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思
想
史
に
お
け
る
所
有
概
念
の
政
治
的
・
哲
学
的
蓋
然
性

　
　
　
　

―
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
―

青　

木　

裕ひ
ろ　

子　

（
武
蔵
野
大
学
政
治
経
済
学
部
准
教
授
）　

　
　

は
じ
め
に

　

１　

本
稿
の
目
的
と
「
所
有
」
の
意
味
と
意
義

　

本
稿
の
目
的
は
、
所
有
（property

）
概
念
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
近
代
十
八
世
紀
ま
で
の
西
洋
の
思
想
史
の
中
で

4

4

4

4

4

4

ど
の
よ

う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
、
ま
た
、
所
有
権
を
自
然
権
と
し
、
そ
の
保
全
を
中
心
に
国
家
の
役
割
を
論
じ
る
こ
と
が
、
ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

）
後
の
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
考
察
に
よ
り
、
今
日
で
は
当
然
の
よ
う
に
人
権
の
一
つ
に
含
め
ら
れ
て
い
る
所
有
権
の
普
遍
性
、
そ
し
て
、
人
権
そ
の
も
の
の

普
遍
性
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
ま
ず
本
論
に
入
る
前
に
、
所
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有
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
確
認
し
、
そ
の
後
本
論
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
古
代

ロ
ー
マ
の
キ
ケ
ロ
、
近
代
の
ロ
ッ
ク
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
所
有
に
対
す
る
考
え
方
を
検
討
し
、
最
後
に
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
フ

ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
お
け
る
所
有
権
の
取
り
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

今
日
に
お
い
て
所
有
（property

）
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
は
「
所
有
」
全
般
を
、
そ
し
て
よ
り
限
定
的
に
は
「
所
有
権
」

や
そ
の
対
象
物
の
「
所
有
物
」、「
財
産
」、「
財
」、「
資
産
」
な
ど
を
表
す
。
さ
ら
に
「
私
的
所
有
あ
る
い
は
私
有
財
産
（private 

property

）」と
い
う
概
念
も
あ
る
。
あ
る
人
が
所
有
物
に
対
し
て
権
利
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、そ
の
人
の
持
ち
物
に
つ
い
て
は
、

そ
の
人
が
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
そ
の
人
以
外
の
も
の
が
、
そ
の
人
の

意
に
反
し
て
奪
っ
た
り
処
分
し
た
り
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
持
ち
物
に
つ
い
て
自
由
に
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
財
産
を
享
受
し
自
由
に
用
い
る
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
悪
用
し
た
り
濫
用
し
た
り
す
る
権
利
も
含
ん

で
い
る
。
ま
た
、
あ
る
物
が
あ
る
人
の
物
で
あ
る
こ
と
を
自
他
共
に
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
直
接
関

係
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
所
有
権
は
「
個
人
の
自
由
」
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
所
有
」
と
い
う

概
念
は
、
最
も
基
本
的
な
部
分
で
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る

（
1
（

。

　

人
類
は
い
つ
か
ら
所
有
を
意
識
し
、
問
題
に
し
始
め
た
の
か
。
ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
（A

dam
 Ferguson, 1723-1816

）

は
人
類
の
社
会
が
未
開
か
ら
文
明
へ
と
進
む
過
程
を
説
明
す
る
中
で
、
最
も
未
開
な
部
族
社
会
に
お
い
て
も
、
人
間
が
道
具
、
武

器
、
住
居
、
そ
し
て
人
間
（
家
族
や
奴
隷
）
な
ど
に
つ
い
て
、
自
分
の
も
の
に
対
す
る
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
よ
う
に
人
間
の
社
会
的
本
性
を
所
与
と
し
て
論
じ
れ
ば
、
人
間
が
常
に
社
会
と
共
に
存
在
し
て
き
た
こ
と
、
原

初
か
ら
所
有
し
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
有
史
以
前
か
ら
人
間
の
存
在
と
共
に
所
有
の
シ
ス
テ
ム

は
存
在
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
所
有
に
今
日
想
定
さ
れ
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て
い
る
よ
う
な
公
式
の
地
位
を
与
え
た
の
は
誰
な
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、
明
確
な
答
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
人
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
に
よ
り
、
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
侵
害
者
が
自
ら
の
侵
害
行
為
を
正
当
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
は
、
所
有
権
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
貢
献
は
経
済
学
史
家
や
思
想
史
家
た
ち
に
看

過
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（
2
（

。
ガ
ー
ズ
ニ
ー
も
、
所
有
権
が
確
立
す
る
上
で
、
共
和
政
ロ
ー
マ
か
ら
東
ロ
ー
マ
帝
国
下
の
ロ
ー

マ
人
が
果
た
し
た
偉
大
な
役
割
は
無
視
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る

（
3
（

。
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
や
ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
つ
ま
り
、
思
想
史
の
中

の
所
有
論
が
近
代
以
降
に
偏
っ
て
ロ
ッ
ク
や
マ
ル
ク
ス
（K

arl H
einrich M

arx, 1818-83

）
の
意
義
を
説
く
あ
ま
り
、
ロ
ー
マ

と
い
う
所
有
概
念
に
と
っ
て
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
過
ご
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
改
め
て
ロ
ー
マ
が
所
有
概
念
の
発
展
に

果
た
し
た
役
割
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
に
お
い
て
法
的
表
現
が
与
え
ら
れ
た
所
有
の
制
度
は
、
特
に
近
代
以
降
は
、
最
も
重
要
な
制
度
の
一
つ
と
な
り
今
日
に

い
た
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
軋
轢
を
生
み
出
し
て
き
た
制
度
は
な
い
。
つ
ま
り
所

有
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
個
人
の
満
足
・
経
済
発
展
・
政
治
抗
争
・
国
際
政
治
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
人
間
と
社
会
を

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
動
か
し
続
け
て
い
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

２　
「
所
有
」
概
念
の
変
遷
―
古
代
か
ら
中
世
、
そ
し
て
近
代
へ

　

所
有
概
念
は
、
他
の
多
く
の
概
念
と
同
様
に
、
歴
史
の
中
で
複
雑
に
な
っ
て
き
た
。
所
有
は
ま
ず
法
律
の
上
で
、
土
地
所
有
を

め
ぐ
っ
て
問
題
に
な
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
所
有
と
は
何
よ
り
「
土
地
の
所
有
」
の
こ
と
だ
っ
た
。
土
地

所
有
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ポ
リ
ス
市
民
と
ロ
ー
マ
市
民
の
政
治
・
軍
事
的
な
権
利
基
盤
に
直
接
関
係
す
る
た
め
非
常
に
重
要
だ
っ

た
。
初
期
ロ
ー
マ
で
は
「
所
有
」（dom

inium

）
と
「
占
有
」（possesio

）
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
所
有
権
を
主
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張
で
き
る
の
は
所
有
地
の
み
で
、
占
有
地
は
そ
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
が
農
業
共
同
体
か
ら
世
界
的
商
業

帝
国
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
中
で
、
所
有
概
念
は
次
第
に
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
。
十
二
表
法
（
紀
元
前
四
五
一
―
四
五
〇
年
）

か
ら
プ
ブ
リ
キ
ア
ー
ナ
の
訴
え
（actio Publiciana

）、
そ
し
て
六
世
紀
の
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』（
東
ロ
ー
マ
帝
国
皇

帝
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
（Justinianus Ⅰ

, 483-565

）
の
命
に
よ
り
、
法
律
家
た
ち
が
ロ
ー
マ
法
を
統
合
し
て
書
き
直
し
た

『
ロ
ー
マ
法
大
全
（Corpus Iuris Civilis

）』
の
通
称
。）
に
い
た
る
間
、
所
有
は
、「
使
用
（usus

）」、「
占
有
（possesio

）」、

「
事
実
支
配
（habere
）」、「
所
有
権
（dom

inium

）」
の
変
化
を
経
て
、「
占
有
」
と
「
所
有
」
が
接
近
し
、
同
一
化
さ
れ
、
そ

し
て
再
び
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
4
（

。

　

中
世
か
ら
近
代
へ
と
時
代
が
移
り
変
わ
る
中
、
所
有
概
念
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
の
所
有
論
研
究
で

著
名
な
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
タ
リ
ー
の
主
な
論
点
を
要
約
し
た
生
越
を
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
こ
で
タ
リ
ー
の
見
解
を
見
て
い
く
こ

と
と
す
る

（
5
（

。
タ
リ
ー
は
所
有
権
を
ま
ず
二
種
類
に
分
類
し
た
。
一
種
類
目
は
、｢

対
物
権
（right to a thing; jus adem

）｣

＝

何
ら
か
の
方
法
で
自
分
に
属
す
べ
き
物
を
請
求
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
二
種
類
目
は
、「
物
権
（right in a thing; jus in re

）」

＝
現
実
に
占
有
し
て
い
る
も
の
に
対
す
る
排
他
的
権
利
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
タ
リ
ー
は
近
代
所
有
概
念
の
発
展
を

概
観
す
る
。
十
三
世
紀
に
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（T

hom
as A

quinas, 1225?-1274

）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
も

と
づ
き
個
人
の
私
的
所
有
を
制
限
す
る
た
め
に
、｢

個
人
の
排
他
的
な
所
有
権｣

を
意
味
す
る｢

私
有
権
（proprietas

）｣

を
用

い
、「
万
人
共
有
の
使
用
権
」
を
意
味
す
る｢

占
有
権｣

お
よ
び
「
使
用
支
配
権
（dom

inium
 utile

）」
と
対
比
さ
せ
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
の
私
的
所
有
の
増
大
に
よ
り
、
所
有
概
念
に
も
変
化
が
生
じ
た
。
十
七
世
紀
初
頭
に
、
所
有
の
決
定
的
な
概
念
転
換

を
行
っ
た
の
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo Grotius, 1583-1645

）
だ
っ
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、所
有
を
意
味
す
る
「dom

inium

」

と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
は
共
有
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は｢

他
の
誰
か
の
同
等
の
所
有
を
絶
対
的
に
排
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除
す
る
」
と
い
う
、
特
定
種
類
の
専
有
（proprium

）
を
意
味
す
る
言
葉
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
影
響
は

大
き
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
「dom

inium

」
と
「proprietas

」
と
い
う
言
葉
は
相
互
互
換
的
に
な
り
、

ど
ち
ら
も「
排
他
的
権
利
」、つ
ま
り「
物
権（right in a thing; jus in re

）」を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
所
有
概
念
は
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（Sam

uel von Pufendorf, 1632-1694

）
に
も
受
け
継
が
れ
、
彼
は
「dom

inium

とproprietas

は
全

く
同
じ
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
う
し
て
近
代
的
な
所
有
概
念
の
二
つ
の
特
徴
―
―
す
な
わ
ち
、
①
所
有
と
は
物
本
体
に
対
す
る
権

利
で
あ
る
こ
と
、
②
所
有
と
は
特
定
個
人
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
―
―
が
、
十
七
世
紀
に
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
こ
の
二

つ
の
特
徴
に
も
と
づ
い
て
所
有
は
論
じ
ら
れ
て
い
く

（
6
（

。

　

こ
こ
ま
で
、
所
有
と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
近
代
ま
で
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
の
変
化
の
過
程
で
、

思
想
家
た
ち
が
所
有
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
き
た
か
検
討
し
て
い
く
。

　
　

一　

古
代
ギ
リ
シ
ア
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
有
論

　

１　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
私
的
所
有
の
肯
定

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
ポ
リ
ス
市
民
の
私
的
所
有
制
度
は
、
奴
隷
制
度
に
も
ま
し
て
堅
固
に
確
立
さ
れ
て
い
た
。
古
代
ギ

リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
所
有
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
土
地
所
有
の
こ
と
を
指
し
た
。
土
地
所
有
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
何
よ
り
ポ
リ

ス
市
民
の
市
民
と
し
て
の
資
格
と
自
由
と
自
律
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
（B.C.427-B.

C.347

）
は
こ
の
私
的
所
有
に
疑
問
符
を
つ
け
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
衆
愚
政
治
に
陥
り
政
治
的
混
沌
が
訪
れ
た
祖
国
ア
テ
ネ
を
嘆

き
、
理
想
の
ポ
リ
ス
像
を
描
く
た
め
に
『
国
家
（Politeia

）』
を
執
筆
し
た
（
7
（

が
、
そ
の
中
で
、
ポ
リ
ス
の
守
護
者
（guardian

）
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た
ち
に
は
私
的
所
有
と
私
的
生
活
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
統
治
階
級
が
公
益
よ
り
も
私
益
に
関
心
を
払
う
よ
う

に
な
れ
ば
、
ポ
リ
ス
は
崩
壊
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る

（
8
（

。

　

プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（B.C.384-B.C.322

）は
、『
政
治
学（Politika

）』第
二
巻
で
、「
共
通
の
見
解（com

m
unis 

opinio
）」
を
も
と
に
、
共
有
財
産
を
否
定
し
、
多
様
な
人
々
か
ら
な
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
私
有
財
産
の
方
が
望
ま
し
い
と
考

え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
と
同
様
に
、
私
益
の
追
求
に
懐
疑
的
で
、
特
に
蓄
財
を
目
的
と
し
た
利
益
の
追
求
は
否
定

し
た
。
し
か
し
、
私
的
所
有
は
次
の
理
由
か
ら
望
ま
し
い
と
主
張
し
た
。

最
大
の
人
数
の
人
に
共
通
な
も
の
は
、
最
小
の
配
慮
し
か
得
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
び
と
は
私
的
な
も
の
は
、
こ
れ
を
も

っ
と
も
気
遣
う
け
れ
ど
も
、
公
共
の
も
の
は
、
こ
れ
を
顧
み
る
こ
と
が
少
な
い
か
、
各
人
に
割
当
て
ら
れ
た
分
し
か
関
心
を

も
た
な
い
か
ら
で
あ
る

（
9
（

。

財
産
の
配
慮
・
責
任
が
人
々
の
間
に
配
分
さ
れ
る
な
ら
、
彼
ら
は
互
い
に
文
句
を
つ
け
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
か
え

っ
て
各
人
が
自
分
の
も
の
に
打
ち
込
む
か
ら
、
い
っ
そ
う
大
き
い
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
効
率
性
と
個
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
観
点
か
ら
、
共
有
よ
り
も
私
有
の
方
が
望

ま
し
い
と
考
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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２　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
私
的
所
有
へ
の
懸
念

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
財
産
の
私
有
化
が
過
度
の
欲
望
を
か
き
立
て
、
社
会
を
奪
い
合
い
の
場
に
し
、
深
刻
な
貧
富
の
差
を
生
み

出
し
て
し
ま
う
懸
念
は
拭
え
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
懸
念
は
、
私
的
所
有
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
必
需
品
の
獲
得

を
超
え
た
経
済
活
動
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
的
な
財
産
の
取
得
（
狩
猟
、
牧
畜
、
農
耕
）
と
、

人
為
的
な
財
産
の
取
得
（
交
換
）
と
を
区
別
し
た
上
で
、
特
に
交
換
を
警
戒
し
た

（
（（
（

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
道
徳
的
価
値
基
準
と

し
て
自
然
的
か
、
自
然
的
で
な
い
（
人
為
的
）
か
の
区
別
を
重
視
し
た
。

　

私
的
領
域
の
活
動
は
、
元
々
は
生
活
必
需
品
の
生
産
に
限
定
さ
れ
、
商
品
の
売
買
や
交
換
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
家

族
は
基
礎
的
な
生
産
単
位
だ
っ
た
が
、
生
産
は
私
用
の
た
め
に
行
わ
れ
、
剰
余
物
は
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
交
換

は
、
元
々
は
単
純
な
物
々
交
換
が
村
落
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
人
々
は
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
必
需
品
を
、

本
質
的
に
「
経
済
的
」
と
は
ほ
ぼ
み
な
さ
れ
な
い
宗
教
的
・
血
縁
的
諸
制
度
を
通
し
て
生
産
し
た
。

　

し
か
し
、
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
、
遠
隔
地
間
の
物
々
交
換
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
富
の
蓄
積
が
可
能
に
な
る
と
、
大
き
な

問
題
が
発
生
し
た
。す
な
わ
ち
、交
換
の
最
大
の
目
的
が
、必
要
物
の
充
足
か
ら
貨
幣
の
獲
得
と
蓄
財
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
食
料
を
供
給
す
る
こ
と
は
自
然
の
仕
事
で
あ
る
」
が
、
富
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

人
々
は
家
族
の
必
要
物
の
獲
得
と
い
う
自
然
な
営
み
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
富
の
追
求
は
、
あ
ら
ゆ
る
徳
を
従
属
さ
せ
る
ほ
ど

強
い
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
人
間
活
動
の
道
徳
的
可
能
性
を
歪
め
て
し
ま
う
。
商
業
と
交
易
に
よ
っ
て
、
富
の
獲
得
と
い
う
目

的
が
生
活
を
維
持
す
る
と
い
う
道
徳
的
目
的
と
分
離
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
個
人
的
な
蓄
積
や
私
的
利
害

は
ポ
リ
ス
を
腐
敗
さ
せ
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　

商
業
と
交
易
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
懐
疑
は
、
蓄
積
さ
れ
る
貨
幣
の
量
に
は
本
来
的
な
限
界
が
な
い
と
い
う
懸
念
に
も
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と
づ
い
て
い
た
。
貨
幣
は
交
換
手
段
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
獲
得
し
蓄
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
交
換
に
よ
る
財
の
取
得
は
す
べ
て
、「
他
の
人
間
を
犠
牲
に
し
て
」
営
ま
れ
る
と
い
う
不
自
然
な
も
の
に
な
る
。

貨
幣
は
富
の
正
当
な
分
配
を
不
可
能
に
し
、
人
々
を
私
的
欲
望
が
命
じ
る
ま
ま
に
動
か
す
。
貨
幣
は
道
徳
的
に
危
険
で
あ
り
、
交

換
以
外
の
活
動
領
域
を
巻
き
込
み
、
服
従
さ
せ
る
。
こ
の
懸
念
に
よ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
高
利
貸
し
と
利
潤
に
対
す
る
有
名

な
批
判
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
利
貸
し
は
他
人
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
自
然
に
反
し
て
お
り
、
ま
た
、
貨
幣

そ
の
も
の
か
ら
利
潤
を
得
て
い
る
か
ら
憎
悪
す
べ
き
対
象
と
し
た
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

３　

所
有
の
私
有
と
使
用
の
共
用
の
両
立

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
所
有
は
私
有
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
共
有
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
問

題
は
、
蓄
財
が
目
的
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
財
産

を
均
等
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
心
の
欲
望
を
均
等
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
人
々
が
強
欲
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
法
に
よ
っ
て
教
育
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
、
教
育
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る

（
（（
（

。

　

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
財
産
は
私
有
と
し
、
そ
れ
を
使
用
す
る
の
は
共
通
に
す
る
の
が
よ
り
よ
い

（
（（
（

」
と
主
張
し
、
次

の
よ
う
に
説
く
。

誰
も
が
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
利
己

的
で
あ
る
の
は
非
難
さ
れ
て
正
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
し
か
る
べ
き
以
上
に
自
分
を
愛

す
る
こ
と
で
あ
る
。
金
銭
愛
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
こ
う
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
愛
す
る
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の
は
け
だ
し
事
実
で
あ
る
か
ら
。
さ
ら
に
ま
た
、
友
人
や
、
客
人
や
、
仲
間
に
親
切
に
し
、
助
け
て
や
る
の
は
も
っ
と
も
楽

し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
産
が
あ
っ
て
こ
そ
で
き
る
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。

　

右
の
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
の
自
己
愛
は
自
然
な
こ
と
と
認
め
る
が
、
利
己
主
義
は
自
然
的
で
な

い
と
し
て
否
定
す
る
。
人
間
は
本
性
的
に
、
他
者
を
助
け
る
こ
と
に
喜
び
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
本
性

は
徳
が
高
く
な
ら
な
け
れ
ば
存
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、｢

友
の
間
は
す
べ
て
が
共
通｣

と
い
う
諺

を
引
き
、
そ
れ
は
人
々
の
徳
の
な
す
こ
と
と
し
た
上
で
、
他
者
を
助
け
る
た
め
に
自
ら
の
財
産
を
使
う
よ
う
に
人
々
を
導
き
、
徳

を
涵
養
す
る
の
は
、
立
法
家
の
務
め
で
あ
る
と
説
い
た

（
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
所
有
の
共
有
は
、
ポ
リ
ス
全
体
に
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
し
、
私
的
所
有

の
効
果
を
認
め
た
上
で
、
使
用
を
共
用
に
す
べ
き
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
、
富
と
は
蓄
積
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
使
う
こ
と

に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の
た
め
だ
け
に
使
う
の
で
は
な
く
、
他
者
を
助
け
る
た
め
に
使
う
と
い
う

徳
を
人
々
が
身
に
つ
け
て
こ
そ
、
私
的
所
有
の
制
度
は
有
意
義
に
な
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
徳
を
人
々
が
育
む
た
め
に
は
、
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
私
的
領
域
に
お
け
る
人
間
の
自
然
的
欲
求
を
否
定
し
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ

を
生
か
し
た
上
で
、
人
々
の
徳
を
育
て
啓
発
し
、
私
的
所
有
を
ポ
リ
ス
の
持
つ
目
的
、
す
な
わ
ち
有
徳
な
善
き
生
活
、
共
通
善
の

実
現
に
導
く
の
が
、
国
家
の
務
め
で
あ
り
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
持
つ
こ
と
よ
り
も
使
う
こ
と
に
、
は
る
か
に
大
き
な
豊
か
さ
が
あ
る
」
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
、
蓄
財
を
目
的
と
す
る

経
済
活
動
へ
の
非
難
、
使
用
の
た
め
の
生
産
の
擁
護
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
思
想
の
核
心
で
も
あ
っ
た
。
経
済
的
動
機
の
社

会
関
係
か
ら
の
分
離
は
、
政
治
の
道
徳
的
性
質
に
よ
っ
て
の
み
せ
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
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論
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
領
域
に
お
け
る
人
間
活
動
の
道
徳
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
の
政
治
が
理
論
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人

間
の
道
徳
的
本
性
と
徳
に
期
待
を
か
け
、
そ
こ
に
ポ
リ
ス
の
可
能
性
を
看
取
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
決
策
で
あ
っ
た
。

　
　

二　

古
代
ロ
ー
マ
―
―
キ
ケ
ロ
か
ら
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
所
有
の
保
護
へ

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
所
有
に
公
式
に
特
定
の
地
位
を
与
え
、
そ
の
所
有
者
に
今
日
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
所

有
権
を
認
め
た
の
は
、
ロ
ー
マ
人
だ
っ
た

（
（（
（

。
非
政
治
的
領
域
あ
る
い
は
私
的
領
域
の
中
の
所
有
権
を
初
め
て
法
で
表
現
し
た
ロ
ー

マ
私
法
は
、
そ
の
後
の
政
治
・
経
済
に
と
っ
て
偉
大
な
遺
産
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
所
有
権
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
功
績
は
、
思

想
史
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い

（
（（
（

。

　

ロ
ー
マ
私
法
形
成
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス･

ト
ゥ
リ
ウ
ス
・
キ
ケ
ロ
（M

arcus T
ullius Cicero, B.C.106-B.C. 
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）
の
構
想
だ
っ
た
。
共
和
政
ロ
ー
マ
末
期
に
生
き
た
キ
ケ
ロ
は
、
圧
政
、
抗
争
、
搾
取
、
蜂
起
、
反
乱
な
ど
の
社
会
的
混
乱
を

目
の
当
た
り
に
し
、
共
和
政
の
崩
壊
を
命
が
け
で
防
ご
う
と
し
た
。
キ
ケ
ロ
の
思
い
は
遂
げ
ら
れ
ず
ロ
ー
マ
は
帝
政
へ
と
移
行
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ケ
ロ
が
共
和
政
を
維
持
す
る
た
め
に
提
示
し
た
様
々
な
構
想
は
、
後
世
に
豊
か
な
示
唆
を
与
え
た
。
そ

の
中
の
一
つ
が
私
的
所
有
の
保
護
だ
っ
た
。

　

キ
ケ
ロ
は
、
ロ
ー
マ
市
民
を
暴
政
か
ら
守
り
、
国
家
を
腐
敗
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
私
的
所
有
権
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
所
有
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
市
民
の
自
律
と
自
由
が
守
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
、
貴
族
の
財
産
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
再
分
配
し
よ
う
と
す
る
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
ら
改
革
派
の
農
地
法
に

は
反
対
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
貧
し
い
人
々
も
強
欲
な
搾
取
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
。
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１　

キ
ケ
ロ
の
私
益
追
求
に
対
す
る
懸
念

　

キ
ケ
ロ
は
私
益
追
求
に
つ
い
て
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。
キ
ケ
ロ
は
、｢

自
分
の
所
有
物
を
増
や
す
の
は
、
誰
を
も
傷
つ
け
な

い
限
り
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い｣

と
し
た
上
で
、「
常
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
不
正
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
（（
（

。
同

様
に
、「
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
に
は
生
活
必
需
品
の
確
保
を
他
人
の
た
め
よ
り
も
ま
ず
自
分
の
た
め
に
望
ん
で
よ
い
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
自
然
に
反
し
な
い
」
と
し
た
上
で｢

そ
れ
に
対
し
、
他
人
か
ら
の
略
奪
物
に
よ
っ
て
我
々
の
資
力
、
資
産
、

財
産
を
大
き
く
す
る
こ
と
を
自
然
は
許
さ
な
い｣

と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
が
他
人
か
ら
物
を
奪
い
取
り
、
他
人
の
不
利
益
に
よ
っ
て
自
ら
の
利
益
を
増
や
す
こ
と
は
、
死
や
貧
窮
や
苦
痛
、
そ
の
他
、

わ
れ
わ
れ
の
身
体
あ
る
い
は
身
体
以
外
の
所
有
物
に
関
し
て
起
こ
り
得
る
様
々
な
毀
損
に
も
増
し
て
、
自
然
に
反
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
第
一
に
、
人
間
の
共
同
生
活
と
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
破
壊
す
る
か
ら
で

あ
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
が
、
各
自
の
利
得
の
た
め
に
他
人
の
物
を
略
奪
し
、
ま
た
は
害
す
る
傾
向
を
持
つ
な
ら
ば
、
自
然

に
最
も
順
合
し
て
で
き
て
い
る
こ
の
人
類
の
絆
と
い
う
も
の
も
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
か
り
に
、
わ
れ
わ
れ
の

体
の
器
官
の
一
つ
一
つ
が
、
隣
の
器
官
の
健
康
を
自
分
に
移
せ
た
ら
、
自
分
が
壮
健
に
な
れ
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
れ
ば
、
体
全
体
は
衰
弱
し
て
滅
び
去
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
一
人
一
人
が
他
人
の
財

を
奪
い
、
そ
れ
ぞ
れ
と
れ
る
だ
け
の
利
益
を
自
分
の
成
功
の
た
め
に
と
る
な
ら
ば
、
人
間
の
社
会
と
絆
も
壊
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い

（
（（
（

。

　

こ
の
一
節
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
様
に
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
他
人
の
物
を
奪
う
こ
と
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は
、
不
正
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
の
絆
を
断
ち
切
る
行
為
で
も
あ
る
と
説
く
。
キ
ケ
ロ
に
よ
る
と
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
他
人

の
権
利
を
侵
害
す
る
者
は
、
自
身
の
行
為
に
自
然
に
背
く
と
こ
ろ
が
な
い
と
考
え
て
い
る
か
、
回
避
す
べ
き
は
死
、
貧
窮
、
苦
痛
、

家
族
や
友
人
を
失
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
者
に
不
正
行
為
を
働
く
こ
と
は
二
の
次
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
者
は
、「
人
間
か

ら
人
間
た
る
ゆ
え
ん
を
す
べ
て
取
り
去
る
輩
で
あ
る

（
（（
（

」。
自
然
に
調
和
し
た
行
動
を
す
る
者
は
、
他
人
の
物
を
奪
わ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
己
の
利
益
の
た
め
に
他
人
の
物
を
奪
う
こ
と
」
は
、
社
会
一
般
、
国
家
、
個
人
の
観
点
か
ら

禁
止
す
べ
き
と
考
え
、
こ
れ
を
正
義
の
な
す
べ
き
務
め
と
し
て
い
る

（
（（
（

。

　

キ
ケ
ロ
は
ま
た
、｢
強
欲
ほ
ど
嫌
悪
す
べ
き
悪
徳
は
な
い
。
わ
け
て
も
指
導
者
や
国
家
の
舵
取
り
の
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。

実
際
、
国
家
を
利
得
の
道
具
に
す
る
な
ど
は
、
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
ば
か
り
か
、
犯
罪
で
あ
り
、
非
道
で
あ
る｣

と
し
、
す
べ

て
の
富
め
る
民
族
が
滅
び
る
原
因
は
「
強
欲
」
に
あ
る
こ
と
、
国
家
を
預
か
る
人
々
は
、「
潔
癖
さ
と
清
廉
さ
」
に
よ
っ
て
大
衆

に
好
か
れ
る
と
説
い
て
い
る

（
（（
（

。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
キ
ケ
ロ
が
農
地
改
革
の
立
案
者
な
ど
に
非
難
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
で

あ
る
。民

衆
派
で
あ
ろ
う
と
欲
し
て
、
そ
の
た
め
に
農
地
法
を
立
案
し
て
所
有
者
を
所
有
地
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い

は
、
債
務
者
の
借
金
返
済
免
除
を
勘
案
し
た
り
す
る
者
た
ち
は
国
家
の
礎
石
を
瓦
解
さ
せ
て
い
る

（
（（
（

。

　

何
故
彼
ら
が
国
家
の
基
盤
を
崩
す
の
か
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
金
を
こ
ち
ら
の
人
間
か
ら
奪
い
取
っ
て
あ
ち
ら
の
人
間
に
譲
り
渡
す
と
い
う
の
で
は
協
調
の
精
神
が
成
り
立
ち
え
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ず
、
第
二
に
、
各
人
が
自
分
の
物
を
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
公
平
さ
が
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
実
際
、
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
市
民
に
よ
る
都
市
国
家
の
本
来
的
意
義
は
、
各
人
に
よ
る
財
産
保
全
の
自
由
と
不
可

侵
を
守
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
…
…
）
ま
た
、
長
年
、
あ
る
い
は
、
何
世
代
に
も
わ
た
る
所
有
地
が
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く

所
有
地
を
も
た
な
か
っ
た
者
の
所
有
と
な
る
一
方
で
所
有
し
て
い
た
人
の
手
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
こ
に
公
平
さ

が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か

（
（（
（

。

　

つ
ま
り
キ
ケ
ロ
は
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
ら
の
農
地
改
革

（
（（
（

や
借
金
返
済
免
除
を
、
人
々
が
他
者
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
私
的
利
益
を

追
求
す
る
こ
と
の
一
つ
の
重
大
な
事
例
と
し
て
挙
げ
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

あ
る
人
に
与
え
る
た
め
に
、
別
の
人
か
ら

奪
う
、
と
い
う
よ
う
な
施
し
に
国
家
を
守
ろ
う
と
す
る
人
な
ら
手
を
染
め
な
い｣

と
キ
ケ
ロ
は
説
く
。
国
家
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

「
各
人
の
財
産
保
全
と
自
由
と
不
可
侵
を
守
る
」
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
家
を
守
ろ
う
と
す
る
人
は
、｢

法
と
裁
判

を
公
平
に
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
が
自
身
物
を
保
持
す
る
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
、
貧
者
が
低
身
分
の
た
め
に
不
利
を
蒙
る
こ
と

も
富
者
が
自
身
の
所
有
物
の
保
持
や
回
復
を
世
間
の
反
感
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に｣

す
る
と
述
べ
て
い
る
（
（（
（

。

つ
ま
り
、
階
級
や
貧
富
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
の
所
有
を
法
の
下
で
公
平
に
守
る
の
が
国
家
の
務
め
だ
と
述
べ
て
い
る
。
キ
ケ

ロ
は
、
貴
族
の
財
産
を
没
収
し
て
再
分
配
し
よ
う
と
す
る
農
地
法
に
激
し
く
反
対
し
、
財
産
相
続
制
度
を
主
張
し
、
貧
者
を
搾
取

か
ら
も
守
る
制
度
を
作
る
こ
と
も
主
張
し
た
。
キ
ケ
ロ
は
、
最
も
富
む
人
と
最
も
貧
し
い
人
の
私
的
所
有
を
同
時
に
守
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
公
共
的
な
制
度
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
に
熱
意
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。
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２　

所
有
を
保
全
す
る
た
め
の
キ
ケ
ロ
の
提
案

　

こ
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
様
に
、
私
的
利
益
の
追
求
が
社
会
全
体
の
腐
敗
と
不
幸
の
道
に
通
じ
る
こ
と

を
懸
念
し
て
い
た
。
私
的
所
有
が
正
当
化
さ
れ
る
唯
一
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
、
富
を
増
大
さ
せ

る
こ
と
が
目
的
化
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
キ
ケ
ロ
が
私
的
所
有
の
保
護
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
主
な
理
由
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
共
和
主
義
を
明
白

に
受
け
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
民
が
市
民
で
あ
る
条
件
が
守
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
定
の
財
産
と
余

暇
が
な
け
れ
ば
、
国
防
と
国
政
に
自
発
的
に
参
加
す
る
有
徳
な
市
民
の
条
件
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
市
民
の
自
律
と
自
由
を
守
る

た
め
に
は
、
財
産
を
保
護
す
る
制
度
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
キ
ケ
ロ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
異
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
私
的
所
有
を
保
護
す
る
方
法
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
は
法
と
政
治
制
度
に
よ
っ
て
私
的
所
有
を
保
護
し
て
、
人
々
の
社
会
生
活
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
論
じ
た
点
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
か
ら
と
同
様
に
、
ス
ト
ア
派
の
思
想
か
ら
も
深
く
吸
収
し
て
い
た
キ
ケ
ロ
は
、
理
性
に
よ
る
「
調
和
・

一
致
（
コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア
）」
す
な
わ
ち
絆
を
志
向
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
宇
宙
を
自
然
に
見
事
に
調
和
さ
せ
秩
序
づ
け
て
い
る

自
然
の
理
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
世
界
は
人
間
の
理
性
―
―
人
間
の
歴
史
と
は
独
立
に
存
在
す
る
普
遍
性
を
も
つ
も
の
―
―
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
一
節
に
表
れ
て
い
る
。

琴
あ
る
い
は
笛
、
さ
ら
に
歌
そ
の
も
の
や
音
声
に
お
い
て
様
々
な
音
か
ら
成
る
調
和
を
保
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が

変
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
外
れ
る
な
ら
、
訓
練
を
受
け
た
耳
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
調
和
が
極
め
て



思想史における所有概念の政治的・哲学的蓋然性

37

多
様
な
声
の
統
御
に
よ
っ
て
一
致
融
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
音
に
比
す
べ
き
上
中
下
の
階
級
か
ら
成

る
国
は
統
御
さ
れ
た
理
性
の
ゆ
え
に
極
め
て
多
様
な
要
素
の
一
致
に
お
い
て
調
和
す
る
。
そ
し
て
、
歌
に
お
い
て
音
楽
家
に

よ
っ
て
調
和
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
国
に
お
い
て
は
一
致
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
家
に
お
い
て
安
寧
の
た
め
の
最
強
最

善
の
絆
で
あ
り
、
一
致
は
正
義
な
く
し
て
は
決
し
て
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

キ
ケ
ロ
に
よ
る
と
、
混カ

オ
ス沌
を
生
む
の
が
人
間
の
私
的
な
関
心
、
利
己
的
な
判
断
、
私
的
利
害
の
衝
突
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
秩

序
を
生
む
の
は
、
自
然
の
理
性
に
調
和
す
る
人
間
の
理
性
、
社
会
的
絆
で
あ
る
。
宇
宙
を
秩
序
付
け
る
正
し
い
理
性
の
原
理
に
し

た
が
っ
て
共
和
国
を
組
織
し
調
和
さ
せ
れ
ば
混カ

オ
ス沌
は
克
服
で
き
る
。
そ
し
て
、
共
和
国
を
秩
序
づ
け
る
の
は
、
共
和
国
の
理
性
で

あ
る
法
だ
と
キ
ケ
ロ
は
論
じ
た
。
共
和
国
の
基
礎
は
、
共
通
善
と
し
て
理
解
さ
れ
る
理
性
に
よ
る
正
義
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
す
べ

て
の
合
法
的
国
家
の
形
態
は
こ
の
第
一
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
政
治
的
腐
敗
は
、
共
和
国
（res publica

）
が
存
在
す
る
こ

と
を
や
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

国
家
と
は
国
民
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
と
は
何
ら
か
の
方
法
で
集
め
ら
れ
た
人
間
の
集
合
体
で
は
な
く
、
法
に
つ

い
て
の
合
意
と
利
益
の
共
有
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
民
衆
の
集
合
で
あ
る

（
（（
（

。

　

つ
ま
り
、
国
と
は
法
に
よ
る
市
民
の
結
合
以
外
の
何
も
の
で
な
い
。
キ
ケ
ロ
は
人
間
の
徳
性
に
も
期
待
し
て
、
私
益
よ
り
も
公

益
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
説
い
た
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
共
和
主
義
的
な
理
想
や
道
徳
的
勧
告
だ
け
で
は
、
個
人
を
私
的
利

害
か
ら
離
れ
さ
せ
共
通
善
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、正
義
を
人
々
の
私
的
判
断
か
ら
独
立
さ
せ｢

人
々
の
務
め
」
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の
中
心
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
新
た
な
政
治
制
度
を
確
立
す
る
重
要
性
を
説
い
た
。
経
済
格
差
が
生
み

出
す
対
立
を
、
政
治
制
度
が
緩
和
し
防
ぐ
こ
と
で
き
れ
ば
、
腐
敗
と
堕
落
も
防
げ
る
と
考
え
、
富
者
と
貧
者
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
、

政
治
的
に
調
節
す
る
方
法
を
模
索
し
た
。

　

そ
の
結
果
キ
ケ
ロ
が
提
示
し
た
の
は
、
混
合
政
体
を
確
立
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
混
合
政
体
は
所
有
の
格
差
に
政
治
的
表
現
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
、
階
級
間
の
柔
軟
で
調
和
し
た
均
衡
を
生
み
出
す
。

権
利
と
義
務
と
任
務
の
等
し
い
釣
り
合
い
が
国
に
存
在
し
、
こ
う
し
て
十
分
な
権
限
が
政
務
官
た
ち
に
、
十
分
な
権
威
が
指

導
者
た
ち
の
審
議
に
、
十
分
な
自
由
が
国
民
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
国
家
の
こ
の
政
体
は
不
変
に
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

キ
ケ
ロ
は
、
君
主
政
・
貴
族
政
・
民
主
政
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
混
合
し
、
政
治
的
に
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
有
を

保
全
し
、
暴
政
と
暴
徒
に
よ
る
支
配
を
回
避
し
て
共
和
国
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
混
合
政
体
こ
そ
が
、
経
済
力
の
分
配
を

考
慮
し
、
不
平
等
な
階
級
が
同
時
に
平
和
に
共
存
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
の
平
等
概
念
は
、
経

済
格
差
を
埋
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
私
的
利
害
の
価
値
は
等
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
政
治
的
安
定
性
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
私
的
利
害
が
保
護
す
る
目
的
の
も
の
だ
っ
た

（
（（
（

。
キ
ケ
ロ
は
、
国
家
権
力
の
中
心
に
元
老
院
を
据
え
た
。
彼
は
「
護
民
官
」
に

よ
っ
て
調
整
さ
れ
た
元
老
院
が
貴
族
の
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
が
、
元
老
院
が
共
和
国
の
一
層
の
堕
落
を
防
ぐ

と
固
く
信
じ
て
い
た
。
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３　

ロ
ー
マ
法
と
そ
の
影
響

　

キ
ケ
ロ
の
構
想
は
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
は
共
和
政
か
ら
帝
政
に
移
行
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ケ
ロ
が
命
を
賭

け
て
防
ぎ
た
か
っ
た
帝
政
ロ
ー
マ
は
、
パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
（
ロ
ー
マ
の
平
和
）
を
築
き
、
キ
リ
ス
ト
教
も
認
め
、
歴
史
に
大

き
な
足
跡
を
残
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
下
で
実
現
し
た
平
和
な
世
（
パ
ッ
ク
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
タ
）
で
形
成
さ
れ
始
め
た

法
体
系
は
、
当
初
は
ロ
ー
マ
市
民
の
権
利
と
特
権
の
み
を
守
る
も
の
だ
っ
た
が
、
政
治
権
力
が
時
と
共
に
集
中
す
る
に
つ
れ
、
キ

ケ
ロ
の
構
想
の
よ
う
に
私
的
所
有
を
保
護
す
る
も
の
に
な
り
、
公
共
的
領
域
の
外
部
に
存
在
す
る
私
的
領
域
を
法
的
に
表
現
す
る

も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
法
は
、
家
族
と
財
産
に
法
的
表
現
を
与
え
、
相
続
財
産
を
規
定
し
、
私
的
生
活
に
つ
い
て
の
法
的
領
域
を

確
立
し
た
。法
は
、公
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、家
族
と
財
産
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
私
的
領
域
を
法
的
に
表
現
す
る
も
の
に
な
っ
た
。

国
家
（res publica

）
と
相
関
的
な
領
域
と
し
て
の
私
的
所
有
（res privata

）
の
存
在
が
、
公
式
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
個
人
は
公
的
人
格
の
み
な
ら
ず
私
的
人
格
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
政
治

的
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
社
会
で
の
存
在
証
明
で
あ
っ
た
の
が
、
経
済
的
人
間
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
、
ロ
ー
マ
人
は
所
有
理
論
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
る
た
め
、
近
現
代
の
政
治
学
や
法
哲

学
の
所
有
理
論
の
書
物
の
中
で
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
と
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』（
通
称
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

ヌ
ス
法
典
』）
を
編
纂
し
た
法
学
者
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
（Pierre Joxph Proudhon, 

1809-65

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
忘
れ
ら
れ
た
人
々
」
こ
そ
が
、
後
世
の
所
有
権
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
期
註
釈
学
派

（
（（
（

を
代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
バ
ル
ト
ー
ル
ス
（Bartolus de Saxoernato, 1314?-
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1357

）
の
所
有
の
定
義
は
、『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
の
『
学
説
彙
纂
（Digesta

）』
か
ら
派
生
し
て
お
り
、
近
代
法
の
礎
と

な
っ
た
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
』（
一
八
〇
四
年
に
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
通
称
）
に
お
け
る
所
有
権
の
規
定
は
、
ロ
ー

マ
法
か
ら
来
て
い
る
。
高
度
に
複
雑
で
洗
練
さ
れ
た
所
有
の
法
体
系
を
つ
く
っ
た
ロ
ー
マ
の
法
律
家
た
ち
が
、
所
有
概
念
や
所
有

へ
の
権
利
と
い
う
考
え
が
欠
け
て
い
た
と
は
、
ロ
ー
マ
の
伝
統
の
中
に
い
た
十
二
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
ま
で
の
法
律
家
た
ち
は

考
え
も
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
註
釈
学
派
の
研
究
成
果
の
集
大
成
で
あ
る
『
標
準

註
釈
（Gloss Ordinaria

）』
を
ま
と
め
た
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
（A

ccursius, 1182-1263

）
と
バ
ル
ト
ー
ル
ス
、
十
六
世
紀
の
人

文
主
義
法
学
を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ド
ノ
ー
（H

ugues D
oneau, 1527-65

））
と
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
十
八
世
紀
フ
ラ

ン
ス
最
大
の
法
学
者
ポ
テ
ィ
エ
（Robert Joseph Pothier, 1699-1772

）
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
主
な
起
草
者
ポ
ル
タ
リ
ス

（Jean Étienne M
arie Portalis, 1746-1807

）
な
ど
で
あ
る
（
（（
（

。
ガ
ー
ズ
ニ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
所
有
権
理
論
に
対
す
る

ロ
ー
マ
法
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
支
配
下
の
中
世
に
お
い
て
「
カ
ノ
ン
法
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
修
道
士
グ
ラ
テ
ィ

ア
ヌ
ス（Johannes Gratianus, 1100?-1150?

）が『
矛
盾
教
会
法
令
調
和
集（Concordia canonum

 discordantium

）』（
後

に
『
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
教
令
集
（Decretum

 Gratiani

）』
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
で
論
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
共
有
性
と

自
然
法
の
比
較
と
も
関
連
づ
け
て
、
今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
　

三　

近
代
―
―
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
所
有
論

　

十
七
、八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、「
先
占
（occupatio

）」（
そ
れ
ま
で
誰
の
私
有
財
産
で
も
な
か
っ
た
物
を
最
初
に

手
に
す
る
こ
と
）
の
概
念
は
、
特
に
微
妙
な
問
題
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
占
は
す
べ
て
の
も
の
が
全
員
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
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可
能
な
共
有
物
で
あ
る
と
い
う
神
の
摂
理
を
破
壊
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
創
造
主
が
共
有
を
念
頭
に
入
れ
て
い
た
こ
と

を
、
自
然
法
思
想
家
た
ち
は
普
遍
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
私
的
所
有
権
に
共
同
体

は
暗
黙
に
あ
る
い
は
明
白
に
合
意
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
自
然
状
態
で
は
、
挑
戦
さ
れ

る
べ
き
、
あ
る
い
は
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
権
利
や
主
張
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
、
先
占
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。

　

１　

所
有
権
は
自
然
権
な
の
か

　
「
所
有
権
は
自
然
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
」、
と
い
う
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
思
想
家
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

）
だ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
が
所
有
論
を
展
開
し
た
『
統
治
二
論
（Tw

o Treatises of 
Governm

ent

）』（
一
六
八
九
年
）
第
二
篇
第
五
章
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
社
会
論
全
体
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
は
絶
対
君
主
政
を
批
判
し
、そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
政
体
を
提
示
す
る
目
的
で
『
統
治
二
論
』
を
執
筆
し
た
。
当
初
、ト
マ

ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
（T

hom
as H

obbes, 1588-1679

）
で
は
な
く
、
王
党
派
の
主
張
を
批
判
対
象
に
し
た
ロ
ッ
ク
は
、
当
時
絶
対

君
主
政
の
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
流
布
し
て
い
た
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー（Robert Film

er, 1588-1653

）の『
族
長
論（Patriarcha, 

or the Natural Pow
er of Kings

）』（
一
六
八
〇
年
）
を
論
駁
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

聖
書
に
依
拠
し
て
絶
対
君
主
政
を
擁
護
し
た
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
こ
の
世
界
の
完
全
な
支
配
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
を
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
ア
ダ
ム
で
あ
り
、
国
王
は
ア
ダ
ム
の
継
承
者
と
し
て
そ
の
支
配
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
政
治
権

力
を
父
権
に
求
め
る
王
権
神
授
説
を
展
開
し
た
。
ロ
ッ
ク
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
見
解
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、

『
統
治
二
論
』第
二
篇
で
、政
治
権
力
の
正
統
性
の
根
拠
を
父
権
的
継
承
に
で
は
な
く
別
の
も
の
に
見
出
そ
う
と
し
た

（
（（
（

。
そ
の
上
で
、

国
家
権
力
が
無
制
限
で
あ
れ
ば
、
国
家
が
保
障
す
る
は
ず
の
安
全
が
逆
に
侵
害
さ
れ
、
政
治
社
会
は
成
立
し
な
く
な
る
と
論
じ
た
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の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
所
有
権
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
第
五
章
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
第
二
篇
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
ロ
ッ
ク
は
所
有
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
己
保
存
に
必
要
な
の
は
、
主
権

者
の
圧
倒
的
な
政
治
権
力
で
は
な
く
、
所
有
権
の
保
護
だ
」
と
い
う
主
張
を
世
に
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　

２　

ロ
ッ
ク
の
所
有
論

　

第
五
章
の
議
論
の
前
提
の
一
つ
に
、
フ
ィ
ル
マ
ー
に
よ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
ら
自
然
法
論
者
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ

ー
に
よ
る
と
、自
然
法
を
根
拠
に
し
て
共
有
物
の
存
在
を
宣
言
し
つ
つ
も
私
的
所
有
の
状
態
を
導
こ
う
と
す
る
自
然
法
論
者
に
は
、

整
合
性
や
一
貫
性
が
欠
け
て
い
た
。
ま
た
、
共
有
物
を
個
人
の
専
有
に
変
更
す
る
際
に
共
有
者
全
員
の
合
意
が
必
要
な
ら
ば
、
そ

れ
は
で
き
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
合
意
な
き
取
得
は
略
奪
を
意
味
す
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
法
論
者
た

ち
の
矛
盾
を
突
く
フ
ィ
ル
マ
ー
に
、
ロ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
も
自
然
法
を
用
い
て
対
峙
し
た

（
（（
（

。
ロ
ッ
ク
は
、
土
地
と
は
す
べ
て
の
人

が
享
受
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
た
上
で
、
す
べ
て
の
人
は
、
自
己
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
自
然
が
与
え
る
も
の

を
用
い
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
、
周
知
の
自
然
法
的
立
場
か
ら
議
論
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
理
性
の
教
え
で
あ
る
自
然
法
に
よ
り
、
人
間
は
み
な
平
等
で
独
立
し
て
い
た
。
大

地
は
神
が
人
類
に
与
え
た
共
有
物
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、自
然
状
態
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
共
有
財
産
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
状
態
が
永
続
し
、
私
的
所
有
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
絶
対
君
主
政
論
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
で
ロ
ッ
ク
は
、「
大
い
な
る
疑
問
」
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
物
が
共
有
物
で
あ
る
中
で
、
個
人
は
ど
う
や
っ
て

何
か
を
私
的
に
占
有
し
、
そ
れ
に
対
し
て
所
有
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る

（
（（
（

。
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第
五
章
の
残
り
の
部
分
は
、
こ
の
問
い
へ
の
解
答
を
提
示
す
る
形
で
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
ロ
ッ
ク
は
、
地
上
の
す
べ
て
の
物
が

存
在
し
て
い
る
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
地
と
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
物
は
、
彼
ら
の
生
活
の
維
持
充
足
の
た
め

に
与
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

」。
こ
の
目
的
の
た
め
、
共
有
物
と
し
て
神
に
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
物
は
、
個
々
人
の
生
活
の
中
で
各
人

の
所
有
物
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
問
題
は
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
実
現
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク

は
、「
す
べ
て
の
人
は
、
自
分
の
身
体
に
対
し
て
所
有
権
を
持
つ

（
（（
（

」
と
い
う
前
提
か
ら
始
め
る
。
自
分
自
身
の
身
体
の
所
有
権
と

い
う
前
提
に
も
と
づ
き
、
ロ
ッ
ク
は
個
人
の
労
働
も
ま
た
、
個
人
に
帰
属
す
る
と
主
張
す
る
。「
彼
の
身
体
の
労
働
、
彼
の
手
の

働
き
は
、ま
さ
し
く
彼
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」。そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、所
有
権
が
発
生
す
る
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。「
彼

が
、
自
然
が
備
え
そ
こ
に
そ
れ
を
残
し
て
お
い
た
そ
の
状
態
か
ら
取
り
出
す
も
の
は
な
ん
で
も
、
彼
が
自
分
の
労
働
を
ま
じ
え
た

の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
何
物
か
を
そ
れ
に
つ
け
加
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
彼
の
所

有
と
な
る
の
で
あ
る
」。「
こ
の
労
働
は
、
そ
の
労
働
を
し
た
者
の
所
有
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
か
ら
、
彼
の
み
が
、
こ

の
労
働
を
ひ
と
た
び
加
え
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
権
利
を
持
つ

（
（（
（

」。
人
が
自
分
の
労
働
を
ま
じ
え
た
自
然
の
一
部
の
私
的
占
有
は
、

組
織
さ
れ
た
社
会
に
先
行
し
、
し
か
も
そ
れ
に
依
存
し
な
い
。
こ
う
し
て
、
自
然
が
与
え
る
共
有
物
を
私
的
に
占
有
す
る
権
利
は
、

自
然
的
自
由
と
自
分
自
身
の
身
体
の
所
有
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
。

　

ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、
制
約
条
件
を
二
つ
付
け
加
え
る
。
第
一
に
、「
共
有
の
物
が
ほ
か
に
他
の
人
に
も
十
分
に
そ
し
て
同
じ
よ

う
に
た
っ
ぷ
り
と
残
さ
れ
て
い
る
場
合
」
に
の
み
、
労
働
は
そ
れ
が
付
加
さ
れ
た
対
象
に
所
有
権
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
第
二
の
制
約
条
件
は
、
神
の
目
的
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
、
人
々
が
享
受
す
る
た
め
に
事
物
を
作
っ
た
の
で
あ

り
、
腐
敗
さ
せ
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
た
め
に
作
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
ロ
ッ
ク
は
次
の
こ
と
を
導
き
出
す
。「
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
腐
敗
し
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
生
活
の
た
め
に
有
効
に
利
用
し
得
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
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人
は
労
働
に
よ
っ
て
所
有
権
を
不
動
の
も
の
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

」。

　

労
働
に
よ
っ
て
所
有
権
が
発
生
す
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
は
、
依
然
と
し
て
明
確
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
占
有
や
意
思
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
々
は
労
働
を
通
じ
て
所
有
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
神

の
目
的
に
あ
る
。
神
が
人
々
に
働
く
こ
と
を
命
じ
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
人
々
の
生
活
が
快
適
に
便
利
に
な
る
た
め
だ
っ
た
。
ロ

ッ
ク
は
す
べ
て
の
人
々
が
労
働
意
欲
を
持
っ
て
い
る
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
神
は
「
勤
勉
で
、
理
性
的
な
人
々
」
に
対
し
て
共

有
物
を
与
え
た
と
し
た
。
誰
も
が
勤
労
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
喜
ん
で
働
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。し
た
が
っ
て
、労
働
に
は
報
酬
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、所
有
権
は
勤
勉
な
人
々
に
対
す
る
正
当
な
報
酬
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
労
働
に
対
し
て
人
間
が
本
性
的
に
消
極
的
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勤
勉
な
人
々
の
労
働
か

ら
所
有
権
が
発
生
す
る
と
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
個
人
の
労
働
は
生
産
物
の
価
値
を
増
大
さ
せ
、
社

会
全
体
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
土
地
を
例
に
挙
げ
て
、
一
〇
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
囲
い
そ
こ
か
ら
一
〇
〇

エ
ー
カ
ー
の
共
有
地
か
ら
得
ら
れ
る
の
と
同
じ
量
の
生
産
物
を
生
み
出
す
者
は
「
人
類
の
共
同
財
産
」
を
増
や
し
た
こ
と
に
な
る

と
主
張
す
る

（
（（
（

。

　

３　

所
有
権
を
保
障
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
国
家

　

ロ
ッ
ク
は
、
私
的
所
有
、
特
に
占
有
が
、
自
然
に
お
け
る
人
間
の
権
利
で
あ
る
と
し
、
そ
の
権
利
の
保
障
を
中
心
に
政
治
社
会

論
を
展
開
し
た
が
、
そ
れ
は
、
所
有
が
す
で
に
人
間
生
活
の
必
要
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
以
上
に
認
識
し
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は
異
な
り
、
自
然
人
が
理
性
的
、
道
徳
的
、
社
会
的
で
、
自
然
状
態
が
「
平
和
、
善
意
、
相

互
扶
助
や
保
全

（
（（
（

」
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
自
由
、
労
働
、
交
換
、
所
有
が
自
然
状
態
に
お
い
て
存
在
し
た
と
し
て
、
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国
家
設
立
以
前
に
存
在
す
る
人
間
の
活
動
領
域
か
ら
政
治
社
会
を
導
き
出
し
た
。
自
然
権
は
、
ロ
ッ
ク
の
反
絶
対
主
義
の
根
幹
を

な
す
と
と
も
に
、
同
意
に
も
と
づ
か
な
い
新
た
な
私
的
所
有
論
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
は
平
和
で
、
自
己
保
存
の
「
完
全
に
自
由
な
」
状
態
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
権
利
を
行
使
で
き
る

「
完
全
に
平
等
な
」
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
的
な
争
い
に
つ
い
て
、
人
々
が
公
平
な
裁
判
官
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

私
的
利
害
が
、
自
然
的
な
社
会
の
絆
を
壊
し
、「
敵
意
、
悪
意
、
暴
力
、
相
互
破
壊

（
（（
（

」
を
招
い
た
。
私
的
な
争
い
を
裁
定
す
る
客

観
的
な
共
通
権
力
が
な
い
こ
と
が
、
自
然
状
態
に
お
け
る
「
不
都
合
」
で
あ
り
、
人
々
が
政
治
的
統
治
と
国
家
を
必
要
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る

（
（（
（

。
理
性
的
な
自
然
人
は
、
所
有
権
―
個
人
の
自
由
の
包
括
的
表
現
―
を
十
分
に
守
れ
な
い
と
い
う
自

然
状
態
の
困
難
さ
ゆ
え
に
、
自
然
状
態
を
脱
し
よ
う
と
考
え
る
。

彼
は
ど
ん
な
に
自
由
で
あ
っ
て
も
、
恐
怖
と
絶
え
ざ
る
危
険
に
満
ち
て
い
る
こ
の
状
態
を
進
ん
で
放
棄
し
よ
う
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
彼
が
生
命
、
自
由
、
お
よ
び
財
産
―
こ
れ
ら
を
私
は
所
有
物
と
い
う
名
で
総
称
す
る
が
―
を
相
互
に
保
全
す
る

た
め
に
、
既
に
結
合
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
結
合
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
他
の
人
々
と
と
も
に
社
会
を
つ
く
る
こ

と
を
求
め
、
進
ん
で
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
を
願
う
の
は
、
理
由
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

人
々
は
、
自
ら
の
自
然
権
を
よ
り
効
果
的
に
守
る
た
め
に
自
然
状
態
を
脱
し
て
政
治
社
会
、
国
家
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

本
性
的
に
社
会
的
存
在
で
あ
る
た
め
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
言
う
よ
う
な
絶
対
的
な
主
権
者
の
権
力
の
下
に
置
か
れ
な
く
と
も
十
分
に
共

存
で
き
る
。
こ
の
ロ
ッ
ク
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
違
い
は
決
定
的
な
も
の
だ
が
、
政
治
権
力
に
よ
っ
て
所
有
権
を
保
障
す
る
こ
と
で
国
家

が
成
立
す
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
政
治
権
力
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
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所
有
権
を
調
整
し
保
全
す
る
た
め
に
死
刑
、
お
よ
び
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
を
含
む
法
律
を
作
り
、
こ
の
よ
う
な
法
律
を
執

行
し
、
外
敵
か
ら
国
家
を
防
衛
す
る
に
あ
た
っ
て
共
同
体
の
力
を
用
い
る
権
利
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
す
べ
て
は

た
だ
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
な
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
、
と
考
え
る

（
（（
（

。

　

自
然
状
態
か
ら
人
間
が
持
っ
て
い
た
所
有
権
を
規
制
し
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
人
々
か
ら
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
政
治
権
力
は
、
新
し
い
権
利
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
所
有
権
」
と
い
う
言
葉
に
、
ロ
ッ
ク
は
大

き
な
広
が
り
を
持
た
せ
た
。「
財
産
」
を
「
生
命
」
や
「
自
由
」
と
同
じ
次
元
で
確
認
し
、
所
有
を
包
括
的
に
捉
え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
国
家
は
、
政
治
権
力
が
社
会
と
同
一
と
な
る
こ
と
で
誕
生
す
る
。

政
治
権
力
と
は
、
誰
も
が
自
然
状
態
で
持
っ
て
い
た
権
力
を
放
棄
し
て
社
会
の
手
に
引
き
渡
し
、
そ
し
て
社
会
の
中
で
は
、

社
会
が
そ
れ
自
身
の
上
に
置
い
た
統
治
者
の
手
に
引
き
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
政
治
権
力
が
社
会
の
人
々
の

利
益
と
、
彼
ら
の
所
有
物
の
保
護
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
い
う
、
明
確
な
、
ま
た
は
暗
黙
の
信
託
を
伴
っ
て
い

る
（
（（
（

。

　

社
会
と
政
治
権
力
は
、
と
も
に
私
的
利
害
の
た
め
に
存
在
す
る
。「
人
々
が
結
合
し
て
国
家
を
つ
く
り
、
統
治
に
服
そ
う
と
す

る
大
き
な
そ
し
て
主
な
目
的
は
、
そ
の
所
有
物
の
維
持
に
あ
る

（
（（
（

」。
国
家
は
、
ま
さ
に
所
有
権
を
中
心
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

伝
統
的
に
国
家
は
共
通
善
と
い
う
概
念
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
共
通
善
は
所
有
の
保
全
で
あ
る

た
め
、
共
通
善
に
公
共
的
意
味
は
な
く
な
っ
た
。
所
有
が
常
に
社
会
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
り
、「
公
共
的
な
問
題
は
派
生
的
で
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浅
薄
で
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
（
（（
（

」。

　
　

四　

近
代
―
―
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
お
け
る
文
明
化
と
私
的
所
有
の
問
題

　

１　

社
会
契
約
論
の
否
定

　

ロ
ッ
ク
は
国
家
に
つ
い
て
、
所
有
権
の
保
全
と
い
う
明
確
な
共
通
の
目
的
を
持
っ
た
人
々
が
、
互
い
に
契
約
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
の
が
、
十
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
で
あ
る
。
中
で
も
フ

ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、『
市
民
社
会
史
論
（A

n Essay on the History of Civil Society

）』（
一
七
六
七
年
）
に
お
い
て
、
未
開
状

態
か
ら
文
明
状
態
に
い
た
る
人
類
社
会
を
三
つ
の
状
態
（
野
生
、
野
蛮
、
文
明
）
に
分
類
し
、
私
的
所
有
の
発
達
を
歴
史
的
発
展

段
階
の
基
本
軸
に
し
て
、
未
開
か
ら
文
明
に
至
る
人
類
の
歴
史
を
描
い
た
。
彼
は
、
経
済
発
展
に
文
明
化
の
作
用
を
認
め
た
。
し

か
し
、
社
会
契
約
論
者
に
反
論
し
、
人
類
の
最
も
初
期
の
状
態
か
ら
社
会
、
私
的
所
有
、
政
治
的
権
力
、
原
始
的
だ
が
民
主
的
な

統
治
は
存
在
し
て
き
た
と
論
じ
た
。
社
会
的
本
性
を
持
つ
人
間
が
常
に
社
会
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
私
的
所
有
も
、

権
力
関
係
も
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と
だ
と
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
述
べ
た

（
（（
（

。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
は
利
害
を
め
ぐ
る
私
的

な
対
立
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
人
間
の
社
会
的
本
性
や
、
社
会
的
絆
の
重
要
性
を
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
未
開

か
ら
文
明
へ
の
進
歩
を
描
く
中
で
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
文
明
状
態
を
人
類
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
率
直
に
称
賛
し
た
が
、
フ
ォ

ー
ブ
ズ
が
「
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
、
所
有
が
進
歩
に
つ
い
て
の
事
柄
で
あ
る
と
言
う
時
、
彼
は
進
歩
が
所
有
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る

と
は
言
っ
て
い
な
い
！

（
（（
（

」
と
強
調
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
文
明
社
会
の
形
態
と
発
展
を
私
的
所
有
の
構
造
と
発
達
に

の
み
負
う
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た

（
（（
（

。
国
家
の
基
礎
と
し
て
社
会
的
絆
を
据
え
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
文
明
、
進
歩
、
商
業
社
会
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を
賛
美
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。

　

２　

意
図
せ
ざ
る
結
果
の
論
理

　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
人
間
の
歴
史
に
前
社
会
的
段
階
な
ど
存
在
し
よ
う
も
な
い
と
考
え
た
。
社
会
的
絆
の
な
い
時
代
を
想
定
す

る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
社
会
的
絆
が
な
け
れ
ば
人
間
は
人
間
で
は
な
い
。
人
間
は
、
市
民
社
会
の
中
で
ま
た
市
民
社
会
の

た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
、
市
民
社
会
の
外
に
い
る
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
市
民
社
会
と
は
社
会
そ
の
も
の

で
あ
り
、
原
初
か
ら
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
自
然
状
態
な
ど
な
く
、
あ
る
と
す
れ
ば
今
こ
こ
で
人
々
が
生
活
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
し
て
、
人
間
の
道
徳
の
発
展
と
物
質
的
幸
福
は
、
と
も
に
他
人
と
の
親
密
な
関
係
に
お
い
て
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
個
人

の
私
的
利
害
と
社
会
の
道
徳
的
幸
福
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
よ
る
と
、
人
間
は
、
他
人
と
社

会
を
形
成
す
る
た
め
に
自
然
が
与
え
た
道
徳
的
力
を
常
に
活
用
し
て
き
た
の
で
、
人
類
の
市
民
社
会
へ
の
移
行
を
契
約
に
よ
っ
て

説
明
す
る
必
要
は
な
い

（
（（
（

。

　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
人
間
の
社
会
が
、「
未
開
状
態
」
か
ら
様
々
な
段
階
を
経
て
「
文
明
状
態
」
へ
と
自
然
に
進
歩
し
て
き
た

と
捉
え
た
。
未
開
状
態
に
お
い
て
も
人
間
は
、
生
命
、
自
由
、
所
有
の
保
全
を
望
ん
だ
。
人
間
が
排
他
的
所
有
を
す
る
に
至
っ
た

こ
と
を
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

親
が
自
分
の
労
働
と
熟
練
を
他
人
と
別
個
に
用
い
て
、
多
く
の
協
同
者
に
よ
る
混
乱
し
た
管
理
の
下
で
見
出
さ
れ
る
よ
り
も

多
く
の
食
糧
を
自
分
の
子
供
た
ち
の
た
め
に
欲
し
始
め
る
と
、
彼
は
排
他
的
な
所
有
を
望
み
、
ま
た
土
地
の
所
有
と
土
地
の

生
産
物
の
利
用
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
の
仲
間
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
共
同
で
使
用
し
よ
う
す
と
る
性
質
が
も
は



思想史における所有概念の政治的・哲学的蓋然性

49

や
な
い
こ
と
を
個
人
が
知
る
と
、
彼
は
自
分
の
財
産
所
有
に
心
を
奪
わ
れ
、
ま
た
誰
も
が
自
分
の
た
め
に
心
配
す
る
よ
う
に

な
る
。
彼
は
必
要
性
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
れ
、
ま
た
競
争
と
警
戒
に
よ
っ
て
も
駆
り
立
て
ら
れ
る

（
（（
（

。 
　

こ
う
し
て
、
私
的
所
有
の
重
要
性
が
高
ま
る
の
に
伴
い
、「
社
会
の
紐
帯
は
緩
く
な
り
、
社
会
は
よ
り
頻
繁
に
無
秩
序
に
な
る
」。

そ
し
て
、「
財
産
分
配
に
お
け
る
不
平
等
な
分
け
前
に
よ
っ
て
、
社
会
の
成
員
の
間
で
区
別
さ
れ
る
た
め
、
恒
久
的
か
つ
明
白
な

服
従
の
基
盤
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
」
と
説
明
し
、
政
治
的
制
度
が
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
事
を
説
明
す
る

（
（（
（

。
次
の
一
節
で

は
、
ル
ソ
ー
の
有
名
な
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
政
治
制
度
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
然
的
」
で
あ
る
こ
と
が

端
的
に
示
し
て
い
る
。

人
類
は
、
彼
ら
の
精
神
の
さ
し
当
た
っ
て
の
感
覚
に
従
っ
て
い
る
と
き
、
様
々
な
不
便
を
除
去
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と

き
、
ま
た
は
、
明
瞭
な
目
前
の
利
益
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
き
、
彼
ら
の
想
像
力
で
さ
え
予
期
で
き
な
か
っ

た
結
果
に
到
達
し
、
他
の
動
物
が
自
分
達
の
本
能
に
従
う
よ
う
に
、
そ
の
終
点
を
意
識
し
な
い
で
進
ん
で
い
く
。「
私
は
こ

の
野
原
を
専
有
し
た
い
。
こ
れ
を
子
孫
に
遺
す
」
と
最
初
に
言
っ
た
人
は
、
彼
が
民
法
や
政
治
制
度
の
基
礎
を
打
ち
立
て
て

い
る
と
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
の
傘
下
に
初
め
て
入
っ
た
人
は
、
永
続
的
な
服
従
の
例
を
作
っ
て
い

る
と
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

こ
こ
で
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
法
や
制
度
は
、
所
有
の
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
で
き
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
所
有

財
産
が
不
平
等
で
あ
る
こ
と
も
、「
人
間
が
織
り
な
す
こ
と
の
一
般
的
な
成
り
行
き
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
富
者
の
浪
費
」
は
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「
貧
者
が
生
活
で
き
る
よ
う
に
」
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
「
労
働
す
る
必
要
の
な
い
一
定
の
階
級
の
人
々
」
を
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
「
多
忙
な
人
々
が
熱
望
す
る
野
心
の
対
象
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
社
会
で
異

な
る
目
的
や
別
々
の
考
え
を
追
求
し
て
い
る
」
人
々
は
、「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
人
間
の
知
恵
」

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
人
間
性
に
と
っ
て
好
ま
し
い
、
政
治
に
関
与
す
る
（civil engagem

ents

）
心
構
え
」
を
持
つ
に
い
た

る
（
（（
（

。

　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
人
類
の
歴
史
は
人
間
活
動
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
連
続
体
で
あ
る
と
確
信
し
、
社
会
契
約
論
を
否
定
し

た
（
（（
（

。
次
の
一
節
で
は
、
社
会
が
人
間
の
思
索
や
計
画
と
は
無
関
係
に
生
ま
れ
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

知
ら
な
い
場
所
か
ら
吹
い
て
き
て
、
好
き
な
所
へ
吹
い
て
行
く
風
の
よ
う
に
、
社
会
の
形
態
は
、
何
か
曖
昧
な
、
遥
か
な
起

源
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
哲
学
の
始
ま
る
遥
か
以
前
に
、
人
間
の
思
索
か
ら
で
は
な
く
て
、
本
能
か
ら
発
生
し
て

い
る
。
人
間
集
団
の
制
度
や
政
策
は
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
啓
蒙
時
代
と
称
さ
れ
る
時
代

に
お
い
て
さ
え
、
群
集
の
す
べ
て
の
歩
み
や
動
き
は
、
い
ず
れ
も
将
来
に
対
す
る
何
ら
の
見
通
し
も
な
く
行
わ
れ
る
。
そ
し

て
諸
国
民
は
色
々
な
制
度
を
偶
然
見
つ
け
出
す
が
、
そ
れ
ら
は
な
る
ほ
ど
、
人
間
の
行
動
の
結
果
で
は
あ
る
と
は
い
え
、
人

間
の
計
画
の
結
果
で
は
な
い

（
（（
（

。

　

こ
の
世
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
も
自
然
に
未
開
な
社
会
か
ら
次
第
に
洗
練
さ
れ
た
文
明
社
会
へ
と

発
展
し
て
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
国
家
や
制
度
等
の
起
源
を
人
間
の
意
図
的
な
行
為
に
跡
付
け
た
自
然
状
態
論

者
の
よ
う
に
、「
自
然
」
と
「
自
然
で
な
い
」
状
態
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
他
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
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と
同
様
に
理
性
を
重
視
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
社
会
を
人
間
活
動
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
た
。

啓
蒙
の
時
代
と
称
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
他
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
群
衆
の
す
べ
て
の
歩
み
と
す
べ
て
の
動

き
は
、
未
来
が
ま
っ
た
く
見
通
せ
な
い
中
で
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
諸
国
民
は
、
事
実
上
人
間
の
行
動
の
結
果
で
は
あ
る
が
、

人
間
の
ど
の
構デ

ザ
イ
ン想
の
遂
行
で
も
な
い
体
系
に
偶
然
出
く
わ
す
（
（（
（

。

　

つ
ま
り
、「
合
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
政
体
は
な
く
、
計
画
か
ら
写
し
取
ら
れ
る
統
治
は
な
い

（
（（
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経

済
発
展
著
し
い
十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
商
業
社
会
に
生
き
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
私
益
の
追
求
に
つ
い
て
も
、
意
図
せ
ざ

る
結
果
の
論
理
を
駆
使
し
て
肯
定
し
て
み
せ
た
。
経
済
発
展
の
最
良
の
方
法
は
、
各
々
の
人
間
が
、
利
己
的
な
関
心
に
基
づ
い
て

利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
国
家
の
入
念
な
政
策
に
優
る
商
業
と
豊
か
さ
の
保
護
者
で
あ
る

（
（（
（

」。
そ
し
て
、
私
的

所
有
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
だ
け
が
目
的
の
利
己
的
な
人
間
の
活
動
が
、
社
会
的
全
体
を
富
ま
せ
、
経
済
発
展
の
結
果
、
人
間
の
生

活
は
便
利
に
清
潔
に
豊
か
に
な
り
、
人
々
の
選
択
の
自
由
は
広
が
り
、
学
問
、
技
術
も
発
展
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

文
明
化
は
、
所
有
の
確
保
・
商
業
の
拡
大
・
諸
権
利
の
保
護
な
ど
人
々
の
私
的
利
害
活
動
の
結
果
生
じ
て
い
る
。
社
会
は
明
示

化
さ
れ
た
諸
規
則
と
同
程
度
に
、
日
常
的
な
行
為
や
慣
習
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
よ
り
経
済
事

象
に
拡
大
し
始
め
た
こ
の
論
理
を
、
友
人
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
後
に
『
国
富
論
』
で
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

３　

歴
史
の
動
き
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
の
所
有

　

し
か
し
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
未
開
か
ら
文
明
へ
と
進
む
人
類
の
歴
史
を
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
論
理
だ
け
に
よ
っ
て
説
明
し
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た
わ
け
で
は
な
い
。
天
羽
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
個
人
の
意
図
や
願
望
と
は
別
の
社
会
の
動
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
の
か
」。「
歴
史
の
動
き
を
規
制
す
る
も
の
」
と
し
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
こ
こ
で
注
目
し
た
の
が
私
有
財
産

制
度
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
よ
る
と
、
未
開
な
人
々
の
中
に
は
、「
主
と
し
て
狩
猟
、
漁
猟
、
あ
る
い
は
土
地
の
自
然
的
産
物
に
よ
っ
て

生
存
し
」、「
財
産
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
」
人
々
が
い
る
一
方
、「
畜
群
を
所
有
し
、
そ
の
飼
料
を
牧
草
に
依
存

し
て
い
る
の
で
、貧
乏
と
は
何
か
、富
裕
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
る
」、「
財
産
を
主
た
る
関
心
と
欲
望
の
対
象
」
と
し
て
い
る
人
々

が
い
る
。
こ
の
違
い
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
未
開
時
代
を
野
生
（savage

）
と
野
蛮
（barbarous

）
の
二
つ
の

時
代
に
分
類
し
た
。
つ
ま
り
、
所
有
財
産
制
度
の
発
達
度
に
よ
っ
て
未
開
状
態
を
野
生
と
野
蛮
の
二
つ
の
状
態
に
分
け
て
考
察
し

た
の
で
あ
る

（
（（
（

。
天
羽
は
、「
こ
の
よ
う
に
、
財
産
を
歴
史
の
段
階
区
分
の
原
理
と
す
る
見
方
が
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
を
マ
ル
ク
ス
の

唯
物
史
観
の
先
駆
者
と
す
る
、
パ
ス
カ
ル
や
ミ
ー
ク
の
解
釈
を
生
み
出
し
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。

　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
所
有
形
態
を
、
生
活
手
段
の
獲
得
様
式
に
よ
っ
て
考
察
し
、
統
治
の
問
題
を
、
財
産
制
度
か
ら
考
察
す
る
。

私
有
財
産
制
度
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
激
化
す
る
財
産
を
め
ぐ
る
対
立
を
抑
制
す
る
に
は
、
所
有
物
と
所
有
者
を
確
定
す
る
た
め

の
何
ら
か
の
方
法
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

利
益
に
対
す
る
欲
求
が
侵
害
の
最
大
の
動
機
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
律
は
主
と
し
て
財
産
と
関
係
す
る
。
そ
れ
は
、
時
効

（prescription

）、
譲
渡
（conveyance

）、
相
続
（succession
） 

と
い
っ
た
財
産
が
取
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
を
確
定
し
、
そ
し
て
、
財
産
の
所
有
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
必
要
な
規
定
を
も
う
け
る

（
（（
（

。
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フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
「
所
有
は
進
歩
の
原
因
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
所
有
制
度
が
人
間
の
生
活
習
慣
や
性
質
に
多
大
な

影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
進
歩
と
所
有
制
度
の
発
展
の
関
係
に
つ
い
て
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
考
察
を
、
天
羽
が
整
理
し
て
い

る
（
（（
（

の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
見
て
い
く
。
ま
ず
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
よ
る
と
財
産
に
対
す
る
要
求
は
経
験
か
ら
生
ま
れ
、「
獲

得
し
た
り
改
良
し
た
り
す
る
勤
勉
は
、
怠
惰
と
か
享
楽
に
向
か
う
現
在
の
傾
向
を
克
服
し
て
、
遠
く
の
目
的
の
こ
と
を
考
え
て
行

動
す
る
習
慣
」
が
生
ま
れ
る

（
（（
（

。
ま
た
、「
暴
力
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
動
機
に
も
と
づ
い
て
、
彼
は
金
儲

け
の
技ア

ー
ト術
を
用
い
、
飽
き
飽
き
す
る
仕
事
に
専
念
し
、
ま
た
、
彼
の
労
働
の
将
来
に
お
け
る
報
酬
を
辛
抱
強
く
待
つ
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る

（
（（
（

」。
こ
う
し
て
所
有
制
度
の
発
展
を
比
例
し
て
、
人
々
は
勤
勉
に
な
り
、
几
帳
面
に
な
り
、
辛
抱
強
く
な
る
。
そ
し

て
労
働
者
、
職
工
、
商
人
の
習
慣
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

４　

近
代
社
会
へ
の
疑
念

　

し
か
し
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
経
済
発
展
が
幸
福
を
も
た
ら
す
と
は
確
信
で
き
な
か
っ
た

（
（（
（

。
文
明
化
が
高
度
に
進
ん
だ
商
業
社
会

に
お
い
て
目
的
化
し
た
蓄
財
は
、
結
局
、
人
類
が
未
開
状
態
か
ら
道
徳
的
に
進
歩
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
、
フ

ァ
ー
ガ
ス
ン
は
認
識
し
た
。

商
業
社
会
に
お
い
て
は
、
私
的
利
害
と
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
社
会
が
分
裂
し
、
社
会
は
利
己
的
な
人
間
の
集
合
体
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
文
明
社
会
の
成
員
を
互
い
に
分
離
さ
せ
て
い
る
職
業
の
差
異
（distinction

）
の
下
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
は

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
才
能
、
あ
る
い
は
、
特
殊
の
熟
練
を
持
っ
て
お
り
、
他
の
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
明
白
に
無
知
で
あ
る
。
そ

し
て
、
社
会
は
各
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
社
会
の
精
神
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
活
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
は
い
な
い

（
（（
（

。
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フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
経
済
的
事
象
が
道
徳
的
な
社
会
生
活
を
破
壊
す
る
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
教
訓

を
か
み
し
め
た
。
多
く
の
人
々
が
市
民
社
会
を
富
の
蓄
積
の
場
と
み
な
す
に
つ
れ
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
逆
に
、
公
共
生
活
に
は

耐
え
難
い
腐
敗
・
独
裁
制
・
政
治
的
無
関
心
が
現
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
警
告
を
発
し
た
。

い
か
な
る
国
民
で
あ
ろ
う
と
、
国
内
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
文
明
化
さ
れ
る
中
で
、
被
統
治
者
の
政
治
的
性
格
を
尊
重

せ
ず
に
、
彼
の
身
体
と
財
産
を
保
障
す
る
こ
と
が
政
策
の
公
然
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
体
制
は
実
際
に
自
由

か
も
し
れ
な
い
が
、
国
民
は
自
由
を
受
け
る
の
に
値
せ
ず
、
自
由
を
維
持
す
る
の
に
適
さ
な
い
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

体
制
が
も
た
ら
す
効
果
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
を
、
そ
れ
ぞ
れ
快
楽
の
追
求
に

没
頭
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
今
や
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
邪
魔
さ
れ
ず
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
利
益
の
追
求
に
没
頭
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
利
益
は
国

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
家
に
対
し
て
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
い
で

保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

所
有
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
国
家
を
設
立
す
る
と
い
う
思
想
へ
の
反
発
が
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
を
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
論
理

に
至
ら
せ
た
。
し
か
し
、
経
済
的
に
は
発
展
し
て
い
る
が
、
政
治
的
に
は
腐
敗
し
て
い
る
商
業
社
会
で
、
市
民
を
公
共
善
へ
と
向

か
わ
せ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の
よ
う
に
、
道
徳
性
や
社
会
的
絆
を
社
会
の
原
理
と
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
フ
ァ
ー
ガ

ス
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、 ［
徳
と
は
］
異
な
る
源
泉
か
ら
自
由
を
導
き
出
す
こ
と
に
満
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
為
政
者
の
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権
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
義
を
期
待
し
、
臣
民
の
財
産
と
身
体
を
保
障
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
に
保
護
を
委

ね
る
こ
と
に
満
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　

利
害
関
係
を
抜
き
に
し
た
結
び
つ
き
よ
り
も
、
富
を
生
み
出
す
相
互
依
存
関
係
が
強
さ
を
増
し
、
所
有
を
中
心
に
回
り
出
し
た

社
会
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
結
び
つ
き
だ
け
で
は
、
社
会
に
溢
れ
出
る
利
己
心
の
作
用
に
は
対
抗
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
徳

で
は
な
く
法
の
下
で
保
障
さ
れ
る
自
由
と
所
有
権
に
満
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
依
然
と
し
て
人
間
の
内
面
性
や
社
会
的
絆
が
永
続
的
な
社
会
生
活
の
唯
一
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え

た
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
幸
福
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

幸
福
と
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
あ
れ
、
そ
れ
を
追
い
求
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
達
成
す
る
こ
と
か
ら
生
じ

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
到
達
す
る
す
べ
て
の
新
し
い
状
況
に
お
い
て
、
裕
福
な
生
活
過
程
に
お
い
て
さ

え
、
幸
福
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
や
、
わ
れ
わ
れ
の
手
の
内
に
あ

る
物
質
や
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
提
供
さ
れ
て
い
る
道
具
よ
り
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
ど
の
程
度
適
切
に
用
い
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。

　

ロ
ッ
ク
の
影
響
下
で
、
国
家
の
目
的
と
し
て
所
有
権
の
保
全
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
生
き
た
十
八
か
ら
十
九

世
紀
に
か
け
て
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
も
目
撃
し
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
、
し
か
し
、

所
有
の
重
要
性
は
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
国
家
の
最
重
要
課
題
を
所
有
の
保
全
と
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
、
そ
れ
以
上
の
意
義
と
政
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治
的
役
割
を
国
家
に
求
め
た
近
代
所
有
論
の
批
判
者
で
あ
っ
た
。

　
　

終
わ
り
に
―
―
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
有
概
念
の
政
治
的
・
哲
学
的
蓋
然
性　

　

所
有
権
、
す
な
わ
ち
、
財
産
を
取
得
し
保
有
す
る
権
利
は
、
自
然
権
あ
る
い
は
基
本
的
人
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
―
―
十
八

世
紀
後
半
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
答
え
を
出
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
「
ノ
ー
」
と
答
え
、

フ
ラ
ン
ス
は
「
イ
エ
ス
」
と
答
え
た
。

　

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
約
三
週
間
前
、
六
月
十
二
日
に
ア
メ
リ
カ
十
三
植
民
地
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
が
「
ヴ
ァ

ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
（V

irginia Bill of Rights

）」
を
発
し
た
。
十
八
世
紀
の
自
然
権
思
想
を
集
約
的
に
成
文
化
し
、
基
本
的

人
権
の
思
想
を
世
界
で
初
め
て
明
文
化
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
主
な
起
草
者
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ
イ
ソ
ン
（George 

M
ason, 1725-92

）
だ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
に
お
い
て
、
財
産
を
取
得
所
有
す
る
こ
と
が
不

可
譲
の
権
利
と
し
て
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
の
約
二
週
間
後
の
六
月
二
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法

（Constitution of V
irginia

）」
は
、
第
一
条
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
を
組
み
入
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
独
立
を
果
た
す
前
の
州

憲
法
な
が
ら
、
憲
法
と
し
て
は
世
界
で
初
め
て
基
本
的
人
権
の
保
障
を
宣
言
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
他
の
州
も
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
権
利
章
典
を
モ
デ
ル
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
採
択
か
ら
わ
ず
か
五
日
後
、
一
七
七
六
年
七
月
四

日
に
公
布
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
「
前
文
」
で
は
、
不
可
譲
の
自
然
権
の
中
に
所
有
権
は
含
ま
れ
な
か
っ
た

（
（（
（

。

　

一
方
、
そ
の
二
十
三
年
後
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
（M

arie-Joseph Paul Y
ves Roch Gilbert du M

otier, M
arquis de La 
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Fayette, 1757-1834

）
が
主
な
起
草
者
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
、
一
七
八
九
年
八
月
二
十
六
日
に
公
布
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣

言
で
は
、
所
有
権
は
自
然
権
の
一
つ
と
し
て
含
ま
れ
た

（
（（
（

。

　

こ
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
ガ
ー
ズ
ニ
ー
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
主
な
起
草
者
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
（T

hom
as Jefferson, 1743-1826

）
が
故
郷
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
権
利
章
典
の
起
草
に
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

独
立
宣
言
に
も
所
有
権
は
自
然
権
と
し
て
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
当
初
は
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
所
有
権
を
外
し
た

理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
奴
隷
制
度
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
人

間
と
い
う
も
の
が
公
然
と
重
要
な
所
有
物
と
な
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
所
有
権
を
自
然
権
な
い
し
は
人
権
と
し
て
認
め

れ
ば
、
大
き
な
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
一
方
で
は
奴
隷
制
度
そ
の
も
の
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
あ
っ
た
。

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
自
身
は
他
の
ア
メ
リ
カ
建
国
の
父
た
ち
と
同
様
に
、
奴
隷
制
に
反
対
す
る
奴
隷
所
有
者
で
、
奴
隷
制
に
つ
い
て
矛

盾
の
な
い
一
貫
性
の
あ
る
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
原
住
民
の
問
題
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
指

導
者
た
ち
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
入
植
者
が
ア
メ
リ
カ
原
住
民
の
土
地
を
奪
っ
て
い
く
の
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、

そ
う
す
べ
き
だ
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
有
に
対
し
て
自
然
権
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
入
植
者
と
そ
の
子

孫
の
所
有
は
す
べ
て
疑
わ
し
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
原
住
民
の
土
地
や
所
有
物
に
対
す
る
考
え
方

（
（（
（

に
も
接
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
は
、
奴
隷
制
に
対
し
て
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
原
住
民
に
対
し
て
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
広
大
な
土
地
を
め
ぐ
る
排

他
的
所
有
に
つ
い
て
、
様
々
な
考
え
が
交
錯
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
一
七
八
〇
年
代
に
駐
仏
大
使

と
し
て
パ
リ
に
赴
任
し
て
い
る
際
、ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
に
、所
有
権
を
人
権
宣
言
草
案
か
ら
外
す
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。し
か
し
、

ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
は
、自
分
の
信
念
を
守
り
、所
有
を
最
終
的
な「
宣
言
案
」（
一
七
八
九
年
七
月
）に
保
持
し
た
。
ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
、

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
ロ
ッ
ク
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
法
学
者
ビ
ュ
ル
ラ
マ
キ
（Jean-Jacques Burlam

aqui, 1694-1748

）
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の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
忠
実
な
教
え
子
は
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
、
従
っ
て
フ
ラ

ン
ス
で
あ
り
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
で
は
な
く
、
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ガ
ー
ズ
ニ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
所
有
権
を
、
哲
学
的
に
は
い

ま
だ
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
疑
わ
し
い
概
念
と
捉
え
、
な
お
か
つ
政
治
的
に
利
用
す
る
こ
と
も
賢
明
で
は
な
い
と
判
断
し

た
点
に
あ
る
だ
ろ
う

（
（（
（

。
今
日
に
お
い
て
、
所
有
権
は
人
権
の
中
に
当
然
の
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
所
有
権
や
人
権
の
普
遍
性

を
問
う
上
で
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
迷
い
と
決
断
は
、
私
た
ち
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

　

注
（
1
）　

鷲
田
（2000

）, pp. 4-8.

（
2
）　

ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
（1988

）, p. 27.

（
3
）　Garsney （2007

）, pp. 236-7.

（
4
）　

碧
海
他
編
（1976

）. 

等
参
照
。

（
5
）　T

ully

（1979

）, pp. 114-38;

生
越
（1991

）, pp .145-51.

（
6
）　

タ
リ
ー
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ル
マ
ー
（Robert Film

er, 1588-1653

）
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
所
有
概
念
の
立
場
に
立
ち
、property

とprivate dom
inion

に
同
じ
く｢

排
他
的
所
有
権｣
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
究
極
的
根
拠
を
、
彼
は
始
祖
ア
ダ
ム

の
「
支
配
権
」
に
求
め
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
に
反
論
し
て
い
く
の
が
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。（
生
越
（1991

）, p. 146

）;

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 

Sm
ith, 1723-90

）
は
、一
七
六
二
年
十
二
月
二
十
四
日
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
の
講
義
で
、所
有
の
根
拠
を
五
つ
に
整
理
し
て
説
明
し
た
。

①｢

先
占
（occupation

）｣

（
そ
れ
ま
で
誰
の
私
有
財
産
で
も
な
か
っ
た
物
を
最
初
に
手
に
す
る
こ
と
）、
②｢

譲
渡
（tradition

）｣

（
他

の
人
に
所
有
権
を
手
渡
す
こ
と
）、③「
添
付（accession

）」（
自
然
的
事
象
の
経
過
に
よ
り
、追
加
的
実
物
の
所
有
が
出
現
す
る
こ
と
）、「
時
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効
（prescription

）」（
な
い
し
「
継
続
使
用
（usucapio

）」。
長
期
間
に
わ
た
る
排
他
的
使
用
）、「
相
続
（succession

）」（
所
有
者
の

死
に
よ
り
所
有
権
を
移
転
す
る
公
認
さ
れ
た
方
法
）
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
特
に
先
占
を
説
明
す
る
た
め
に
、
文
明
社
会
史
論
を
展
開
し
て

い
く
の
で
あ
る
。（
ス
ミ
ス
（2012

）, p. 11, pp. 4-115; 

ラ
フ
ィ
ル
（2009

）, pp. 120-4.

）

（
7
）　

プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
を
執
筆
し
た
頃
の
ア
テ
ネ
は
、
古
代
の
直
接
民
主
政
治
の
ピ
ー
ク
と
も
言
わ
れ
る
「
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
」
の
末
期

だ
っ
た
。
ペ
リ
ク
レ
ス
が
病
死
し
、
衆
愚
政
治
と
呼
ば
れ
る
政
治
的
混
沌
が
訪
れ
た
。
紀
元
前
四
〇
四
年
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
で
は
、

ラ
イ
バ
ル
の
ス
パ
ル
タ
に
負
け
た
。
そ
の
五
年
後
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
師
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
謀
略
に
よ
っ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
結
果
死

刑
に
な
り
、
毒
杯
を
あ
お
い
だ
。

（
8
）　

プ
ラ
ト
ン
（1976

）, 416D
-417B, 464B

-C; 

ガ
ー
ズ
ニ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ポ
リ
ス
の
私
的
所
有
を
全
否
定
し
、
す
べ
て
を
共
有
化
す

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
く
、
ポ
リ
ス
の
守
護
者
の
私
的
所
有
と
私
的
生
活
を
否
定
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
点
を
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
誤
解
し
歪
め
て
し
ま
っ
た
た
め
、
後
世
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
共
産
主
義
者
と
し
て
誤
解
さ
れ
続
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

（Garsney （2007

）, p. 233.

）

（
9
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（2001

）, p. 53.

（
10
）　Ibid., p. 59.

（
11
）　

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
区
分
を
、
十
八
世
紀
に
文
明
社
会
史
、
推
測
的
歴
史
の
枠
組
で
三
段
階
あ
る
い
は
四
段
階
理
論
に
洗
練
さ

せ
る
の
が
、ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。Cf. 

青
木 （2010

）, 

第
一
章
。

（
12
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
高
利
貸
し
批
判
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
の
こ
と
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（2001

）, p. 35; 

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（2001

）, 

p. 38.

（
13
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（2001

）, p. 75.

（
14
）　Ibid., p. 60.
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（
15
）　Ibid.

（
16
）　Ibid., pp. 59-60.

（
17
）　

ロ
ー
マ
人
が
つ
く
っ
た
法
を｢

ロ
ー
マ
法｣

と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
王
政
ロ
ー
マ
か
ら
東
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
間
に
作
ら
れ
た
法
全
般
を

指
す
漠
然
と
し
た
概
念
で
あ
る
。

（
18
）　

ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
（1988

）, pp. 26-9. 

（
19
）　

キ
ケ
ロ
ー
（1999 c

）, pp. 141-2.

（
20
）　Ibid., p. 290.

（
21
）　Ibid., p. 290.

（
22
）　Ibid., p. 167-8.

（
23
）　Ibid., pp. 271-2.

（
24
）　Ibid., pp. 272.

（
25
）　Ibid., pp. 272.

（
26
）　

グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
と
は
、
兄
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
・
セ
ン
プ
ロ
ニ
ウ
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
ス
（T

iberius Sem
pronius Gracchus, B.C.163-B.

C.133

）
と
弟
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
ン
プ
ロ
ニ
ウ
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
ス
（Gaius Sem

pronius Gracchus, B.C.154-B.C.121

）
の
二
人
を
指
す
。

テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
が
紀
元
前
一
三
三
年
に
護
民
官
に
就
任
し
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ウ
ム
（
パ
ト
リ
キ
（
貴
族
）
の
大
土
地
所
有
に
よ
る
公
有

地
の
占
有
を
制
限
し
、
無
産
市
民
に
土
地
を
再
分
配
し
た
上
で
、
自
作
農
を
創
出
す
る
こ
と
）
を
目
指
し
た
が
、
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
志
を

受
け
継
い
だ
ガ
イ
ウ
ス
も
失
脚
し
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。

（
27
）　

キ
ケ
ロ
ー
（1999 c

）, p. 276.

（
28
）　

キ
ケ
ロ
ー
（1999a

）, p. 106.
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（
29
）　Ibid., pp. 37-8.

（
30
）　Ibid., pp. 98-9.

（
31
）　

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
、
適
度
な
富
に
よ
っ
て
富
者
・
貧
者
を
と
も
に
守
る
相
続
財
産
と
政
治
的
知
恵
に
よ
っ
て
市
民
社
会
を
組
織
し
よ
う

と
す
る
キ
ケ
ロ
の
意
欲
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
な
ど
は
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。（
エ

ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（2001

）, p. 53.

）

（
32
）　

註
釈
学
派
と
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
古
代
ロ
ー
マ
法
（
特
に
集
大
成
で
あ
る
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
な
ど
）
の
主

要
文
言
に
註
釈
を
つ
け
て
解
釈
し
た
法
学
者
の
一
派
。
中
心
地
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
だ
っ
た
た
め
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
学
派
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
33
）　Garsney, pp. 236-7.

（
34
）　

田
中
（1994

）, p. 57; 

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
統
治
の
発
生
と
、
政
治
権
力
の
起
源
と
、
政
治
権
力
を
持
つ
人
を
指
定
し

識
別
す
る
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
卿
が
教
え
た
も
の
と
は
別
の
も
の
を
ぜ
ひ
と
も
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
ロ
ッ
ク （2007

）, p. 6.

）

（
35
）　T

ully （1980

）, p. 54.

（
36
）　

ロ
ッ
ク
（2007

）, pp. 31-2.

「
私
は
、
共
有
物
と
し
て
神
が
人
類
に
与
え
た
も
の
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
部
分
に
つ
い
て
、
全
共
有
者
の

明
確
な
契
約
も
な
い
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
が
所
有
権
を
も
つ
に
い
た
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
い
と
思
う
。」

（
37
）　Ibid., pp. 32.

（
38
）　Ibid., p. 33.

（
39
）　Ibid., p. 33, 36.

（
40
）　Ibid., pp. 50-2, 54-5.

（
41
）　Ibid., pp. 37-8, 38-9, 42-4, 46.
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（
42
）　Ibid., p. 23.

（
43
）　Ibid., p. 23.

（
44
）　Ibid., p. 16.

（
45
）　Ibid., pp. 129-30.

（
46
）　Ibid., p. 7.

（
47
）　Ibid., p. 178.

（
48
）　Ibid., p. 130.

（
49
）　

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
考
え
方
の
多
く
は
、
彼
が
直
接
体
験
し
た
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
過
程
で
培
わ
れ
た
。

当
時
の
知
識
人
た
ち
と
共
に
ロ
ッ
ク
は
、
貴
族
や
絶
対
君
主
が
自
由
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
共
通
善
が
実
質
的
に

私
的
諸
権
利
の
擁
護
に
等
し
い
こ
と
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。」（
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（2001

）, p. 133.

）

（
50
）　

青
木
（2010

） 

第
一
章
第
三
節
参
照
の
こ
と
。

（
51
）　Forbes （1966

）, p. xxv.

（
52
）　

青
木
（2010

）, p. 94.

（
53
）　Ibid., 

第
一
章
第
二
節
参
照
の
こ
と
。

（
54
）　Ferguson （［1767

］ 1995

）, p. 95 （188

）;（　

）
内
の
数
字
は
大
道
安
次
郎
に
よ
る
邦
訳
書
の
該
当
頁
で
あ
る
が
、本
稿
の
『
市
民
社
会

史
論
』
の
訳
は
、
す
べ
て
筆
者
が
行
っ
た
。
な
お
、
天
羽
康
夫
と
筆
者
に
よ
る
同
書
の
新
訳
が
、
近
々
京
都
大
学
学
術
出
版
会
か
ら
出
版

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
55
）　Ibid., p. 97 （191

）.

（
56
）　Ibid., p. 119 （237-8

）.
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（
57
）　Ibid., p. 225

（463-4

）.
（
58
）　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
青
木
（2010

）,  

第
二
章
第
七
節
参
照
の
こ
と
。

（
59
）　Ferguson （［1767

］ 1995

）, p. 119 （237-8

）.

（
60
）　Ibid., p. 119 （237-8

）.

（
61
）　Ibid., p. 119 （238

）.

（
62
）　Ibid., pp. 139-40.

（
63
）　

青
木
（2010

）, 
第
二
章
参
照
の
こ
と
。

（
64
）　

天
羽
（1993

）, pp. 185-6.

（
65
）　Ferguson （［1767

］ 1995
）, pp. 81-2 （158-9

）;

天
羽
（1993

）, p. 186; 

青
木 （2010

）,  

第
一
章
第
三
節
、
第
四
節
参
照
の
こ
と
。

（
66
）　

天
羽
（1993

）, p. 186; 

天
羽
は
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
唯
物
史
観
が
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
っ
た
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
パ
ス
カ
ル
や
ミ
ー
ク
が
高
く
評
価
し
た
、
財
産
制
度
と
生
活
資
料
の
獲
得
様
式
に
注
目
し
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
先
駆
的
な
唯
物
史

観
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
の
諸
現
象
が
、
生
活
資
料
の
獲
得
様
式
を
基
軸
に
据
え
て
解
明
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
経
済
的
要
因
は
、
人
間
生
活
を
規
制
す
る
諸
要
因
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。」（Ibid., p. 188.

）

（
67
）　Ferguson （［1767

］ 1995

）, p. 150 （303

）;  

し
た
が
っ
て
、前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
私
は
こ
の
野
原
を
専
有
し
た
い
。
こ
れ
を
子
孫
に

遺
す
」
と
最
初
に
言
っ
た
人
が
、
意
図
せ
ず
し
て
、
民
法
や
政
治
制
度
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
68
）　

天
羽
（1993

）, p. 187.

（
69
）　Ferguson （［1767

］ 1995

）, pp. 81 （159

）.

（
70
）　Ibid., p. 97 （191

）.

（
71
）　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
商
業
社
会
へ
の
疑
念
に
つ
い
て
は
、
青
木
（2010

）, 

第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。
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（
72
）　Ferguson （［1767

］ 1995

）, p. 207 （426

）.

（
73
）　Ibid., p. 210 （433-4

）.
（
74
）　Ibid., p. 155 （313-4

）.
（
75
）　Ibid., p. 51 （94

）.

（
76
）　
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
」
は
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
」
に
第
一
条
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
。「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
」
第
一
条
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
人
は
、
生
来
ひ
と
し
く
自
由
か
つ
独
立
し
て
お
り
、
一
定
の
生
来
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
（
一
定
の

生
来
の
）
権
利
は
、
人
民
が
社
会
を
組
織
す
る
に
当
た
り
、
い
か
な
る
契
約
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
子
孫
か
ら
こ
れ
（
一
定
の
生
来
の
権

利
）
を
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
（
一
定
の
生
来
の
）
権
利
と
は
、
す
な
わ
ち
財
産
を
取
得
所
有
し
、
幸
福
と
安

寧
と
を
追
求
獲
得
す
る
手
段
を
伴
っ
て
、
生
命
と
自
由
と
を
享
受
す
る
権
利
で
あ
る
。」

（
77
）　

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
七
月
四
日
第
二
回
大
陸
会
議
に
よ
り
採
択
、十
三
の
ア
メ
リ
カ
連
合
諸
邦
に
よ
る
全
会
一
致
の
宣
言
）

の
前
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
の
事
実
を
自
明
の
こ
と
と
信
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
間

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
り
、
そ
の
創
造
主
に
よ
っ
て
、
生
命
、
自
由
、
お
よ
び
幸
福
の
追
求
を
含
む
不
可
侵
の
権
利
を
与
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

（
78
）　Garsney （2007

）, pp. 221-2.

（
79
）　｢

た
と
え
ば
絵
に
描
い
た
よ
う
な
近
代
的
『
自
己
所
有
』
論
の
実
践
者
た
ち
が
、
ラ
イ
フ
ル
と
バ
イ
ブ
ル
の
威
を
駆
っ
て
〝
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
〟
を
追
い
つ
め
て
は
土
地
分
割
協
定
を
提
案
し
た
と
き
、
十
九
世
紀
に
い
た
っ
て
さ
え
〝
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
〟
の
最
長
老
は
、
伝
え
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
語
っ
て
拒
ん
だ
。『
こ
の
大
地
は
、
人
間
と
動
物
に
生
命
を
与
え
る
た
め
に
、
こ
こ
に
存
在
す
る
［
…
…
］。

大
地
は
大
い
な
る
精
霊
に
よ
っ
て
こ
こ
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
売
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
も
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の
で
は
な
い
か
ら
だ
。』
と
。｣

（
大
庭
（2000

）, pp. 201-2; Cf. 

ア
タ
リ
（1994

）, p. 56.

）; 

ア
タ
リ
は
、
十
九
世
紀
初
め
の
ア
メ
リ
カ
先

住
民
の
所
有
観
に
つ
い
て
、
次
の
事
例
も
挙
げ
て
い
る
。（Ibid., pp. 56-7.

）「
同
じ
頃
、
シ
ョ
ー
ニ
ー
族
の
あ
る
戦
時
首
長
も
こ
う
明
言

し
て
い
た
。『
私
の
心
底
で
生
き
て
い
る
精
霊
は
、
過
去
と
の
霊
的
交
わ
り
か
ら
私
に
い
う
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
［
…
…
］
土

地
全
体
は
大
い
な
る
精
霊
に
所
属
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
大
地
を
保
全
し
、
そ
の
所
産
を
享
受
し
、
わ
れ
わ
れ
の
種
で
満
ち
満
ち
る
よ

う
に
と
、
そ
う
さ
れ
た
の
だ
［
…
…
］。
こ
の
大
地
は
過
去
に
お
い
て
分
割
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
大
地
は
各
人
の
利
用
の
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
万
人
に
所
属
し
て
い
る
の
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。」

（
80
）　Ibid., （2007

）, p. 225.
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