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序
論

わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
（
な
い
し
内
戦
と
空
位
期
）
に
著
作
活
動
を
行
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
に
注
目
す
る
。
彼
の

政
治
思
想
は
一
般
に
、「
古
典
的
共
和
主
義
」
な
い
し
「
市
民
的
人
文
主
義
」（
Ｊ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
）、
或
い
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
」（
Ｊ
・

デ
ー
ヴ
ィ
ス
）
の
範
疇
に
入
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
前
者
が
古
代
の
共
和
主
義
を
範
と
し
つ
つ
、
当
時
の
状
況
に
至
る
ま
で
を

歴
史
的
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
共
和
制
な
ど
に
論
及
し
つ
つ
、
当
時
の
状
態
に
適

合
し
た
共
和
国
憲
法
構
想
を
提
唱
す
る
。
後
者
は
、
彼
の
主
著
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
が
そ
の
理
想
主
義
的
国
家
を
志
向
す
る
思
想
傾

向
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
そ
の
両
方
の
思
想
範
疇
に
属
す
る
部
分
を
認
め
る
。
し
か
し
特
に
本
稿
は
、

前
者
に
お
け
る
共
和
主
義
政
治
制
度
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
は
、
市
民
の
自
由
を
支
柱
と
し
て
、
こ
れ
を
保
障
す
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四
一

る
制
度
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
高
度
の
概
念
が
「
平
等
に
し
て
秩
序
立
っ
た
共
和
国
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
憲
法
モ
デ

ル
が
こ
の
制
度
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
政
治
的
議
会
主
権
﹇
立
法
部
と
執
行
部
を
含
む
﹈
主
義
、
両
院
制
議

会
の
機
能
﹇
提
案
・
討
議
と
決
議
﹈
の
分
離
主
義
、
成
文
憲
法
的
立
憲
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
た
（
2
）

。

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
法
思
想
に
つ
い
て
彼
の
後
期
の
著
作
を
素
材
と
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の

は
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
立
法
制
度
思
想
に
つ
い
て
日
本
に
お
い
て
必
ず
し
も
徹
底
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
が
故
に
、
政
治

制
度
思
想
論
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
概
括
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
内
容
を
論
じ
る
彼
の
『
立
法
の
技
術
』

に
つ
い
て
、
最
も
詳
細
に
し
て
的
確
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
Ｊ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
主
著
以
外
の
著
作
に
お
い

て
「
最
も
野
心
的
な
も
の
（
3
）

」
に
し
て
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
論
の
方
法
論
的
抄
録
で
も
あ
る
（
4
）

」
と
評
す
る
。
も
う
一
人
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の

『
立
法
の
技
術
』
を
評
価
す
る
も
の
は
、
Ｄ
・
ウ
ー
ト
ン
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
著
作
が
そ
の
主
著
に
次
ぐ
「
第
二
の
主
要
著
作
」
と
し
て

位
置
付
け
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
二
二
頁
に
わ
た
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
﹇『
立
法
の
技
術
』﹈
を
自
ら
が
編
集
す
る
一
七
世
紀
の
思
想

著
述
選
集
に
収
録
し
て
い
る
（
5
）

。
こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度
論
に
関
す
る
も
の
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
ま
と
ま
っ
た

形
で
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
全
体
的
に
総
括
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
と
な
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、
拙
稿
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
」（『
政
経
研
究
』
第
五
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
六
月
）
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

拙
稿
前
掲
。

（
3
） J.G

.A
.P
ocock, ed., Jam

es H
arrin

gton: T
h

e C
om

m
onw

ealth of O
ceana and

 A
 S

ystem
 of P

olitics, C
am
bridge, 1992, p.x, etc.

（
4
） J.G

.A
.P
ocock, ed., T

h
e P

olitical W
orks of Jam

es H
arrin

gton, C
am
bridge, 1977, p.104.
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n
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第
二
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
法
思
想

│
『
立
法
の
技
術
』
の
分
析

│

ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
立
法
の
技
術
』﹇
以
下
、『
立
法
』
と
略
記
﹈
は
、
一
六
五
九
年
と
い
う
自
ら
が
そ
の
共
和
主
義
運
動
に
最
も
積
極
的

で
あ
っ
た
時
代
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
そ
の
パ
ト
ロ
ン
的
立
場
に
あ
る
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ
ル
と
と
も
に
、
彼
の
共
和
国
憲

法
に
よ
っ
て
衰
え
つ
つ
あ
る
共
和
主
義
を
懸
命
に
継
続
し
よ
う
と
し
て
い
た
ハ
リ
ン
ト
ン
の
姿
が
想
定
し
得
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
期
間
の

後
半
に
「
ロ
ー
タ
」
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
自
ら
の
構
想
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
そ
う
し
た
背
景
の
下

で
こ
の
構
想
を
よ
り
一
層
整
理
し
、
か
つ
そ
の
明
確
性
を
前
面
に
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
1
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
『
立
法
』
が
自
ら
の
政
治
的
議
会
主
権
﹇
立
法
部
と
執
行
部
を
含
む
﹈
主
義
と
い
う
、
制
度
の
支
柱
を
よ
り
明
確

に
整
理
し
、
か
つ
よ
り
広
範
な
視
野
か
ら
そ
れ
を
論
理
立
て
る
も
の
と
み
な
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
立
法
に
つ
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
著
で

は
、
そ
の
立
法
機
関
と
し
て
の
両
院
制
、
そ
の
憲
法
の
創
設
者
と
し
て
の
立
法
者
の
存
在
、﹇
執
行
部
権
力
の
抑
制
﹈
さ
ら
に
は
法
の
支

配
原
理
な
ど
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
自
ら
そ
の
著
書
が
、
そ
の
批
判
に
対
し
て
自
ら
の
理
論
の
長
所
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
必
要
に
も
迫
ら
れ
、
自
ら
が
こ
の
著
作
を
世
に
訴
え
た
と
想
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
全
三
巻
に
沿
っ
て
こ
の
著
作
を
総
括
し

よ
う
と
す
る
こ
と
と
な
る
（
2
）

。
こ
の
『
立
法
』
は
、
上
記
の
如
く
そ
の
主
著
を
除
き
、
彼
の
『
民
主
制
統
治
の
特
権
』（
一
六
五
七
）
と
と
も

に
他
の
小
論
文
と
比
較
し
て
そ
の
規
模
に
お
い
て
最
も
大
き
い
特
徴
を
示
す
。
そ
の
第
三
巻
の
表
題
は
、「
前
の
記
述
に
従
い
、
聖
書
で

確
認
さ
れ
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
で
現
在
﹇
当
時
﹈
の
財
産
の
均
衡
な
い
し
財
産
状
態
に
従
っ
て
、
実
行
可
能
的
に
提
案
さ
れ
た
、
民
主
制
統
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一
四
三

治
」
と
示
さ
れ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
以
下
の
二
つ
の
巻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
統
治
原
理
の
基
礎
及
び
統
治
の
上
部
構
造

を
示
す
」、「
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
及
び
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
和
国
の
枠
組
み
を
示
す
」
と
題
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
は
、
長
さ
に
お
い

て
異
な
る
が
、
内
容
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
著
に
お
け
る
も
の
に
主
に
基
づ
き
、
か
つ
そ
の
主
要
な
内
容
に
か
か
わ
る
（
3
）

。

こ
の
『
立
法
』
の
表
題
と
内
容
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
多
様
な
も
の
を
含
む
が
ゆ
え
に
こ
の
表
題
が
そ
の
内
容
と
十
分
に
一
致
す
る
か

否
か
に
は
、
問
題
も
残
る
。
と
い
う
の
は
彼
は
、
立
法
の
技
術
を
、
最
高
の
法
な
い
し
国
民
に
安
全
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
づ
け
る
か
ら

で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
立
法
の
技
術
を
は
じ
め
と
し
て
よ
り
広
範
な
内
容
を
含
む
と
い
う
視
野
か
ら
理
解
す
れ
ば
、
納
得
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
著
作
の
順
序
に
沿
っ
て
概
括
す
る
こ
と
と
す
る
。

﹇
第
一
項
﹈
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
統
治
の
基
礎
及
び
統
治
の
上
部
構
造

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
そ
の
第
一
巻
の
序
文
に
お
い
て
家
族
統
治
原
理
と
の
関
連
で
国
家
統
治
原
理
な
い
し
そ
の
性
質
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
に
は
、「
家
族
統
治
原
理
な
い
し
性
質
を
考
察
す
る
」
と
い
う
題
名
が
付
け
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
よ
り
こ
の

内
容
に
則
し
て
言
い
換
え
、
以
下
の
も
の
と
し
た
（
4
）

。

〈
1
〉
家
族
統
治
と
国
家
統
治
と
の
類
推
に
よ
る
統
治
原
理
及
び
性
質
の
検
討

彼
は
こ
の
第
一
項
に
お
い
て
、
そ
れ
を
次
の
七
項
目
に
わ
た
っ
て
論
及
す
る
。
こ
の
序
文
は
、
そ
の
著
作
全
体
の
う
ち
で
『
立
法
の
技

術
』
の
序
論
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
冒
頭
で
「
聖
職
者
達
と
君
主
制
の
熱
心
な
主
張
者
達
は
、
父
権
か
ら
或
い
は

家
族
統
治
か
ら
自
分
達
の
発
達
を
得
た
」
と
説
き
起
こ
す
。
こ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
共
和
制
の
主
張
と
君
主
制
と
の
対
比
で
論
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四

じ
る
意
図
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
に
君
主
制
の
主
張
者
の
論
点
か
ら
言
及
し
始
め
る
。
そ
れ
に
は
「
二
種
類
か
ら
な

り
得
」、
彼
ら
が
一
つ
に
の
み
注
目
し
た
だ
け
と
批
判
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
共
和
制
統
治
を
民
主
制
と
も

言
い
換
え
、
こ
れ
と
対
比
し
、
君
主
制
統
治
と
あ
わ
せ
て
二
つ
が
あ
る
と
措
定
す
る
か
ら
で
あ
る
（
5
）

。

｛
1
｝
君
主
制
的
家
族

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
そ
の
う
ち
の
君
主
制
の
統
治
か
ら
示
す
。「
一
年
程
度
で
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
収
入
を
得
る
人
の
例
」
を
と
り

上
げ
る
。
こ
う
し
た
人
は
、
通
常
女
性
と
結
婚
し
、
か
つ
子
供
を
も
う
け
る
。
彼
は
、
自
ら
の
善
意
で
、
か
つ
使
用
人
達
の
生
計
の
た
め

に
「
自
ら
の
財
産
配
分
に
お
い
て
自
ら
に
依
存
す
る
使
用
人
」
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
財
産
の
費
消
な
い
し
消
滅

の
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
に
彼
は
「
ど
こ
に
そ
の
家
族
の
君
主
制
が
存
在
す
る
の
か
」
と
問
わ
せ
る
。
た
だ
し
そ
の
主
人
が
自

ら
の
財
産
に
よ
る
の
み
で
君
主
制
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
こ
の
主
人
の
絶
対
支
配
の
基
礎
な
い
し
均
衡
が
年
に
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と

な
っ
た
」
だ
ろ
う
と
い
う
（
6
）

。

｛
2
｝
民
主
制
的
家
族

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
諸
原
理
か
ら
当
然
に
「
民
主
制
﹇
多
数
者
統
治
と
法
に
よ
る
統
治
﹈
的
家
族
も
あ
り
得
る
」
と

い
う
。
か
く
し
て
一
年
程
度
で
「
各
々
が
三
〇
〇
ポ
ン
ド
程
度
の
収
入
を
得
る
六
人
な
い
し
一
〇
人
」
が
一
家
族
と
し
て
と
も
に
暮
ら
す

こ
と
に
合
意
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
い
か
な
る
者
が
「
同
じ
も
の
の
支
配
者
に
し
て
主
人
と
言
い
得
る
の
か
」、
或
い
は
残
り

の
も
の
の
「
全
て
の
財
産
を
扱
う
」
と
主
張
し
得
る
の
か
と
問
わ
せ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
、
同
等
に
服
し
め
る
同
意
に
導
く
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「
憲
法
条
項
（orders

）
に
と
も
に
合
意
し
な
い
の
か
」
と
問
い
質
し
、
か
つ
進
め
る
。
そ
う
で
あ
る
と
想
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確

か
に
こ
の
「
家
族
統
治
は
、
法
（law

s

）
な
い
し
憲
法
条
項
の
統
治
」
に
相
違
な
く
、
か
つ
一
人
な
い
し
そ
う
し
た
人
々
の
う
ち
の
「
三

人
な
い
し
四
人
の
統
治
で
な
い
こ
と
に
」
違
い
な
か
ろ
う
と
い
う
（
7
）

。
即
ち
、
そ
れ
は
君
主
制
や
寡
頭
制
で
は
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
。

｛
3
｝
法
の
統
治
と
人
の
統
治

続
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
主
要
な
統
治
原
理
を
こ
こ
で
も
措
定
す
る
。
君
主
制
的
家
族
の
一
人
物
が
法
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
つ
「
民
主
制
的
家
族
の
多
数
者
が
も
は
や
何
も
せ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
法
全
て
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と

冷
淡
に
言
い
得
る
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
「
法
が
一
人
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
一
人
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
え

ぬ
」
と
い
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
人
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
て
「
法
に
よ
る
統
治
」
で
は
な
い
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
法
は

多
数
者
に
よ
る
以
外
に
形
成
さ
れ
ぬ
」
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
別
な
人
に
よ
っ
て
も
統
治
さ
れ
ぬ
。
し
か
し
法
は
、
共
通
益
で
統
治
さ
れ
、

か
つ
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
「
法
の
統
治
に
達
し
」、
か
つ
人
の
統
治
と
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
8
）

。

｛
4
｝
真
の
統
治
状
態
に
あ
る
家
族

さ
ら
に
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
言
わ
れ
た
こ
と
が
全
て
の
種
類
と
全
て
の
遂
行
能
力
を
否
定
し
得
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
是

非
に
つ
い
て
そ
れ
は
、「
君
主
や
議
会
（parliam

ents

）
に
最
も
慎
ま
し
く
付
託
さ
れ
る
」。
即
ち
、
彼
ら
は
、
暴
力
な
く
し
て
或
い
は
財

産
の
移
動
な
く
し
て
、
君
主
制
的
家
族
か
ら
民
主
制
的
家
族
を
形
成
し
得
る
か
、
或
い
は
後
者
か
ら
前
者
を
形
成
し
得
る
か
否
か
、
或
い

は
そ
れ
が
財
産
に
お
け
る
均
衡
な
い
し
基
礎
の
如
き
も
の
に
関
し
て
国
家
で
実
際
的
で
あ
り
得
る
の
か
、
或
い
は
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
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つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
で
は
一
家
族
が
「
小
社
会
な
い
し
小
国
家
で
し
か
な
い
し
、
国
家
が
よ
り
大
き
な
社

会
な
い
し
大
き
な
家
族
で
し
か
な
い
」
と
断
定
す
る
（
9
）

。

｛
5
｝
主
権
的
君
主
と
最
高
統
治
官
と
の
相
違

引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
君
主
制
的
な
も
の
の
家
族
と
民
主
制
的
な
も
の
の
家
族
に
よ
る
対
比
論
を
展
開
す
る
。
彼
は
こ
こ
で
は
、

一
人
の
最
高
統
治
官
と
主
権
的
君
主
事
項
と
し
て
例
示
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
残
り
の
者
の
財
産
を
全
て
扱
う
と
い
う
点
に
通
常
応
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
か
く
し
て
「
一
家
を
形
成
す
る
の
に
合
意
し
た
六
人
な
い
し
一
〇
人
が
、
あ
る
執
事
﹇
管
理
人
﹈
を
も
た
ね
ば
な
ら

ぬ
」
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
一
国
で
こ
う
し
た
「
執
事
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
国
王
を
つ
く
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
。
と
は
い
え
こ
れ
は
、

「
一
家
の
執
事
が
大
家
族
（
後
者
）
の
主
人
達
に
応
え
得
ぬ
、
或
い
は
そ
の
彼
が
こ
の
費
用
全
体
を
支
払
う
、
そ
の
財
産
所
有
者
達
に
応

え
得
ぬ
と
い
う
こ
と
に
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
執
事
の
役
割
は
、
所
有
に
達
し
得
ぬ
が
、「
統
治
官
職
、
及
び

実
の
と
こ
ろ
共
和
国
に
お
け
る
毎
年
の
統
治
官
職
の
真
な
る
性
質
に
の
み
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
ろ
う
」
が
故
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
通

常
、
こ
う
し
た
説
明
は
、
年
末
前
に
算
定
さ
れ
、
か
つ
身
体
に
お
い
て
も
財
産
に
お
い
て
も
執
事
は
、
同
じ
も
の
の
た
め
に
、
財
産
所
有

者
達
な
い
し
主
人
達
に
応
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
所
有
者
達
な
い
し
主
人
達
も
適
切
な
よ
う
に
思
え
る
そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
え
ば
、

こ
う
し
た
他
の
執
事
を
構
成
す
る
確
か
な
権
利
な
い
し
同
じ
も
の
の
任
務
を
延
長
す
る
確
か
な
権
利
を
も
つ
と
説
か
れ
る
（
10
）

。

｛
6
｝
立
法
の
技
術
の
必
要
性

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
著
作
の
本
題
で
あ
る
「
立
法
の
技
術
」
概
念
を
登
場
さ
せ
る
。
さ
て
「
国
家
が
統
治
の
混
乱
へ
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と
見
え
ぬ
摂
理
方
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
国
民
に
よ
っ
て
特
に
選
出
さ
れ
る
人
々
の
責
務
は
、
…
最
高
の
法
或
い
は
（
真

の
立
法
の
技
術
か
ら
な
る
）
国
民
に
安
全
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ

に
お
い
て
そ
の
「
立
法
の
技
術
」
と
い
う
表
題
の
概
念
は
、
こ
う
し
た
最
高
の
法
或
い
は
国
民
の
安
全
を
与
え
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
措
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
11
）

。

｛
7
｝
二
つ
の
立
法
の
技
術
の
種
類

最
後
に
彼
は
、
そ
の
立
法
の
技
術
を
二
種
類
に
分
け
る
。
そ
の
一
つ
は
、
偽
り
に
し
て
真
で
な
い
種
類
の
立
法
の
技
術
で
あ
る
。
第
二

は
、
真
な
る
立
法
の
技
術
で
あ
る
。
そ
の
前
者
は
性
質
上
、
逆
で
あ
る
暴
力
を
必
要
と
し
、
統
治
に
関
す
る
恣
意
的
上
部
構
造
へ
と
均
衡

を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
必
要
な
統
治
の
上
部
構
造
を
構
築
す
る
こ
と
か
ら
な
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
均
衡

な
い
し
基
礎
と
一
致
し
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
純
粋
に
自
然
的
で
あ
り
、
力
の
挿
入
全
て
が
除
か
れ
る
必
要
が
あ
る
（
12
）

」
こ
と
か
ら
な

る
。
こ
れ
は
、
力
は
正
義
を
生
ま
ぬ
と
い
う
当
時
の
格
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

〈
2
〉
国
家
統
治
の
異
な
っ
た
種
類
と
と
も
に
、
国
家
統
治
原
理
な
い
し
均
衡
の
考
察

ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
立
法
』
の
第
一
巻
の
第
一
章
は
、「
同
じ
も
の
の
異
な
っ
た
種
類
と
と
も
に
、
国
家
統
治
の
諸
原
理
な
い
し
均
衡
を

考
察
す
る
」
と
い
う
表
題
が
付
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
の
如
く
凡
そ
そ
の
ま
ま
の
表
現
を
示
す
（
13
）

。
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｛
1
｝
財
産
の
起
源

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
詩
編
』
の
「
人
の
子
達
に
大
地
を
与
え
た
」、
及
び
『
創
世
記
』
の
「
汝
に
は
苦
労
に
対
し
万
物
を
与
え
る
」
と
い

う
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
財
産
権
を
正
し
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
神
に
よ
る
人
へ
の
贈
与
は
、

そ
れ
を
人
間
の
勤
勉
の
た
め
の
あ
る
種
の
交
換
と
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
よ
っ
て
神
の
購
入
の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
力
ず
く
で
あ
れ
心
身
の
他
の
方
法
で
あ
れ
、
こ
の
異
な
っ
た
勤
勉
の
種
類
と
成
功
か
ら
所
有
権
な
い
し
財
産
の
自
然

的
衡
平
を
引
き
出
し
、
か
つ
こ
の
財
産
の
法
的
樹
立
な
い
し
配
分
（
そ
れ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
立
法
の
技
術
の
自
然
的
衡
平
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

な
ら
ば
）
を
引
き
出
す
と
説
か
れ
る
（
14
）

。

｛
2
｝
支
配
の
均
衡
は
、
財
産
か
ら
な
る

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
経
済
的
土
台
と
の
関
連
で
上
部
構
造
を
構
成
し
よ
う
と
努
め
る
。
彼
は
、

支
配
の
均
衡
が
財
産
か
ら
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
財
産
の
配
分
は
、
そ
れ
が
統
治
の
性
質
な
い
し
生
産
に
係
わ
る
限
り
、

同
じ
も
の
の
過
剰
均
衡
に
あ
る
と
い
う
。
彼
の
農
地
法
原
理
に
従
っ
て
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
一
年
に
「
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
収
入
を
得
る

（
即
ち
、
年
五
〇
〇
ポ
ン
ド
し
か
享
受
し
得
ぬ
人
よ
り
も
三
倍
﹇
マ
マ
﹈
ほ
ど
多
い
収
入
を
得
る
）
人
が
従
者
達
を
も
ち
得
、
か
つ
そ
の
結
果
と
し

て
力
を
も
ち
得
る
如
く
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
。
小
領
域
で
同
様
な
効
果
を
も
ち
得
る
し
、
こ
の
お
金
の
こ
と
を
話
す
の
で
は
な
く
、
そ

れ
は
ま
ず
、
国
家
に
お
い
て
変
化
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
り
、
無
感
覚
に
変
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
如
く
、
土
地
財
産
（
こ
の
過

剰
均
衡
）
で
あ
る
主
要
な
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
は
、「
三
種
類
（
即
ち
、
一
人
・
少
数
・
多
数
）」
か
ら
特
に
な
り
得
る
と
い
う
（
15
）

。
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｛
3
｝
絶
対
君
主
制
の
生
成

か
く
し
て
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
土
台
に
基
づ
き
つ
つ
、
上
部
構
造
事
項
へ
と
移
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
絶
対
君
主
制
か
ら
そ
の

起
源
を
辿
る
。
民
衆
全
体
に
抗
す
る
一
人
の
土
地
の
過
剰
均
衡
（
一
対
三
程
度
の
割
合
で
）
は
、「
ヨ
セ
フ
が
フ
ァ
ラ
オ
の
た
め
に
エ
ジ
プ

ト
人
達
の
土
地
全
て
を
買
い
取
っ
て
い
た
時
の
如
く
、
絶
対
君
主
制
を
つ
く
っ
た
」
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
隷
従
全
体
が
可
能
で
あ

る
一
つ
の
国
民
の
立
憲
制
及
び
同
様
な
事
例
は
、「
パ
ン
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
を
か
つ
わ
れ
わ
れ
の
土
地
を
﹇
わ
れ
わ
れ
の
食
料
と
交
換

で
﹈
買
っ
て
く
れ
、
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
土
地
は
フ
ァ
ラ
オ
の
使
用
人
と
な
り
か
つ
彼
ら
の
も
の
と
な
ろ

う
」（『
創
世
記
』47:19

）
と
さ
れ
る
（
16
）

。
こ
れ
は
、
彼
が
否
定
す
る
統
治
で
あ
る
。

｛
4
｝
規
制
君
主
制
の
生
成

こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
民
衆
全
体
に
抗
す
る
少
数
者
全
体
で
同
じ
比
率
に
お
け
る
土
地
の
過
剰
均
衡
は
、
貴
族
制
、
或
い
は
イ
ギ
リ
ス

の
最
近
の
規
制
君
主
制
を
つ
く
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
す
ぐ
に
こ
れ
に
続
き
、
サ
ム
エ
ル
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
言
う
如
く
、「
彼

ら
は
国
王
を
も
つ
と
き
、
国
王
は
汝
ら
の
畑
、
そ
の
最
も
よ
い
畑
で
さ
え
も
と
り
か
つ
民
に
自
ら
の
役
人
を
与
え
よ
う
」（『
サ
ム
エ
ル
記

﹇
上
﹈』8:14

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
及
び
類
似
な
諸
事
例
に
お
け
る
民
の
立
憲
制
は
「
従
属
全
体
も
自
由
全
体
も
遂
行
し
得

ぬ
」（
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
歴
史
』1:16

）。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
貴
族
制
と
君
主
制
の
混
合
政
体
を
規
制
君
主
制
と
み
な
し
、
自
ら
の
主
著
と
若
干

の
差
異
を
示
す
（
17
）

。
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｛
5
｝
民
主
制
統
治
の
生
成

こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
民
主
制
に
お
い
て
民
衆
の
同
比
率
に
対
す
る
土
地
の
過
剰
均
衡
（
或
い
は
一
人
で
も
少
数
で
も
民
衆
全
体
に
対
し
て

過
剰
均
衡
と
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
）
は
、「
抽
選
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
全
体
に
カ
ナ
ン
の
土
地
の
分
割
に
お
け
る
如
く
民
主
制
統
治
」
を
つ

く
る
と
い
う
。
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
使
う
民
主
制
統
治
概
念
は
、
民
衆
の
た
め
の
も
の
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
広
義
の
も
の
を
含
む
。

こ
れ
と
類
似
な
事
例
の
民
の
立
憲
制
は
、
自
由
全
体
を
可
能
に
す
る
、
否
他
の
い
か
な
る
解
決
も
し
得
る
と
は
限
ら
ぬ
。
確
か
に
、
こ
う

し
た
国
家
で
君
主
な
い
し
一
人
の
人
物
が
顧
問
団
の
腐
敗
な
い
し
先
見
の
な
さ
を
通
じ
て
そ
れ
を
実
行
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
な
お
自
然
が

抵
抗
し
得
ぬ
力
を
通
じ
て
、
或
い
は
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
理
由
（「
私
は
こ
の
民
全
て
の
み
を
支
え
る
こ
と
な
ど
で
き
ぬ
。
と
い

う
の
は
私
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
」）
を
通
じ
て
そ
れ
を
実
行
し
得
ぬ
が
、
そ
の
深
い
水
面
か
ら
彼
ら
に
叫
ぶ
で
あ
ろ

う
（
そ
の
彼
ら
を
モ
ー
セ
は
、
そ
の
苦
境
に
陥
ら
せ
て
い
た
）。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ネ
ヴ
ィ
ル
ら
と
同
様
に
聖
書
に
お
け
る
統
治
を
民

主
制
的
に
解
釈
す
る
が
、
必
ず
し
も
民
衆
全
て
の
み
の
た
め
に
よ
る
統
治
を
選
好
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
18
）

。

｛
6
｝
民
兵
（
な
い
し
軍
隊
）
と
拒
否
権

続
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
者
に
共
通
な
民
兵
主
義
観
を
も
つ
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
民
兵
（
な
い
し
軍
隊
）
と
そ
の

拒
否
権
事
項
へ
と
移
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
統
治
と
の
均
衡
が
ど
こ
で
あ
れ
、「
自
然
的
に
同
じ
も
の
の
政
府
の
民
兵

が
存
在
す
る
。
そ
の
民
兵
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
一
人
物
（
或
い
は
支
配
者
）
な
い
し
そ
う
し
た
支
配
者
達
に
抗
す
る
い
か
な
る
拒
否
権

も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
。
も
し
君
主
が
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
に
お
け
る
如
く
、
過
剰
均
衡
を
保
つ
な
ら
ば
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
（
常
備
歩
兵
）

や
在
郷
騎
士
の
如
き
、
民
兵
は
そ
の
君
主
下
に
あ
る
こ
と
と
な
る
と
説
か
れ
る
。
貴
族
が
過
剰
均
衡
を
保
て
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
間
で
の
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貴バ
ロ
ン
ズ族

戦
争
な
い
し
内
戦
、
及
び
ヨ
ー
ク
や
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
と
の
薔
薇
戦
争
で
見
ら
れ
た
如
く
、
民
兵
は
貴
族
下
に
あ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

も
し
「
民
が
イ
ス
ラ
エ
ル
で
過
剰
均
衡
と
な
れ
ば
、
ま
ず
四
〇
〇
人
に
命
令
が
下
り
、
次
に
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
に
抗
す
る
戦
争
を
行
う
如
く
、

民
に
」（
均
衡
が
あ
る
）
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
れ
が
問
い
得
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
民
会
に
拒
否
権
を
も
ち
、
ど
ん
な
権
力
が
存
在
す
る
の
か

と
問
い
質
す
。
そ
こ
に
解
決
策
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
或
い
は
統
治
が
不
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
権
力
は
二
つ
の
原
因
（
均
衡
に

お
け
る
不
完
全
化
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
統
治
が
そ
の
均
衡
と
逆
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
法
者
達
の
そ
う
し
た
腐
敗
の
い
ず
れ
か
）
か
ら
生
じ

る
と
い
う
（
19
）

。

｛
7
｝
不
完
全
な
統
治

ハ
リ
ン
ト
ン
は
次
に
、
不
完
全
な
統
治
事
項
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
民
の
不
完
全
統
治
、

及
び
ヘ
ブ
ラ
イ
王
や
ロ
ー
マ
皇
帝
の
統
治
の
﹇
各
々
は
過
剰
に
流
血
的
或
い
は
少
な
く
と
も
混
乱
す
る
﹈
如
く
、
均
衡
の
不
完
全
（
即
ち
、

そ
れ
が
不
適
切
で
も
重
荷
で
も
な
く
）
を
も
た
ら
す
と
い
う
（
20
）

。

｛
8
｝
僭
主
制
、
寡
頭
制
、
ア
ナ
ー
キ
ー

こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ナ
イ
の
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
統
治
の
如
く
、
そ
の
均
衡
に
抗
す
る
一
人
統
治
は
、
僭
主
制
で
あ
る
と
い

う
。
ロ
ー
マ
の
一
〇
人
統
治
の
如
く
、
そ
の
均
衡
に
抗
す
る
少
数
統
治
は
、
寡
頭
制
で
あ
る
。
ナ
ポ
リ
の
マ
サ
ニ
エ
ロ
下
の
統
治
の
如
く
、

多
数
者
に
よ
る
不
均
衡
統
治
は
、
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
（
21
）

と
解
釈
す
る
。



一
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二

｛
9
｝
統
治
の
神
授
権

ハ
リ
ン
ト
ン
は
旧
約
聖
書
期
に
関
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
民
主
制
（
民
の
た
め
の
統
治
を
含
む
）
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
彼
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
均
衡
事
項
に
お
い
て
旧
約
聖
書
に
お
け
る
神
権
政
治
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
人
間
の
摂
理
に
よ
る
予
期
せ
ぬ
原
因
を
通
じ
て
、
そ
の
均
衡
が
全
体
的
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
神
の
摂
理
に
帰

さ
れ
る
の
は
一
層
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
。
神
は
、
必
要
な
原
因
を
望
み
得
ぬ
。
し
か
し
必
要
な
効
果
な
い
し
結
果
を
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
そ
の
均
衡
の
必
要
な
方
向
が
ど
ん
な
統
治
で
あ
ろ
う
と
も
、
同
じ
も
の
は
神
権
を
も
つ
と
説
か
れ
る
。
ゆ
え
に
神
が
古
代
の
イ
ス
ラ

エ
ル
人
達
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
彼
ら
は
、
王
を
設
定
し
た
が
、
私
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
君
主
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
私

は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
」（『
ホ
セ
ア
書
』8:4

）
と
し
て
聖
書
に
依
拠
す
る
。
し
か
し
彼
が
言
う
如
く
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
に
隣
接
す
る

諸
小
国
に
、「
さ
て
私
は
、
私
の
僕
の
バ
ビ
ロ
ン
王
の
手
に
全
て
の
こ
れ
ら
の
土
地
を
与
え
た
。
バ
ビ
ロ
ン
王
に
仕
え
よ
、
そ
う
し
て
生

き
よ
」（『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』27:6 and 7

）
と
し
て
そ
の
例
外
も
認
め
る
（
22
）

こ
と
と
な
る
。

〈
3
〉
イ
ギ
リ
ス
の
財
産
の
均
衡
の
変
化

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
著
作
の
第
一
巻
第
二
章
を
、
自
国
の
財
産
の
均
衡
の
変
化
と
し
て
テ
ー
マ
に
選
ん
で
い
る
。
ま
ず
そ
の
冒
頭
で

「
ヘ
ン
リ
ー
七
世
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
貴
族
と
聖
職
者
が
保
有
す
る
土
地
が
四
対
一
以
下
の
状
態
に
あ
る
、
市
民
の
土
地
保
有
を
過
剰
均
衡

に
し
た
と
は
み
な
し
得
ぬ
」
と
説
き
起
こ
す
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の
原
因
を
彼
は
、
論
及
し
始
め
る
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ

で
も
そ
の
土
地
の
均
衡
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
経
済
的
土
台
事
項
に
沿
っ
て
論
じ
る
こ
と
を
宣
す
る
。
彼
は
自
ら
の
時
代
に
聖
職
者
が
破

壊
さ
れ
た
が
故
に
、
市
民
の
土
地
保
有
は
「
貴
族
の
そ
れ
に
対
し
て
少
な
く
と
も
一
〇
対
九
の
割
合
で
過
剰
均
衡
」
で
あ
る
と
い
う
現
状
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認
識
を
示
す
（
23
）

。

ヘ
ン
リ
ー
七
世
は
、
自
ら
の
権
原
に
お
い
て
欠
点
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
が
、
自
ら
権
力
と
活
力
が
貴
族
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

こ
と
に
気
づ
く
。
貴
族
達
は
、
地
方
の
生
活
を
導
い
た
し
、
彼
ら
の
家
々
は
そ
の
家
臣
達
に
開
か
れ
た
と
い
う
。
人
々
は
軍
務
や
指
導
力

の
経
験
を
積
ん
だ
。
彼
ら
の
も
て
な
し
は
、
少
数
の
武
装
貴
族
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、
彼
ら
の
土
地
保
有
権
な
い
し
従
属
に
対
し
て
は
彼

ら
の
家
臣
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
れ
は
、
彼
ら
が
国
家
の
民
兵
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
満
を
も
っ
た
少
数
貴
族
は
と
に
か
く
、

大
き
な
軍
隊
を
徴
用
し
得
よ
う
。
貴バ
ロ
ン
ズ族

戦
争
や
ヨ
ー
ク
家
と
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
と
の
戦
争
で
も
、
そ
の
効
果
は
、
多
様
な
君
主
に
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
状
態
は
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
が
厄
介
な
時
代
で
自
ら
の
利
を
得
さ
せ
、
か
つ
家
臣
の
度
々
の
容
赦
な
さ
を
可

能
に
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
他
方
こ
の
国
王
は
、
反
乱
を
抑
え
る
と
い
う
口
実
下
で
、
そ
の
家
臣
達
と
の
絆
を
切
断
す
る
如
き
、
法
の

可
決
を
得
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
族
は
、
自
ら
の
将
校
達
を
全
面
的
に
失
っ
た
（
24
）

の
で
あ
る
。

次
に
民
衆
の
そ
の
貴
族
へ
の
従
属
は
、
厳
格
な
絆
な
い
し
性
質
を
も
つ
。
し
か
し
ヘ
ン
リ
ー
七
世
は
、
自
ら
が
公
平
な
口
実
に
つ
い
て

住
民
法
﹇
土
地
へ
の
人
々
の
居
住
化
﹈（statute of population

）
で
さ
え
、
そ
の
得
た
法
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
絆
や
性
質
を
緩
め
る
手
段

と
み
な
し
た
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
こ
で
そ
れ
を
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
に
よ
る
記
述
を
使
い
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
提
示
す
る
（
25
）

。

「
農
場
は
、
家
々
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
々
の
各
々
が
必
然
的
に
住
居
人
を
強
い
る
基
準
﹇
土
地
へ
の
人
々
の
居
住
化
﹈
へ

と
も
た
ら
せ
る
程
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
々
に
置
か
れ
た
土
地
比
率
は
、
そ
う
し
た
居
住
者
を
乞
食
に
も
農
業
労
働
者
に
も

さ
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
人
は
、
使
用
人
を
保
ち
得
た
し
、
耕
作
を
継
続
さ
せ
た
。
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
こ
の
国
家
の
土
地
の

大
部
分
は
実
際
上
、
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
や
中
間
的
な
人
々
の
保
有
へ
と
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
26
）

」。

こ
の
『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
彼
ら
は
か
く
す
る
こ
と
﹇
そ
う
し
た
諸
法
に
﹈
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
ぬ
く
ら
い
に
進
展
さ
せ
ら



一
五
四

れ
、
か
つ
民
兵
の
主
要
部
分
を
構
成
し
た
。
こ
の
民
兵
の
主
要
部
は
以
来
、
彼
ら
の
広
が
り
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
ぬ
、
よ
り
下
層
木
の
如

く
大
い
に
成
長
し
始
め
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
以
前
の
法
に
よ
っ
て
彼
ら
の
任
務
を
失
っ
て
い
た
貴
族
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
兵
を
失
っ

た
。
し
か
し
同
じ
君
主
が
「
譲
渡
法
﹇statutes of alienations

﹈
の
導
入
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
も
の
も
緩
和
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
財
産
﹇estates

﹈」
を
彼
ら
に
残
し
た
。
貴
族
は
、
自
ら
の
馬
車
が
削
減
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
地
方
の
生
活

に
（
こ
う
し
て
示
さ
れ
た
理
由
で
）
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
官
吏
と
な
っ
た
（
そ
こ
で
は
譲
渡
法
に
よ
っ
て
大
い
な
る
豪
奢
が
彼
ら
の
財

産
を
彼
ら
を
し
て
む
し
り
取
り
始
め
た
）
と
い
う
（
27
）

。

こ
う
し
た
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
中
心
都
市
の
後
の
増
大
、
及
び
そ
こ
の
一
般
市
民
が
上
昇
し
、
か
つ
貴
族
の
均
衡
の
低
下
は
、
貴
族
と
聖

職
者
の
衰
退
か
ら
引
き
出
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
継
続
的
国
王
の
治
世
に
、
大
修
道
院
が
破
壊
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
民
衆
を
矮
小

化
し
た
に
す
ぎ
ぬ
側
面
も
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
﹇
君
主
の
﹈
特
定
の
観
察
に
こ
れ
ら
の
効
果
を
こ
れ
ま
で
帰
さ
な

か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
い
つ
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
と
そ
の
評
議
会
の
知
恵
の
支
配
に
こ
の
意
味
を
帰
し
た
し
、
帰
す
の
で
あ
る
。
イ
ギ

リ
ス
の
君
主
制
の
崩
壊
が
上
記
の
原
因
を
通
じ
て
、
ウ
ー
ト
ン
卿
に
よ
っ
て
ヘ
ン
リ
ー
七
世
に
し
ば
し
ば
帰
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
伝
統
は
、

女
王
の
評
議
会
か
ら
伝
わ
っ
た
こ
と
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
物
事
の
意
味
を
も
つ
こ
と
と
、
そ
の
正
し
い
意
味
の
使
用
を
な

す
こ
と
に
は
相
違
が
あ
る
。「
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
よ
る
ア
ギ
ス
と
グ
ラ
ッ
ク
ス
の
生
涯
を
人
に
読
ん
で
も
ら
お
う
。
そ
こ
に
は
如
何
な
る

ス
パ
ル
タ
と
ロ
ー
マ
の
均
衡
の
明
瞭
な
例
示
も
あ
り
得
ぬ
」
と
い
う
。
し
か
し
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
「『
倫
理
論
集
』
に
お
け
る
彼
の
統
治

論
を
読
ん
で
み
よ
う
」。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
は
、
そ
う
し
た
も
の
の
い
か
な
る
こ
と
の
使
用
も
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
（
28
）

。

こ
の
『
立
法
』
は
、
誰
が
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
Ｗ
・
ロ
ー
リ
ー
卿
よ
り
も
こ
の
点
で
、
よ
り
明
瞭
で
あ
っ
た
の
か
と
問
う
。
即
ち
、

エ
ジ
プ
ト
国
王
が
選
出
で
は
な
く
、
世
襲
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
リ
ー
卿
は
、
エ
ジ
プ
ト
国
王
が
選
出
に
よ
っ
た
と
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す
れ
ば
、「
フ
ァ
ラ
オ
の
子
供
達
は
、
全
て
の
エ
ジ
プ
ト
の
地
主
と
し
て
の
国
王
、
及
び
そ
れ
ら
の
保
有
者
と
し
て
の
国
王
自
身
よ
り
も

強
力
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
」
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
。
し
か
し
こ
の
ロ
ー
リ
ー
卿
が
統
治
を
話
す
よ
う
に
な
る
と
き
、
彼
は
、
そ
う
し

た
原
理
を
尊
重
せ
ず
、
そ
れ
を
想
起
も
し
な
い
の
で
あ
る
（
29
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
民
衆
が
上
昇
し
、
か
つ
貴
族
な
ど
と
の
均
衡
の
低
下
を
通
じ
て
、
上
部
構
造
改
革
が
必
要
と
み
な

す
。
そ
れ
は
、
経
験
や
性
質
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
な
い
わ
け
で
な
い
と
い
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
衆
﹇
市
民
﹈
は
、
そ
の

上
部
構
造
の
崩
壊
が
貴
族
と
聖
職
者
に
言
及
さ
れ
た
が
故
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
治
世
に
お
け
る
利
益
に
立
脚
さ
れ
る
以
上
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
よ
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
或
い
は
耐
久
性
の
あ
る
君
主
制
に
立
脚
さ
れ
る
以
上
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
と

い
う
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
彼
女
の
評
議
会
に
よ
っ
て
賢
明
に
認
識
さ
れ
る
が
、
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
如
き
で
あ
る
。
即
ち
、

彼
女
の
議
会
は
、
も
し
彼
女
が
統
治
の
真
実
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
君
主
制
の
主
権
権
力
行
使
よ
り
も
む
し
ろ
共
和
制
の
主
権

行
使
に
彼
女
を
置
い
た
よ
う
に
思
え
る
と
。
確
か
に
こ
の
女
王
は
、
自
ら
の
貴
族
の
支
持
を
得
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
君
主
達
が
同
様

な
秩
序
を
確
立
し
た
如
く
、
自
ら
の
高
位
貴
族
と
均
衡
を
図
り
、
か
つ
当
時
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
彼
ら
の
権
力
に
つ
い
て
十
分
に
熟
慮
も
し

な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
女
は
、
民
衆
を
う
ま
く
扱
い
、
か
つ
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
彼
女
が
き
わ
め
て
完
全
に
も
っ
た
技
術
の
よ
う
に
）
全

体
的
に
支
配
し
て
い
た
。
様
々
な
彼
女
の
統
治
に
つ
い
て
言
え
ば
、
限
定
付
き
で
あ
る
が
、
知
識
に
限
定
す
る
限
り
人
間
性
の
遂
行
能
力

に
あ
る
十
分
な
成
功
の
う
ち
に
、
こ
の
国
家
を
置
い
た
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
る
（
30
）

。

こ
の
女
王
を
次
の
よ
う
な
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
継
承
し
た
。
彼
は
、
こ
の
点
（
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
自
ら
の
継
承
者
達
の
悲
し
い

事
態
を
ほ
と
ん
ど
予
言
し
な
い
か
の
如
く
に
み
な
し
た
こ
と
で
あ
る
）
を
同
様
に
尊
重
せ
ず
、
か
つ
彼
に
よ
る
新
爵
位
の
設
置
﹇
彼
は
多
く
つ

く
っ
た
﹈
も
従
来
の
爵
位
も
以
下
の
と
こ
ろ
で
あ
の
恐
怖
に
抗
し
て
は
彼
を
し
て
利
用
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
お
い
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て
彼
は
、
当
時
、
深
い
配
慮
に
よ
る
よ
り
も
勝
手
に
た
ん
な
る
民
会
と
し
て
の
議
会
陣
営
に
立
つ
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

丘
を
転
げ
落
ち
る
如
く
統
治
の
民
主
制
へ
と
突
き
進
ん
だ
と
、
心
に
と
め
る
に
足
る
権
利
の
請
願

・

・

・

・

・

の
（
悪
意
で
な
く
）
自
然
的
性
質
を
も

つ
の
に
十
分
な
証
拠
で
あ
る
（
31
）

。

例
え
ば
、
宮
廷
が
全
て
表
情
豊
か
に
し
て
、
そ
の
過
程
を
正
視
の
み
す
る
と
い
っ
た
忍
耐
全
て
は
、
そ
う
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
よ
う
な

君
主
に
は
、
当
時
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
名
目
で
し
か
な
い
君
主
制
の
崩
壊
に
は
人
々
を
戦
わ
す
べ
き
、
そ
う
し
た
利
点
を
感
じ

さ
せ
る
君
主
し
か
残
ら
な
か
っ
た
と
断
じ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
均
衡
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
有
効
な
任
務
も
果
た
せ
ぬ
と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
当
時
そ
う
し
た
均
衡
が
あ
る
如
く
、
財
産
の
均
衡
に
配
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
民
主
制
統
治
で
あ
り
、
か
つ
民
主
制
統
治
に
自
然
的
な
上
部
構
造
と
同
じ
解
決
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
民
主
制
統
治
に
自
然
的

な
上
部
構
造
は
、
政
治
的
建
築
に
お
け
る
最
高
度
な
技
能
な
い
し
技
術
同
然
な
も
の
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
特
定
な
も
の
の
全
体
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
市
民
の
安
全
が
政
治
的
建
築
に
お
け
る
技
能
な
い
し
十
全
性
に
当
時
明
瞭
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
。『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
こ

う
し
た
目
的
が
到
達
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
う
し
た
適
切
な
手
段
の
形
成
に
お
け
る
機
能
も
な
け
れ
ば
、
共
和
国
の
適
切
な
目
的
全
て

に
熱
中
さ
れ
る
誠
実
な
人
々
が
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
真
の
説
明
に
は
悲
し
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら

ゆ
る
経
験
に
あ
り
、
か
つ
多
数
者
が
そ
こ
で
能
力
も
も
た
ぬ
が
故
に
、
全
て
の
政
治
家
の
判
断
に
よ
る
と
い
う
。
自
ら
が
国
家
の
安
全
の

懸
念
を
想
定
す
る
こ
と
を
伝
え
ぬ
最
も
卑
し
い
市
民
は
、
神
と
そ
の
国
に
抗
す
る
凶
悪
犯
罪
を
お
か
す
。
し
か
し
こ
の
喪
失
で
支
援
を
提

供
し
た
人
が
非
難
さ
れ
る
と
し
て
も
、
崩
壊
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
逃
れ
た
後
﹇
当
時
の
﹈
の
時
代
の
性
格
は
、
こ
う
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
（
32
）

。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
市
民
の
成
長
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
先
見
的
洞
察
力
を
も
っ
た
政
治
家
に
よ
る
説
得

力
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
と
な
る
。
ゆ
え
に
彼
は
、
適
切
な
法
制
度
と
適
切
な
政
治
家
の
必
要
性
を
説
く
よ
う
に
な
る
。
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
項
﹇
章
﹈
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
進
め
る
と
方
向
づ
け
る
。
即
ち
、「
一
国
﹇state

﹈
の
財
産
の
均
衡
な
い
し

財
産
状
態
は
、
効
率
的
な
統
治
の
大
義
で
あ
る
。
そ
の
均
衡
が
固
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
統
治
（
今
し
が
た
の
話
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
る
如
く
）
は
、
一
定
せ
ず
に
或
い
は
浮
か
ん
で
い
る
ま
ま
に
違
い
な
く
、
次
に
統
治
の
形
成
過
程
は
第
一
に
、
均
衡
の
固
定
に
よ
っ
て

存
在
す
る
に
違
い
な
く
、
次
に
そ
の
性
質
に
関
し
て
こ
う
し
た
上
部
構
造
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
と
な
ろ
う
」。
こ
れ
は
、
ハ

リ
ン
ト
ン
が
こ
の
項
と
次
の
項
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
（
33
）

。

〈
4
〉
財
産
の
均
衡
な
い
し
農
地
法
の
固
定
化

本
項
は
、『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
第
一
基
本
法
で
あ
る
農
地
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
「
財
産
の
固
定
化
は
、

法
に
よ
る
以
外
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
う
し
た
規
定
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
般
に
農
地
法
と
呼
ば
れ
る
」
と
説
き
始
め
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
短
い
章
建
て
と
な
っ
て
お
り
、
主
著
の
原
理
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
次
に
こ
れ
は
、「
多
様
な
財
産

の
均
衡
を
通
じ
て
統
治
は
、
多
様
な
或
い
は
逆
な
性
質
（
即
ち
、
君
主
制
で
あ
れ
民
主
制
で
あ
れ
）
を
も
つ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
法
」
に
も

言
え
る
と
い
う
。
君
主
制
は
少
な
く
と
も
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
誉
に
随
伴
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
膨
大
で
あ
れ
大
き
い
も
の

で
あ
れ
、
財
産
基
準
に
関
し
て
か
つ
そ
れ
が
中
断
な
い
し
縮
小
を
禁
じ
る
農
地
法
基
準
を
必
要
と
す
る
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
民
主
制
統

治
は
、
そ
の
基
準
が
適
度
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
農
地
法
に
よ
っ
て
そ
の
蓄
積
を
禁
じ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
歳
入
上
、「
イ
ギ

リ
ス
を
超
え
ぬ
領
土
で
、
そ
の
均
衡
が
三
〇
〇
人
よ
り
も
多
く
の
人
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
君
主
制
か
ら
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
か
つ
そ
の
均

衡
が
五
〇
〇
〇
人
以
下
で
あ
れ
ば
」、
そ
れ
は
、
共
和
制
か
ら
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
な
る
と
述
べ
る
（
34
）

。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
に
お

い
て
君
主
制
と
共
和
制
の
財
産
比
率
的
基
準
を
示
す
。
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〈
5
〉
統
治
の
上
部
構
造

こ
の
項
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
『
立
法
』
に
お
け
る
統
治
の
上
部
構
造
を
示
す
章
建
て
を
扱
う
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
政

治
制
度
論
の
基
本
構
造
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
中
心
的
対
象
と
な
る
要
素
を
構
成
し
得
る
。
わ
れ
わ
れ
は

ま
ず
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
絶
対
君
主
制
か
ら
始
め
る
も
の
か
ら
論
及
す
る
。

｛
1
｝
絶
対
君
主
制
の
上
部
構
造

イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
者
で
あ
る
ネ
ヴ
ィ
ル
と
同
じ
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
も
絶
対
君
主
制
の
典
型
と
し
て
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
帝
国
を
み
な

す
傾
向
を
も
つ
。
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
事
例
か
ら
開
始
す
る
。「
あ
ら
ゆ
る
絶
対
君
主
（
よ
り
特
定
的
に
は
東
方
諸
国
）
の
政
策
な
い
し
上

部
構
造
が
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
統
治
に
含
ま
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ト
ル
コ
統
治
で
進
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
比
較
す
る
証

拠
の
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
仕
事
が
小
範
囲
に
な
い
が
故
に
、
今
度
は
「
絶
対

君
主
な
い
し
大
規
模
地
域
の
唯
一
の
地
主
に
自
然
的
で
あ
る
よ
う
な
上
部
構
造
」
が
次
の
よ
う
な
建
物
の
三
層
構
成
を
必
要
と
す
る
と
し

て
、
そ
の
枠
組
み
を
設
定
す
る
（
35
）

。

そ
の
第
一
層
は
、
彼
の
「
直
領
地
（dem

esnes

）」
を
別
に
し
て
取
っ
て
置
く
も
の
以
外
の
も
の
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
或
い
は
随
意
で

（
そ
れ
以
外
で
な
く
）、
騎
兵
の
宿
営
地
な
い
し
兵
士
の
農
地
に
分
割
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
と
い
う
。
こ
れ
は
農
地

法
に
か
か
わ
る
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
一
年
に
一
〇
〇
ポ
ン
ド
の
収
入
を
得
る
土
地
が
保
有
さ
れ
る
」
者
に
か
か
わ
る
。
こ
う
し
た

各
不
動
産
保
有
者
は
、
そ
の
人
の
土
地
保
有
権
を
条
件
に
、
そ
の
人
の
奉
仕
義
務
で
命
じ
ら
れ
る
ほ
ど
頻
繁
に
、
か
つ
命
じ
ら
れ
る
限
り

個
人
的
に
、
か
つ
そ
の
人
の
固
有
の
費
用
で
自
ら
の
主
権
的
主
人
に
仕
え
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
い
う
（
36
）

。
こ
れ
は
、
オ
ス
マ
ン
ト
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ル
コ
人
の
間
で
は
「
在
郷
騎
士
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
建
物
の
「
第
二
層
」
は
、
次
の
こ
と
を
要
す
る
。
即
ち
、
こ
う
し
た
騎
兵
の
宿
営
地
な
い
し
兵
士
の
土
地
が
特
有
な
属
州
の
近
く

に
あ
る
区
域
（precincts

）
な
い
し
区
画
に
分
け
ら
れ
る
。
各
属
州
は
、
自
ら
の
皇
帝
の
随
意
で
か
つ
そ
の
好
意
で
或
い
は
三
年
間
の
み

で
同
じ
も
の
の
一
人
の
知
事
な
い
し
司
令
官
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
ト
ル
コ
人
の
間
で
は
「
軍
政
官
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
37
）

。

引
き
続
き
そ
の
建
物
の
「
第
三
層
」
は
、
次
の
よ
う
な
傭
兵
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
彼
ら
が
彼
ら
の
武
装
し
或
い
は
額
を
集

め
密
談
し
た
り
、
或
い
は
相
互
に
手
紙
な
い
し
秘
密
情
報
を
交
換
せ
ぬ
よ
う
に
分
割
さ
れ
る
属
州
の
知
事
を
保
つ
こ
と
よ
っ
て
、
君
主
の

身
体
護
衛
の
た
め
の
騎
兵
と
歩
兵
の
両
方
か
ら
な
る
。
例
え
ば
、
傭
兵
は
、
既
に
他
の
利
益
を
得
た
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、

彼
ら
が
そ
の
君
主
と
帝
国
と
別
な
母
国
な
い
し
土
着
の
国
を
も
つ
こ
と
を
知
ら
ぬ
よ
う
に
、
彼
ら
の
子
供
時
代
か
ら
教
育
さ
れ
た
人
々
か

ら
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ト
ル
コ
人
の
間
で
は
こ
う
し
た
者
は
、「
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
」
と
呼
ば
れ
た
常
備
歩
兵
と
「
ス
パ
イ
ヒ
ー
」

と
呼
ば
れ
た
騎
兵
で
あ
る
。
例
え
ば
、
属
州
知
事
で
あ
っ
た
者
の
よ
う
な
人
々
か
ら
な
る
枢
密
院
が
提
供
さ
れ
た
君
主
は
冠
石
で
あ
る
と

い
う
。
ト
ル
コ
人
の
間
で
は
、
こ
の
「
枢
密
院
（
評
議
会
）
は
閣
議
（divan

）」
と
呼
ば
れ
、
君
主
は
皇
帝
と
呼
ば
れ
る
（
38
）

。

｛
2
｝
規
制
君
主
制
の
上
部
構
造

次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
規
制
君
主
制
の
上
部
構
造
に
そ
の
論
述
を
移
行
さ
せ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
規
制
君
主
制
な
い
し
君
主
統

治
（
そ
の
貴
族
な
い
し
貴
族
と
聖
職
者
の
う
ち
の
三
〇
〇
人
な
い
し
四
〇
〇
人
が
そ
の
領
土
の
四
分
の
三
を
保
有
す
る
）
に
固
有
な
上
部
構
造
は
、
そ

の
均
衡
へ
の
君
主
の
影
響
力
に
よ
っ
て
か
或
い
は
法
﹇
法
制
度
﹈﹇orders
﹈
に
よ
っ
て
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
39
）

。

こ
の
統
治
政
体
に
お
い
て
よ
り
安
全
な
統
治
方
法
は
、
法
﹇
法
制
度
﹈﹇orders
﹈
に
よ
る
。
こ
こ
に
適
切
な
法
﹇
法
制
度
﹈﹇orders

﹈



一
六
〇

は
、
特
に
次
の
よ
う
な
も
の
か
ら
な
る
。
即
ち
、
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
聖
職
者
も
認
め
る
貴
族
か
ら
な
る
世
襲
の
元
老
院
﹇
上

院
﹈
及
び
彼
ら
の
下
位
の
使
用
人
、
或
い
は
例
え
ば
、
土
地
保
有
権
に
よ
っ
て
か
つ
生
活
に
つ
い
て
貴
族
に
直
接
的
に
従
属
す
る
者
か
ら

な
る
代
議
院
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
40
）

。

｛
3
｝
共
和
制
の
上
部
構
造

よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
主
に
構
想
す
る
共
和
国
の
政
治
制
度
論
の
中
枢
部
分
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、

庶
民
﹇
市
民
﹈
が
一
人
の
な
い
し
少
数
者
に
過
剰
均
衡
に
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
庶
民
﹇
市
民
﹈
は
例
え
ば
、
そ
の
顧
問
官
達
と
し
て
の
元

老
院
﹇
上
院
﹈
か
ら
な
り
、
或
い
は
彼
ら
自
身
な
い
し
主
権
的
貴
族
と
し
て
の
彼
ら
の
代
表
者
達
、
及
び
そ
の
庶
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
法
の
配
分
者
に
し
て
執
行
者
と
し
て
の
庶
民
に
応
え
得
る
統
治
官
か
ら
な
る
も
の
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
統
治
の
上
部

構
造
な
い
し
正
し
く
し
て
静
穏
な
解
決
を
遂
行
し
得
ぬ
。
か
く
し
て
そ
れ
が
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
よ
う
が
悪
し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
よ
う
が
、

共
和
国
と
正
し
く
呼
び
得
る
如
何
な
る
統
治
に
も
絶
対
的
な
必
要
性
を
も
つ
。
と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
が
主
張
す
る
「
よ
く
秩
序
づ
け
ら

れ
た
共
和
国
」
の
定
義
は
、
そ
れ
が
「
提
案
す
る
元
老
院
﹇
上
院
﹈、
決
議
す
る
代
議
院
﹇
下
院
﹈、
及
び
執
行
す
る
統
治
官
部
か
ら
な
る

統
治
政
体
」
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
る
（
41
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
こ
で
、
統
治
官
部
と
立
法
部
の
類
型
に
つ
い
て
注
釈
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
「
統
治
官
部
は
適
切
な
類
型
」
で
あ
る

と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
立
法
部
類
型
と
し
て
提
案
す
る
代
議
院
も
あ
れ
ば
、
決
議
す
る
民
会
も
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
、
適
切
な
執
行

部
も
あ
れ
ば
、
不
適
切
な
立
法
部
も
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
42
）

。

彼
は
、
次
の
重
要
な
上
部
構
造
の
要
素
に
移
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
彼
の
両
院
制
論
に
か
か
わ
る
。
ま
ず
そ
の
両
院
の
う
ち
の
上
院
か
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ら
彼
は
、
措
定
す
る
。
元
老
院
は
、
世
襲
制
か
ら
な
り
得
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
﹇
即
ち
、
選
出
に
よ
る
﹈
終
身
に
わ
た
る
選
挙
な
い
し

同
じ
も
の
の
統
治
官
﹇
達
﹈
に
よ
っ
て
終
身
の
選
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
元
老
院
が
貴
族
制
か
ら
な
り
、
そ
こ
に

ま
ず
執
政
官
に
よ
っ
て
、
か
つ
次
に
監
察
官
に
よ
っ
て
選
出
可
能
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
の
元
老
院
の
如
く
、
終
身
で
民
会
に

よ
る
選
出
元
老
院
議
員
か
ら
構
成
し
得
る
も
の
も
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
元
老
院
の
如
く
、
再
選
の
休
止
な
い
し
延
期
期
間
な
く
し
て

の
任
期
期
間
で
民
会
（
大
評
議
会
）
に
よ
っ
て
選
出
可
能
な
元
老
院
か
ら
構
成
し
得
、
或
い
は
別
な
相
違
に
つ
い
て
抽
選
で
選
出
さ
れ
た

ア
テ
ナ
イ
の
元
老
院
の
如
く
、
再
選
の
延
期
期
間
に
よ
っ
て
民
会
に
よ
り
選
出
可
能
な
元
老
院
議
員
達
か
ら
構
成
す
る
も
の
も
あ
る
（
43
）

。

引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
統
治
の
上
部
構
造
論
を
下
院
に
移
行
さ
せ
る
。
民
会
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大
評
議
会
、
或
い
は
古

代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
如
く
、
代
表
民
会
の
如
く
民
衆
全
体
か
ら
な
る
も
の
も
あ
る
。
再
度
、
国
民
代
表
は
、
元
老
院
と
し
て
不
適
切
と
呼
ば

れ
る
、
オ
ラ
ン
ダ
の
特
定
の
諸
都
市
及
び
独
立
国
の
如
く
、
終
身
で
あ
り
得
、
或
い
は
公
職
輪
番
制
、
即
ち
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
元
老

院
や
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
と
し
て
の
変
化
や
方
向
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
も
ロ
ー
マ
の
部
族
の
「
優
先
投
票
権
﹇prerogative

﹈

や
「jure vocatae

」
と
呼
ば
れ
た
抽
選
」
に
よ
る
も
の
も
あ
る
（
44
）

。

共
和
国
の
統
治
官
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
終
わ
り
な
き
言
説
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
最
高
統
治
官
」
に
属
す
る
も
の
に
限
定
し
て
措
定
す
る
。
そ
の
最
高
統
治
官
は
、
一
人
な
い
し
そ
れ
以
上
で

あ
り
得
る
。
そ
れ
は
終
身
制
・
任
期
制
・
或
い
は
休
暇
制
で
あ
り
得
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
そ
れ
は
、
終
身
制
で
市
民
の
選
出
に
よ
り
、

二
人
の
国
王
方
式
を
と
る
ス
パ
ル
タ
は
世
襲
制
を
採
用
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
九
人
君
主
な
い
し
執
政
官
﹇
ア
ル
コ
ン
﹈
は
民
会
の
毎
年
の

選
出
に
よ
る
。
軍
事
部
と
市
民
﹇
文
民
﹈
部
の
両
方
の
機
能
を
も
つ
、
ロ
ー
マ
の
執
政
官
は
、
毎
年
の
選
出
に
よ
り
、
二
人
か
ら
な
る
。

従
っ
て
彼
ら
は
、
そ
の
事
態
に
適
合
す
べ
く
、
一
人
な
い
し
そ
れ
以
上
で
、
終
身
制
な
い
し
任
期
制
、
及
び
休
暇
制
の
い
ず
れ
か
で
あ
り



一
六
二

得
る
と
措
定
さ
れ
る
（
45
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
想
的
共
和
国
制
度
は
、「
平
等
な
公
職
輪
番
制
が
基
本
法
」
と
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
制
度
が
完
全
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
任
期
制
と
休
暇
制
と
に
よ
っ
て
統
治
官
職
に
対
す
る
市
民
全
体
に
よ
る
平
等
選
挙
及
び
そ
う
し
た
全
体
の
継
承
と
な
る
。
平
等

な
選
挙
は
ア
テ
ナ
イ
の
如
く
、
抽
選
に
よ
り
得
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
平
等
選
挙
は
、
ス
パ
ル
タ
の
如
く
選
挙
に
よ
り
、
或
い
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
如
く
投
票
に
よ
り
、
他
の
全
て
よ
り
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
方
式
が
最
も
平
等
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、

「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
方
式
が
抽
選
か
ら
な
り
、
投
票
権
、
及
び
投
票
方
法
﹇
秘
密
投
票
式
﹈
の
権
利
、
或
い
は
決
議
権
﹇
即
ち
、
指
名
委
員

会
が
抽
選
に
よ
っ
て
選
出
し
、
か
つ
次
に
そ
の
推
薦
が
秘
密
投
票
に
よ
る
﹈」
が
あ
る
（
46
）

。

こ
の
政
治
制
度
の
中
心
的
要
素
を
中
心
に
彼
の
措
定
に
沿
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
確
認
し
て
き
た
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
補
足
部

分
へ
と
移
る
。
こ
れ
ま
で
「
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
不
思
議
な
く
ら
い
に
諸
部
分
の
多
様
性
や
混
合
の
相
違
は
、
民
主
制
的

立
憲
制
や
傾
向
に
あ
り
」、
こ
う
し
た
称
賛
に
値
す
る
相
違
を
も
た
ら
す
。
防
衛
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
増
大
﹇
即
ち
征

服
﹈
の
た
め
の
も
の
も
あ
り
、
よ
り
平
等
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
不
平
等
な
も
の
も
あ
る
。
混
乱
的
に
し
て
扇
動
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
恒

常
的
に
静
穏
状
態
に
あ
る
適
度
な
も
の
も
あ
る
と
い
う
（
47
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
に
本
来
的
な
動
乱
の
扇
動
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
の
如
く
不
平
等
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
で
は
元

老
院
が
民
会
を
抑
圧
す
る
。
し
か
し
共
和
国
が
完
全
に
平
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
共
和
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
内
的
解
体
要
因
を
欠
く
如

く
、
動
乱
の
扇
動
を
も
た
ら
さ
ず
か
つ
完
全
の
極
致
に
達
し
た
だ
ろ
う
。
平
等
な
共
和
国
は
、
完
全
に
民
主
制
的
に
し
て
適
合
し
得
る
農

地
法
に
よ
っ
て
十
分
に
固
定
さ
れ
、
均
衡
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
治
で
あ
る
。
こ
の
平
等
な
共
和
国
は
、
投
票
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
国

民
﹇
市
民
﹈
の
自
由
選
挙
を
通
じ
て
そ
の
均
衡
か
ら
、
討
議
し
提
案
す
る
元
老
院
、
決
議
す
る
代
議
院
、
及
び
執
行
す
る
統
治
部
の
上
部
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構
造
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
統
治
機
構
な
い
し
制
度
機
関
の
各
々
は
、
公
職
輪
番
制
に
よ
る
と
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
結
論

づ
け
ら
れ
る
（
48
）

。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
政
治
制
度
の
主
要
な
内
容
を
概
括
し
終
え
る
。
最
後
に
そ
れ
は
、
法
と
憲
法
条
項
と
の
差
違
を
付
け
加

え
る
。

｛
4
｝
法
﹇L

aw
s

﹈
と
憲
法
条
項
﹇O

rders

﹈
と
の
相
違

そ
の
『
立
法
』
は
、
こ
の
項
﹇
章
﹈
を
法
と
憲
法
条
項
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
足
す
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、

「
統
治
の
枠
組
み
な
い
し
統
治
モ
デ
ル
に
関
す
る
如
き
、
統
治
憲
法
は
統
治
の
法
条
項
﹇orders

﹈
と
呼
ば
れ
る
」
と
し
て
説
き
起
こ
さ

れ
る
。
こ
の
立
法
の
法
条
項
に
よ
っ
て
﹇
即
ち
、
そ
れ
に
従
っ
て
﹈
制
定
さ
れ
る
も
の
は
「
法
﹇law

s

﹈」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
君
主

に
対
し
て
自
由
を
侵
害
せ
ぬ
よ
う
に
拘
束
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
そ
し
て
な
お
民
主
制
統
治
に
必
要
な
憲
法
条
項
全
体
を
導
入

せ
ぬ
こ
と
は
、
率
直
な
矛
盾
な
い
し
明
確
な
不
可
能
な
も
の
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
国
民
﹇
市
民
﹈
は
、
真
の
諸
原
理
を
識
別
せ

ず
、
最
善
の
法
条
項
に
ほ
ぼ
信
頼
を
与
え
ず
、
か
つ
ゆ
え
に
人
々
に
自
ら
の
票
決
に
よ
る
決
議
を
な
す
。
と
い
う
の
は
「
憲
法
条
項
が
信

頼
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
人
々
は
徐
々
に
共
和
制
を
も
た
ら
す
か
、
或
い
は
少
し
も
そ
れ
を
も
た
ら
さ
ぬ
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
が
故
で

あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
統
治
の
上
部
構
造
の
提
示
を
締
め
く
く
る
（
49
）

。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
憲
法
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
も
の
が
憲
法
条
項
で
あ
り
、
そ
の
下
で
形
成
さ
れ
る
も
の

を
法
と
み
な
す
こ
と
と
な
る
。
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〈
6
〉
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
関
す
る
聖
書
か
ら
の
証
明
の
可
能
性

こ
の
著
作
の
第
三
巻
の
結
論
項
﹇
章
﹈
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
な
結
語
を
与
え
る
。
そ
れ
は
「
聖
書
か
ら
証
拠
な
し
に
善
で
あ

る
人
間
の
知
恵
の
諸
原
理
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
、
聖
書
か
ら
証
明
し
得
る
こ
と
を
観
察
す
る
」
と
題
さ
れ
る
。
ま
ず

「
ロ
ー
マ
人
が
聖
書
か
ら
の
証
拠
に
よ
っ
て
統
治
し
た
と
誰
が
想
像
す
る
の
か
」
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
ペ
テ
ロ
が
言
う
如
く
、
人
間
の
知
恵
な
い
し
「
全
て
の
人
間
の
命
令
」
に
「
汝
自
身
を
服
し
め
よ
」
と
し
て
、
そ
れ
は
、
よ

り
多
く
ロ
ー
マ
人
の
統
治
に
関
係
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
上
記
の
如
く
、
造
船
に
よ
る
比
喩
を
使
っ
て

構
成
さ
れ
る
。「
共
和
国
の
最
も
頻
繁
な
た
と
え
は
、
船
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
船
が
造
船
工
の
技
術
に
従
っ
て
建
造
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
或
い
は
そ
の
コ
ン
パ
ス
に
従
っ
て
統
治
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
誰
が
想
像
す
る
の
か
と
、
逆
の
視
点
か
ら
問
い
質
す
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
聖
書
か
ら
の
諸
部
分
に
お
け
る
人
間
の
知
恵
の
諸
原
理
を
証
明
し
た
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
「
同
じ
権
威

と
否
定
し
得
ぬ
証
拠
に
よ
っ
て
次
の
『
立
法
』
の
第
二
巻
に
お
い
て
、
民
主
制
統
治
の
枠
組
み
全
体
に
関
す
る
そ
れ
ら
全
体
を
擁
護
す

る
」
こ
と
を
引
き
受
け
る
論
理
を
展
開
す
る
旨
を
伝
え
る
。

従
っ
て
彼
は
、
人
間
の
認
識
の
基
本
に
戻
っ
て
、
そ
の
原
点
の
聖
書
を
通
じ
て
冷
静
に
自
ら
の
共
和
制
の
主
張
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
（
50
）

。

（
1
） 

政
治
家
に
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
と
、
そ
の
下
の
学
者
と
し
て
の
前
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

Ｊ
・
ス
コ
ッ
ト
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
る
。J.S

cott, ’T
he rapture of m

otion: J.H
arrington’s republicanism

’, in N
.P
hillipson et al. eds., 

P
olitical d

iscou
rse in

 early m
od

ern
 B

ritain, C
am
bridge, 1993, p.143.

「
ロ
ー
タ
ク
ラ
ブ
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
作
が
詳
し
い
。J.T

oland, ed., T
h

e ocean
a of J.H

arrin
gton

 an
d

 h
is oth

er w
orks, 1737, 
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pp.xxviii-xxix, etc.
（
2
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton, C
am
bridge, 1977, pp.599-700, etc.

（
3
） J.P

ocock, ed., op.cit., pp.390-566, 599-700.

（
4
） J.P

ocock, ed., ibid., pp.602-3.

（
5
） 

Ibid.

（
6
） 

Ibid., p.602.

（
7
） 

Ibid., pp.602-3.

（
8
） 

Ibid., p.603.

（
9
） 

Ibid.

（
10
） 

Ibid.

（
11
） 

Ibid.

（
12
） 

Ibid.

（
13
） 

Ibid., pp.604-5.

（
14
） 

Ibid., p.604.

（
15
） 

Ibid.

（
16
） 

Ibid.

（
17
） 

Ibid.

（
18
） 

Ibid., pp.604-5.

（
19
） 

Ibid., p.605.

（
20
） 

Ibid.

（
21
） 

Ibid.
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（
22
） 

Ibid.
（
23
） 

Ibid., pp.606-609.
（
24
） 

Ibid., p.606.

（
25
） 

Ibid.

（
26
） 

Ibid.

（
27
） 

Ibid., pp.606-7.

（
28
） 

Ibid., p.607.

（
29
） 

Ibid.

（
30
） 

Ibid., pp.607-8.

（
31
） 

Ibid., p.608.

（
32
） 

Ibid., pp.608-9.

（
33
） 

Ibid., p.609.

（
34
） 

Ibid., pp.609-610.

（
35
） 

Ibid., pp.610-3.

（
36
） 

Ibid., p.610.

（
37
） 

Ibid.

（
38
） 

Ibid.

（
39
） 

Ibid., p.611.

（
40
） 

Ibid.

（
41
） 

Ibid.

（
42
） 

Ibid.
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（
43
） 

Ibid.
（
44
） 

Ibid., p.612.
（
45
） 

Ibid.

（
46
） 

Ibid.

（
47
） 

Ibid., pp.612-3.

（
48
） 

Ibid., p.613.

（
49
） 

Ibid.

（
50
） 

Ibid., pp.613-14.

﹇
第
二
項
﹈
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
及
び
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
和
国
の
枠
組
み

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
第
一
巻
を
う
け
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
﹇
即
ち
、
エ
ヒ
ロ
ム
と
し
て
の
﹈
共
和
国
、
或
い
は
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
及

び
カ
バ
ラ
共
和
国
、
或
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
和
国
を
含
む
」
と
題
す
る
第
二
巻
の
問
題
に
移
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
第
二
巻
に
つ
い
て
省

略
す
る
テ
キ
ス
ト
集
も
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
立
法
』
の
政
治
制
度
に
関
す
る
重
要
部
分
と
み
な
す
序
文
を
中
心
に
概
括
す
る
こ
と

と
す
る
（
1
）

。

〈
1
〉
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
の
共
和
国
の
存
在

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
第
二
巻
の
最
も
重
要
な
主
張
は
、
彼
が
そ
の
序
文
の
表
題
の
如
く
「
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
に
共
和
国
が

存
在
し
た
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
明
確
な
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
ハ
リ
ン
ト
ン
が
強
い
信
念
を
も
っ
て
説
く
も
の



一
六
八

で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
「
第
一
原
因
に
お
け
る
人
間
の
知
恵
は
、
神
が
創
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
き
起
こ
す
。
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
同
じ
く
、
第
一
原
因
な
い
し
第
一
形
相
と
い
っ
た
究
極
の
動
因
に
し
て
第
一
目
的
を
神
に
置
き
、
か
つ
そ
の
創
造
者
と
位
置
づ
け

る
。
従
っ
て
彼
の
基
本
概
念
で
あ
る
人
間
の
知
恵
は
、
そ
の
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
措
定
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
を
基
礎
に

し
て
、
そ
の
第
二
原
因
を
導
き
出
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
第
二
原
因
に
お
け
る
人
間
の
知
恵
は
、
そ
の
人
間
自
体
よ
り
も
古
い
」
と

い
う
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
そ
の
目
的
や
結
果
が
新
し
く
は
な
い
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
の
も
の
を
導

き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
神
か
ら
命
ぜ
ら
れ
る
理
由
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
が
カ
ナ
ン
に
あ
り
、
或
い
は
カ
ナ
ン
に
植
民
さ
れ
る
最
初
の
共

和
国
」
で
あ
り
、
か
つ
「
最
初
の
統
治
で
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
」
で
あ
る
が
故
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
措
定
の
上
に
彼
は
、「
そ
れ
ら

の
諸
国
に
関
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
に
及
び
同
時
に
と
も
に
存
在
し
た
」
と
信
じ
る
形
式
を
採
用
す
る
に
至
る
（
2
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
信
念
な
い
し
定
立
の
下
に
、
以
下
の
如
く
、
サ
レ
ム
、
ペ
リ
シ
テ
人
、
ミ
デ
ア
ン
人
、
及
び
ギ
ベ
オ
ン
人

の
政
体
を
共
和
制
と
規
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
一
）
王
に
元
々
属
す
る
「
一
〇
分
の
一
の
献
納
」

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
同
僚
の
ネ
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
、
カ
ナ
ン
定
着
期
を
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
と
み
な
す
立
場
か
ら
、
そ
の
以
前
か
ら

諸
地
域
が
共
和
制
と
み
な
す
が
故
に
、
そ
う
し
た
カ
ナ
ン
地
域
の
王
に
元
々
属
す
る
も
の
と
し
て
「
一
〇
分
の
一
の
献
納
」
に
言
及
す
る
。

彼
は
、
そ
の
当
時
の
状
況
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
か
ら
述
べ
始
め
る
。
サ
レ
ム
な
い
し
エ
ル
サ
レ
ム
の
「
王
に
し
て
祭
司
で
あ
る
メ
ル
キ

ゼ
デ
ク
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
自
ら
所
有
す
る
全
て
の
う
ち
か
ら
一
〇
分
の
一
の
献
納
を
支
払
う
、
そ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
期
中
に
支

配
」
し
た
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
を
ス
パ
ル
タ
共
和
国
の
権
力
抑
制
的
な
二
人
国
王
統
治
（
及
び
他
の
主
要
機
関
、
例
え
ば
両
院
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制
機
関
な
ど
の
存
在
の
仮
定
）
と
類
似
す
る
も
の
と
見
な
そ
う
と
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
期
以
前
に
し
て
レ
ビ

人
の
設
定
で
あ
る
そ
の
一
〇
分
の
一
の
献
納
は
、
聖
職
者
に
は
属
さ
ず
、「
王
や
国
」
に
属
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
従
っ
て
後
の
王
の
記

述
に
お
け
る
サ
ム
エ
ル
は
、
自
ら
が
彼
ら
の
財
の
う
ち
の
一
〇
分
の
一
の
献
納
を
と
る
と
そ
の
民
に
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
か
く

し
て
信
仰
の
父
に
し
て
原
始
共
産
制
的
で
平
等
な
生
活
の
象
徴
的
人
物
と
み
な
さ
れ
る
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
そ
の
メ
ル
キ
ゼ
デ
ク
に
一
〇

分
の
一
の
献
納
を
支
払
う
と
き
、
そ
の
君
主
と
し
て
彼
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
か
く
し
て
、
こ
う
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の

承
認
を
得
た
君
主
な
い
し
王
が
ス
パ
ル
タ
共
和
国
の
二
人
の
国
王
的
立
場
﹇
及
び
そ
の
他
の
主
要
機
関
の
想
定
﹈
と
共
通
す
る
も
の
と
し

て
論
及
し
よ
う
と
す
る
（
3
）

。

（
二
）
サ
レ
ム
の
共
和
国

ま
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
あ
る
サ
レ
ム
、
或
い
は
そ
の
カ
ナ
ン
を
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
（
カ
ナ
ン
定
着
期
）
以
前
の
共
和

国
と
み
な
そ
う
と
し
て
い
る
。「
し
か
し
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
剣
の
権
利
を
も
っ
た
し
、
自
ら
の
随
意
で
ソ
ド
ム
の
王
の
如
く
、
王
と
戦
争

を
戦
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
う
し
た
カ
ナ
ン
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
方
式
に
大
い
に
従
う
た
め
そ
の
時
代
に
は
共
和
国
の
よ
う
に
思
え
る
」
と

強
引
に
想
定
し
得
る
解
釈
を
示
す
（
4
）

。

（
三
）
ペ
リ
シ
テ
人
の
共
和
国

そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
な
い
し
そ
れ
と
同
時
期
に
お
け
る
ペ
リ
シ
テ
人
の
地
域
を
共
和
制
と
解
釈
す
る
。
即
ち
、「
ペ
リ
シ
テ

人
の
五
人
領
主
（
多
分
五
人
の
護
民
官
）
は
、
必
然
的
に
貴
族
制
（
少
な
く
と
も
一
機
関
な
い
し
共
和
制
に
加
わ
る
族
長
か
ら
な
る
）
で
あ
っ
た
に



一
七
〇

違
い
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
、
そ
れ
が
君
主
制
で
な
い
と
い
う
意
味
で
、
共
和
制
と
み
な
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
想
起
さ
せ
、「
そ
の
初
期
の
こ
ろ
に
は
貴
族
下
な
い
し
護
民
官
下
」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
5
）

。

（
四
）
ミ
デ
ア
ン
人
の
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
の
共
和
制
の
存
在
と
し
て
ミ
デ
ア
ン
人
達
の
も
の
を
、
そ
れ
と
解
釈
す
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
前
述
の
如
く
、
彼
ら
は
、
ス
パ
ル
タ
共
和
国
の
祭
司
に
し
て
国
王
で
あ
る
二
人
に
よ
る
統
治
事
例
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
ミ
デ
ア
ン
人
の
王
に
し
て
祭
司
で
あ
る
エ
テ
ロ
の
統
治
が
メ
ル
キ
ゼ
デ
ク
の
統
治
、
或
い
は
祭
司
で
も
あ
る
ス
パ
ル
タ
の
国
王
統
治
と

類
似
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
は
、
疑
わ
れ
ぬ
」
と
解
釈
す
る
（
6
）

。

（
五
）
ギ
ベ
オ
ン
人
の
共
和
国

『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
に
あ
っ
た
と
説
く
最
後
の
共
和
国
は
、
ギ
ベ
オ
ン
人
の
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
和
制
統
治
が
民
の
支
持
を
失
う
と
い
け
な
い
が
ゆ
え
に
、
ヨ
シ
ュ
ア
の
と
こ
ろ
に
来
る
ギ
ベ
オ
ン
人
の
大
使
が

か
く
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、「
わ
れ
わ
れ
の
長
老
達
﹇
わ
れ
わ
れ
の
元
老
院
〈
上
院
〉﹈
及
び
我
が
国
の
住
民
全
て

（
或
い
は
同
じ
も
の
の
民
会
﹇popular assem

bly

﹈）
は
、
次
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
話
し
た
。
即
ち
、
彼
ら
の
所
に
行
き
彼
ら
に
会
い
な
さ

い
。
そ
う
し
て
彼
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
な
た
方
の
使
用
人
で
あ
る
と
言
い
な
さ
い
。
従
っ
て
今
あ
な
た
方
に
わ
れ
わ
れ
と
協
定
を
結
ぼ

う
と
、
言
い
な
さ
い
」（『
ヨ
シ
ュ
ア
記
』9:11 （7
）

）。

周
知
の
如
く
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
旧
約
聖
書
の
言
葉
に
よ
る
論
拠
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
そ
れ
と
な
る
。
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こ
の
序
文
は
、「
外
国
の
民
と
協
定
を
結
ぶ
こ
と
は
、
主
権
権
力
を
明
示
す
る
。
こ
の
協
定
が
元
老
院
と
民
会
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
こ

と
は
、
ギ
ベ
オ
ン
人
が
民
主
﹇
共
和
﹈
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
」
と
し
て
最
後
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
（
8
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
こ
の
主
張
は
、
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
共
和
制
が
「
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
に
存
在
し
た
」
と
し
て
結
ば
れ
る
。

彼
は
、
そ
の
持
論
を
設
定
し
た
後
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
共
和
制
で
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
、 

次
章
に
お
い
て
自
ら
そ
れ
を
試
す
以
外
に
な

い
と
い
う
（
9
）

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
第
二
巻
の
そ
れ
を
詳
細
に
論
及
す
る
紙
幅
を
欠
く
が
故
に
、
こ
の
結
論
章
に
言
及
し

た
後
に
第
三
巻
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
ろ
う
。

〈
2
〉
聖
書
の
証
明
な
く
し
て
適
合
す
る
、
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
基
づ
く
統
治
及
び
そ
の
立
法
の
技
術

『
立
法
』
は
、
こ
の
第
二
の
結
論
章
を
「
神
も
キ
リ
ス
ト
も
、
或
い
は
そ
の
使
徒
達
も
、
人
間
の
知
恵
の
み
の
原
理
以
外
の
他
の
原
理

に
基
づ
い
て
い
か
な
る
教
会
的
で
あ
れ
市
民
的
で
あ
れ
、
統
治
も
決
し
て
設
立
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
題
を
つ
け
る
（
10
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
を
「
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
基
づ
く
統
治
」
と
し
て
換
言
し
、
か
つ
以
下
の
よ
う
な
四
つ
に
わ
た
っ
て
要
点
を
示
し
、
そ
の
結
論
に

代
え
る
こ
と
と
な
る
。

（
一
）
第
二
巻
﹇
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
基
づ
く
統
治
及
び
そ
の
立
法
の
技
術
﹈
の
使
用

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
「
第
二
巻
の
使
用
を
要
約
」
す
る
と
説
き
起
こ
す
。
即
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
話
の
筋
が
か
か
わ
る
、
よ

き
統
治
理
念
な
い
し
観
念
を
も
た
ぬ
人
は
、
正
し
く
そ
れ
ら
を
理
解
し
得
ぬ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
彼
の
基
本
的
な
立
脚
点
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
自
ら
の
「
古
代
の
知
恵
」﹇
法
の
支
配
﹈
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
に
関
連
し
、
か
つ
大
い
に
繰
り
返
さ
れ
る
方
法
論
上
の
事



一
七
二

項
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
そ
れ
ら
が
「
確
か
で
あ
る
」
が
故
で
あ
る
と
い
う
。
同
様
な
こ
と
は
、
聖
書
の

そ
れ
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
こ
の
『
立
法
』
の
第
二
巻
が
後
者
に
光
を
あ
て
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン

ト
ン
が
こ
こ
で
大
学
と
の
か
か
わ
り
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
彼
は
、
ネ
ヴ
ィ
ル
と
の
相
違
を
示
す
。
と
い
う
の
は
両
者
と
も
学
位

を
取
得
せ
ず
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
中
退
し
て
い
る
が
、
後
者
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
多
く
言
及
さ
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

両
者
の
性
格
の
相
違
﹇
学
者
と
政
治
家
﹈
も
示
さ
れ
よ
う
。「
再
度
た
ま
た
ま
聖
書
を
読
む
有
能
な
人
々
が
同
様
な
判
断
を
も
つ
機
会
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
得
ら
れ
た
学
識
議
論
で
あ
り
、
大
学
で
得
ら
れ
た
学
識
手
段
に
よ
っ
た
（
11
）

」
と
彼
は
、
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
第
二
巻
﹇
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
基
づ
く
統
治
及
び
そ
の
立
法
の
技
術
﹈
の
現
在
﹇
当
時
﹈
の
使
用

彼
は
、
次
の
要
点
と
し
て
こ
の
論
述
時
点
の
共
和
国
名
に
よ
っ
て
以
下
の
こ
と
を
「
考
察
す
る
」﹇
仮
説
化
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的

に
説
明
す
る
﹈
と
宣
す
る
。
そ
れ
は
、
ギ
ベ
オ
ン
の
如
く
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
以
前
に
「
元
老
院
と
民
会
に
よ
っ
て
主
権
権
力
を
行
使
す

る
共
和
国
な
い
し
統
治
」
が
存
在
し
た
場
合
、「
異
教
徒
の
エ
テ
ロ
の
助
言
後
に
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
下
位
の

法
や
裁
判
所
が
、
ミ
デ
ア
ン
の
統
治
の
如
く
異
教
徒
で
あ
る
も
う
一
つ
の
統
治
か
ら
編
成
さ
れ
た
」
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
一
二
人
の

使
徒
と
七
〇
人
の
弟
子
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
教
会
秩
序
類
型
（
即
ち
、
諸
部
族
の
一
二
人
の
族
長
達
と
彼
の
七
〇
人
の

長
老
達
に
お
け
る
も
の
）
に
従
っ
た
な
ら
ば
、「
そ
の
使
徒
達
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
三
つ
の
異
な
る
聖
職
の
任
職
方
式
（〈
一
〉
即
ち
、
マ
ッ

テ
ィ
ア
の
聖
職
の
任
職
の
如
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
投
票
に
従
う
も
う
一
人
、〈
二
〉
即
ち
、
テ
モ
テ
の
任
職
の
如
き
、
ユ
ダ
ヤ
の
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
﹇
議
会
﹈

な
い
し
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
会
堂
方
式
に
正
確
に
従
う
一
人
、
及
び
〈
三
〉
即
ち
、
執
事
の
任
職
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
二
つ
か
ら
な
る
第
三
の
人
で
あ
る
）
が

存
在
し
た
な
ら
ば
、
神
も
キ
リ
ス
ト
も
使
徒
達
も
、
人
間
の
知
恵
か
ら
の
み
の
原
理
以
外
の
原
理
に
教
会
制
度
的
統
治
に
も
市
民
統
治
に
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も
、
い
つ
も
設
立
し
な
か
っ
た
、
全
体
的
に
し
て
否
定
し
得
ぬ
結
果
（
12
）

」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
。

（
三
）
こ
の
﹇
人
間
の
知
恵
の
原
理
に
基
づ
く
統
治
及
び
そ
の
立
法
の
技
術
﹈
使
用
の
結
果

こ
の
結
論
章
の
第
三
の
要
点
は
、
こ
う
し
た
共
和
国
仮
説
の
実
際
の
結
果
と
題
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
冒
頭
で
「
人
間
の
知
恵
が
正

し
く
心
に
留
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
植
え
付
け
ら
れ
た
宗
教
や
統
治
の
真
理
が
ひ
と
た
び
植
え
つ
け
ら
れ
た
如
き
結
果
の
遵
守
は
、

根
付
き
か
つ
成
功
し
た
」
と
説
き
起
こ
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
逆
の
ケ
ー
ス
の
場
合
に
そ
の
状
況
に
お
け
る
も
の
を
当
て
嵌

め
、
そ
れ
を
示
そ
う
と
試
み
る
。
そ
こ
で
は
「
そ
の
宗
教
な
い
し
口
実
が
そ
れ
を
す
っ
か
り
信
じ
込
ま
さ
れ
た
し
、
そ
の
国
﹇the 

state

﹈
は
、
真
理
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
つ
も
汚
名
が
着
せ
ら
れ
た
偽
善
的
な
パ
リ
サ
イ
人
達
に
お
い
て
示
さ
れ
た
如
く
、
詐
欺
者
に
し

て
偽
預
言
者
の
餌
食
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。『
立
法
』
の
こ
の
巻
は
、
か
く
し
て
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
自
ら
の

「
人
間
の
知
恵
」
原
理
に
基
づ
く
統
治
原
理
に
従
え
ば
、「
力
を
そ
れ
自
体
で
そ
れ
ほ
ど
﹇
極
度
に
﹈
高
め
さ
せ
な
く
し
よ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
統
治
は
、
理
性
﹇
神
が
創
造
し
た
も
の
﹈（
こ
の
部
分
に
お
い
て
彼
の
確
か
な
権
利
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
否
定
し
得
ぬ
く
ら
い
に
叫
ば
れ
か

つ
主
張
さ
れ
る
）
は
、
神
に
抗
し
て
枠
づ
け
ら
れ
た
、
い
か
な
る
武
器
も
成
功
し
な
か
ろ
う
（
13
）

」
と
。

（
四
）
補
足
﹇
第
三
巻
へ
の
移
行
﹈

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
結
論
章
に
お
け
る
補
足
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。「
人
間
の
知
恵
の
原
理
と
そ
の
原
理
に
お
け
る

立
法
の
技
術
は
、
第
一
巻
で
示
さ
れ
、
か
つ
本
巻
で
聖
書
の
全
経
路
を
通
じ
て
擁
護
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
次
の
第
三
巻
に
至
る
こ
と
に

よ
っ
て
か
く
し
て
示
さ
れ
た
技
術
、
そ
し
て
擁
護
さ
れ
た
原
理
に
従
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
た
統
治
モ
デ
ル
を
示
す
」
と
。
本
巻
に
お
い
て
ハ
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リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
原
理
が
聖
書
の
全
コ
ー
ス
を
通
じ
て
容
認
さ
れ
た
と
み
な
し
、
次
の
第
三
巻
へ
の
統
治
モ
デ
ル
に
関
す
る

も
の
に
移
る
と
告
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
（
14
）

。

こ
の
『
立
法
』
の
第
二
巻
の
末
尾
で
括
弧
つ
き
の
注
釈
が
つ
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
も
そ
の
論
理
を
明
確
に
す
る
部

分
で
あ
る
が
故
に
、
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、「
マ
ン
ト
ン
氏
は
、
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
統
治
が
国
王
、
貴
族
及

び
庶
民
か
ら
な
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
断
食
に
お
け
る
そ
の
説
教
に
よ
っ
て
、
議
会
﹇parliam

ent

﹈
に
お
け
る
騎
士
、

市
民
、
及
び
都
市
民
に
対
す
る
自
ら
の
引
き
受
け
を
通
じ
て
、
彼
ら
に
よ
っ
て
彼
は
、
本
巻
を
論
駁
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
と
み
な
し

得
る
（
15
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
の
簡
潔
な
共
和
制
観
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

（
1
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton, 1977, pp.615-653.

（
2
） J.P

ocock, ed., op.cit., p.616.

（
3
） 

Ibid., pp.616-7.

（
4
） 

Ibid., pp.616-7.

（
5
） 

Ibid.

（
6
） 

Ibid.

（
7
） 

Ibid
.

（
8
） 

Ibid.

（
9
） 
Ibid.

（
10
） 

Ibid., pp.652-3.

（
11
） 

Ibid., p.652.
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（
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） 

Ibid.
（
13
） 

Ibid., p.653.
（
14
） 

Ibid.

（
15
） 

Ibid.

﹇
第
三
項
﹈
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
当
時
の
財
産
の
均
衡
な
い
し
状
態
に
適
合
さ
れ
た
民
主
制
的
統
治
モ
デ
ル

〈
1
〉
民
主
制
統
治
モ
デ
ル
の
概
念
的
提
案

『
立
法
』
第
三
巻
の
表
紙
に
は
、「
前
述
の
技
術
に
従
っ
て
実
行
可
能
的
に
提
案
さ
れ
、
聖
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
財
産
の
均
衡
な
い
し
状
態
に
従
う
、
民
主
制
的
統
治
モ
デ
ル
を
含
む
第
三
巻
」
と
い
う
題
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
辿
っ
て
き
た
前

の
二
巻
に
つ
い
て
、
こ
の
前
半
の
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
、
こ
こ
で
の
後
半
の
表
現
が
第
三
巻
を
示
し
て
い
る
。
本
項
で
は
こ
の
序
文
か
ら

そ
の
順
序
に
沿
っ
て
論
及
す
る
。
最
初
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
序
文
か
ら
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
概
念
的
に
提
案
さ
れ
た

民
主
制
統
治
モ
デ
ル
を
含
む
」
と
名
付
け
ら
れ
る
（
1
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
政
治
を
比
喩
的
な
視
点
か
ら
論
を
開
始
す
る
。
彼
は
、
解
剖
学
を
例
に
し
て
政
治
の
統
治
モ
デ
ル
を
合
理
論
的

に
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
解
剖
学
は
、
必
ず
し
も
容
易
に
理
解
し
得
る
も
の
で
は
な
い
側
面
を
も
つ
と
い
う
。
即
ち
、

「
人
体
の
き
わ
め
て
素
晴
ら
し
い
構
成
、
称
賛
に
値
す
る
構
造
、
及
び
諸
々
の
諸
部
分
の
偉
大
な
る
多
様
性
に
関
し
て
解
剖
学
者
達
の
言

説
は
、
概
し
て
熟
知
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
如
何
な
る
者
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
ぬ
と
私
が
言
い
得
る
ほ
ど
き
わ
め
て
少
数
の

者
に
よ
っ
て
し
か
理
解
さ
れ
ぬ
」
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
統
治
モ
デ
ル
の
受
容
（
そ
れ
は
、
何
ら
の
効
果
も
な
い
に
違
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い
な
い
か
、
或
い
は
秩
序
立
っ
た
共
和
国
の
い
か
な
る
機
能
に
も
必
要
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
）
は
、
政
治
解
剖
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で

は
彼
は
、
必
ず
し
も
解
剖
学
に
よ
っ
て
統
治
モ
デ
ル
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
人
に
は
わ
か
ら
ぬ
こ
と
で
も
、
優
れ
た

解
剖
学
者
で
あ
れ
ば
明
瞭
に
理
解
し
得
る
も
の
と
し
て
使
お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
の
『
国
民
協
約
』
に
お

け
る
「
ア
ナ
ー
キ
ー
的
性
格
」
で
あ
り
、
そ
の
欠
点
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
優
れ
た
解
剖
学
者
﹇
ハ
リ
ン
ト
ン
自
身
は
、
統
治

の
そ
れ
と
自
負
す
る
立
場
に
あ
る
﹈
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
わ
か
る
者
と
し
て
例
示
し
よ
う
と
す
る
（
2
）

。

（
一
）
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
性
と
共
和
国
論

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
国
民
協
約
（T

h
e A

greem
en

t of th
e P

eople

）
に
お
け
る
主
要
な
問
題
点
が
「
四
〇
〇
人
（
或
い
は
そ
れ
を
上
回

ら
ぬ
）
か
ら
な
る
国
民
代
表
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
如
き
提
案
か
ら
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、『
国
民
協
約
』﹇
以
下
『
協
約
』
と
略
記
す

る
﹈」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
と
ハ
リ
ン
ト
ン
と
の
共
通
項
が
民
主
制
的
立
場
（
多
数
の
市
民
が
最
高
意

思
決
定
者
で
あ
る
も
の
）
に
立
脚
す
る
点
に
あ
る
と
み
な
す
。
両
者
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
幻
想
論
」
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
る
側
面
（
民
衆
へ
の
楽
観
主
義
）
を
と
も
に
も
つ
が
故
に
、
前
者
は
別
な
視
点
か
ら
後
者
と
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
こ
の
論
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
（
3
）

。

こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
全
く
逆
な
陣
営
に
そ
の
仕
切
り
を
置
き
、
そ
れ
は
、「
五
〇
万
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の

人
々
が
四
〇
〇
人
に
よ
っ
て
代
表
し
得
る
と
想
定
さ
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
っ
た
」
と
『
協
約
』
を
非
難
し
始
め
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
自
体
の
数
字
に
つ
い
て
ミ
ク
ロ
コ
ズ
ム
的
代
表
観
問
題
と
み
な
し
、
わ
れ
わ
れ
の
主
人
公
に
と
っ
て
も
大
き
な
問
題
と
み
な
さ

れ
る
。
と
は
い
え
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
題
が
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
ア
ナ
ー
キ
ー
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
妥
当
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性
を
も
つ
も
の
と
想
定
す
る
。
こ
う
し
て
本
項
は
、『
協
約
』
全
体
の
批
判
形
式
に
よ
っ
て
捉
え
る
立
場
を
採
用
す
る
（
4
）

。

『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
一
人
に
お
け
る
国
民
代
表
は
、
君
主
制
を
も
た
ら
し
、
少
数
に
お
け
る
国
民
代
表
は
、
寡
頭
制
を
も
た
ら
す
な

ど
と
い
っ
た
数
に
よ
る
政
体
分
類
的
原
則
か
ら
切
り
出
す
。
従
っ
て
両
者
が
共
通
す
る
「
多
数
に
お
け
る
国
民
代
表
は
、
そ
の
数
や
性
質

の
範
囲
内
で
国
民
全
体
の
利
益
を
含
み
得
る
如
く
極
め
て
数
多
く
、
か
つ
極
め
て
要
件
が
備
え
ら
れ
る
も
の
の
み
の
自
由
な
状
態
に
お
い

て
他
の
方
法
で
は
代
表
し
得
ぬ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
逆
に
そ
の
多
数
者
支
配
論
の
楽
観
論
な
り
、
理
想
論
的
視
点
で
提
起

す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
論
理
は
、
そ
の
直
接
民
主
政
的
な
正
統
性
事
項
と
し
て
立
論
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
論
理
上
、
ア
ナ
ー

キ
ー
な
い
し
矛
盾
と
い
う
意
と
な
ろ
う
（
5
）

。

さ
ら
に
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
統
治
政
体
は
、
そ
の
性
質
上
民
主
制
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
崖
の
上
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
﹇
安
定

し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
﹈、
四
〇
〇
人
の
み
か
ら
な
る
代
議
院
は
、
固
定
さ
れ
る
べ
き
武
器
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
な
お
君
主
制
へ
と
脇

に
そ
れ
始
め
が
ち
な
よ
う
に
、「
幾
分
壊
れ
た
船
首
を
も
つ
」
と
み
な
さ
れ
る
。
数
的
な
不
足
は
、
そ
の
任
期
期
間
の
短
さ
に
よ
っ
て
和

ら
げ
ら
れ
る
が
、「
こ
の
代
議
院
は
、
二
年
任
期
で
あ
り
、
八
カ
月
以
上
は
開
催
さ
れ
ぬ
」﹇
第
二
次
国
民
協
約
﹈
と
も
規
定
さ
れ
る
こ
と

が
問
題
視
さ
れ
る
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
協
約
』
の
楽
観
的
過
ぎ
る
機
構
事
項
に
入
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
共
和

国
に
お
け
る
最
高
評
議
会
は
、
根
本
か
ら
抵
抗
し
え
ぬ
力
へ
と
向
け
ら
れ
る
憲
法
条
項
に
よ
る
以
外
に
集
め
ら
れ
ず
、
解
散
さ
れ
ず
、
述

べ
ら
れ
た
法
条
項
（orders

）
に
よ
っ
て
、
か
つ
一
本
の
歯
な
い
し
爪
が
他
の
も
の
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
如
く
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
こ

の
二
年
毎
の
評
議
会
が
恒
常
的
な
評
議
会
で
な
い
と
ど
の
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
の
か
」
と
逆
に
問
い
質
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
そ

れ
ら
の
条
文
間
の
矛
盾
を
批
判
す
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
特
に
最
高
議
会
が
常
設
機
関
と
し
て
の
要
素
が
薄
い
と
み
な
す
。
さ
ら
に
以
下
の

如
く
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
協
約
』
に
お
け
る
問
題
点
を
畳
み
か
け
て
問
い
質
す
こ
と
と
な
る
。
議
会
の
全
体
的
除
去
よ
り
も
共
和
国
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で
の
危
険
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
扱
い
に
十
分
に
経
験
を
積
ん
だ
人
々
で
あ
る
と
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
の

か
」
と
そ
の
任
期
に
お
け
る
議
員
の
訓
練
期
間
の
短
さ
を
批
判
す
る
。
最
後
に
主
権
権
力
の
解
体
が
死
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
誰
に
八

カ
月
後
に
そ
の
共
和
国
に
残
す
の
か
」
と
突
く
。
こ
れ
ら
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
憲
法
構
想
と
の
関
連
で
扱
う
技
術
的
側
面
と
も
か

か
わ
る
も
の
も
あ
り
、
最
高
機
関
の
常
設
性
の
妥
当
性
を
有
す
る
問
い
質
し
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
共
和
主
義
者
は
、
そ
の
問
い

に
続
き
、
次
の
よ
う
な
彼
ら
の
規
定
を
標
的
に
す
る
。
即
ち
、「
次
期
代
議
院
会
合
後
の
一
〇
日
ま
で
に
継
続
す
る
そ
の
最
初
の
会
合
後

二
〇
日
以
内
に
、
各
新
代
議
院
で
選
出
さ
れ
る
国
策
評
議
会
が
存
在
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
、

そ
の
『
協
約
』
の
前
条
項
で
観
察
さ
れ
た
諸
欠
陥
は
、
こ
の
「
評
議
会
が
よ
り
少
数
者
か
ら
な
る
の
と
同
様
に
（
古
き
よ
き
大
義
と
い
っ
た

「
国
策
評
議
会
」
と
同
じ
く
）
不
適
切
で
あ
る
」
と
し
、
こ
れ
も
寡
頭
制
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
な
り
、
ミ
ク
ロ
コ
ズ
ム
的
代
表
観
的
立
場

か
ら
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
寡
頭
制
的
と
し
て
批
判
す
る
の
は
、「
こ
れ
ら
の
代
議
院
は
、
或
る
条
項
で
国
民
が
武
力
に
よ
っ

て
彼
ら
に
抵
抗
し
得
る
こ
と
以
外
に
、
主
権
力
を
も
つ
」
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ハ
リ
ン
ト
ン
の
現
実
主
義
的
側
面
か
ら
の
抵
抗
権
批

判
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
そ
の
『
協
約
』
に
対
す
る
結
論
と
し
て
「
全
く
の
矛
盾
」
に
し
て
「
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
表

現
が
そ
の
頂
点
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
（
6
）

。

こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
表
現
は
、
そ
の
『
協
約
』
に
対
す
る
現
実
主
義
的
批
判
の
典
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
そ
の
批
判
を
続
け
、「
主

権
権
力
が
君
主
制
自
体
に
お
け
る
如
く
全
体
的
で
も
絶
対
的
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
」
如
何
な
る
統
治
も
あ
り
得
ぬ
と
ま
で
言
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
刀
両
断
に
せ
し
め
る
。
そ
れ
に
続
く
表
現
は
、
彼
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
決
定
的
相
違
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
（
7
）

。
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
れ
を
引
用
し
、
か
つ
確
認
し
て
み
よ
う
。

共
和
国
の
大
義
は
「
主
権
権
力
の
制
限
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
法
条
項
﹇
法
制
度
﹈﹇orders

﹈
の
均
衡
な
い
し
平
衡
な
の
で
あ
る
。
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即
ち
、
統
治
を
犯
し
た
り
或
い
は
乱
し
た
り
す
る
、
権
力
を
も
ち
得
る
（
利
害
を
も
つ
）
人
々
の
数
で
は
あ
り
得
ず
、
か
つ
（
そ
う
す
る
利

害
を
も
ち
得
る
）
権
力
を
も
つ
人
々
の
数
で
は
あ
り
得
な
い
の
は
﹇
法
条
項
﹇
法
制
度
﹈
の
均
衡
な
い
し
平
衡
な
の
で
あ
る
と
（
8
）

﹈」。

こ
こ
に
こ
そ
ハ
リ
ン
ト
ン
の
成
文
憲
法
的
立
憲
主
義
思
想
の
真
骨
頂
が
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
近
代
の
主
権
論
者
で
あ
る
点
が
、
主
権

が
絶
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
つ
そ
れ
を
制
限
す
る
『
協
約
』
は
、
そ
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
か
つ
そ
の
事
項
に
つ
い
て
こ
そ
条
文

﹇
な
い
し
法
制
度
﹈
の
中
で
調
整
な
い
し
均
衡
を
図
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
平
和
と
持
続
可
能

な
安
定
を
目
的
と
す
る
た
め
、
抵
抗
権
な
り
革
命
権
な
り
の
武
装
的
手
段
に
よ
る
変
革
を
主
張
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

彼
が
そ
の
思
想
な
い
し
権
利
を
過
剰
に
強
調
す
る
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
疑
念
を
示
し
て
い
る
と
み
な
す
（
9
）

。

続
く
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
論
点
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
宗
教
的
部
分
に
お
け
る
国
教
や
良
心
の
自
由
の
提
案
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ

自
体
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
主
張
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
問
題
視
す
る
必
要
は
な
い
と
み
な
す
。
彼
が
彼
ら
を
問
題
視
す
る
の
は
、

続
く
軍
事
的
部
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
如
何
な
る
人
も
侵
略
時
で
さ
え
、
も
し
自
ら
が
他
人
を
勧
め
て
自
分
の
部
屋
に

お
い
て
仕
え
さ
せ
る
な
ら
ば
、
自
ら
が
生
活
す
る
地
方
﹇
県
﹇
な
い
し
州
﹈﹈
を
出
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
10
）

」
と
い
う
規
定

で
あ
る
。

こ
の
規
定
に
対
し
て
彼
は
、
自
ら
軍
事
的
問
題
に
関
し
て
、
そ
の
主
著
に
お
い
て
自
信
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
お
い
て
そ
の
楽
観

主
義
に
批
判
の
目
を
向
け
る
。
こ
れ
は
、「
傭
兵
軍
で
さ
え
こ
う
し
た
自
由
の
た
め
に
適
合
的
護
衛
を
共
和
国
に
明
ら
か
に
伴
う
」
と
し
、

『
協
約
』
が
そ
の
実
際
性
を
無
視
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
種
の
こ
と
は
、「
万
人
に
よ
っ
て
な
し

得
、
か
つ
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
憲
法
条
文
に
規
定
す
る
に
及
ば
ず
、
過
剰
な
大
衆
迎
合
主
義
と
批
判
す
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
大
衆
迎
合
主
義
は
、
民
衆
の
反
乱
の
意
図
も
膨
ら
ま
せ
る
側
面
も
あ
り
、
厳
に
い
ま
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
警
告
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す
る
（
11
）

。
前
記
の
如
く
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
多
数
者
が
最
終
決
定
権
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
の
民
主
制
な
い
し
共
和
制
を
主
張
す
る

と
も
み
な
し
た
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
本
項
は
、
そ
う
し
た
統
治
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
こ
の
大
衆
の
問
題
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
批
判
も
そ
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
、
後
者
に
お
け
る
一
院
制
的
議
会

の
主
張
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
は
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
理
想
主
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ

る
厳
格
な
両
院
制
議
会
構
想
と
は
対
立
す
る
。
こ
の
視
点
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
論
述
と
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
（
12
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
単
一
評
議
会
﹇single council

﹈
が
次
の
よ
う
な
民
会
﹇
代
議
院
﹈﹇popular council

﹈」
と
呼
び
得
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
「
四
〇
〇
人
か
ら
な
り
、
実
の
と
こ
ろ
、
討
議
も
結
果
も
与
え
ら
れ
、
そ
の
ド
ア
の
鍵
は
野
心
的
な

人
々
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
そ
の
選
挙
の
殺
到
と
混
合
の
中
で
国
民
﹇
市
民
﹈
が
混
乱
的
な
ほ
ど
に
、
不
注
意

に
し
て
よ
き
法
条
項
﹇
法
制
度
﹈
の
欠
如
を
通
じ
て
容
易
に
惑
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
聖
職
者
﹇
民
主
制
的
勢
力
の
敵
と
み

な
さ
れ
る
﹈
が
そ
こ
に
い
る
一
方
で
、
あ
た
か
も
ブ
ド
ウ
畑
に
い
た
如
く
、
群
衆
の
近
く
に
お
り
、
か
つ
汗
を
か
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
法
廷
の
法
律
家
達
が
国
民
﹇
市
民
﹈
に
抗
し
て
利
益
の
至
近
距
離
で
羽
飾
り
を
付
け
か
つ
急
な
矢
の
ご
と
く
狙
い
が
定
め
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
群
が
り
得
、
か
つ
群
が
る
（
13
）

」
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
は
、
そ
の
一
院
制
議
会
に
対
し
て
強
い
不
信
感
を
抱
き
、
自
ら
の
両
院
制
を
主
張
し
、
両
院
間
に
お
け
る
均
衡
に
信
頼
を

置
く
の
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
彼
は
、
上
院
と
下
院
を
構
成
す
る
人
々
に
お
い
て
各
議
院
が
徹
底
し
た
知
性
﹇
上
院
﹈
と
決
断
力
﹇
下

院
﹈
を
別
々
に
も
つ
も
の
と
解
し
、
そ
れ
ら
の
長
所
の
均
衡
を
図
ろ
う
と
す
る
。
従
っ
て
全
て
の
討
議
と
決
議
を
一
般
の
市
民
に
も
も
た

せ
る
も
の
は
危
険
﹇
民
衆
の
専
制
﹈
で
あ
る
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
平
和
と
持
続
的
安
定
を
第
一
義
的
に
目
指
す
が
故
に
、
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自
ら
の
両
院
制
を
主
張
す
る
。
逆
に
彼
ら
の
一
院
制
は
、
自
ら
の
均
衡
論
を
危
う
く
す
る
も
の
と
し
て
彼
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
。
従
っ

て
そ
れ
は
、
階
級
的
均
衡
を
図
る
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
﹇parliam

ents

﹈
が
、
た
ん
な
る
民
会
﹇popular assem

blies

﹈
と
異
な
る
」
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
両
院
制
に
関
し
て
必
ず
し
も
完
璧
な
も
の
と
言
え
ぬ
（
騎
士
の
自
然
的
優
秀
性
を
強
調
す
る

が
ゆ
え
に
）
が
、
彼
の
憲
法
構
想
か
ら
す
れ
ば
、
一
院
制
が
大
き
な
欠
陥
を
含
む
と
み
な
す
こ
と
と
な
ろ
う
（
14
）

。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
批
判
理
由
を
述
べ
続
け
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
サ
イ
の
投
擲
に
自
由
の
状
態
全

体
を
置
き
得
る
が
、
し
ば
し
ば
或
い
は
そ
の
長
い
投
擲
に
お
け
る
共
和
国
に
と
っ
て
奇
妙
で
は
あ
る
が
、
問
題
と
し
な
い
と
い
う
。
し
か

し
問
題
な
の
は
、
こ
う
し
た
民
会
に
あ
り
得
る
傾
向
な
い
し
性
質
の
手
続
き
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
歪
み
得
る
如
き
結
論
の
無
力
を
通
じ

て
で
あ
り
、
か
つ
対
外
的
な
力
な
い
し
財
産
状
態
が
直
ぐ
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
民
会
な
い
し
代
議
院
が
迷
う

こ
と
と
な
る
け
れ
ど
も
、
全
く
の
民
主
制
的
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
自
然
的
に
し
て
適
切
な
統
治
状
態
で
の
み
を
除
き
、

決
し
て
い
か
な
る
休
息
も
解
決
も
見
出
せ
ぬ
と
彼
は
、
批
判
す
る
。
他
の
全
て
の
手
続
き
方
式
は
、
そ
の
基
礎
に
対
す
る
上
部
構
造
の
矛

盾
に
必
然
的
に
罪
が
あ
る
と
し
て
無
効
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
正
直
な

人
々
を
落
胆
せ
し
め
、
そ
う
し
た
結
果
と
し
て
起
こ
る
議
事
に
巻
き
込
み
、
或
い
は
遅
ら
せ
る
こ
と
で
し
か
伴
わ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
最
高
評
議
会
﹇
議
会
﹈
が
君
主
制
と
な
る
よ
う
に
構
成
し
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
共
和
国
の
み
か
ら
な

る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
他
の
恒
常
的
形
態
を
遂
行
し
得
ぬ
た
め
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
15
）

。

か
く
し
て
『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、『
協
約
』
の
枠
組
み
に
お
け
る
矛
盾
的
説
諭
や
疑
問
の
頻
繁
な
高
ま
り
が
起
こ
る
と
い
う
。
続
い
て

彼
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
以
下
の
如
く
疑
問
を
畳
み
か
け
る
。
即
ち
、
人
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
共
和
国
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
の
か
。
共

和
国
が
到
来
す
る
の
に
い
ず
れ
の
道
が
あ
る
の
か
。
人
は
ど
の
よ
う
に
共
和
国
を
失
敗
さ
せ
る
も
の
な
の
か
。
共
和
国
と
な
ら
ぬ
ど
ん
な
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可
能
性
が
あ
る
の
か
（
16
）

。

こ
う
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
問
題
を
提
示
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
に
応
え
る
方
式
を
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
立
場
と
絡
め
て
採
用
す
る
。
そ
れ

に
応
え
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
か
く
し
て
、「
如
何
な
る
軍
隊
に
よ
っ
て
も
常
に
共
和
国
な
ど
設
立
で
き
ぬ
」
と
答
え
る
と
い

う
。
こ
れ
は
彼
の
基
本
原
理
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
力
は
正
義
を
生
ま
ぬ
と
い
う
原
則
（
当
時
の
格
言
の
う
ち
の
一
つ
）
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
共
和
国
も
設
立
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
回
答
と
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
と
は
逆
に
共
和
国
建
設
の

設
立
者
達
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
手
段
に
よ
ら
ぬ
、
馴
染
み
の
事
例
を
列
挙
す
る
。
そ
の
例
外
と
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
上
記
の
オ
ス
マ
ン

ト
ル
コ
事
例
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
る
（
17
）

。

彼
は
、
こ
れ
に
対
し
て
自
ら
の
イ
ギ
リ
ス
事
例
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
、
持
論
に
よ
る
財
産
と
の
関
係
で
共
和
国
の
設
立
事
項
を
絡
め

る
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
将
校
は
、
自
ら
の
土
地
保
有
地
で
編
隊
を
徴
兵
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
貴

族
の
土
地
財
産
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
彼
ら
は
、
自
ら
の
民
衆
に
対
し
て
手
取
り
の
金
額
に
よ
っ
て
耕
さ
せ
た
り
或

い
は
収
穫
を
得
さ
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
将
校
達
は
、
君
主
に
全
体
的
に
従
属
す
る
ほ
ど
ま
で
に
は
彼
ら
の
生
活
に
関
し
て
な
い
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
将
校
達
は
、
自
ら
と
そ
の
相
続
者
達
に
対
し
て
は
永
続
的
に
誠
実
な
民
主
制
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
。
さ

て
将
校
の
財
産
が
こ
の
種
の
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
軍
隊
は
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
君
主
制
を
設
立
せ
ず
、
今
ま
で
で
も
設
立
な

ど
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
彼
も
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
も
一
致
す
る
。
と
は
い
え
彼
ら
の
報
酬
は
、
彼
ら
の
土
地
財
産
よ
り
も
か
な
り
多
い

と
い
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
議
会
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
共
和
国
に
は
き
わ
め
て
多
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
議
会
の
報
酬
が
君
主
の
報
酬
よ
り
も
遥
か
に
多
い
と
い
う
経
験
か
ら
の
理
由
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
場
か
ら

判
断
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
論
理
と
な
る
。
即
ち
、「
君
主
制
的
傾
向
を
も
ち
、
或
い
は
聖
職
者
と
法
律
家
と
い
っ
た
、
民
主
制
的
権
力
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と
相
容
れ
ぬ
敵
の
利
益
管
理
を
行
う
四
〇
〇
人
は
、
服
従
の
た
め
よ
り
も
む
し
ろ
君
主
の
命
令
な
い
し
支
持
の
た
め
に
軍
に
支
払
う
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
前
に
認
め
ら
れ
た
如
く
、
手
短
に
真
で
あ
り
得
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
或
い
は
長
期
的
に
は
言
及
さ
れ
た
理

由
の
ゆ
え
に
、
何
ら
の
効
果
も
な
い
の
で
あ
る
（
18
）

」。

こ
こ
で
は
彼
は
ま
ず
、
一
院
制
的
な
四
〇
〇
人
と
い
う
『
協
約
』
の
最
高
決
定
機
関
を
標
的
に
す
る
。
そ
れ
は
彼
が
民
主
制
と
相
容
れ

ぬ
存
在
と
み
な
す
聖
職
者
や
法
律
家
が
優
位
す
る
も
の
の
利
益
管
理
を
行
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
も
の
は
性
質

上
、
君
主
の
命
令
な
い
し
支
持
の
た
め
に
軍
に
支
払
う
性
格
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
長
期
的
視
点
か
ら
、
何

ら
軍
と
い
う
力
が
正
義
を
生
ま
ぬ
と
い
う
原
則
に
沿
わ
ぬ
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、

こ
う
し
た
君
主
制
擁
護
論
と
共
和
国
論
が
混
同
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
協
約
』
は
、
そ
れ
ら
の
原
理
を
明
確
に
し
て
主
張
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
19
）

。

（
二
）
共
和
国
統
治
の
概
念
モ
デ
ル
の
提
案

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
議
論
か
ら
本
来
の
共
和
国
モ
デ
ル
へ
と
論
を
進
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
君
主
制
か
ら
共
和
国
へ
の
移
行
は
必
然

的
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
従
っ
て
彼
は
、
そ
の
理
想
的
国
家
論
を
構
想
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
共
和
国
モ
デ
ル

の
枠
組
み
に
は
次
の
二
つ
が
あ
り
、
或
い
は
そ
れ
は
提
案
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、「
共
和
国
の
概
念
枠
組
み
」

で
あ
り
、
容
易
に
理
解
可
能
で
あ
る
が
、
実
行
す
る
に
は
困
難
を
伴
う
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
逆
に
、「
実
行
可
能
な
」
枠
組
み
で
あ
り
、

実
際
の
使
用
に
は
容
易
で
あ
る
が
、
理
解
す
る
に
は
困
難
を
伴
う
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
方
法
の
う
ち
の
一
方
が
靴
と
い
う
も
の
に
対
す
る

「
靴
ベ
ラ
」（
履
く
こ
と
を
容
易
に
す
る
調
整
機
能
を
含
意
﹇
ソ
フ
ト
面
﹈）
に
相
当
し
、
も
う
一
方
が
、「
靴
」（
ハ
ー
ド
面
）
そ
の
も
の
に
相
当
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す
る
含
意
に
つ
い
て
述
べ
る
（
20
）

。

ま
ず
「
概
念
的
モ
デ
ル
」
か
ら
そ
れ
を
以
下
の
六
項
目
に
わ
た
っ
て
確
認
す
る
﹇
そ
れ
ら
の
主
要
部
は
、
彼
の
主
著
で
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は
、
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
が
故
に
示
す
こ
と
と
す
る
﹈。

〈
1
〉
土
着
の
共
和
国
の
領
土
は
、
五
〇
部
族
﹇
州
﹈
な
い
し
区
域
に
、
あ
り
得
る
便
宜
に
よ
る
と
同
様
に
か
く
し
て
分
割
さ
れ
る
。

〈
2
〉
各
部
族
の
国
民
﹇
市
民
﹈（the people

）
が
ま
ず
そ
の
年
齢
に
よ
っ
て
、
次
に
彼
ら
の
財
産
価
値
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
一
八
歳
以
上
で
三
〇
歳
以
下
の
人
々
全
て
は
青
年
と
み
な
さ
れ
、
土
地
、
財
、
或
い
は
貨
幣
で
、
一
年
に
一
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
収

入
を
え
る
も
の
は
、
歩
兵
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
数
的
に
多
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
収
入
を
も
つ
者
全
て
は
、
騎
兵
と
み
な

さ
れ
る
。

〈
3
〉
各
部
族
は
、
そ
の
数
の
騎
兵
か
ら
騎
士
に
な
る
二
人
の
都
市
民
を
か
つ
﹇
プ
ラ
ス
﹈
同
じ
も
の
の
﹇
騎
兵
﹈
の
三
人
の
高
年
者

を
、
そ
し
て
彼
ら
の
数
の
歩
兵
か
ら
四
人
以
上
の
高
年
者
が
代
表
な
い
し
都
市
民
と
し
て
選
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
選
出
さ
れ
た
各
騎
士

と
都
市
民
代
表
任
期
が
三
年
と
し
、
か
つ
こ
れ
ら
の
資
格
を
も
つ
者
の
う
ち
の
各
人
に
お
い
て
三
年
任
期
で
仕
え
る
者
が
誰
で
あ
れ
、
三

年
任
期
の
休
暇
が
切
れ
る
ま
で
同
じ
も
の
の
如
何
な
る
者
も
再
選
で
き
ぬ
。

〈
4
〉
共
和
国
の
第
一
年
に
一
〇
〇
人
の
任
期
が
毎
年
終
了
し
得
る
、
三
〇
〇
人
の
騎
士
（
定
員
）
か
ら
な
る
元
老
院
﹇
上
院
﹈
が
存

在
す
る
。
各
部
族
で
二
人
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
た
一
〇
〇
人
の
騎
士
が
彼
ら
（
そ
の
任
期
は
か
く
し
て
毎
年
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
）

か
ら
元
老
院
（
上
院
）
に
お
い
て
地
位
を
占
め
る
。

〈
5
〉
共
和
国
の
第
一
年
で
一
〇
五
〇
人
の
代
表
（
定
員
）
か
ら
な
る
国
民
﹇
市
民
﹈
代
表
﹇
代
議
院
〈
下
院
〉﹈
が
存
在
す
る
。
そ
の

う
ち
の
四
五
〇
人
が
騎
兵
と
な
る
。
残
り
は
歩
兵
で
あ
る
。
こ
の
代
表
は
、
歩
兵
の
二
〇
〇
人
及
び
騎
兵
の
一
五
〇
人
の
任
期
が
毎
年
終
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了
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
各
部
族
の
四
人
の
歩
兵
と
三
人
の
騎
兵
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
二
〇
〇
人
の
歩
兵
と

一
五
〇
人
の
騎
兵
が
彼
ら
（
そ
の
任
期
が
か
く
し
て
毎
年
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
の
こ
の
代
表
の
地
位
を
占
め
る
。

〈
6
〉
元
老
院
﹇
上
院
﹈
が
討
議
の
権
威
全
体
を
も
ち
、
代
議
院
が
元
老
院
に
よ
っ
て
討
議
さ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
れ
、
彼
ら
の
権
威

に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
（
即
ち
、
六
週
間
で
印
刷
さ
れ
公
表
さ
れ
る
）、
か
つ
後
に
代
議
院
へ
と
元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
る
こ
と
で
前
者
が

同
じ
も
の
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
、
国
王
（
一
人
の
主
権
者
）
と
な
る
よ
う
な
方
法
で
結
果
の
権
限
を
も
つ
（
21
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
そ
の
共
和
国
の
統
治
モ
デ
ル
の
概
念
的
枠
組
み
全
体
に
お
け
る
内
容
で
あ
る
（
22
）

と
い
う
。

（
三
）
共
和
国
統
治
の
実
際
的
枠
組
み
の
提
案

『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
も
う
一
つ
の
共
和
国
の
枠
組
み
に
関
す
る
実
行
可
能
な
方
式
が
述
べ
ら
れ
る
。
統
治
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
実
行
可
能
的
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
役
立
た
ぬ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
思
想
の
現
実
的
側
面
で
あ
る
。
実
行

可
能
的
モ
デ
ル
を
与
え
る
こ
と
は
、
人
々
は
、
そ
れ
が
実
行
可
能
的
で
な
い
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
「（
人
々
が
自
分
自
身

の
身
体
の
解
剖
に
通
じ
て
い
な
い
よ
う
に
）
通
じ
て
い
な
い
程
に
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
困
難
の
全
体
が
あ
る
（
23
）

」
と
い
う
。

前
述
の
如
く
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
数
少
な
い
解
剖
学
者
だ
け
が
そ
の
実
行
可
能
性
を
理
解
で
き
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
よ
う

な
少
数
の
統
治
の
解
剖
学
者
（
専
門
家
）
し
か
そ
の
統
治
モ
デ
ル
の
実
行
可
能
性
を
知
ら
ぬ
が
故
に
、
一
般
の
人
々
に
は
理
解
が
困
難
と

み
な
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
統
治
の
解
剖
学
者
と
自
認
す
る
彼
は
、
そ
う
し
た
実
行
可
能
性
が
困
難
な
こ
と
で
も
そ
れ
を
実
行
可
能
な

よ
う
に
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
可
能
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
極
め
て
困
難
な
統
治
モ
デ
ル
の
実
行
を

こ
の
当
時
の
機
会
を
除
け
ば
な
お
さ
ら
困
難
に
な
る
が
故
に
、
自
ら
が
そ
の
統
治
モ
デ
ル
を
実
行
可
能
と
せ
し
め
る
た
め
に
次
の
よ
う
に
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試
み
る
こ
と
と
な
る
（
24
）

。

『
立
法
』
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
な
す
と
い
う
。
即
ち
、
第
一
に
そ
の
「
投
票
（
規
定
）
を
省
略
す
る
こ

と
で
あ
り
、
次
に
彼
の
前
の
方
式
に
変
更
を
加
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
こ
の
投
票
を
「
共
和
国
記
述
に
織
り
込
ん
だ
彼
ら
は
、

か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
同
じ
こ
と
に
同
じ
欠
陥
を
も
つ
如
く
に
」、
そ
の
読
者
に
お
け
る
理
解
に
関
す
る
こ
と
を
除
い
て
置
き
、

そ
れ
自
体
で
よ
り
完
全
と
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
投
票
に
関
す
る
理
解
に
無
理
の
あ
る
煩
雑
さ
を
と
り
あ
え

ず
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
統
治
モ
デ
ル
の
実
行
可
能
性
を
よ
り
高
め
よ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
、
こ
の
共
和
国
の
統
治
モ
デ

ル
の
「
法
条
項
﹇
な
い
し
法
制
度
﹈
を
通
じ
て
、
先
ほ
ど
省
略
し
た
投
票
の
使
用
の
説
明
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
実
行
可
能
的
に
関
係

づ
け
よ
う
」
と
試
み
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
こ
の
投
票
の
使
用
は
、
文
章
で
は
説
明
が
困
難
な
側
面
を
も
つ
が
、
じ
っ
く
り
と
分
か
り
や

す
く
説
明
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
が
容
易
と
な
る
と
し
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
モ
デ
ル
を
人
々
に
容
易
に
説
明
す
る
方
式
に
よ
っ
て
、
そ
の

全
体
を
提
案
す
る
こ
と
と
同
じ
理
解
が
得
ら
れ
る
し
、「
最
も
自
然
的
に
し
て
理
解
可
能
な
こ
と
で
あ
る
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
明
確
な
統
治
モ
デ
ル
の
市
民
部
・
宗
教
部
・
軍
事
部
・
及
び
属
州
部
を
提
案
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
（
25
）

と
説
く
。

（
1
） J.P
ocock, ed., T

h
e P

olitical W
orks of J.H

arrin
gton, 1977, pp.655-700.

（
2
） J.P
ocock, ed., op.cit., p.656.

（
3
） 

Ibid., pp.656-7.

（
4
） 

Ibid., p.657.



ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
法
思
想
研
究
（
倉
島
）

一
八
七

（
5
） 

Ibid
.

（
6
） 

Ibid.
（
7
） 

Ibid., pp.657-8.

（
8
） 

Ibid., p.658.

（
9
） 

Ibid.

（
10
） 

Ibid.

（
11
） 

Ibid.

（
12
） 

Ibid.

（
13
） 

Ibid., p.660.

（
14
） 

Ibid.

（
15
） 

Ibid.

（
16
） 

Ibid., pp.660-1.

（
17
） 

Ibid., p.661.

（
18
） 

Ibid.

（
19
） 

Ibid.

（
20
） 

Ibid.

（
21
） 

Ibid., pp.661-2.

（
22
） 

Ibid., p.662.

（
23
） 

Ibid.

（
24
） 

Ibid.

（
25
） 

Ibid., pp.662-3.
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第
三
節　

結
論

本
稿
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
著
作
歴
に
お
い
て
後
期
に
属
す
る
『
立
法
』
を
概
括
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
下
に

わ
れ
わ
れ
は
、
上
記
の
如
き
そ
の
結
果
﹇
本
論
は
、
か
な
り
細
か
く
項
目
化
し
、
か
つ
論
点
を
明
確
に
し
た
﹈
を
得
た
（
1
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
、
本
節
に
お
い
て
、
本
論
の
若
干
の
確
認
及
び
補
足
を
な
す
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
表
題
に
示
し
た
「
立
法
の
技
術
」
の
定
義
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
彼
は
、

そ
の
包
括
的
な
概
念
の
も
と
で
「
立
法
の
技
術
」
を
表
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、「
真
な
る
立
法
の
技
術
は
、
最
高

の
法
な
い
し
国
民
に
安
全
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
国
民
か
ら
選
出
さ
れ
る
も
の
の
責
務
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
純
粋
に
自

然
的
に
し
て
暴
力
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
、「
共
和
国
の
均
衡
な
い
し
基
礎
」
と
一
致
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
必
要
な

上
部
構
造
を
樹
立
す
る
こ
と
か
ら
な
る
（
2
）

」
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
立
法
の
技
術
概
念
の
下
で
自
ら
の
広
範
な
立
法
思

想
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
本
稿
の
冒
頭
事
項
を
確
認
す
る
と
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
前
出
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
適
切
に
述
べ
る
如
く
、

ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
主
著
か
ら
数
年
後
の
『
立
法
』
に
お
い
て
、
そ
の
「
明
晰
性
な
ど
に
お
い
て
格
段
に
進
歩
（
3
）

」
を
遂
げ
た
時
期
の
も

の
と
し
て
理
解
す
る
。 

本
稿
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
そ
の
大
部
な
『
立
法
』
が
「
野
心
的
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。

と
は
い
え
そ
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
述
べ
る
如
く
、
こ
の
著
作
に
主
著
以
上
に
独
創
的
な
も
の
を
望
む
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ

わ
れ
は
、
立
法
思
想
に
つ
い
て
そ
の
著
作
の
体
系
的
精
緻
化
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
長
所
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
み
な
す
も
の
で
あ

る
。
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こ
の
著
作
の
背
景
は
、
当
時
の
共
和
制
統
治
が
市
民
の
自
由
と
権
利
の
実
現
を
目
指
す
ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
想
と
は
異
な
り
、
混
迷
を
き

わ
め
る
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
は
逆
に
、
こ
の
著
作
の
執
筆
時
期
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ネ
ヴ
ィ
ル
ら
と
と
も
に

そ
の
共
和
主
義
運
動
を
最
も
積
極
的
に
展
開
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
『
立
法
』
は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
の
下
で
書
か
れ
た
も
の

と
判
断
で
き
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
こ
の
著
作
は
、
表
現
上
も
理
論
上
も
体
系
的
成
熟
期
の
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
著

作
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
に
そ
の
第
二
巻
﹇
民
の
カ
ナ
ン
定
着
期
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
も
、
か
つ
そ
の
以
前
の
諸

地
域
に
お
い
て
も
共
和
国
で
あ
っ
た
と
い
う
信
念
な
ど
﹈
が
「
自
ら
の
立
場
の
包
括
的
な
意
見
」
の
主
張
（
4
）

で
も
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ

れ
は
、
そ
れ
を
中
心
に
総
括
し
た
。

紙
幅
の
都
合
上
、
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
重
要
な
論
点
の
う
ち
の
一
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
（
な
い
し

内
戦
と
空
位
期
を
含
む
）
に
お
け
る
ハ
リ
ン
ト
ン
と
そ
の
急
進
主
義
者
達
と
の
関
連
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
こ
の
『
立
法
』
の
第

三
巻
に
よ
っ
て
論
証
し
た
よ
う
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
立
場
と
共
通
点
を
も
つ
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
の
『
協
約
』
と
の
関
連
事
項
で
あ

る
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
民
主
制
的
主
張
に
お
い
て
両
者
が
類
似
す
る
が
、
前
者
が
よ
り
現
実
主
義
的
側
面
を
多
く
有
し
、
後

者
が
理
想
主
義
的
な
い
し
楽
観
主
義
的
過
ぎ
る
こ
と
を
強
調
し
た
（
5
）

。
し
か
し
こ
の
著
作
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
稿
は
、
両
者
が
両
極
端
で

あ
る
と
ば
か
り
言
え
ぬ
側
面
を
示
し
て
き
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
1
） J.T

oland, ed., T
h

e ocean
a of Jam

es H
arrin

gton
 an

d
 h

is oth
er w

orks, 1737, pp.383-469. 

（
2
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of Jam
es H

arrin
gton, 1977, p.603.

（
3
） J.P

ocock, ed., op.cit., p.101.
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（
4
） 

Ibid., p.104.
（
5
） 

例
え
ば
、
拙
稿
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
に
関
す
る
一
考
察
」（『
政
経
研
究
』
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

な
お
ハ
リ
ン
ト
ン
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
を
「
急
進
主
義
」
思
想
範
疇
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
以
下
の
文
献
で
あ
る
。

G
.B
urgess et al. eds., E

n
glish

 R
ad

icalism
, 1550-1850, C

am
bridge, 2007.


