交
渉
の
道
が
探
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
人
間
関
係
の

中
枢
に
は
親
族
組
織
が
あ
り
、
配
下
に
対
す
る
貴
族
（
領
主
）
の
支
配
権
も
、
純
粋
に
個
人
的
な
絆
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
人
間

関
係
は
擬
制
的
親
族
組
織
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
時
代
の
正
義
は
、
近
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
そ
の
背

後
に
あ
る
独
特
な
人
間
関
係
お
よ
び
愛
情
の
あ
り
方
と
不
可
分
一
体
で
あ
り
、
日
常
の
生
活
や
社
会
関
係
と
結
び
つ
き
、
関
係
者
一

同
の
顔
を
立
て
た
、
非
公
式
の
正
義
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う）（（
（

。

　
　（
三
）　
法
人
類
学
の
枠
組
み

　

こ
こ
ま
で
、
紛
争
研
究
お
よ
び
儀
礼
研
究
の
枠
組
み
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
類
学
、
就
中
法
人
類
学
に
お

け
る
「
紛
争
処
理
」
の
分
析
枠
組
み
と
密
接
不
可
分
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ロ
バ
ー
ツ
の
『
秩
序
と
紛
争

O
rder and dispute

：A
n Introduction to Legal A

nthropology
』（
一
九
七
九
年）

（（
（

）
を
基
に
、
法
人
類
学
に
お
け
る
「
紛
争

処
理
」、
特
に
「
国
家
の
無
い
社
会stateless societies

」
の
そ
れ
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
の
概
要
を
辿
っ
て
み
た
い
。
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１　

法
人
類
学
に
お
け
る
紛
争
処
理
研
究
の
前
提

　

一
八
六
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
メ
ー
ン
の
『
古
代
法A

ncient Law

』
を
も
っ
て
、
法
人
類
学
の
嚆
矢
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
が
、
爾
来
伝
統
的
な
法
人
類
学
は
、
進
化
論
の
枠
組
み
を
援
用
し
て
現
代
西
欧
社
会
の
社
会
的
発
展
段
階
の
図
式
化
を
課
題
と
し

て
き
た）（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
所
謂
「
未
開
法prim

itive law

」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
未
開
法
研
究
に
画
期
を

も
た
ら
し
た
の
が
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
『
未
開
社
会
に
お
け
る
犯
罪
と
慣
習
』（
一
九
二
六
年）

（（
（

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
西
欧
的
な

制
度
形
態
に
囚
わ
れ
た
先
入
観
を
捨
て
る
べ
き
で
あ
り
、
社
会
の
秩
序
と
継
続
性
を
維
持
す
る
手
段
を
探
求
す
る
に
際
し
て
は
、
慣

れ
親
し
ん
だ
制
度
形
態
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
中
に
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
全
く
新
し
い
研
究
と
し
て
の
秩
序
と
紛
争
の
問
題
、
即
ち
紛
争
処
理
の
問
題
が
、
西
欧
法
学
の
制
約
的
な
枠
組
み
を
超
え

て
検
討
さ
れ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
従
来
の
法
人
類
学
者
が
「
自
文
化
中
心
のethnocentric

」
法
概
念
を
定
式
化
し
て
、
当
然
の
も
の
と
し
て
こ
れ
を

観
察
対
象
た
る
社
会
の
様
々
な
概
念
・
制
度
・
過
程
の
理
解
に
援
用
す
る
、
所
謂
「
法
律
中
心
の
研
究law

-centred studies

」
の

結
果
と
し
て
陥
っ
た
、
以
下
ふ
た
つ
の
誤
り
が
明
ら
か
と
な
っ
た）（（
（

。

　

①　
「
法
的
なlegal

」
デ
ー
タ
の
分
析
に
特
化
す
る
傾
向
が
、
検
討
対
象
た
る
社
会
の
未
分
化
の
デ
ー
タ
か
ら
法
的
な
資
料
の
み
を
分
離
・

抽
出
し
、
当
該
社
会
に
は
必
ず
し
も
意
味
の
な
い
基
準
に
よ
っ
て
包
摂
と
除
外
を
行
う
ば
か
り
で
な
く
、
除
外
さ
れ
た
資
料
を
「
法
以
前

pre-legal

」
と
決
め
つ
け
、
こ
れ
に
「
法law

」
へ
の
進
化
と
い
う
無
根
拠
の
過
程
を
当
て
嵌
め
る
こ
と
。

②　

説
明
の
た
め
に
選
別
さ
れ
た
資
料
が
「
法
のlegal

」
型
に
押
し
込
ま
れ
る
に
際
し
て
歪
曲
が
生
じ
、
未
分
化
の
規
範
デ
ー
タ
に
「
法

規
範legal rules

」
の
属
性
が
付
与
さ
れ
、
第
三
者
介
入
の
慣
行
に
は
須
ら
く
「
裁
判
官judges

」
と
い
う
司
法
的
属
性
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
。
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こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、「
法
的
で
あ
る
」
と
同
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
は
な
く
、
法
学
研
究
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
紛
争

処
理
を
対
象
と
す
る
様
々
な
研
究
が
現
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
次
の
ふ
た
つ
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る）（（
（

。

　

①　

法
の
型
枠
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
文
化
（
＝
西
欧
）
と
は
異
な
る
社
会
統
御
の
仕
組
み
を
理
解
し
記
述
す
る
の
に
相
応
し
い
枠

組
み
の
発
見
を
志
向
す
る
。

②　

制
度
分
析
や
規
範
の
定
式
化
よ
り
も
「
過
程process

」
に
主
な
関
心
が
向
け
ら
れ
、
個
人
が
何
を
行
っ
た
か
、
行
為
者
が
自
身
の
行

動
を
ど
の
よ
う
に
理
解
・
説
明
す
る
か
を
重
視
す
る
。

　

従
来
の
法
律
中
心
の
研
究
で
は
、
紛
争
は
社
会
の
病
理
現
象
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
う
し
た
紛
争
処
理
研
究
に
お
い

て
は
、
紛
争
は
社
会
の
正
常
か
つ
不
可
避
の
部
分
で
あ
り
、
現
在
の
社
会
形
態
を
再
生
産
し
、
変
動
を
切
り
抜
け
る
手
段
と
し
て
、

以
下
の
点
に
お
い
て
全
く
異
な
る
紛
争
観
が
提
示
さ
れ
た）（（
（

。

　

⑴　

考
察
対
象
と
し
て
の
紛
争

　

紛
争
は
、
そ
れ
が
生
起
し
た
共
同
体
に
お
け
る
生
活
全
体
の
一
部
分
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
事
件
の

発
生
か
ら
、
そ
れ
に
続
く
解
決
の
た
め
の
試
み
、
当
事
者
関
係
の
変
動
の
経
緯
に
至
る
ま
で
、
そ
の
全
体
連
関
を
広
く
考
察
す
べ
き

も
の
と
な
る
。

　

⑵　

紛
争
に
お
け
る
規
範

　

規
範
は
従
来
の
法
律
中
心
の
研
究
に
お
け
る
よ
う
な
、
き
っ
ぱ
り
と
決
着
を
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
紛
争
解
決
に
際
し

て
紛
争
当
事
者
と
第
三
者
が
解
決
法
を
引
き
出
す
た
め
の
供
給
源
と
し
て
の
み
、
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
第
三
者
に
よ
る
介
入
と
い
う
確
固
た
る
司
法
モ
デ
ル
が
放
棄
さ
れ
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
「
仲
介
人go-
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」
や
「
調
停
人m

ediators

」
と
い
っ
た
人
物
の
役
割
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。

　

⑶　

紛
争
当
事
者

　

紛
争
を
追
求
す
る
目
的
・
加
勢
を
仰
ぐ
方
法
・
解
決
を
期
し
て
紛
争
を
持
ち
込
む
機
関
の
選
び
方
・
そ
う
し
た
紛
争
処
理
機
関
に

お
い
て
と
ら
れ
た
策
略
と
い
っ
た
、
紛
争
の
進
展
に
お
け
る
紛
争
当
事
者
の
一
連
の
行
動
が
、
新
た
な
関
心
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
紛
争
当
事
者
の
行
動
に
お
い
て
は
、「
和
解
／
妥
協com

prom
ise

」
が
結
果
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
裁
判
に
お
け

る
所
謂
「
ゼ
ロ
＝
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
」
の
勝
敗
と
は
全
く
異
な
る
、「
取
引bargaining

」
と
し
て
の
性
質
を
紛
争
処
理
過
程
に
与
え

て
い
る
。
か
く
し
て
、
生
活
に
お
け
る
取
引
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
秩
序
を
規
範
の
適
用
と
遵
守
で
あ
る
と
解
す
る
従

来
の
見
解
を
見
事
に
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

２　

法
人
類
学
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
類
型

　

以
上
の
法
人
類
学
上
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
あ
る
社
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
方
法
は
、
そ
の
社
会
の
価
値
観
と
信
仰
に
深
く

関
連
す
る
傾
向
に
あ
り
、
①
個
人
間
暴
力inter-personal violence

・
②
紛
争
か
ら
儀
礼
へ
の
誘
導channelling conflict into 

ritual

・
③
辱
めsham

ing

・
④
超
自
然
の
力supernatural agencies

・
⑤
村
八
分ostracism

・
⑥
話
し
合
いtalking

の
六
種

に
大
別
さ
れ
る
。
殊
に
⑥
の
「
話
し
合
い
」
は
、
解
決
を
目
指
す
紛
争
当
事
者
が
討
論
を
通
じ
て
互
い
に
合
意
で
き
る
解
決
案
に
到

達
し
得
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
集
団
に
お
い
て
、
紛
争
を
回
避
あ
る
い
は
解
決
す
る
主
要
な
手
段
で
あ
り
、
ま
た
、
解
決
を

模
索
す
る
第
三
者
の
介
入
に
も
有
効
な
糸
口
を
与
え
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
法
人
類
学
に
お
い
て
主
要
な
紛
争
処
理
方
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
話
し
合
い
は
、「
相
互
交
渉bilateral 

negotiation

」・「
調
停m

ediation

」・「
審
判
人um

pires

に
よ
る
裁
定
」
の
三
種
に
大
別
さ
れ
、
各
々
次
の
よ
う
な
性
質
を
有
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
類
型
に
と
ど
ま
り
、
現
実
に
は
こ
れ
ら
が
相
互
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
は
っ
き
り
と
そ
の

輪
郭
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

。
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⑴　

相
互
交
渉）（（
（

　

最
も
単
純
な
紛
争
解
決
過
程
で
あ
り
、
第
三
者
の
介
入
無
し
に
紛
争
当
事
者
が
接
触
し
、
当
事
者
同
士
の
話
し
合
い
で
紛
争
の
終

結
が
図
ら
れ
る
。

　

⑵　

調　

停）（（
（

　

中
立
的
な
第
三
者
と
し
て
の
「
調
停
人m

ediator

」
が
、
あ
る
解
決
を
紛
争
当
事
者
双
方
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
当
事

者
同
士
で
解
決
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
助
力
す
る
。
そ
の
際
、
紛
争
当
事
者
の
単
な
る
つ
な
ぎ
役
と
し
て
行
動
す
る
受
動
的
な
「
仲
介

人go-betw
eens

」
と
、
能
動
的
に
助
言
を
与
え
た
り
、
解
決
を
示
唆
し
た
り
す
る
、
所
謂
「
調
停
人
」
が
区
別
さ
れ
る
。
後
者
の

場
合
も
、
表
面
上
は
中
立
の
立
場
を
と
り
、
解
決
を
押
し
付
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
解
決
に
貢
献
す
べ
く
積
極
的
に
行
動
す
る
点

で
、「
仲
介
人
」
と
は
異
な
る
。

　

か
く
し
て
、
調
停
人
は
先
ず
紛
争
当
事
者
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
線
を
開
き
、
双
方
の
立
場
を
明
確
に
す
べ
く
尽
力
し
、

最
後
に
あ
る
解
決
の
利
点
を
推
奨
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
調
停
に
よ
る
解
決
は
、
概
し
て
妥
協
的
な
性
質
を
有
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
個
人
が
第
三
者
に
接
近
す
る
理
由
は
、
か
の
者
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
た
め
か
、
自
分
と

相
手
方
の
双
方
が
容
認
で
き
る
中
立
の
立
場
で
、
か
の
者
が
紛
争
解
決
に
資
す
る
と
考
え
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、

接
近
を
受
け
る
第
三
者
は
紛
争
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
近
親
者
で
あ
る
か
、
以
前
自
分
が
何
ら
か
の
助
力
を
与
え
た
人
物
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
近
親
者
が
困
窮
し
て
い
る
際
に
援
助
を
与
え
る
義
務
は
広
く
存
在
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
あ
る
い
は
他
の
互
酬

的
義
務
関
係
に
よ
っ
て
助
力
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
物
が
調
停
人
に
選
ば
れ
る
か
は
、
当
該
社
会

の
性
質
に
よ
る
が
、
近
親
関
係
あ
る
い
は
経
済
的
協
力
関
係
に
お
い
て
紛
争
当
事
者
の
ど
ち
ら
に
も
近
過
ぎ
な
い
人
物
、
当
該
分
野

で
特
殊
な
技
能
を
備
え
た
人
物
、
そ
の
他
の
理
由
で
適
役
で
あ
る
と
定
評
の
あ
る
人
物
等
が
選
ば
れ
る
。
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⑶　

審
判
人
に
よ
る
裁
定）（（
（

　

中
立
的
な
第
三
者
が
、
裁
定decision

に
よ
っ
て
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
。
こ
こ
で
の
審
判
人
は
、
以
下
「
仲
裁
人arbitrator

」

と
「
裁
判
人adjudicator

」
の
二
種
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。

　
【
仲
裁
人
】

　
　

紛
争
裁
定
の
権
限
が
当
事
者
の
要
請
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
当
事
者
が
そ
の
裁
定
に
自
発
的
に
服
従
す
る
。

　
【
裁
判
人
】

　
　

地
域
社
会
の
役
職
に
由
来
す
る
権
威
に
基
づ
い
て
裁
定
す
べ
く
、
紛
争
に
介
入
す
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
紛
争
当
事
者
双
方
の
主
張
が
競
合
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
裁
定
に
基
づ
い
て
紛
争

を
終
結
さ
せ
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
権
威
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
調
停
人
が
、
紛
争
当
事
者
の
利
害
の
調
和
を
果
た
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
審
判
人
に
は
そ
う
し
た
要
請
は
な
い
点
で
、
両
者
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

３　
「
国
家
の
無
い
社
会
」
に
お
け
る
紛
争
処
理

　

秩
序
維
持
と
紛
争
処
理
に
と
っ
て
、
国
家
機
関
の
不
在
は
何
ら
障
碍
と
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
中
央
集
権
化
さ
れ
た
政
治
機
構

が
存
在
し
な
く
て
も
、
先
に
挙
げ
た
主
要
な
紛
争
処
理
方
法
と
し
て
の
「
話
し
合
い
」
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
「
統
治
者
を
欠
い
たacephalous

」
社
会
、
即
ち
国
家
機
関
が
存
在
し
な
い
と
い
う
状
況
が
、
話
し
合
い
が
持
た
れ
る
形
態
と

そ
の
成
果
を
保
障
す
る
手
段
、
特
に
第
三
者
の
話
し
合
い
へ
の
介
入
に
関
わ
り
を
持
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
機
関
を
有
す

る
社
会
で
は
、
国
家
が
官
職
保
有
者
に
紛
争
を
解
決
す
る
権
威
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、「
統
治
者
を
欠
い
た
」
＝
「
国
家
の
無
い
」

社
会
で
は
、
そ
う
し
た
第
三
者
の
出
自
や
介
入
の
正
当
性
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
当
該
社
会
の
特
殊
個
別
的
な
組
織
形
態
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
近
親
者
で
あ
っ
た
り
、
個
人
の
特
性
で
あ
っ
た
り
、
社
会
の
下
位
集
団sub-system

内
で
の
地
位
で
あ
っ
た
り
と
、
様
々

に
異
な
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
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ま
た
、
紛
争
解
決
の
際
に
参
照
さ
れ
る
の
は
、
社
会
が
容
認
す
る
諸
規
範
・
特
定
の
社
会
関
係
維
持
の
重
要
性
・
地
域
社
会
全
体

の
調
和
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
規
範
は
一
般
的
か
つ
曖
昧
で
あ
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
紛
争
当
事
者
双
方
が
当
該
集

団
の
調
和
の
た
め
に
紛
争
を
鎮
め
る
べ
き
と
す
る
一
層
高
度
の
要
請
が
な
さ
れ
、
暗
黙
の
政
治
力
が
働
く
こ
と
も
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
紛
争
を
裁
定
す
る
権
威
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
か
の
者
に
は
制
約
が
伴
う
。
そ
れ
が
即
ち
、
紛

争
当
事
者
の
合
意
で
あ
る
。
第
三
者
は
、
こ
の
同
意
を
獲
得
す
べ
く
援
助
す
る
以
上
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
で
き
ず
、
所
期
の
目
的

を
達
成
す
べ
く
、
話
し
合
い
と
し
て
の
紛
争
処
理
の
機
会
を
設
定
し
、
紛
争
当
事
者
双
方
の
議
論
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
妥

協
点
を
引
き
出
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
結
論
は
紛
争
当
事
者
の
合
意
に
依
拠
す
る
以
上
、
双
方
が
最
も
多
く
を
与
え
最
も
少
な
く

取
る
と
い
う
、
取
引
と
妥
協
が
暗
黙
の
前
提
と
な
り
、
規
範
の
み
が
結
論
を
決
定
す
る
要
因
に
は
な
り
得
な
い）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
紛
争
当
事
者
双
方
の
経
済
力
と
政
治
力
へ
の
配
慮
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
明
晰
性
の
欠
如
こ
そ
が
、
明
確
な
規
範
の

適
用
に
は
な
い
、
交
渉
成
立
の
余
地
を
与
え
る
柔
軟
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
定
し
執
行
す
る
権
力
を
保
持
す
る

者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
当
該
集
団
の
社
会
規
範
は
、
国
家
機
関
が
存
在
す
る
場
合
に
理
論
上
認
め
ら
れ
る
単
純
明
解
さ
で
紛
争
の

解
決
を
決
定
で
き
な
い
以
上
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
策
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
事
者
双
方
の
合
意
に
至
ら
し
め
る
う
え
で

不
可
欠
の
交
渉
の
余
地
を
見
出
す
た
め
に
は
、
規
範
の
適
用
に
柔
軟
性
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
、「
統
治
者
を
欠
い
た
」
＝

「
国
家
の
無
い
」（
無
国
家
）
社
会
の
規
範
は
、
現
代
の
司
法
制
度
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
厳
格
適
用
に
よ
っ
て
一
方
当
事
者
の
勝

利
と
他
方
当
事
者
の
敗
北
を
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
第
三
者
が
交
渉
を
ま
と
め
る
際
に
採
用
す
る
指
針
で
あ
る
の
と
同
時

に
、
紛
争
当
事
者
双
方
の
取
引
条
件
で
あ
る
よ
う
な
、
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
紛
争

解
決
を
執
行
・
強
制
す
る
公
的
機
関
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
無
国
家
社
会
の
特
徴
で
あ
る）（（
（

。
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　（
四
）　
法
制
史
に
お
け
る
相
同
性

　

紛
争
研
究
・
儀
礼
研
究
に
お
け
る
「
紛
争
処
理
」
の
特
徴
は
、
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
伝
統
的
な
法
制
史
上
の
理
解
に
お
い
て
も
、

そ
の
相
同
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
仲
裁
裁
判
は
、
家
族
集
団
が
強
固
に
結
束
し
た
騎
士
・
市
民
社
会
の
特
徴
と
さ
れ
、
権
力
が
権
門
に

掌
握
さ
れ
た
一
一
世
紀
後
期
～
一
二
世
紀
初
頭
の
社
会
に
お
け
る
私
証
書
は
、
当
事
者
双
方
の
利
益
に
な
る
よ
う
調
整
さ
れ
た
権
利

関
係
を
規
定
し
、
権
門
の
独
立
と
公
権
力
の
直
接
行
使
の
抑
制
を
内
容
と
す
る
、
ほ
と
ん
ど
公
文
書
に
近
い
性
質
を
持
ち
、
将
来
の

紛
争
を
予
防
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
合
意
は
現
代
的
な
意
味
で
の
条
約
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
の
法

史
家
カ
ラ
ッ
ソ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
南
仏
や
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
てconcordia

やconvenientia

と
呼
ば
れ
た
こ
の
種

の
私
証
書
に
対
し
て
は
、
ロ
ー
マ
法
の
復
活
以
降
、
同
義
語
で
あ
るpactum

（
約
定
）
の
呼
称
が
一
般
化
し
た
と
さ
れ
る）（（
（

。
合
意
内

容
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
よ
り
影
響
力
の
あ
る
人
物
の
「
手
の
内
にin m

anu

」
に
置
か
れ
、
か
の
者
は
当
該
合
意

の
立
会
人
・
保
証
人
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
履
行
を
強
制
す
る
裁
判
官
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
こ
う
し
た
人
物
の
元
に
争
訴

が
直
接
持
ち
込
ま
れ
、
約
定
が
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
形
態
と
し
て
確
立
さ
れ
た
仲
裁
が
、
一
二
世
紀
後
期
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
半
裁
判
的
あ

る
い
は
非
訟
的
仲
裁
に
もplacitum

（
命
令
／
判
決
）
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
も
そ
も
同
義
語
で
あ
っ
たpactum

と

placitum

の
意
味
内
容
が
徐
々
に
分
化
し
た）（（
（

。
そ
こ
で
の
所
謂
仲
裁
裁
判
所
は
、「
朋
友
のam

ici

」・「
隣
人
のvincinorum

」・

「
善
良
な
る
人
のboni hom

ines

」
裁
判
所
と
呼
ば
れ
、
当
事
者
に
よ
っ
て
判
事
が
選
任
さ
れ
、
時
に
評
判
の
良
い
裁
判
所
の
名
士

（
貴
族
や
聖
職
者
）
が
招
聘
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
教
会
裁
判
所
や
封
建
領
主
の
裁
判
所
を
仲
裁
裁
判
所
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
も

で
き
た）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
一
二
世
紀
初
頭
の
訴
訟
当
事
者
が
、
広
汎
な
一
族
の
紐
帯
を
代
表
す
る
者
で
あ
り
、
判
決
に
は
訴
訟
当
事
者
双
方
の
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み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
一
族
の
合
意
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
二
世
紀
後
期
に
入
る
と
家
族

の
単
位
が
縮
小
し
、
訴
訟
当
事
者
は
一
族
の
意
向
を
斟
酌
せ
ず
に
自
身
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
結
果
、
仲
裁
裁

判
が
普
及
す
る
と
共
に
ロ
ー
マ
法
上
の
仲
裁
が
文
書
に
登
場
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
実
際
の
審
理
に
先
立
っ
て
、
当
該
判
決

に
従
う
と
い
う
保
証
を
伴
っ
た
合
意
が
予
め
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
、
当
初
は
口
頭
で
の
合
意
で
あ
っ
た
も
の
が
、

和
解
の
形
態
の
成
熟
に
伴
っ
て
徐
々
に
仲
裁
に
取
り
込
ま
れ
た
と
目
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
　（
五
）　
小
　
括

　

こ
こ
ま
で
、
相
補
的
関
係
に
立
つ
紛
争
研
究
・
儀
礼
研
究
と
法
人
類
学
に
お
け
る
「
紛
争
処
理
」
の
枠
組
み
を
概
観
し
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
分
析
系
を
踏
ま
え
た
う
え
で
中
世
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
特
徴
を
析
出
す
る
と
、
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

①　

一
三
世
紀
ま
で
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
、「
統
治
者
を
欠
い
た
」・「
国
家
の
無
い
」
社
会
で
あ
り
、
封
建
領
主
と
教
会
は
社
会
構
造

と
し
て
の
紛
争
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
は
、
所
謂
「
法
の
支
配
」
を
担
う
国
家
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
は
存

在
せ
ず
、
む
し
ろ
紛
争
を
契
機
と
し
て
、
当
該
社
会
に
お
け
る
人
的
紐
帯
を
構
築
・
強
化
す
る
、「
紛
争
処
理
」
の
過
程
が
重
要
で
あ
る
。

②　

主
要
な
紛
争
処
理
の
方
法
た
る
「
話
し
合
い
」
に
お
い
て
は
、
贈
与
の
互
酬
性
に
基
づ
く
和
解
に
至
る
た
め
の
綿
密
な
取
引
が
行
わ
れ
、

そ
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
「
調
停
人
」（
も
し
く
は
仲
裁
者
）
で
あ
る
。

③　

紛
争
処
理
の
過
程
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
規
範
よ
り
も
「
友
愛
」
が
重
視
さ
れ
、
裁
判
に
よ
っ
て
雌
雄
を
決
す
る
よ
り
も
、
調
停
人
を

介
し
て
友
愛
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
紛
争
当
事
者
が
、
あ
え
て
勝
敗
を
明
確
に
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
騎
士
に
と
っ
て
何
よ
り
重
視
さ
れ
た

「
名
誉
」
が
守
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
不
可
視
の
関
係
性
、
非
公
式
の
正
義
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
確
認
し
、
可
視
化
す
る
の
が
、

「
臣
従
礼
」・「
仲
裁
（
和
解
）
契
約
」・「
降
服
」
と
い
っ
た
、
様
々
な
儀
礼
で
あ
る
。
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そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
従
来
の
法
制
史
的
見
解
を
も
含
む
、
よ
り
広
い
「
紛
争
処
理
」
の
観
点
か
ら
、
パ
リ
和
約
締
結
に
至

る
歴
史
的
経
緯
を
辿
っ
て
行
き
た
い
。

　

三　

モ
ー
和
約
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
構
造

　（
一
）　
和
約
締
結
へ
の
胎
動

　

一
二
〇
九
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
ア
ル
ビ
十
字
軍
に
対
し
、
当
初
カ
ペ
ー
朝
王
権
は
直
接
介
入
を
避
け
て
い
た
も
の
の
、
一
二
二
六

年
に
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
八
世
が
自
ら
軍
を
率
い
て
ロ
ー
ヌ
流
域
を
南
進
し
た
こ
と
が）（（
（

、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
を
追
い
詰

め
、
こ
れ
に
よ
り
戦
局
は
泥
沼
化
し
た
。
同
年
一
一
月
八
日
に
ル
イ
八
世
が
病
没
し
た
後
も
十
字
軍
は
継
続
さ
れ
、
そ
の
後
一
二
二

八
年
ま
で
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
人
員
配
備
が
な
さ
れ
た
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
全
司
教
都
市
の
高
位
聖
職
者
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
内

戦
の
色
彩
を
強
め
て
行
く）（（
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
ア
ル
ビ
十
字
軍
終
結
に
向
け
、
以
下
の
よ
う
に
画
策
を

始
め
て
い
る
。

　

１　

ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
か
ら
の
画
策

　

一
二
二
八
年
六
月
二
五
日
付
の
教
書）（（
（

に
お
い
て
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
、
教
皇
特
使
で
あ
る
サ
ン
＝
タ
ン
ジ
ェ
ロ
助
祭
枢

機
卿
ロ
マ
ヌ
ス
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
九
世
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
と
の
講
和
に
尽
力
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
と

共
に
、
王
弟
の
ひ
と
り
と
伯
女
と
の
婚
姻
に
こ
ぎ
つ
け
た
暁
に
は
、
三
親
等
と
四
親
等
の
夫
婦
と
な
る
彼
ら
の
血
縁
関
係
に
特
免
を

与
え
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。

　

ロ
ク
ベ
ー
ル
は
、
こ
の
教
書
を
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
の
提
案
に
応
じ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る）（（
（

が
、
摂
政
母
后
ブ
ラ
ン
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シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ
に
見
込
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
お
い
て
宰
相
と
も
言
う
べ
き
役
割
を
担
っ
て
い
た
ロ
マ
ヌ
ス
は）（（
（

、
遠

隔
地
で
な
か
な
か
決
着
が
付
か
ず
、
戦
費
も
か
さ
む
う
え
に
、
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
シ
モ
ン
の
前
例
か
ら
も
楽
観
を
許
さ
な
い
ア
ル
ビ

十
字
軍
を
で
き
る
だ
け
早
期
に
終
結
さ
せ
た
い
と
の
意
向
で
あ
り
、
あ
え
て
遠
征
を
貫
徹
し
な
い
こ
と
と
、
婚
姻
を
鍵
と
し
て
政
治

上
勝
利
を
収
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
に
、
ロ
マ
ヌ
ス
の
教
皇
特
使
留
任
を
定
め
た
一
二
二
八

年
三
月
二
一
日
付
の
教
書）（（
（

に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
ル
イ
九
世
に
対
し
て
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
早
期
再
開
を
求
め
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
先
の
六
月
二
五
日
付
の
教
書
に
お
け
る
和
平
へ
の
画
策
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
自
身
の
方
針
転
換
と
い
う
よ
り
は
、
フ

ラ
ン
ス
王
権
の
意
向
を
体
現
し
た
教
皇
特
使
の
提
案
に
よ
る
も
の
と
解
す
の
は
、
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

２　

王
権
側
か
ら
の
画
策

　

同
時
代
人
ギ
ョ
ー
ム
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
に
よ
る
『
年
代
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
一
二
二
八
年
の
聖
ヨ
ハ
ネ
降
誕
祭
（
六
月

二
四
日
）
頃
、
ア
ン
ベ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ー
ジ
ュ
ー
を
筆
頭
に
、
オ
ー
シ
ュ
大
司
教
と
ボ
ル
ド
ー
大
司
教
の
他
、
英
領
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ

か
ら
多
数
の
属
司
教
・
諸
侯
・
自
治
都
市
が
大
軍
を
率
い
て
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
取
り
囲
み
、
東
部
近
郊
（Pech-A

im
ery

）

の
ブ
ド
ウ
園
を
皮
切
り
に
、
約
三
ヵ
月
間
大
規
模
な
略
奪
と
破
壊
を
行
い
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
モ
ー
和
約
に
向
け
て
の
交
渉
が
始

ま
っ
た
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

こ
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
攻
囲
戦
を
指
揮
し
た
人
物
こ
そ
、
ル
イ
八
世
亡
き
後
も
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
ア
モ
ー
リ
と
共
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク

に
留
ま
り
、
当
地
に
駐
屯
す
る
国
王
軍
の
司
令
官
を
務
め
て
い
た
ア
ン
ベ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ー
ジ
ュ
ー
で
あ
り）（（
（

、
あ
た
か
も
先
に
挙
げ

た
六
月
二
五
日
付
の
教
書
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ク
ベ
ー
ル
は
こ
の
攻
囲
戦
を
、
和
約
締
結
に
レ

モ
ン
七
世
を
追
い
込
む
た
め
の
王
権
に
よ
る
画
策
だ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る）（（
（

。
当
初
は
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
シ
モ
ン
の
戦
略
に
倣
い
、

レ
モ
ン
七
世
の
前
線
基
地
を
丹
念
に
潰
す
こ
と
で
、
徐
々
に
主
都
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
孤
立
さ
せ
て
い
た
ア
ン
ベ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ー

ジ
ュ
ー
が
、
突
如
と
し
て
方
針
を
転
換
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
主
要
産
品
で
あ
る
ブ
ド
ウ
の
収
穫
を
奪
う
こ
と
で
経
済
を
壊
滅
さ
せ）（（
（

、
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よ
っ
て
戦
意
を
喪
失
さ
せ
る
と
い
う
即
効
策
に
出
た
の
は
、
確
か
に
講
和
を
急
ぐ
王
権
の
意
向
の
反
映
で
あ
る
と
も
み
な
し
得
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
攻
囲
戦
は
、
そ
の
作
戦
規
模
か
ら
見
て
も
、
援
軍
を
含
め
周
到
に
準
備
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
単
に
ア
ン
ベ
ー

ル
・
ド
・
ボ
ー
ジ
ュ
ー
の
一
存
で
遂
行
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い）（（
（

。

　
　（
二
）　
和
約
締
結
の
経
緯

　

１　

バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
和
平
会
談

　

か
く
し
て
（
ロ
ク
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
王
権
の
筋
書
き
通
り
）、
和
約
締
結
の
好
機
と
見
た
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
は
、
先
の
『
年
代
記
』

の
記
述
）
（（
（

に
よ
れ
ば
、
パ
リ
か
ら
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
エ
リ
ー
・
ガ
ラ
ン
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
元
に
派
遣
し
、

和
平
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
近
郊
の
バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
で
会
談
し
た
レ
モ
ン
七
世
は
こ
の
提
案
を
受
け
容
れ
、
国
王

と
伯
の
双
方
が
代
理
人
を
立
て
て
「
フ
ラ
ン
ス
の
地Francia

」（
北
仏
王
権
の
勢
力
圏
）
で
和
平
交
渉
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
グ

ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
と
合
意
し
た
う
え
で
、
交
渉
の
場
は
モ
ー
（
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ
ー
四
世
の
所
領
ブ
リ
ー
の
一
都
市
）

と
定
め
ら
れ
た）（（
（

。

　

２　

モ
ー
和
平
会
談

　

バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
で
の
和
平
会
談
を
受
け
、
レ
モ
ン
七
世
は
モ
ー
で
開
催
さ
れ
る
和
平
会
談
を
期
し
て
、
一
二
二
八
年
一
二
月
一
〇

日
付
で
委
任
状）（（
（

を
発
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
神
の
恩
寵
に
よ
り
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
に
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
」
た
る
レ
モ
ン
七
世
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い

て
「
教
会
の
一
体
性
に
回
帰
す
る
こ
と
、
そ
し
て
（
伯
と
し
て
の
）
上
級
領
主
権dom

inium

に
留
ま
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
お
よ
び
従
姉

妹
で
も
あ
る
母
后
へ
の
忠
誠
と
奉
仕
に
励
む
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
」
旨
を
宣
言
し
、「
和
平
の
実
現
に
従
事
し
て
き
た
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
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修
道
院
長
エ
リ
ー
を
、
伯
の
代
理
人
と
し
て
国
王
と
母
后
お
よ
び
教
皇
特
使
に
し
て
サ
ン
＝
タ
ン
ジ
ェ
ロ
助
祭
枢
機
卿
ロ
マ
ヌ
ス
の
元
に
派

遣
し
、
和
約
の
締
結
に
当
た
ら
せ
る
」
べ
く
、
モ
ー
で
の
和
平
交
渉
に
お
け
る
伯
の
全
権
代
理
に
任
命
す
る
と
共
に
、「
伯
の
諸
侯
と
特
に

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
助
言
に
基
づ
い
て
」、
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
が
「
か
く
も
親
愛
な
る
我
が
従
兄
弟
で
あ
る
ブ
リ
ー
な
ら

び
に
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
宮
中
伯
テ
ィ
ボ
ー
、
そ
の
他
の
人
々
の
助
言
と
同
意
に
基
づ
い
て
取
り
結
ぶ
で
あ
ろ
う
全
て
の
事
項
を
批
准
す
る
」

旨
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
。

　　

こ
れ
に
よ
り
、
レ
モ
ン
七
世
の
全
権
代
理
と
な
っ
た
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
は
、
調
停
役
た
る
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ

ボ
ー
四
世
と
の
和
平
交
渉
を
行
う
べ
く
モ
ー
へ
と
赴
い
た
が
、
続
く
『
年
代
記
』
の
記
述）（（
（

に
よ
る
と
、
会
談
の
場
に
は
教
皇
特
使
を

は
じ
め
レ
モ
ン
七
世
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
と
そ
の
属
司
教
た
ち
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
派
遣
の
代
表
団
、
教
皇
特
使
に
よ
っ

て
招
集
さ
れ
た
様
々
な
高
位
聖
職
者
が
つ
め
か
け
、
和
約
の
形
式
に
つ
い
て
長
期
間
話
し
合
っ
た
末
、
国
王
の
最
終
的
な
裁
可
を
仰

ぐ
べ
く
、
会
談
の
場
が
パ
リ
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

３　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
諮
問
会
議

　

モ
ー
で
の
和
平
交
渉
を
終
え
た
レ
モ
ン
七
世
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
へ
と
帰
還
し
、
先
の
委
任
状
に
あ
る
通
り
、
諮
問
会
議
を
開
催
し

て
封
臣
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
に
和
約
の
賛
否
を
諮
り
、「
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
に
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
侯
た
る

レ
モ
ン
七
世
は
、
和
約
を
取
り
結
ぶ
べ
く
宣
誓
を
も
っ
て
全
権
を
委
任
し
た
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
が
、
交
渉
の
末
に
決
定
し

た
以
下
の
和
約
を
確
か
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
二
二
九
年
一
月
付
で
こ
れ
を
批
准
し
て
い
る）（（
（

。

　
　（
三
）　
和
約
の
概
要

　

バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
和
平
会
談
か
ら
モ
ー
和
平
会
談
を
経
て）（（
（

、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
諮
問
会
議
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
モ
ー
和
約
の
概
要
は
、

以
下
の
一
四
項
目
に
大
別
さ
れ
る）（（
（

。
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【
§
１
】）

（（
（

　

フ
ラ
ン
ス
国
王
は
、
王
弟
の
ひ
と
り
と
結
婚
さ
せ
る
べ
く
伯
女
を
即
時
に
引
き
渡
す
こ
と
を
条
件
に
、
元
帥
領
（
国
王
が
ギ
ー
・
ド
・
レ

ヴ
ィ
ス
に
与
え
た
ミ
ル
ポ
ワ
の
領
主
領
）
を
除
く
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
手
元
に
残
す
が
、
そ
の
た
め

に
は
、
一
二
二
九
年
の
復
活
祭
ま
で
に
教
会
が
特
免
を
与
え
、
教
皇
特
使
が
伯
を
赦
免
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
相
続
に
関
し
て
は
、
以
下
六
つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。

　

①　

レ
モ
ン
七
世
が
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
以
外
の
子
を
遺
さ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
相
続
す
る
。

　

②　

レ
モ
ン
七
世
が
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
の
他
に
子
を
遺
し
て
い
た
（
息
子
を
含
む
）
場
合
に
も
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
相

続
す
る
（
＝
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
レ
モ
ン
七
世
唯
一
の
相
続
人
で
あ
る
）。

　

③　

伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
レ
モ
ン
七
世
よ
り
も
先
に
死
亡
し
、
か
つ
王
弟
と
の
間
に
息
子
や
娘
が
い
た
場
合
に
は
、
レ
モ
ン
七
世
が
子
を
遺

さ
ず
に
死
亡
し
た
後
は
、
か
の
者
達
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
相
続
す
る
。

　

④　

同
じ
く
伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
レ
モ
ン
七
世
よ
り
も
先
に
死
亡
し
、
王
弟
と
の
間
に
息
子
や
娘
が
い
た
場
合
で
、
レ
モ
ン
七
世
が
ジ
ャ
ン

ヌ
の
他
に
娘
や
息
子
を
遺
し
て
い
た
場
合
で
も
、
王
弟
と
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
間
の
子
達
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
相
続
す
る
（
＝
②
か

ら
の
帰
結
）。

　

⑤　

伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
レ
モ
ン
七
世
よ
り
も
先
に
死
亡
し
、
王
弟
と
の
間
に
息
子
や
娘
が
な
く
、
さ
ら
に
レ
モ
ン
七
世
に
正
当
な
婚
姻
か

ら
生
ま
れ
た
息
子
や
娘
が
い
な
い
場
合
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
は
伯
の
死
後
国
王
の
手
に
戻
さ
れ
、
あ
る
い
は
国
王
が
望
む
弟
の
ひ

と
り
の
手
に
渡
る
。

　

⑥　

伯
女
ジ
ャ
ン
ヌ
が
子
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
レ
モ
ン
七
世
よ
り
も
先
に
死
亡
し
、
さ
ら
に
レ
モ
ン
七
世
に
正
当
な
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た

息
子
や
娘
が
い
る
場
合
に
は
、
か
の
者
達
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
を
相
続
す
る
（
＝
こ
の
場
合
の
み
、
歴
代
サ
ン
＝
ジ
ル
家
系
の
伯

位
が
存
続
す
る
）。
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上
記
の
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
レ
モ
ン
七
世
は
正
当
な
領
主
と
し
て
、
完
全
な
る
裁
判
権
と
自
由
な
上
級
領
主
権plenum

 jus et 
liberum

 dom
inum

、
慣
習
、
収
益
権
を
持
ち
、
そ
の
死
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
他
の
諸
侯
の
慣
例
・
慣
習
に
従
っ
て
、
追
善

の
た
め
の
遺
贈
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
§
２
】）

（（
（

　

国
王
は
、
ア
ジ
ャ
ン
、
ロ
デ
ズ
の
各
司
教
区
、
ア
ル
ビ
司
教
区
の
タ
ル
ヌ
右
岸
を
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
と
し
て
残
す
が
、
都
市
ア
ル
ビ
と

タ
ル
ヌ
左
岸
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
側
は
国
王
に
帰
属
す
る
。

【
§
３
】）

（（
（

　

国
王
は
、
カ
オ
ー
ル
司
教
区
を
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
と
し
て
残
す
が
、
都
市
カ
オ
ー
ル
と
か
の
地
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
尊
厳
王
の
遺
領

と
遺
産
は
除
か
れ
る
。

　

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
教
皇
特
使
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
、
ラ
＝
マ
ル
シ
ュ
伯
の
三
者
の
決
定
に
従
い
、
こ
の
三
者
で
合
意
に
至
ら
な
い

場
合
に
は
、
教
皇
特
使
と
残
り
の
一
者
の
合
意
に
従
う
。

【
§
４
】）

（（
（

　

都
市
サ
ン
＝
タ
ン
ト
ナ
ン
に
つ
い
て
国
王
は
、
そ
の
住
民
に
対
し
、
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
に
復
帰
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
前
項
と
同

様
に
教
皇
特
使
と
他
の
二
伯
の
決
定
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

　

国
王
は
、
教
会
の
諸
権
利
を
害
し
な
い
範
囲
で
、
上
記
の
全
て
の
事
項
を
レ
モ
ン
七
世
に
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
領
内
で
行
わ
れ
た
贈
与

と
第
三
者
の
諸
権
利
に
つ
い
て
は
、
教
皇
特
使
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
お
よ
び
国
王
の
代
理
人
、
レ
モ
ン
七
世
と
の
間
で
開
か
れ
る
予
定
の

会
談
（
於
パ
リ
）
に
お
い
て
話
し
合
わ
れ
る
。

【
§
５
】）

（（
（

　

上
記
の
事
項
に
つ
き
、
レ
モ
ン
七
世
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
諸
侯
の
慣
例
に
従
い
、
国
王
に
対
し
て
忠
臣
礼
と
誠
実
宣
誓hom

agium
 

ligium
 et fidelitatem

を
行
う
。
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【
§
６
】）

（（
（

　

ロ
ー
ヌ
此
岸
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
側
に
あ
る
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
（
所
領
た
り
得
べ
き
も
の
も
含
む
）
に
関
す
る
諸
権
利
は
、
国
王
と
そ
の

相
続
人
の
た
め
に
、
全
て
は
っ
き
り
と
か
つ
永
久
に
放
棄
さ
れ
る
。

【
§
７
】）

（（
（

　

ロ
ー
ヌ
彼
岸
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
側
に
あ
る
レ
モ
ン
七
世
の
所
領
（
所
領
た
り
得
べ
き
も
の
も
含
む
）
に
関
す
る
諸
権
利
は
、
教
皇
特
使

に
体
現
さ
れ
る
教
会
の
た
め
に
、
全
て
は
っ
き
り
と
か
つ
永
久
に
放
棄
さ
れ
る

【
§
８
】）

（（
（

　

こ
れ
ら
の
土
地
に
生
ま
れ
育
っ
た
者
の
う
ち
、
教
会
・
フ
ラ
ン
ス
国
王
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
伯
と
そ
の
郎
党
に
よ
っ
て
当
地
（
＝
ラ
ン
グ

ド
ッ
ク
）
を
追
わ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
自
ら
の
意
思
で
後
に
し
た
者
達
は
、
異
端
者
で
な
い
限
り
、
か
つ
て
の
状
況
に
復
さ
れ
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
内
に
あ
る
、
か
の
者
達
の
財
産
は
返
還
さ
れ
る
。

【
§
９
】）

（（
（

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
に
お
い
て
、
教
会
と
国
王
の
命
に
抗
う
者
達
に
対
し
て
は
、
レ
モ
ン
七
世
は
断
固
と
し
て
戦
争

を
も
っ
て
臨
み
、
教
会
と
国
王
の
同
意
な
し
に
和
平
・
休
戦
の
協
定
を
取
り
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

【
§
10
】）

（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
和
約
の
遵
守
に
つ
き
、
教
会
と
国
王
に
対
し
て
以
下
の
保
証
を
行
う
。

　

①　

上
記
の
条
項
を
全
て
遵
守
す
る
こ
と
に
つ
き
、
誠
実
宣
誓
を
行
う
べ
き
こ
と
。

　

②　

家
臣
・
封
臣
・
朋
輩
に
対
し
、
上
記
の
条
項
に
対
す
る
誠
実
宣
誓
を
さ
せ
る
べ
き
こ
と
。

【
§
11
】）

（（
（

　

レ
モ
ン
七
世
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
そ
の
他
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
残
さ
れ
る
べ
き
所
領
の
住
民
に
も
、
同
様
の
宣
誓
を
さ
せ
る
と
共
に
、
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彼
等
は
伯
が
上
記
の
和
約
条
項
を
遵
守
す
る
よ
う
尽
力
す
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
。

　

レ
モ
ン
七
世
が
和
約
を
違
え
た
場
合
に
は
、
当
該
事
実
を
も
っ
て
、
彼
ら
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
の
封
建
関
係
は
解
消
さ
れ
、
四
〇
日
間

の
催
告
期
間
を
過
ぎ
て
も
、
伯
が
教
会
あ
る
い
は
国
王
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
義
務
を
全
う
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
ら
は
教
会
お
よ
び
国
王

と
協
力
し
て
伯
と
敵
対
関
係
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
所
領
は
国
王
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
レ
モ
ン
七
世
は
和
約
以
前
の

状
態
、
即
ち
（
第
四
回
）
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
以
降
に
宣
告
さ
れ
た
決
議
（
＝
レ
モ
ン
六
世
・
レ
モ
ン
七
世
父
子
の
破
門
お
よ
び
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
伯
位
の
否
定
））

（（
（

の
下
に
置
か
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
宣
誓
は
、
五
年
毎
に
国
王
の
命
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
。

【
§
12
】）

（（
（

　

教
会
と
国
王
の
安
全
の
た
め
、レ
モ
ン
七
世
は
国
王
に
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
と
ラ
ヴ
ォ
ー
ル
の
城
塔
、お
よ
び
モ
ン
キ
ュ
ー
ク
、ペ
ン
ヌ
＝

ダ
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
、
ペ
ン
ヌ
＝
ダ
ジ
ュ
ネ
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
＝
ル
＝
ロ
ッ
ク
の
城
砦
、
さ
ら
に
は
コ
ル
ド
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ー
ル
の

城
砦
を
引
き
渡
し
、
国
王
が
こ
れ
ら
を
一
〇
年
間
保
持
す
る
も
の
と
す
る
（
最
初
の
五
年
間
は
、
こ
れ
ら
の
維
持
費
と
し
て
レ
モ
ン
七
世
が

ト
ゥ
ー
ル
貨
で
年
間
一
五
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
負
担
し
、
残
り
の
五
年
間
に
つ
い
て
は
、
国
王
が
負
担
す
る
）。

　

国
王
が
望
む
場
合
、
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
と
ラ
ヴ
ォ
ー
ル
の
城
塔
と
ヴ
ィ
ル
ミ
ュ
ー
ル
と
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
城
砦
は
破
壊
さ
れ
る
が
、
そ
の

場
合
に
も
、
伯
の
年
間
負
担
額
は
減
額
さ
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
城
砦
か
ら
の
収
益
は
、
レ
モ
ン
七
世
に
支
払
わ
れ
る
。

【
§
13
】）

（（
（

　

以
下
の
城
砦
お
よ
び
都
市
の
城
壁
は
破
壊
さ
れ
、
濠
は
埋
め
立
て
ら
れ
る
。

フ
ァ
ン
ジ
ョ
ー
、
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
、
ラ
ベ
セ
ー
ド
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ネ
、
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
、
サ
ン
＝
ポ
ル
＝
カ
プ
＝
ド
＝
ジ
ュ
ー
、

ラ
ヴ
ォ
ー
ル
、
ラ
バ
ス
タ
ン
、
ガ
イ
ヤ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ギ
ュ
ー
、
ピ
ュ
イ
セ
ル
シ
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
カ
ス
テ
ル
サ
ラ
ザ
ン
、
モ
ワ
サ
ッ

ク
、
モ
ン
ト
ー
バ
ン
、
モ
ン
キ
ュ
ー
ク
、
ア
ジ
ャ
ン
、
コ
ン
ド
ン
、
サ
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
オ
ー
ト
リ
ー
ヴ
、
カ
ッ
ス
ヌ
イ
ユ
、
ピ
ュ
ジ
ョ



（4

法学研究 85 巻 10 号（2012：10）

ル
、
オ
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
、
ペ
リ
ュ
ッ
ス
、
ロ
ラ
ッ
ク
、
そ
の
他
教
皇
特
使
が
選
ぶ
五
つ
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
同
意
な
し
に
再
建
し
て
は
な
ら
ず
、
他
の
場
所
に
新
た
に
城
砦
を
建
造
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
但
し
、

レ
モ
ン
七
世
は
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
領
内
に
要
塞
化
さ
れ
て
い
な
い
都
市
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

上
記
の
都
市
お
よ
び
城
砦
の
封
臣
が
、
指
示
さ
れ
た
破
壊
に
応
じ
な
い
場
合
、
伯
は
断
固
と
し
て
戦
争
を
も
っ
て
臨
み
、
教
会
と
国
王
の

同
意
な
し
に
、
か
つ
そ
れ
ら
の
城
砦
が
破
壊
さ
れ
、
濠
が
埋
め
立
て
ら
れ
な
い
限
り
、
和
平
・
休
戦
の
協
定
を
取
り
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

【
§
14
】）

（（
（

　

教
会
が
特
免
を
認
め
ず
、
レ
モ
ン
七
世
が
教
皇
特
使
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
な
い
場
合
、
国
王
は
当
該
和
約
を
遵
守
す
る
必
要
は
な
く
、
ま

た
、
国
王
が
上
記
の
条
項
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
レ
モ
ン
七
世
も
当
該
和
約
を
遵
守
す
る
必
要
は
な
い
。

　（
四
）　
小
　
括

　

以
上
、
和
約
に
至
る
過
程
と
和
約
の
概
要
か
ら
看
取
さ
れ
る
最
も
重
要
な
点
は
、
ロ
ク
ベ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
側
か
ら
和
平
を
求
め
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る）（（
（

。
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
エ
リ
ー

が
「
教
皇
特
使
の
権
威
に
基
づ
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
人
々
に
和
平
を
提
案
す
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
か
ら
や
っ
て
来
たvenit de 

Francia, auctoritate legati pacem
 offerens T

holosanis

」
と
い
う
先
の
『
年
代
記
』
の
記
述）（（
（

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ

ラ
ン
ス
王
権
は
一
二
二
八
年
六
月
二
五
日
付
の
教
書
に
端
的
に
示
さ
れ
る
、
婚
姻
を
軸
と
し
た
包
括
的
・
終
局
的
な
和
平
の
交
渉
に

レ
モ
ン
七
世
を
引
き
入
れ
る
べ
く
、
積
極
的
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
国
王

軍
に
よ
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
攻
囲
戦
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
一
二
二
八
年
秋
の
段
階
で
の
レ
モ
ン
七
世
の
戦
局
は
、
一
般
的
見
解
と
は
異
な
り
、
決
定
的
に
不
利
な
も
の
と
は
言

え
ず
（
例
え
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
攻
囲
戦
の
数
週
間
前
に
は
、
要
衝
カ
ス
テ
ル
サ
ラ
ザ
ン
を
奪
回
し
て
い
る）

（（
（

）、
レ
モ
ン
七
世
が
和
約
に
応
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じ
な
い
可
能
性
も
あ
っ
た
た
め
、
レ
モ
ン
七
世
の
陣
営
内
部
か
ら
和
平
を
望
む
声
が
上
が
り
、
こ
れ
を
後
押
し
す
る
よ
う
仕
向
け
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
貴
族
層
が
王
権
の
標
的
と
な
っ
た
。
マ
ン
デ
ィ
の
分
析）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
当
時
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
主
導
し
て
い
た
の
が
、
執
政
官
を
輩
出
す
る
和
平
推
進
派
の
都
市
貴
族
層
で
あ
り
、
一
二
二
六

年
次
の
レ
モ
ン
七
世
の
諮
問
会
議
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
都
市
貴
族
層
は
、
一
二

二
七
年
一
二
月
五
日
付
の
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
に
よ
る
経
済
制
裁
に
よ
る
打
撃）（（（
（

に
加
え
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
攻
囲
戦
に
よ
り
都
市

周
辺
に
所
有
す
る
農
地
を
荒
ら
さ
れ
た
結
果
、
和
約
締
結
も
や
む
な
し
と
の
気
運
の
醸
成
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
レ
モ
ン
七
世
が
和
平
交
渉
に
踏
み
切
る
の
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
目
さ
れ
る
の
が
、
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長

エ
リ
ー
・
ガ
ラ
ン
と
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ
ー
四
世
と
い
う
、
二
人
の
調
停
役
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
先
ず
注
目
す
べ
き

は
、
エ
リ
ー
・
ガ
ラ
ン
の
人
物
像
で
は
な
く
、
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
の
特
殊
性
で
あ
る
。
当
該
大
修
道
院
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

伯
領
お
よ
び
そ
の
近
隣
領
邦
に
お
け
る
シ
ト
ー
会
の
母
修
道
院
で
あ
り
、
当
時
相
当
の
名
声
を
誇
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ル
ビ
十

字
軍
期
に
お
い
て
も
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
封
建
諸
侯
と
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
お
り
、
レ
モ
ン
七
世
自
身
も
、
一
二
一
八
年
頃
（
年

月
日
不
詳
）
こ
れ
を
直
接
の
保
護
下
に
置
い
て
い
る）（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
和
平
交
渉
に
お
い
て
グ
ラ
ン
セ
ル
ヴ
大
修
道
院
長
を
全
権
代

理
と
す
る
こ
と
は
、
レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
調
停
役
と
し
て
の
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
一
二
二
八
年
一
二
月
一
〇
日
付
の
委
任
状
に
お
い
て
「
か
く
も
親
愛
な
る
我
が
従
兄
弟dilectissim

us consanguineus 

nostrus

）
（（（
（

」
と
呼
ん
で
い
る
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ
ー
四
世
は
、
共
に
ア
リ
エ
ノ
ー
ル
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
を
祖
母
に
持
ち
、
摂

政
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ
と
も
縁
戚
関
係
に
立
つ
と
い
う
血
縁）（（（
（

以
上
に
、
か
つ
て
は
共
に
対
仏
王
権
同
盟
を
結
び
、

独
立
不
羈
の
気
概
を
示
し
た
者
と
し
て
、
レ
モ
ン
七
世
に
と
っ
て
は
王
権
と
の
調
停
役
に
う
っ
て
つ
け
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
）
（（（
（

。

　

続
く
『
年
代
記
』
の
記
述）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
調
停
役
に
仲
介
さ
れ
た
モ
ー
で
の
和
平
会
談
に
、
約
二
〇
名
の
顧
問）（（（
（

を
引
き
連
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れ
て
乗
り
込
ん
で
来
た
レ
モ
ン
七
世
は
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
大
司
教
と
そ
の
属
司
教
と
い
っ
た
錚
々
た
る
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
の
代
理
人

達
を
相
手
に
長
期
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
は
和
約
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
現
に
、
モ
ー
和
約
に
よ
っ
て
レ
モ
ン
七
世
は
、
旧
来
の
「
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
公
に
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス

侯
」
と
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
（
レ
ヴ
ィ
ス
元
帥
領
を
除
く
）・
ア
ジ
ャ
ン
司
教
区
・
カ
オ
ー
ル
司
教
区
（
司
教
都
市
カ
オ
ー
ル

と
フ
ィ
リ
ッ
プ
尊
厳
王
の
旧
領
を
除
く
）・
ロ
デ
ズ
司
教
区
（
＝
ル
エ
ル
グ
伯
領
に
対
す
る
上
級
領
主
権
）・
ア
ル
ビ
司
教
区
の
タ
ル
ヌ
右

岸
を
保
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り）（（（
（

、
こ
の
こ
と
は
、
一
二
二
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
八
世
が
示
し
た
カ
ペ
ー
朝
王
権
の

南
進
政
策
に
多
大
な
譲
歩
が
迫
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
ル
イ
八
世
は
、
ロ
ー
マ

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
に
よ
る
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
教
皇
が
①
レ
モ
ン
父
子
（
＝
レ
モ
ン
六
世
と
レ
モ
ン
七
世
）、

お
よ
び
そ
の
末
代
ま
で
の
相
続
人
達
が
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
と
そ
の
属
領
、
さ
ら
に
王
国
内
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
所
領
の
保
有
か
ら

排
除
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
教
書
に
よ
っ
て
正
式
に
宣
言
す
べ
き
こ
と
・
②
ベ
ジ
エ
お
よ
び
カ
ル
カ
ッ
ソ

ン
ヌ
副
伯
領
と
そ
の
属
領
に
お
け
る
レ
モ
ン
父
子
の
協
力
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
・
③
当
該
十
字
軍
に
際
し
て
、

公
然
と
レ
モ
ン
父
子
に
加
担
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
敵
対
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
王
国
内
の
所
領
を
失
う
べ
き
こ
と
を
教
書

に
よ
っ
て
正
式
に
宣
言
す
べ
き
こ
と
・
④
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
ベ
ジ
エ
、
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
の
各
司
教
は
、
以
上
の
人
物
の
所
領
か
ら

の
排
除
と
、
そ
れ
ら
の
所
領
が
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
そ
の
末
代
ま
で
の
相
続
人
達
、
あ
る
い
は
国
王
が
領
主
に
相
応
し
い
と
認
め
る
人

物
に
授
与
さ
れ
る
こ
と
を
公
式
に
宣
言
す
べ
き
こ
と
、
を
従
軍
の
条
件
と
し
て
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
提
示
し）（（（
（

、「
以
上
の
条
項
の
履
行

が
保
証
さ
れ
た
な
ら
ば
、
朕
自
ら
ア
ル
ビ
一
帯
に
赴
き
、
こ
の
事
業
に
尽
力
す
る
所
存
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
朕
と

朕
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
が
か
の
地
に
拠
点
を
設
け
、
朕
の
意
の
ま
ま
に
そ
こ
へ
往
き
来
で
き
る
自
由
を
認
め
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

」
と
の

南
進
政
策
を
表
明
し
た
が
、「
ア
ル
ビ
一
帯
の
地
全
て
に
猛
攻
を
か
け
、
こ
れ
を
朕
の
王
国
に
統
一
す
る
」
と
い
う
、
一
二
二
四
年

二
月
付
の
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
住
民
宛
の
王
状）（（（
（

の
一
節
に
集
約
さ
れ
る
こ
う
し
た
征
服
計
画
で
は
、
そ
も
そ
も
レ
モ
ン
七
世
が
所
領
を
（
た
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と
え
そ
の
一
部
で
も
）
保
持
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

か
く
て
モ
ー
和
約
は
、
先
ず
は
王
権
と
の
和
平
に
関
す
る
大
枠
の
合
意
で
あ
り
、
レ
モ
ン
七
世
が
「
上
級
領
主
権
に
留
ま
っ
て
、

国
王
へ
の
忠
誠
と
奉
仕
に
励
む
」
こ
と
を
定
め
た
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
宗
主
と
す
る
封
建
契
約
の
再
確
認
（
§
１
～
§
５
）
で
あ
る）（（（
（

。

他
方
で
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
和
平
た
る
赦
免
が
留
保
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
和
約
の
鍵
と
な
る
王
弟
と
伯
女
の

婚
姻
の
特
免
に
つ
い
て
も
、
モ
ー
和
平
会
談
に
先
立
つ
七
ヵ
月
前
の
一
二
二
八
年
六
月
二
五
日
付
の
教
書）（（（
（

に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
教
皇

が
既
に
当
該
特
免
に
関
す
る
全
権
を
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
に
委
ね
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
面
上
そ
れ
が
必
ず
与
え
ら
れ
る
と

い
う
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
§
14
）。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
既
に
大
筋
で
和
約
が
調
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
皇
特
使

ロ
マ
ヌ
ス
が
、
最
後
ま
で
自
ら
の
権
限
を
切
り
札
と
し
て
留
保
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
諸
点
に
鑑
み
る
と
、
伯
・
王
権
・
教
会
の
三
者
は
、
各
々
の
思
惑
を
胸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
調
停
役
・
代
理
人

を
立
て
、
入
念
な
根
回
し
・
交
渉
を
経
て
和
約
に
至
る
こ
と
で
、
互
い
の
関
係
を
新
設
な
い
し
再
確
認
す
る
、
所
謂
「
紛
争
処
理
」

に
お
け
る
仲
裁
・
和
解
の
過
程
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ー
和
約
の
時
点
で
の
レ
モ
ン
七
世
を
「
も
は
や

時
局
を
左
右
す
る
人
物
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
敵
方
と
の
和
解
に
応
じ
る
し
か
な
い
」
と
評
価
し
、
和
平
会
談
に
お
い
て
は

「
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
を
除
い
て
敵
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
教
会
（
と
王
権
）
の
威
光
を
背
負
っ
た
高
位
聖
職
者
た
ち
は
、
対
等
な
交

渉
の
席
に
着
く
と
い
う
よ
り
は
、
教
会
か
ら
あ
ら
ゆ
る
権
利
・
資
格
を
剝
奪
さ
れ
た
破
門
者
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
罪
を
悔
い
る
大

罪
人
と
し
て
遇
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
交
渉
す
る
つ
も
り
で
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
が
、
教
会
裁
判
に
引
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
」

と
み
な
す
従
来
の
見
解
は
、
極
め
て
一
面
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
１
）　

証
書
の
年
代
同
定
に
つ
い
て
は
、
後
掲
註（
11（
）を
参
照
。

（
２
）　P. Belperron, La Croisade contre les A

lbigeois et lʼunion du Languedoc à la France, Paris, 1（42, p.388.
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（
３
）　J. Le Goff, Saint Louis, Gallim

ard, Paris, 1（（（, pp.10（-108; G. Sivéry, Saint Louis et son Siècle, Paris, 1（83, pp. 
328-330; W

. L. W
akefield, H

eresy, Crusade and Inquisition in Southern France 1100-1250, London, 1（（4, pp.12（-12（; 
Z. O

ldenbourg, Le Bûcher de M
ontségur, Paris, 1（5（, p.254.

　

ボ
ナ
シ
ー
と
プ
ラ
ダ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
和
約
は
そ
の
内
容
・
形
式
共
に
「
和
約traité

」
で
は
な
く
、
教
会
と
王
権
に
対
す
る

「
降
服capitulation

」
で
あ
る
と
さ
れ
る
：P. Bonnassie et G. Pradalié, La capitulation de R

aym
ond V

II et la fondation 
de lʼU

niversité de T
oulouse 1229-1979, T

oulouse, 1（（（, p.10.　

ま
た
、
ベ
ル
ペ
ロ
ン
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
一
二
二
九
年
四
月

一
二
日
と
い
う
日
付
を
後
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
王
領
併
合
を
不
可
逆
的
に
決
定
付
け
た
運
命
の
日
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
：P. 

Belperron, op.cit., pp.38（ et 3（（.

（
４
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.（; G. Sivéry, op.cit., p.380; Z. O

ldenbourg, op.cit., pp.251-253; E. Lavisse (éd.), 
H

istoire de France, t.3-II, Paris, 1（11, p.8.

　

こ
う
し
た
状
況
を
ベ
ル
ペ
ロ
ン
は
、「
一
度
歯
車
に
突
っ
込
ん
だ
指
が
、
ど
ん
ど
ん
巻
き
込
ま
れ
て
抜
け
な
く
な
っ
た
よ
う
な
も
の
」

と
評
し
て
い
る
：P. Belperron, op.cit., p.3（4.

（
５
）　Z. O

ldenbourg, op.cit., p.254.

（
６
）　D

evic et V
aissette, H

istoire générale de Languedoc (éd. Privat), t.V
I, V

II et V
III, T

oulouse, 18（（. [H
G

L]

（
７
）　

以
下
本
稿
に
お
け
る
引
用
に
際
し
て
は
、
主
と
し
て
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ノ
ワ
の
校
訂
仏
訳
版
を
参
照
し
た
：Guillaum

e de 
Puylaurens, Chornique : 1145-1275, texte traduit, présenté et annoté par J. D

uvernoy, T
oulouse, 1（（（. [Chronique]

　

著
者
で
あ
る
ギ
ョ
ー
ム
・
ド
・
ピ
ュ
イ
ロ
ラ
ン
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
一
二
〇
〇
年
頃
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
生

ま
れ
と
推
測
さ
れ
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
に
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
の
側
近
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
一
二
二

九
年
四
月
一
二
日
の
パ
リ
和
約
締
結
に
際
し
て
も
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
に
同
道
し
て
い
た
と
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
二
四
三
年
～
一

二
四
四
年
に
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
礼
拝
堂
専
任
司
祭capellanus com

itis T
holosani

に
就
任
し
て
お
り
、
一
二
四

九
年
の
伯
の
臨
終
に
も
立
ち
会
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ロ
ー
ラ
ゲ
地
方
の
異
端
審
問
官
と
し
て
、
少
な
く
と
も
一
二
七
四
年

ま
で
生
存
し
て
い
た
こ
と
も
、
史
料
上
確
認
さ
れ
て
い
る
。（
但
し
、
こ
の
写
本
の
著
者
と
伯
の
礼
拝
堂
専
任
司
祭
を
経
て
異
端
審
問
官

を
務
め
た
人
物
が
、
同
名
の
別
人
で
あ
る
と
の
考
証
も
あ
る
：Y

. D
ossat, Le chroniqueur Guillaum

e de Puylaurens était-il 
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chapelain de Raym
ond V

II ou notaire de lʼinquisition toulousaine?, in A
nnales du M

idi, （5 (1（53), pp.343-353; id. A
 

propos du chroniqueur Guillaum
e de Puylaurens, in G

ens et choses de Bigorre, Bagnères-de-Bigorre, 1（（（, pp.4（-
52.

）

　

主
と
し
て
ア
ル
ビ
十
字
軍
と
そ
の
後
の
顚
末
を
記
し
た
『
年
代
記Chronica m

agistri Guillelm
i de Podio Laurentii

』
は
、
い

く
ぶ
ん
伯
の
側
に
立
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
記
述
に
あ
ま
り
独
自
性
は
見
ら
れ
ず
、
中
立
的
な
視
点
か
ら
の
出
来
事
に
対
す
る
批

判
精
神
や
客
観
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
単
に
事
実
を
伝
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
個
人
的
な
思
い
出
を
も
交
え
た
語
り
口
は
、
中
世

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
史
の
目
撃
証
言
と
し
て
得
難
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
：A

. M
olinier, Les sources de lʼhistoire de France, des 

origines aux guerres dʼItalie (1494), t.III, Paris, 1（03, pp.（（-（（; G. T
yl-Labory, « Guillaum

e de Puylaurens », in 
D

ictionnaire des lettres françaises : le M
oyen A

ge, dir. G. H
asenohr et M

. Zink, Paris, Fayard, 1（（4, pp. （40-（41.

　

そ
の
他
、
著
者
の
詳
し
い
人
物
誌
お
よ
び
写
本
の
文
献
学
的
な
考
証
に
つ
い
て
は
、Chronique, pp.（-2（; W

. A
. Sibly and M

. D
. 

Sibly, T
he Chronicle of W

illiam
 of Puylaurens : T

he A
lbigensian Crusade and its A

fterm
ath, W

oodbridge, 2003, 
pp.xv-xxvi.

を
参
照
。

（
８
）　

わ
が
国
に
お
け
る
、
紛
争
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
た
近
時
の
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
轟
木
広
太
郎
『
戦
う
こ
と
と
裁
く
こ
と　

中
世

フ
ラ
ン
ス
の
紛
争
・
権
力
・
真
理
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
書
で
は
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
戦
う
こ
と
が

で
き
る
者
」
／
「
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
」
を
鍵
概
念
に
、「
戦
う
こ
と
が
で
き
る
者
」
は
紛
争
に
お
い
て
容
易
に
裁
か
れ
な
い
と
い

う
紛
争
解
決
の
ル
ー
ル
が
、
ル
イ
九
世
下
の
王
権
確
立
期
に
お
け
る
合
理
的
立
証
方
法
に
基
づ
く
審
理
の
導
入
と
共
に
、
決
定
的
に
変
容

し
て
行
く
過
程
が
丹
念
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
紛
争
研
究
を
代
表
す
る
論
文
の
邦
訳
集
と
し
て
、
服
部
良
久 

編
訳
『
紛
争
の

な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
が
あ
り
、
以
下
本
稿
で
取
り
上
げ
る
、
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
お
よ
び
ホ

ワ
イ
ト
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　

以
下
の
記
述
は
、W

. C. Brow
n et P. Górecki, W

hat Conflict M
eans : T

he M
aking of M

edieval Conflict Studies in 
the U

nited States, 1（（0-2000, in id. (eds.), Conflict in M
edieval E

urope, A
shgate, 2003, pp.1-3（ ; 

轟
木 

前
掲
書
、
二
五
︲

二
六
頁
参
照
。

（
10
）　

轟
木 

前
掲
書
、
八
二
頁
。



（0

法学研究 85 巻 10 号（2012：10）

（
11
）　F. L. Cheyette, Suum

 cuique tribuere, in French H
istorical Studies, （ (3), 1（（0, pp.28（-2（（.

（
12
）　Ibid., p.288.

（
13
）　Ibid., pp.28（-2（0.

（
14
）　Ibid., pp.2（1-2（3.

（
15
）　Ibid., pp.2（3-2（5.

（
1（
）　Ibid., pp.2（（-2（（.

（
1（
）　S. D

. W
hite, 

“Pactum

… Legem
 V

incit et A
m

or Judicium

” : T
he Settlem

ent of D
isputes by Com

prom
ise 

in Eleventh-Century W
estern France, in T

he A
m

erican Journal of Legal H
istory, 22 (1（（8), pp.281-308.

（
18
）　

デ
ュ
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
～
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
ゲ
ル
マ
ン
戦
士
社
会
固
有
の
「
戦
争
と
掠
奪

の
文
明la civilisation de la guerre et de lʼagression

」
に
お
け
る
「
贈
与dons

」
と
「
反
対
贈
与contre-dons

」
の
慣
行
に

よ
っ
て
平
和
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
充
分
な
寛
大
さ
の
や
り
取
り
が
必
須
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
定
期
的
な
贈
与

が
、
当
事
者
間
の
友
愛
や
服
従
の
表
明
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
人
々
の
間
の
安
全
保
障
に
も
匹
敵
す
る
平
和
の
担
保
で
あ
っ
た
。
か

く
し
て
、「
必
須
の
寛
大
さgénérosités nécessaires

」
を
誘
因
と
し
た
富
と
役
務
の
や
り
取
り
が
、
際
限
な
く
複
雑
な
網
の
目
と

な
っ
て
社
会
全
体
を
覆
っ
て
お
り
、
臣
下
と
主
、
親
族
と
花
嫁
、
大
諸
侯
と
国
王
、
国
王
と
大
諸
侯
、
富
め
る
者
と
貧
し
い
者
、
と
い
っ

た
無
数
の
関
係
が
交
換
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論Essai sur le don

』
か
ら
次
の
一
節
を
引
い
て
い

る
。「（
我
々
の
経
済
に
先
立
つ
様
々
な
経
済
は
）、
何
よ
り
も
礼
節
と
饗
宴
、
儀
礼
と
軍
務
、
女
と
子
供
、
舞
踊
と
祝
祭
、
市
場
の
そ
れ

で
あ
り
、
そ
の
進
行
は
連
続
す
る
時
間
の
一
齣
で
は
な
い
［
…
］
こ
れ
ら
の
供
与prestations

と
反
対
供
与contre-prestations

は
、

厳
密
に
は
義
務
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
自
発
的
な
意
思
の
形
式
の
下
で
、
私
戦
や
公
戦
が
終
わ
る
や
否
や
、
進
物
、
贈
物

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。」：G. D

uby, G
uerriers et paysans, V

II-X
II e siècle : Prem

ier essor de lʼéconom
ie européenne, 

Paris, 1（（3, pp.（0-（（.

（
1（
）　S. D

. W
hite, art.cit., pp.300-302.

（
20
）　Ibid., p.302.

（
21
）　Ibid., pp.303-305 et 30（-308.
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（
22
）　Ibid., p.308.

（
23
）　P. J. Geary, V

ivre en conflit dans une France sans état : T
ypologie des m

échanism
es de règlem

ent des conflits, 
1050-1200, A

nnales : E
SC, 41, 1（8（, pp.110（-1133.

　

こ
の
論
文
は
、
後
に
英
語
で
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
、Id., Living w

ith the D
ead in the M

iddle A
ges, Cornell U

niversity Press, 
1（（4, pp.125-1（0.

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
英
語
版
を
参
照
し
た
。

（
24
）　Ibid., pp.12（-12（.

（
25
）　Ibid., pp.128-12（.

（
2（
）　Ibid., pp.13（ et 13（-140.

（
2（
）　Ibid., pp.142-144.

（
28
）　Ibid., p.145.

（
2（
）　Ibid., pp.145-14（.

（
30
）　Ibid., pp.150-15（.

（
31
）　Ibid., pp.15（-1（0.

（
32
）　

以
下
、
儀
礼
研
究
の
枠
組
み
に
関
す
る
記
述
は
、
池
上
俊
一
『
儀
礼
と
象
徴
の
中
世　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
８
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
八
年
、
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
33
）　V

. W
. T

urner, T
he ritual process : structure and anti-structure, London, 1（（（.

（
34
）　

池
上 

前
掲
書
、
一
〇
～
一
一
頁
お
よ
び
二
〇
頁
。

（
35
）　

池
上 

前
掲
書
、
一
二
～
一
六
頁
。

（
3（
）　

池
上 

前
掲
書
、
一
九
～
二
一
頁
。

（
3（
）　

池
上 

前
掲
書
、
六
三
頁
。

（
38
）　G. D

uby, Le D
im

anche de Bouvines : 27 juillet 1214, Gallim
ard, Paris, 1（（3.

（『
ブ
ー
ヴ
ィ
ー
ヌ
の
戦
い　

中
世
フ

ラ
ン
ス
の
事
件
と
伝
説
』
松
村
剛 

訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
。）

（
3（
）　

池
上 

前
掲
書
、
六
七
～
七
〇
頁
。
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（
40
）　

池
上 

前
掲
書
、
一
四
七
頁
お
よ
び
一
五
五
～
一
五
七
頁
。

（
41
）　

池
上 

前
掲
書
、
二
六
五
～
二
六
六
頁
。

（
42
）　S. Roberts, O

rder and D
ispute : A

n Introduction to Legal A
nthropology, O

xford, 1（（（.
（
43
）　Ibid., pp.185-18（.

（
44
）　B. M

alinow
ski, Crim

e and Custom
 in Savage Society, London, 1（2（.

（『
未
開
社
会
に
お
け
る
犯
罪
と
慣
習
』
青
山
道
夫 

訳
、
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
五
年
。）

（
45
）　S. Roberts, op.cit., pp.18（-1（1.

（
4（
）　Ibid., pp.1（3-1（4.

（
4（
）　Ibid., pp.1（8-1（（.

（
48
）　Ibid., pp.200-201. 
ロ
バ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
紛
争
が
社
会
生
活
の
う
え
で
正
常
か
つ
不
可
避
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
と
建
設

的
側
面
を
最
初
に
強
調
し
た
の
が
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
：ibid., p.45.

（
4（
）　Ibid., pp.54 et 5（-（（.

（
50
）　Ibid., p.（1.

（
51
）　Ibid., p.（（.

（
52
）　Ibid., pp.（0 et （3-（（.

（
53
）　Ibid., pp.（0-（1 et （（-（（.

（
54
）　Ibid., p.122.

（
55
）　Ibid., pp.125-12（.

（
5（
）　Ibid., pp.12（-128.

（
5（
）　Ibid., pp.128 et 13（.

（
58
）　Y

. Bongert, R
ecehrches sur les cours laïques du X

e au X
III e siècle, Paris, 1（4（, p.（8.

（
5（
）　F. Calasso, La 

“convenientia

” contributo alla storia de contratto in Italia durante lʼalto m
edio evo, Bologne, 1（32, 

pp.83-85.
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（
（0
）　J. H

. M
undy, Liberty and political pow

er in T
oulouse : 1050-1230, Colum

bia U
niversity Press, 1（54, p.141.

（
（1
）　F. Calasso, art.cit., p.55.

（
（2
）　J. H

. M
undy, op.cit., p.141.

（
（3
）　Ibid., pp.141-142.

（
（4
）　
『
年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
一
二
二
六
年
の
春
、
ル
イ
八
世
は
「
十
字
の
印
を
付
け
たcrucis signaculo insignito

」
無
数
の
軍
勢

を
率
い
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
侵
攻
の
拠
点
と
な
る
リ
ヨ
ン
に
進
軍
し
た
と
さ
れ
る
。« A

nno siquidem
 D

om
ini M

o CC
o X

X
V

I 
tem

pore verno, quo reges solent ad bella procedere, benedictus rex a D
eo dom

inus Ludovicus, egressus cum
 

exercitu innum
erabili, una cum

 legato sibi assidue adherenti, versus Laugdunum
 dirigit iter suum

, propter 
planiciem

 terre quadrigis acom
odam

 et flum
en Rodani navigio portandis copiis oportunum

 » : C
hronique, 

ch.X
X

X
III.

（
（5
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., pp.（-8; J. Le Goff, op.cit., p.（（.

（
（（
）　« Gregorius, episcopus servus servorum

 D
ei, dilecto filio R. Sancti A

ngeli diacono cardinali, A
postolice sedis 

legato, salutem
 et apostolicam

 benedictionem
. Credentes esse consultius, ut pro reform

anda pace inter carissim
um

 
in Christo filium

 nostrum
, regem

 Francorum
 illustrem

, et R. filium
 quondam

 com
itis T

holosani sollicite laboretur, 
si forte per divinum

 auxilium
 et tuam

 diligentiam
 valeat provenire, que utique m

ultipliciter expediret, discretioni 
tue per apostlica scripta m

andam
us, quatinus ad hoc solite circum

spectionis studio interponas diligentius partes 
tuas, in nom

ine D
om

ini, cujus pax om
nem

 sensum
 exuperat, id facturus. N

os enim
 pro bono pacis, quam

 tenem
ur 

diligere, utpote illius vicarii licet im
m

eriti, qui est pax nostra et divisos in se parietes copulavit, prudentie tue 
duxim

us concedendum
, ut auctoritate nostra valeas dispensare, quod frater ipsius regis filiam

 dicti R. ducere 
possit, si ex hoc pacem

 provenire contigerit, in uxorem
, nonobstante im

pedim
ento duplici, videlicet quod ex uno 

latere in tertio, et ex alio in quarto consanguinitatis gradibus se contingant. N
ulli ergo hom

inum
 liceat hanc 

pginam
 nostre concessionis infringere vel ei ausu tem

erario contraire. Si quis autem
 hoc attem

ptare presum
pserit, 

indignationem
 om

nipotentis D
ei et beatrum

 Petri et Pauli apostolorum
 ejus se noverit incursurum

. D
atum

 Perusii, 
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V

II
o kalendas julii, pontificatus nostri anno secundo » : H

G
L, t.V

III, c.（00.

（
（（
）　M

. Roquebert, Lʼépopée cathare, t.3, T
oulouse, 1（（0, pp.3（4-3（5.

（
（8
）　
『
ル
イ
聖
王
伝V

ie de Saint Louis

』
の
中
で
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ル
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
（« Bien li fu m

estier 
que il eust en sa joenesce lʼaide de D

ieu, car sa m
ere, qui estoit venue de Espaigne, nʼavoit ne parens ne am

is en 
tout le royaum

e de France. Et pour ce que les barons de France virent le roy enfant et la royne sa m
ere fem

m
e 

estrange firent il du conte de Bouloingne, qui estoit oncle le roy, lour chievetain, et le tenoient aussi com
m

e pour 
signeur »

：éd. J. M
onfrin, Paris, 1（（5, 

§（2.

）、
外
国
人
で
あ
っ
た
た
め
諸
侯
の
間
で
孤
立
無
援
で
あ
っ
た
摂
政
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ

は
、
口
さ
が
な
い
人
々
が
愛
人
関
係
を
噂
し
、
世
間
の
反
感
を
買
う
程
に
教
皇
特
使
ロ
マ
ヌ
ス
を
重
用
し
た
：J. Le Goff, op.cit., 

p.104; G. Sivéry, op.cit., p.3（8; E. Lavisse (éd.), op.cit., pp.10-11.

（
（（
）　« Ludovico Franciae regi notum

 facit, se Rom
anum

 S. A
ngeli diaconum

 card. sedis apostolicae legatum
 in 

Franciam
 m

ittere cum
 libera ac plena potestate quaecum

que de rebus A
lbigensibus secundum

 datam
 ei a D

om
ino 

prudentiam
 agendi. Rogat eum

 et hortatur, ut praefatum
 legatum

 benigne recipiat et ad prosecutionem
 et 

consum
m

ationem
 pacis iuxta discretionem

 et arbitrium
 eiusdem

 legati diligenter intendat. X
II kal. A

pr. (a
o 2

o) » : 
A

. Potthast, Regesta pontficum
 rom

anorum
, t.I, Berlin, 18（4 [R

PR
], n

o 8150.

（
（0
）　« V

erum
, quod m

agis urgebat, anno D
om

ini M
o CC

o X
X

V
III o, quia disposuerant talare vineas civitatis 

T
holose, ab illo proposito recesserunt, et convocatis viribus undecum

que, advenientibus etiam
 prelatis de V

asconia 
archiepiscopis A

uxitano et Burdigalensi, necnon et quibusdam
 episcopis atque baronibus eum

 plebibus suis 
crucesignatis, circa festum

 N
ativitatis Sancti Iohannis versus T

holosam
 dirigunt iter suum

. Et castram
etati sunt in 

loco versus orientem
, qui dicitur Podium

 A
ym

erici, et inchoarunt a parte auperiori vineas dem
oliri. Q

uibus ab illo 
latere dem

olitis, ad locum
 qui dicitur M

ons A
udrani transferunt castra sua, et triplici labore et dam

pno 
adversarios infestabant.　

H
abeant enim

 viros plurim
os qui segetes defalcabant; item

 et alios, qui turribus et m
uris 

fortiarum
 destruendis piccas ferras applicabant; item

 et plures alios qui terendis vineis insistebant

… » ; « Practo 
itaque tale huius negotio, prelati, barones, m

ilites et plebes V
asconie ad propria redierunt [

…] Q
ui quassati m

ultis 
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vexationibus prelibatis, paci consentiunt faciende

… » : Chronique, ch.X
X

X
V

I et X
X

X
V

II.
（
（1
）　P. Belperron, op.cit., p.382; J. Richard, Saint Louis : roi dʼune France féodale, soutien de la T

erre sainte, Paris, 
1（83, pp.（（-（8.

（
（2
）　M

. Roquebert, op.cit., pp.3（0-3（1 et 3（（.

（
（3
）　

ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
一
帯
か
ら
ガ
イ
ヤ
ッ
ク
産
の
ブ
ド
ウ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
輸
出
さ
れ
、
代
わ
り
に
羊
毛
が
輸

入
さ
れ
る
こ
と
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
経
済
の
主
翼
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
：Ph. W

olff, Com
m

erces et m
archands de T

oulouse, 
Paris, 1（54, p.15.

（
（4
）　

こ
の
点
に
関
し
ベ
ル
ペ
ロ
ン
は
、
大
諸
侯
の
反
王
権
同
盟
へ
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
遠
征
に
勢

力
を
割
く
と
は
考
え
に
く
く
、
当
地
に
お
け
る
示
威
行
為
を
ア
ン
ベ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ー
ジ
ュ
ー
に
一
任
し
た
と
考
え
て
い
る
：P. 

Belperron, op.cit., p.38（.

（
（5
）　« Interea venerabilis abbas Grandissilve, dom

inus H
elyas Garini venit de Francia, auctoritate legati pacem

 
offerens T

holosanis [

…] et sum
ptis treugis m

iscentur colloquia circa V
azegiam

, et quod sit eundum
 in Franciam

 
ordinatur. Et locus ad conveniendum

 prim
o fuit M

eldis in Bria civitate com
itis Cam

panie assignatus » : Chronique, 
ch.X

X
X

V
II.

（
（（
）　

バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
で
の
和
平
会
談
は
、
一
二
二
八
年
の
九
月
末
～
一
一
月
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
：J. Richard, op.cit., 

p.（8; M
. Roquebert, op.cit., p.3（（. 

（
（（
）　« 

… quod nos Raim
undus, D

ei gratia dux N
arbonae, com

es T
olosae, m

archio Provinciae, vera devotione 
affectantes ad unitam

 sanctae m
atris Ecclesiae redire et in dom

inio et fidelitate et servitio serenissim
i dom

ini 
nostri regis Franciae et illustris dom

inae reginae consanguineae nostrae, m
atris ejusdem

, fideliter perm
anere, ad 

com
positionem

 cum
 eis faciendam

 et habendam
 et ad ea quae ad pacem

 et com
positionem

 pertinent peragenda et 
ad gratiam

 ipsorum
 consequendam

, m
ittim

us ad sanctissim
um

 partem
 dom

inum
 Rom

anum
, Sancti A

ngeli 
diaconum

 cardinalem
, A

postlicae sedis legatum
, et ad illustrem

 dom
inum

 nostrum
 regem

 Franciae et ad 
serenissim

am
 dom

inam
 reginam

, venerabilem
 et dilectum

 patrem
 H

. abbatem
 Grandissilvae, latorem

 praesentium
, 
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latorem

 praesentium
, qui pro ipsa pace diutius laboravit, quem

 super his constituim
us procuratorem

, firm
iter 

prom
ittentes, habito super hoc pleno consilio nostorum

 barorum
 et specialiter consulum

 T
holosanorum

, quod 
quidquid super his confectum

 fuerit ab eodem
 et cum

 eodem
 in praesentia et de consilio et assensu dilectissim

i 
consanguinei nostri T

heobaldi, Cam
paniae et Briae com

itis palatini, ratum
 habebim

us atque firm
um

. [

…] D
atum

 
T

holosae, IV
o idus decem

bris, anno dom
inicae Incarnationis M

o CC
o X

X
o V

III o  » : H
G

L, t.V
III, cc.8（8-8（（.

（
（8
）　« A

ffueruntque, tam
 iussi quam

 spontanei, archiepiscopus eiusque suffraganei provincie N
arbonensis, 

veneruntque illuc com
es T

holosanus et alii viri et cives T
holose, qui in form

a pacis seu aliis instrum
entis inde 

form
atis nom

inantur. Etque ibi legatus pluresque alii prelati, qui fuerant evocati. U
bi tractando pacis m

odum
 

diebus plurim
is est m

oratum
. D

einde profecti sunt Parisius, ut in presentia regis deberent om
nia consum

ari » : 
Chronique, ch.X

X
X

V
II.

（
（（
）　« Raim

undus, D
ei gratia N

arbonensis dux, com
es T

holosae et m
archio Provinciae, universis praesentes litteras 

inspecturis. N
overit universitas vestra, quod nos in pacem

, sicut inferius continetur, tractatam
 per H

. abbatem
 

Grandissilvae, Cisterciensis ordinis, quem
 ad hoc faciendum

 procuratorem
 juram

ento corporaliter praestito 
constitutim

us, firm
iter consentim

us, quae talis est. [

…] A
ctum

 anno ab Incarnatione D
om

ini M
o CC

o X
X

o V
III o, 

m
ense januario »

：H
GL, t.V

III, cc.8（（-883.

（
80
）　

実
際
に
は
、
こ
う
し
た
和
平
の
提
案
は
バ
ジ
エ
ー
ジ
ュ
で
初
め
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
サ
ン
ス
（
一
二
二
七
年
ク
リ
ス
マ

ス
）
と
サ
ン
リ
ス
（
一
二
二
八
年
二
月
二
日
）
の
公
会
議
の
場
で
、
既
に
試
み
ら
れ
て
い
る
：J. Le Goff, op.cit., p.10（; J. Richard, 

op.cit., p.（8.

（
81
）　H

G
L, t.V

III, cc.8（（-883.

な
お
、
項
目
分
け
に
つ
い
て
は
ロ
ク
ベ
ー
ル
に
従
っ
た
：M

. Roquebert, op.cit., pp.3（0-400.

（
82
）　« T
otum

 episcopatum
 T

holosae, excepta terra M
arescalli, quae rem

anebit ex parte dom
ini regis Franciae, 

dim
ittet idem

 dom
inus rex nobis tali m

odo et tali conditione, quod nos ad praesens tradem
us dom

ino regi filiam
 

nostram
 m

aritandam
 uni de fratribus suis, si Ecclesia dispensaverit et nos a dom

ino legato fuerim
us absoluti 

usque ad Pascha proxim
o futurum

, ita quod filia nostra habebit totum
 episcopatum

 T
holosae post m

ortem
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nostram
, sive habuerim

us alios filios sive non. Si autem
 filia nostra m

oreretur antequam
 nos et filios vel filias 

haberet frater dom
ini regis ex ea, habebunt totum

 ipsum
 episcopatum

, sive habuerim
us filios vel filias sive non, 

post m
ortem

 nostram
. Item

 si filia nostra m
oreretur et non haberem

us filios vel filias de legitim
o m

atrim
onio 

procreatos, nhilom
inus T

holosa cum
 toto episcopatu T

holosano reverteretur ad dom
inum

 regem
 vel fratrem

 ejus, 
si dom

inus rex voluerit, post m
ortem

 nostram
. Si autem

 decesserim
us sine filiis de legitim

o m
atrim

onio procreatis, 
etiam

 alia terra rem
anebit filiae nostrae praedictae. Si autem

 filia nostra praedicta m
oreretur antequam

 nos sine 
liberis, et alios haberem

us filios de legitim
o m

atrim
onio procreatos, ad eos episcopatus T

holosanus devolveretur. 
Ita tam

en quod in om
nibus casibus supradictis ut verus dom

inus habeam
us plenum

 jus et liberum
 dom

inum
 

utendi et fruendi et in m
orte pias elem

osinas faciendi secundum
 usus et consuetudines aliorum

 baronum
 regni 

Franciae. »

（
83
）　« Item

 nobis dim
ittet dom

inus rex episcopatus A
gennensem

 et Ruthenensem
 ; de episcopatu A

lbiensi 
dim

ittet nobis dom
inus rex partem

 illam
 quae est ultra fluvium

 T
art, et civitas A

ibiensis rem
anebit dom

ino regi et 
quidquid est citra istud flum

en versus Carcassonam
. »

（
84
）　« Episcopatum

 Caturcensem
 dim

ittet nobis, excepta civitate Caturcensi et feodis et aliis quae habuit in eodem
 

episcopatu rex Philippus, avus istius regis, tem
pore m

ortis suae, ita tam
en quod super hoc stabim

us nos et etiam
 

dom
inus rex haut et bas voluntati dom

ini legati et com
itum

 Cam
paniae et M

archiae. Q
uod si ipsi tres 

discordarent, valebit quod factum
 fuerit a dom

ino legato cum
 altero eorum

. »

（
85
）　« D

e villa Sancti A
ntonini rogabit dom

inus rex bona fide hom
ines illius villae quod revertantur ad dom

inium
 

nostrum
 ; alioquin et dom

inus rex nos stabim
us voluntati dom

ini legati et com
itum

 supradictorum
 m

odo praedicto. 
Supradicta om

nia nobis dim
ittet dom

inus rex, salvo jure ecclesiarum
. D

e donationibus factis in terra et juribus 
aliorum

, loquentur dom
inus legatus et com

es Cam
paniae ac nuntii dom

ini regis nobiscum
 in prim

o colloquio quod 
habebunt. »

（
8（
）　« D

e om
nibus supradictis, quae rem

anebunt nobis, faciem
us dom

ino regi hom
agium

 ligium
 et fidelitatem

, 
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secundum

 consuetudinem
 baronum

 regni Franciae. »

（
8（
）　« T

otam
 aliam

 terram
, quae est citra Rhodanum

 in regno Franciae, et om
nes jus quod nobis com

petit vel 
com

petere posset in ea, praecise et absolute quittabim
us dom

ino regi et haeredibus ejus in perpetuum
. »

（
88
）　« T

erram
 autem

 quae est in Im
perio ultra Rhodanum

, et om
ne jus quod nobis com

petit vel com
petere posset 

in ea, praecise et absolute quittabim
us dom

ino legato, nom
ine Ecclesiae, in perpetuum

. »

（
8（
）　« Item

 om
nes illi qui nati sunt de trra illa et faiditi fuerunt pro Ecclesia et dom

ino rege Franciae et com
itibus 

M
ontisfortis et adhaerentibus eis, vel propria voluntate recesserunt ab eadem

 terra, nisi sint haeretici, integre 
restituantur in statum

 pristinum
, quoad haereditates, in terra quae rem

anebit nobis. »

（
（0
）　« Si vero aliqui hom

inum
 qui rem

anebunt in terra, quae dim
ittetur nobis, noluerint redire ad m

andatum
 

Ecclesiae et dom
ini regis, nos faciem

us eis vivam
 guerram

 nec cum
 ipsis pacem

 faciem
us sine assensu Ecclesiae et 

dom
ini regis. »

（
（1
）　« N

os securitatem
 praestabim

us Ecclesiae et dom
ino regi pro pace servanda : in prim

is jurabim
us quod bona 

fide sine fraude et m
alo ingenio observabim

us om
nia supradicta et faciem

us bona fide ab hom
inibus et vassalis et 

fidelibus nostris firm
iter observari. »

（
（2
）　« Faciem

us etiam
 jurare illud idem

 om
nes cives T

holosanos et alios hom
ines terrae nostrae, quae rem

anebit 
nobis, et quod dabunt operem

 effi
cacem

 quod nos servem
us ea, ita videlicet quod si venirem

us contra pacem
 

istam
, ipso facto sint absoluti a fidelitate et hom

agio et om
i alia obligatione, quibus ipsi tenentur nobis, et 

adhaerebunt E
cclesiae et dom

ino regi contra nos, nisi infra X
L dies postquam

 fuerim
us m

oniti, hoc 
em

endaverim
us vel juri steterim

us coram
 Ecclesia de his quae ad Ecclesiam

 pertinent, et coram
 dom

ino rege de 
his quae pertinent ad dom

inum
 regem

. Et haec terra ipsa incidet in com
m

issum
 dom

ini regis, et erim
us in eo 

statu in quo nunc sum
us, quoad excom

m
unicationem

 et om
nia alia quae fuerunt statuta contra nos et patrem

 
nostrum

 in concilio generali vel postea. R
enovabuntur autem

 juram
enta praedicta de quinquennio in 

quinquennium
 ad m

andatum
 dom

ini regis. »
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（
（3
）　

レ
モ
ン
七
世
自
身
は
、
一
二
二
七
年
の
四
旬
節
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
で
行
わ
れ
た
公
会
議
の
決
議
に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
て
い
る
：P. 

Belperron, op.cit., pp.383-384.
（
（4
）　« Item

 dabim
us pro securitate Ecclesiae et dom

ini regis in m
anibus ipsius regis, caput Castrinovi, caput castri 

V
auri, castrum

 de M
ontecucco, Pennam

 de A
ibigensi, Pennam

 de A
gennensi, Rupem

-Percuii, castrum
 de Cordua, 

castrum
 de V

erdun, castrum
 de V

illem
uro, et usque ad decennium

 tenebit dom
inus rec ea, ita quod prim

is 
quinque annis solvem

us pro expensis custodum
 quolibet anno M

 et D
 libras T

uronenses. Si autem
 dom

inus res 
voluerit caput Castrinovi diruere, caput V

auri, V
illem

uri et V
erduni, poterit hoc facere et propter hoc non 

dim
inuetur sum

m
a praedicta M

 et D
 librar. T

uronens. In aliis quinque annis, si dom
inus rex voluerit tenere, 

propriis expensis faciet custodiri ; redditus et proventus castrorum
 erunt nostri. »

（
（5
）　« D

iruantur m
uri et im

pleantur fossata istorum
 castrorum

 et villarum
, scilicet de Fanojovis, de Castronovo, de 

la Becede, de A
vinioneto, de Podio Laurentii, de Sancto Paulo, de V

auro, de Rabastenchis, de Gaillac, de 
M

onteacuto, de Podiocelsi, de V
erduno, de Castrosarraceni, de M

oissac, de M
ontealbano, de M

ontecucco, de 
A

genno, de Condom
o, de Saverduno, de A

ltaripa, de Cassenolio, de Pugeolio, de A
ltovillari, de villa Perucii, de 

Lauraco, et quinque alia ad voluntatem
 dom

ini legati, et non poterunt reaedificari sine voluntate dom
ini regis, nec 

alibi fient novae forteritiae. V
illas tam

en non inforciatas bene facere poterim
us in terra quae rem

anebit nobis, si 
voluerim

us. Si vero alique villarum
 vel castrorum

, quae debent dirui, ut dictum
 est, essent hom

inum
 nostorum

 et 
nollent quod diruerentur, faciem

us eis vivam
 guerram

, nec pacem
 vel treugas sine assensu Ecclesiae vel dom

ini 
regis cum

 eis faciem
us, donec diruantur et im

pleantur fossata. »

（
（（
）　« Si autem

 Ecclesia non dispensaverit, ut dictum
 est, et non fuerim

us absoluti a dom
ino legato, non tenebitur 

dom
inus rex servare pacem

 istam
, et si per dom

inum
 regem

 steterit quom
inus serventur supradicta, non 

tenebim
ur servare pacem

 istam
. »

（
（（
）　M

. Roquebert, op.cit., pp.3（5-385.

（
（8
）　

前
掲
註（
（5
）参
照
。
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（
（（
）　P. Bonnassie et G. Pradalié, op.cit., p.（.

（
100
）　J. H

. M
undy, op.cit., p.304, n.（（.

（
101
）　

一
二
二
七
年
一
二
月
五
日
付
の
教
勅
（R

PR
, n

o 80（3.

）
に
お
い
て
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
が
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
の
大
市
に

お
け
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
商
人
の
取
引
を
禁
じ
た
た
め
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
輸
出
は
壊
滅
状
態
と
な
り
、
都
市
貴
族
を
は
じ
め
と
す
る

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
経
済
的
に
大
打
撃
を
受
け
た
。

（
102
）　H

G
L, t.V

III, c.1855, n
o D

CCLX
X

V
I.

（
103
）　

前
掲
註（
（（
）参
照
。

（
104
）　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
、
摂
政
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ
ー
四
世
の
三
者
は
、

複
雑
な
縁
戚
関
係
に
あ
る
。
レ
モ
ン
七
世
は
、
父
方
の
祖
母
コ
ン
ス
タ
ン
ス
が
ル
イ
七
世
の
姉
妹
で
あ
り
、
ル
イ
八
世
と
縁
戚
関
係
に
立

つ
の
と
同
時
に
、
母
親
で
あ
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ン
グ
ル
テ
ー
ル
と
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
母
ア
リ
エ
ノ
ー
ル
が
姉
妹
で
あ
り
、
共
に
ア
リ
エ
ノ
ー

ル
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
の
娘
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
は
従
姉
弟
同
士
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
テ
ィ
ボ
ー
四
世
の
祖
母
マ
リ
ー
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

も
、
ア
リ
エ
ノ
ー
ル
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
の
娘
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
レ
モ
ン
七
世
の
妻
サ
ン
シ
ュ
・
ダ
ラ
ゴ
ン
は
、
テ
ィ
ボ
ー
四
世
の
母

ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
の
従
姉
妹
で
あ
っ
た
：J. Richard, op.cit., p.（8; Z. O

ldenbourg, op.cit., p.24（.

（
105
）　P. Belperron, op.cit., p.383.　

同
時
に
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ
ー
四
世
は
、
摂
政
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ

に
懸
想
し
て
い
る
と
も
噂
さ
れ
、
王
権
へ
の
忠
誠
と
独
立
の
気
概
の
間
で
揺
れ
動
く
大
諸
侯
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
：J. Le Goff, op.cit., 

p.104; Z. O
ldenbourg, op.cit., pp.24（-248; E. Lavisse (éd.), op.cit., pp.10-11.

　

例
え
ば
、
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ル
の
『
ル
イ
聖
王
伝
』
に
は
、
一
二
二
七
年
三
月
の
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
条
約
締
結
に
際
し
て
、
並
み
居
る
大

諸
侯
の
う
ち
テ
ィ
ボ
ー
四
世
の
み
が
、
騎
士
三
百
名
を
率
い
て
ル
イ
九
世
と
摂
政
母
后
に
加
勢
し
、
王
権
を
勝
利
に
導
い
た
旨
の
記
述

（« Lʼaide que D
ieu li fist fu tele que le conte T

ybaut de Cham
paigne, qui puis fu roy de N

avarre, vint servir le roy 
a tout .III C. chevaliers, et par lʼaide que le conte fist au roy couvint venir le conte de Bretaigne a la m

erci le roy » : 
éd. cit., 

§（5.

）
が
あ
る
。

（
10（
）　

前
掲
註（
（8
）参
照
。

（
10（
）　

ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
代
官
ギ
ー
・
ド
・
カ
ヴ
ァ
イ
ヨ
ン
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
総
代
官
の
息
子
ユ
ー
グ
・
ダ
ル
フ
ァ
ロ
、
伯
徴
税
官
の
息
子
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ユ
ー
グ
・
デ
ジ
ャ
ン
、
伯
諮
問
会
議
の
名
士
で
あ
り
、
執
政
官
を
輩
出
す
る
旧
家
に
属
す
る
執
政
官
歴
任
者
た
ち
（
レ
モ
ン
・
ド
・
カ
ス

テ
ル
ノ
ー
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
、
ユ
ー
グ
・
ド
・
ル
エ
、
ア
ル
ノ
ー
・
デ
カ
ル
カ
ン
、
ア
ル
ノ
ー
・
バ
ロ
ー
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・

ド
・
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ク
ッ
サ 

等
）、
コ
マ
ン
ジ
ュ
伯
：M

. Roquebert, op.cit., p.414.
　

こ
れ
ら
の
人
物
は
、
後
の
パ
リ
和
約
締
結
の
際
、
和
約
履
行
の
担
保
と
し
て
レ
モ
ン
七
世
に
よ
っ
て
人
質
に
供
さ
れ
た
面
々
で
あ
る
：

後
掲
註（
1（（
）参
照
。

（
108
）　

前
掲
註（
82
）～（
84
）参
照
。

（
10（
）　« Item

 petit quod habeat litteras dom
ini pape patentes de abjudicatione com

itatus T
holose cum

 om
nibus 

pertinentiis suis, ab utroque Raim
undo, scilicet patre et filio et eorum

 heredibus in perpetuum
, et totius terre de 

qua dictus Raim
undus pater et Raim

undus filius fuerunt tenentes, que est in regno dom
ini Regis, et totius 

vicecom
itatus Biterrensis et Carcassonensis cum

 om
nibus pertinentiis in regno dom

ini Regis, et om
nium

 terrarum
 

in eodem
 regno existentium

 eorum
, qui guerraverunt aperte cum

 eis vel pro eis, et sim
iliter om

nium
 eorum

 qui 
huic negotio se opponunt vel de cetero opponent, vel guerram

 faciunt seu de cetero facient, et per predictos 
archiepiscopos fiat dicte abjudicationis denunciatio » : H

G
L, t.V

III, c.（（3.

　

モ
リ
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
八
世
に
よ
る
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
利
益
が
上
が
る
か
も
不
明
確
で
、
下
手
を
す
れ
ば
長
期
化
し
て
王
国

全
体
を
危
機
に
陥
ら
せ
る
危
険
性
の
あ
る
遠
征
を
決
意
す
る
に
は
、
む
し
ろ
控
え
目
な
も
の
で
あ
り
、
ル
イ
八
世
に
と
っ
て
は
、
教
皇

の
呼
び
か
け
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
皇
の
政
治
力
が
再
び
台
頭
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
保
険
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、

教
皇
の
側
は
一
二
二
五
年
以
前
の
段
階
で
、
真
面
目
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
与
え
よ
う
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
比
肩
す
る
勢
力
を
誇
り
、
好
戦
的
に
し
て
高
圧
的
、
か
つ
裕
福
で
あ
り
、
教
皇
首
位
権
の
障
碍
と
な
り
得
る
ル
イ
八

世
よ
り
は
、
そ
の
信
仰
は
疑
わ
し
く
と
も
教
皇
に
幾
分
敬
意
を
払
い
、
往
時
の
勢
力
も
衰
え
つ
つ
あ
る
レ
モ
ン
七
世
と
の
和
解
に
持
ち

込
ん
だ
方
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
は
得
策
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
：ibid., t.V

I, p.5（8, n.2.

（
110
）　« Si hec om

nia supradicta facta fuerint [et] dom
ino Regi assecurata et confirm

ata, dom
inus Rex ibit in propria 

persona in A
lbigesio et in predicto negotio bona fide laborabit bona fide, ipse vel heredes sui a Rom

ana curia non 
capientur ad occasionem

 ex tunc in antea m
oram

 faciendi vel rem
anendi in terra illa vel denuo revertendi, nisi ad 
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voluntatem

 suam
 »

：ibid., t.V
III, c.（（4.

（
111
）　« Ludovicus, D

ei gratia Francorum
 rex, dilectis et fidelibus suis consulibus et universitati civitatis et suburbii 

N
arbonae, salutem

 et dilectionem
. [

…] N
os autem

, com
m

uni baronum
 nostrorum

 consilio, ire proposuim
us contra 

haereticos A
lbigenses, et si D

eus annuerit, totam
 terram

 A
lbigensem

 ad opus nostrum
 acquiere et viriliter 

im
pugnare, et post tres septim

as Paschae instantis illuc iter arripere festinanter. [

…] A
ctum

 Parisius, anno D
om

ini 
M

CCX
X

III, m
ense februario » : ibid., c.（（0.

（
112
）　M

. Roquebert, op.cit., p.3（（.

（
113
）　

前
掲
註（
（（
）参
照
。

（
114
）　M

. Roquebert, op.cit., p.385.


