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生き生きとした民主主義の条件

序
論
：
市
民
権
か
ら
見
た
民
主
主
義

　

私
の
目
的
は
、
法
律
家
と
し
て
で
は
な
く
政
治
哲
学
者
と
し
て
、

政
治
思
想
史
を
活
用
し
な
が
ら
民
主
主
義
体
制
の
健
全
さ
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
定
義
を
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　

Ａ　

制
度
だ
け
は
一
人
前
で
あ
る
が
、
無
気
力
で
、
そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
停
滞
し
た
民
主
主
義
と
正
反
対
と
考
え
ら
れ
る
、〈
生
き

生
き
と
し
た
〉
民
主
主
義
の
条
件
に
つ
い
て
定
義
す
る
た
め
に
、
い

か
な
る
条
件
の
下
で
、
市
民
は
活
気
と
民
主
的
変
化
の
原
動
力
た
り

う
る
か
、
に
つ
い
て
探
求
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、

living dem
ocracy

の
基0

準0

と
条
件
0

0

に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
す
る
。

基
準
と
は
、
観
察
者
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
生
き
生
き

と
し
た
民
主
主
義
と
み
と
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
場
合
ど

の
よ
う
な
帰
結
が
生
じ
る
か
、
に
つ
い
て
の
特
徴
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。
条
件
と
は
、
帰
結
の
観
点
か
ら
見
て
不
可
欠
な
手
段
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　　

Ｂ　
T

ocqueville

に
由
来
す
る
用
語
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
今

日
の
私
は
、
民
主
主
義
体
制
よ
り
も
民
主
主
義
的
〈
社
会
状
態
〉
に

よ
り
関
心
を
持
つ
。
第
一
の
側
面
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
的
〈
社
会

状
態
〉
は
、
習
俗
、
伝
統
、
表
象
、
人
民
の
自
画
像
に
関
連
す
る
。

第
二
の
側
面
は
、
法
、
権
力
分
立
、
基
本
的
自
由
、
そ
の
制
度
的
な

生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
の
条
件

（
1
（リ

ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー
ム

山　
　

元　
　
　

一
／
訳

資 料
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保
障
に
関
係
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
市
民
0

0

、
す
な
わ
ち
〈
生

き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
〉
に
お
け
る
個
人
に
つ
い
て
、
そ
の
個
人

が
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
か
、
に
光
を
あ
て
る
こ
と
と

し
た
い
。

　

Ｃ　

西
洋
で
は
、
歴
史
的
か
つ
理
論
的
理
由
に
基
づ
い
て
、
政
治

体
制
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
社
会
状
態
は
、
宗
教
制
度
や
そ
れ
が

も
た
ら
す
政
治
哲
学
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
私
は
こ
の
点

に
つ
い
て
の
みCarl Schm

itt
に
同
意
す
る
（。
一
七
世
紀
カ
ト

リ
ッ
ク
司
教Fénelon

の
思
想
と
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧

師
で
あ
っ
て
一
八
四
〇
年
代
のT

ocqueville

の
著
作
の
読
者
で

あ
っ
たA

lexandre V
inet

の
そ
れ
を
対
照
さ
せ
た
い
。
私
は
、

M
ax W

eber

の
い
う
意
味
に
お
け
る
理
念
型
を
求
め
て
い
る
。
理

念
型
に
訴
え
る
こ
と
で
、
宗
教
の
内
容
で
は
な
く
、Fénelon

と

V
inet

が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
観
と
教
会
理
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
政
治
0

0

観0

（inspiration politique

（
を
引
き
出
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
問

題
に
し
た
い
。
私
が
以
下
で
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
民
主
主
義
」
と

呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
現
実
の
ル
タ
ー
派
、
聖
公
会
派
や
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
に
よ
る
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
記
述
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
比
喩
そ
し
て
理
念
型
で
あ
る
。

　

Ｄ　

私
の
目
論
見
は
、
こ
の
二
人
の
思
想
を
対
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
に
基
づ
く
実
現
可
能
な
民
主
主
義

に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
基
準
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基

準
は
、
議
会
に
お
け
る
討
論
に
つ
い
て
の
情
報
、
民
主
主
義
に
お
け

る
判
断
と
解
釈
、
今
日
の
市
民
の
条
件
の
下
で
の
特
殊
的
な
る
も
の

と
一
般
的
な
る
も
の
、
市
民
教
育
と
し
て
の
時
間
的
感
覚

（tem
poralité

（、
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
基
準
と
一
つ

の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅰ　

カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
の
モ
デ
ル
（Fénelon

（
と
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
精
神
の
モ
デ
ル
（V

inet

（

　
「
教
会
の
権
威
に
関
す
る
書
簡
」
の
著
者
で
あ
るFénelon

は
、

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
聖
霊
の
書
に
つ
い
て
の
同
一
の
解
説
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
者
を
従
わ
せ
、
参
集
さ
せ
、
告

知
さ
せ
る
た
め
に
語
り
決
定
す
る
可
視
的
な
権
威
（
2
（

」
が
必
要
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
人
の
数
だ
け
宗
教
が
存
在
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
解
釈

を
与
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
各
人
が
国
法
を
解

釈
す
る
不
可
能
で
存
続
し
が
た
い
共
和
国
に
な
ぞ
ら
え
る
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
背
景
（
ス
イ
ス
に
お
け
る
リ
バ
イ
バ
ル
（
に
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お
い
て
、V

inet

は
社
会
と
い
う
観
念
を
重
視
す
る
が
、
約
四
〇
年

後
のD

urkeim

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
集
団
意
識

0

0

0

0

を
与
え
ら
れ
た
存

在
、
偉
大
な
教
会
に
類
似
し
た
社
会
と
い
う
存
在
、
さ
ら
に
は
教
会

と
し
て
の
国
民
な
ど
社
会
に
つ
い
て
の
あ
る
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
退

け
る
。
結
局
、V

inet

が
「
社
会
主
義
」（
彼
が
作
り
出
し
た
、
と

主
張
す
る
語
句
で
あ
る
が
、Pierre Leroux

も
そ
の
よ
う
に
主
張

し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
、
革
命
期
にSieyès

の
著
作

に
お
い
て
既
に
見
出
さ
れ
る
（
と
も
呼
ぶ
集
団
的
な
る
も
の
の
人
格

化
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
社
会
主
義
を
、
古
代
に
も
一

八
四
〇
年
代
の
同
時
代
の
著
者
に
も
見
出
だ
す
。

　

V
inet

は
、
次
の
よ
う
に
書
く
。「
も
し
社
会
が
一
人
の
人
間
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
社
会
だ
け
が
人
間
で
あ
る
。
も
し
社
会
が
一
つ
の

意
識
な
ら
、
そ
れ
以
外
に
意
識
は
存
在
し
な
い
。
も
し
社
会
が
一
つ

の
宗
教
で
あ
れ
ば
、
社
会
だ
け
が
宗
教
を
も
つ（3
（

」。

　

そ
し
て
、『
政
治
の
諸
原
理
』（
一
八
〇
六
年
（
の
草
稿
で

Benjam
in Constat

が
述
べ
た
よ
う
に
、V

inet

は
、
宗
教
的
迫
害

の
方
が
国
家
宗
教
、
す
な
わ
ち
国
家
的
人
格
や
国
民
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
付
与
さ
れ
た
宗
教
よ
り
も
ま
し
で
あ
る
、
と

断
言
す
る
。「
宗
教
的
国
家
（
（
（

を
創
設
す
る
憲
法
は
、
私
が
こ
の
憲
法

に
同
意
す
る
限
り
で
私
自
身
を
非
宗
教
的
な
も
の
に
す
る
」。
な
ぜ

な
ら
、
個
人
が
「
国
家
に
彼
の
た
め
に
宗
教
を
も
つ
こ
と
を
義
務
づ

け
る
か
ら
で
あ
る
」（
二
一
九
頁
（。

　

V
inet

に
よ
れ
ば
、
国
教
は
個
人
の
自
由
の
疎
外
で
あ
り
、
国
教

が
あ
れ
ば
心
休
ま
る

0

0

0

0

と
感
じ
る
意
識
の
持
ち
主
、
不
安
に
な

0

0

0

0

る0

必（（
（

要

の
な
い
意
識
の
持
ち
主
に
と
っ
て
は
、
怠
惰
の
保
証
で
あ
る
。（
も

し
こ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら（6
（

（
今
日
生
き
生
き
と
し
た
民
主

主
義
と
は
、
騒
々
し
い
も
の
だ
と
あ
え
て
い
い
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

市
民
た
る
個
人
は
、
国
家
に
判
断
を
委
ね
な
い
。K

ant

は
、『
啓
蒙

と
は
何
か
』
と
い
う
小
著
に
お
い
て
「
思
い
切
っ
て
判
断
す
る（7
（

」、

す
な
わ
ち
汝
の
判
断
力
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
啓
蒙
の
基
準
が
あ
り
、

い
い
か
え
る
と
精
神
の
解
放
の
基
準
が
あ
る
、
と
し
た
。「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
的
」
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
市
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
人
民
は
、
統
治
を
担
当
す
る
エ
リ
ー
ト
を
認
め
る
が
、
彼
ら
に
つ

い
て
判
断
し
国
法
を
判
断
す
る
。

　

他
方
、
共
和
国
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
す
るFénelon

の
批

判
は
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
のBonald

の
考
え
方
と

同
様
と
な
る
。
平
等
な
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
共
和
国
と
し
て

統
治
さ
れ
る
社
会
は
、
も
は
や
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
社
会

と
し
て
形
成
さ
れ
た
社
会
で
は
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、「
解
体
さ
れ
る
」
で
あ
ろ
う（8
（

。

法
律
家
の
皆
さ
ん
な
ら
ば
、
解
体
す
る
憲
法
制
定
権
力
と
い
う
見
方

を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
反
革
命
思
想
に
と
っ
て
は
、
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個
人
の
代
わ
り
に
、
社
会
的
階
層
性
を
伴
い
中
央
集
権
的
な
強
い
権

力
を
備
え
た
社
会
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
社
会

体
が
、
王
国
を
構
成
す
る
多
種
多
様
な
諸
団
体
を
超
越
す
る
一
般
利

益
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。Fénelon

に
お
け
る
聖
霊
の
書
の
意
味

が
教
会
と
教
皇
に
委
ね
ら
れ
る
の
と
全
く
同
様
に
、
一
般
利
益
は
王

と
国
家
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

私
が
引
用
し
た
一
節
に
よ
れ
ば
、Fénelon

は
、
有
機
的
で
は
あ

る
が
固
定
さ
れ
た
権
威
的
な
政
治
制
度
に
好
意
的
な
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
会
に
お
い
て
は
、
聖
霊
に
つ
い
て
の
神
秘

神
学
的
な
考
え
方
の
せ
い
で
彼
は
「
異
説
を
唱
え
る
者
」
と
な
り
、

（Louis

一
四
世
とBossuet

の
求
め
に
応
じ
て
で
は
あ
る
が
（

ロ
ー
マ
教
会
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
。
政
治
的
に
は
、
彼
はLouis

一
四
世
の
辛
辣
な
批
判
者
で
あ
っ
た
の
で
、Louis
一
四
世
に
よ
っ

て
、
厳
罰
に
処
さ
れ
た
（
王
太
子
の
子
に
施
し
て
い
た
教
育
か
ら
退

け
ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
か
ら
遠
く
国
外
に
追
放
さ
れ
た（9
（

（。

　

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
非
常
に
単
純
化
さ
れ
た
対
比
を
通
じ
て
、
私

が
比
喩
的
な
意
味
に
お
い
て
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
」
と
命
名
す
る

民
主
主
義
の
基
準
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

Ⅱ　
「
騒
々
し
い
」
そ
し
て
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
」
な
民
主

主
義
の
基
準

　

１　

議
会
に
お
け
る
討
論
に
つ
い
て
の
情
報

　

私
は
、
一
八
世
紀
のJean-Louis D

elolm
e

の
著
作
『
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
憲
法
』
を
利
用
し
た
い
。
こ
の
書
物
は
、M

ontesquieu

の
著
作
と
同
じ
く
ら
い
有
名
で
あ
り
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

穏
健
的
君
主
制
派
に
示
唆
を
与
え
た
（
王
党
派
（（（（
（

。D
elolm

e

は
混

合
王
制
の
支
持
者
で
あ
り
、Rousseau

的
意
味
に
お
け
る
民
主
主

義
の
支
持
者
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、（T

ocqueville 

が
述
べ

て
い
た
よ
う
に
（「
民
主
主
義
的
社
会
状
態
」
の
も
つ
特
徴
に
気
づ

い
て
い
た
。

　

D
elolm

e

は
次
の
よ
う
に
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
有
権
者
市
民
は
、

一
般
に
議
会
に
お
け
る
審
議
や
討
議
さ
れ
て
い
る
法
律
の
主
題
を
よ

く
知
っ
て
い
る
。
立
法
府
の
討
論
が
、
そ
の
当
時
発
達
し
て
い
た
プ

レ
ス
、
請
願
、
集
会
に
よ
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の

本
当
の
意
味
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る

（
今
日
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
政
府
が
広
報
の
基
準

で
採
用
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
立
場
説
明
（posture

（
の
意
味
と
は

異
な
る
（。D

elolm
e

は
、
以
下
の
よ
う
に
書
く
。

　
「
国
民
は
い
わ
ば
怒
り
っ
ぽ
い
集
団
で
あ
り
、
国
民
の
一
部
に
し

か
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
全
国
民
的
な
戦
慄
を
引
き

起
こ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
各
人
に
と
っ
て
の
大

義
が
、
実
際
に
は
全
員
に
と
っ
て
の
大
義
で
あ
る
、
と
感
じ
る
の
で
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あ
る
」（
二
四
六
頁
（。

　

イ
ギ
リ
ス
の
市
民
の
監
視
や
情
熱
の
こ
の
よ
う
な
性
質
（「
三
つ

の
王
国
が
一
つ
の
都
市
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」（
二
二

八
︲
二
二
九
頁
（（
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
、
一
八
二
五
年
に

Staël

夫
人
の
息
子
で
あ
るA

uguste de Staël

も
記
し
て
い
る（（（
（

。

同
日
の
う
ち
に
印
刷
さ
れ
頒
布
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
議
会
審
議
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
当
然
の
帰
結
は
、
議
員
た

ち
は
、
定
期
的
に
有
権
者
に
説
明
し
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る（（（
（

。「
候
補
者
た
ち
は
、
公
共
の
場
所
で
、
下
層
の
群
衆
の
ヤ

ジ
の
只
中
で
、
彼
ら
の
政
治
的
意
見
を
率
直
に
表
明
す
る
こ
と
に
よ

り
票
を
獲
得
し
に
来
る
（
二
七
七
頁
（
（（
（

（。
ま
た
、
特
に
特
定
の
問
題

が
あ
る
場
合
に
集
合
し
政
治
の
素
人
が
運
営
す
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
協
会

が
存
在
す
る
。

　

常
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
腐
敗
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
（Locke

が

す
で
に
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（。
し
か
し
、
生
き
生
き
と
し

た
民
主
主
義
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
側
面
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
。
今
日
の
Ｅ
Ｕ
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
二
八
カ
国

の
市
民
た
ち
が
同
時
に
知
る
こ
と
に
な
る
法
律
な
い
し
「
指
令
」
に

つ
い
て
討
議
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て

Ｅ
Ｕ
に
生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
市
民
は
、
市
民
の
発
案
に
よ
る
国
民
投
票
を
別
に
す

れ
ば
、
受
動
的
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
直
近
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
民

投
票
で
示
さ
れ
た
有
名
な
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」（
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ

離
脱
（
は
、
よ
り
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
主
権

喪
失
」
と
い
う
主
題
の
下
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
面
で
は
、
多

く
の
イ
ギ
リ
ス
市
民
が
不
満
足
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
人
々
は
、（D

elolm
e

が
い
っ
た
意
味

で
（「
怒
り
っ
ぽ
い
集
団
」
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い

う
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
一
の
デ
モ
ス
、
唯
一
の
人
民
を
決
定
的

に
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
、
六
年
前
に
東
京

の
日
仏
会
館
に
来
て
、
著
書
で
あ
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
は
何

か
』（Q

u̓est-ce que l̓esprit européen? Flam
m

arion Cham
ps 

Essais, 2010

（
を
も
と
に
講
演
を
し
た
時
よ
り
も
一
層
大
き
な
悲

し
み
を
も
っ
て
い
う
。

　

２　

解
釈
す
る

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
の
民
主
主
義
は
市
民
の
側
の
判
断
の
絶
え

る
こ
と
の
な
い
活
動
に
立
脚
す
る
民
主
主
義
で
あ
り
、
判
断
の
多
元

性
の
ゆ
え
に
、
国
民
の
過
去
、
法
律
の
意
義
、
憲
法
等
の
射
程
に
つ

い
て
の
解
釈
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
活
動
に
立
脚
す
る
民
主
主
義
で

あ
る
。
解
釈
は
、
い
つ
で
も
見
直
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
判
断
の
問
題
に
つ
い
て
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
と



76

法学研究 89 巻 9 号（2016：9）

い
う
ラ
ベ
ル
は
、
私
な
り
の
比
喩
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
す
で
にA

ristote

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
は
、
ア
テ
ネ

の
例
を
踏
ま
え
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
市
民
を
判
断
の
主
体
と
し
た
。

市
民
は
、
人
民
の
集
会
で
あ
れ
裁
判
所
で
あ
れ
、
演
説
を
す
る
者
、

訴
訟
当
事
者
、
任
期
の
終
了
時
に
公
職
者
の
説
明
に
耳
を
傾
け
る
よ

う
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
市
民
は
、
投
票
そ
し
て
／
な
い
し
言
論

に
よ
っ
て
自
ら
の
判
断
を
表
明
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
、

（Sophocle

（
ソ
ポ
ク
レ
ス
（
のA

ntigone

（
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
（
の

よ
う
に
（
偉
大
な
る
出
会
い
の
場
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
で

悲
劇
詩
人
た
ち
は
、
三
日
間
に
わ
た
っ
て
競
い
合
う
。
悲
劇
は
諍
い

や
ジ
レ
ン
マ
を
明
る
み
に
出
し
、
市
民
は
そ
の
諍
い
に
つ
い
て
判
断

を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
市
民
は
、
悲
劇
詩
人
に
つ
い
て

も
評
価
を
行
う
の
で
、
彼
ら
は
格
付
け
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
報
酬

を
受
け
る
の
で
あ
る
。
悲
劇
は
、
市
民
的
政
治
的
機
能
を
果
た
し
て

お
り
、
宗
教
的
機
能
す
ら
果
た
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
都
市
は
、
悲
劇
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
固
有
の
神
々
を

有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

判
断
を
行
う
ア
テ
ネ
の
市
民
は
責
任
0

0

の
も
と
に
あ
り
、
そ
れ
に
身

を
さ
ら
し
て
い
る
。
も
し
彼
が
提
案
す
る
法
律
が
違
憲
だ
と
判
断
さ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
国
家
が
宣
告
す
る
刑
罰
は
非
常
に
厳
し
か
っ

た
（
罰
金
、
投
獄
、
国
外
追
放
（。
法
律
か
ら
憲
法
、
そ
し
て
新
た

な
法
ま
で
を
対
象
と
す
る
解
釈
と
い
う
行
動
は
、
裁
判
所
の
み
に
独

占
さ
れ
た
行
動
で
は
な
い
（
た
と
え
、
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
会
議
が
都
市

国
家
に
お
け
る
膨
大
な
法
の
記
憶
に
つ
い
て
監
視
し
て
い
た
と
し
て

も
、
で
あ
る
（。

　

一
九
三
〇
年
に
、
哲
学
者
のA

lain

（
本
名
は
、Em

ile Chartier

（

は
、
市
民
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
次
の
よ
う
な

定
式
を
示
し
、
そ
れ
を
し
ば
し
ば
用
い
た
。
市
民
の
役
割
は
、「
一

人
の
不
満
分
子
、
一
人
の
判
断
者
」
で
あ
る（（（
（

。

　

さ
て
、
判
断
機
能
に
つ
い
て
は
、
法
律
解
釈
に
特
化
し
た
裁
判
官

に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
最
高
裁
判
所

は
、
最
終
的
に
は
共
同
立
法
者
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
主
権
者
と
な
る（（（
（

。

も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
市
民
が
、
一
定
の
場

合
に
お
い
て
は
、
生
き
生
き
と
し
た
仕
方
で
自
ら
を
動
員
し
自
ら
の

意
見
を
表
明
し
自
ら
対
峙
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。T

ocqueville

は
、
エ
ジ
プ
ト
人
に
な
ら
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
を
「
一
種
の
聖
職
者
階
級
」
と
し
て
描
き
出
す
。

こ
の
階
級
に
属
す
る
者
は
、
知
識
と
（
秘
教
的
な
（
曖
昧
な
言
語
を

有
し
て
い
る
が
、
人
民
か
ら
の
尊
敬
を
勝
ち
得
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

解
釈
は
い
つ
で
も
見
直
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
少
数
派
が
自

ら
の
問
題
を
人
々
に
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
将
来
に

お
い
て
勝
利
す
る
こ
と
を
望
み
得
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
民
主
主
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義
は
、（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
重
要
性
を
獲
得
し
て
い
る
一
定
の

傾
向
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
（
ア
ン
チ
・
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
も

な
く
、
ア
ン
チ
・
代
表
制
的
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
未
来
は
開
か

れ
て
お
り
、
未
来
に
つ
い
て
の
考
え
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
市
民
生
活
を
豊
か
な
も

の
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
後
で
こ
の
点
に
つ
い
て
再
び
言
及
す

る
。
こ
の
点
は
、
解
釈
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
民
主
主
義
的

生
活
に
と
っ
て
真
の
条
件
を
な
す
、
と
考
え
て
い
る
。

　

３　

特
殊
的
な
る
も
の
と
一
般
的
な
る
も
の

　

近
代
で
は
な
く
ま
さ
に
現
代
の
市
民
の
主
要
な
側
面
に
つ
い
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
理
解
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
お
け
る
市
民
は
、
そ
の
抽
象
性
（
性
別
、
職
業
、
領
土
、

宗
教
（
の
ゆ
え
に
、
一
般
的

0

0

0

性
質
を
帯
び
た

0

0

0

0

0

0

市
民
0

0

で
あ
る
。
市
民
は
、

特
権
的
諸
集
団
、
職
業
団
体
、
地
方
制
度
、
都
市
制
度
を
破
壊
し
た

国
民
の
主
権
性
に
基
づ
い
て
、
個
人
的
存
在
と
し
て
、
し
か
し
一
般

利
益
の
擁
護
者
た
る
国
家
に
向
き
合
う
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
カ
ウ

ン
ト
さ
れ
る
。
一
七
九
一
年
にLe Chaplier

は
、
特
殊
的
利
益
を

有
す
る
個
人
と
一
般
利
益
の
間
に
は
何
も
存
在
し
な
い
、
と
主
張
し

た
（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
結
社
は
許
可
さ
れ
ず
、
労
働
組
合
・

経
営
者
組
合
は
禁
止
さ
れ
、
修
道
会
は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
教
会
そ

の
も
の
が
（
一
七
九
〇
年
に
聖
職
者
民
事
基
本
法
の
起
草
者
の
一
人

で
あ
るCam
us

の
定
式
（「
聖
職
に
つ
く
諸
個
人
」
か
ら
な
る
集

団
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
特
殊
的
諸
利
益
を
有
す
る
人
間
0

0

と
は
異
な
り
、

市
民
は
、
一
般
利
益
を
承
認
し
受
諾
す
る
使
命
を
有
す
る
。
但
し
、

一
般
利
益
を
自
ら
定
義
す
る
の
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
代
表
者
が
そ
れ
を
行
う

（Sieyès

の
理
論
（。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
は
す
で
に
、
偉
大
で
最
良
の
国
家
哲
学
者

H
egel

に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。

　
「
本
当
の
こ
と
を
い
っ
て
、
特
殊
利
益
を
脇
に
押
し
や
っ
た
り
、

さ
ら
に
抑
圧
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
普
遍
的
な
る
も
の
と
調
和

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な

る
も
の
と
同
様
に
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る（（（
（

。」

　

H
egel

は
こ
こ
に
、
市
民
の
「
満
足
」（Befriedigung

（
の
条

件
を
見
た
。
こ
の
満
足
こ
そ
が
、
今
日
の
私
た
ち
の
社
会
の
大
い
な

る
賭
金
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
①
市
民
が
判
断

に
つ
い
て
の
積
極
的
能
力
を
持
ち
、
②
一
般
的
利
益
と
は
何
か
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
、
③
個
人
的
利
益
と
一
般
利
益
を
調
和
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
回
答
は
、
一
七
世
紀
以
来
与
え
ら
れ
て
き

た
。Locke

の
哲
学
で
は
、「
同
意
」、「
信
頼
」、
日
常
的
な
不
服
従

の
可
能
性
（「
天
へ
の
訴
え
」（
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の

講
演
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（（（
（

。

　

も
し
、
私
た
ち
が
現
在
の
私
た
ち
の
社
会
を
見
れ
ば
、
市
民
社
会
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に
お
い
て
市
民
が
、
メ
デ
ィ
ア
や
（Facebook

やT
w

itter

な
ど

の
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
特
殊
的

0

0

0

性
質
を
帯

0

0

0

0

び
た
0

0

市
民
0

0

と
し
て
自
ら
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
「
無
政
府
主
義
的
」
な
い
し
ネ
オ
封
建
的
な
民
主

主
義
と
対
立
す
る
生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
は
、
統
合
と
い
う
能

力
が
認
め
ら
れ
る
民
主
主
義
で
あ
る
。
経
済
、
国
土
、
性
、
医
療
、

倫
理
問
題
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
関
わ
り
合
い
の
あ
る
」
市
民

た
ち
は
、
一
般
利
益
に
つ
い
て
配
慮
す
る
術
を
心
得
て
い
る
。

　

な
お
こ
こ
で
、
一
八
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
でT

ocqueville

が

観
察
し
、
母
国
フ
ラ
ン
ス
と
引
き
比
べ
て
非
常
に
驚
か
さ
れ
た
こ
と

を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
実
の
と
こ
ろ
、

Guizot

が
一
八
三
四
年
に
団
体
の
自
由
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
（
一
八
三
四
年
四
月
一
〇
日
の
法
律
、
刑
法
典
二
九
一
条
か

ら
二
九
四
条
（。

「
ア
メ
リ
カ
人
は
年
齢
、
境
遇
、
考
え
方
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
誰
も

が
絶
え
ず
団
体
を
つ
く
る
。
商
工
業
の
団
体
に
誰
も
が
所
属
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
結
社
が
他
に
あ
る
。
宗
教
団
体
や

道
徳
工
場
の
た
め
の
結
社
、
ま
じ
め
な
結
社
も
あ
れ
ば
ふ
ざ
け
た
も
の

も
あ
り
、
非
常
に
一
般
的
な
も
の
も
ご
く
特
殊
な
も
の
も
、
巨
大
な
結

社
が
あ
れ
ば
、
ち
っ
ぽ
け
な
結
社
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
は
祭
り
の
実

施
や
神
学
校
の
創
設
の
た
め
に
結
社
を
つ
く
り
、
旅
籠
を
建
設
し
、
教

会
を
建
立
し
、
書
物
を
頒
布
す
る
た
め
、
ま
た
僻
遠
の
地
に
宣
教
師
を

派
遣
す
る
た
め
に
結
社
を
つ
く
る
。
病
院
や
刑
務
所
や
学
校
も
ま
た
同

じ
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
。
つ
い
に
は
一
つ
の
真
理
を
顕
彰
し
、
偉

大
な
手
本
を
示
し
て
あ
る
感
情
を
世
間
に
広
め
た
い
と
き
に
も
、
彼
ら

は
結
社
を
つ
く
る
。
新
た
な
事
業
の
先
頭
に
立
つ
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
な

ら
い
つ
で
も
政
府
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
な
ら
つ
ね
に
大
領
主
だ
が
、
合

衆
国
で
は
ど
ん
な
場
合
に
も
間
違
い
な
く
そ
こ
に
結
社
の
姿
が
見
出
さ

れ
る（（（
（

。」

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
私
の
混
同
、
特
殊
的
な
る
も
の
と
一
般
的
な

る
も
の
の
混
同
は
、
民
主
主
義
的
生
活
に
と
っ
て
非
常
に
勇
気
づ
け

ら
れ
る
兆
候
で
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
に
と
っ
て

は
、
不
安
の
源
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
極
め
て
多
様
な
方
法
で
な
さ

れ
る
諸
個
人
の
結
合
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動

き
は
、
共
同
体
主
義
の
危
険
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
統
治
を
行

う
エ
リ
ー
ト
が
以
前
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
史
の
価
値
を
強
調
す
る
こ
と
を

受
け
入
れ
な
く
な
り
（
例
え
ば
、
植
民
地
主
義
や
一
九
四
〇
年
の

ヴ
ィ
シ
ー
体
制
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
（、
代
わ
り
に
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
懸
念
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
以
下
の
現
象
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
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に
な
る
。

　

︱
︱
代
用
品
た
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
活
性
化
。
最
も
危
険
な

も
の
は
、
宗
教
的

0

0

0

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
し
て
「
十
字
軍
兵
士
の

国
」
を
「
征
服
す
る
」
闘
争
（
闘
う
イ
ス
ラ
ム
主
義
（
で
あ
る
。

　

︱
︱
外
国
人
排
斥
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
、
反
エ
リ
ー
ト
主
義
極
右
勢

力
の
伸
張
。

　

し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
、
呼
び
か
け
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
市
民
た

ち
の
示
威
行
動
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
再
び
生
き
生
き
と
し
た
民

主
主
義
と
な
る
が
、
別
の
面
で
は
危
機
に
瀕
す
る
民
主
主
義
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
お
り
、
い
く
つ
も
の
悪
魔
た
ち
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
市
民
が
動
員
さ
れ
て
い
て
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
た
め
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
私
は
、
後
悔
の
念
を
も
っ

て
こ
の
こ
と
を
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
様
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
、
皆
さ
ん
が
知
る
よ
う
に
、
特
殊
的
な
る
も
の
と
一
般
的

な
る
も
の
国
家
的
な
る
も
の
と
超
国
家
的
な
る
も
の
フ
ラ
ン
ス
と
そ

れ
以
外
の
国
々
の
間
の
分
裂
と
紛
争
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
る

地
域
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
数
年
前
イ
タ
リ
ア
の
小
さ
な
町
の
道
の

真
ん
中
で
、
Ｅ
Ｕ
統
合
を
祝
う
た
め
の
若
者
た
ち
の
コ
ン
サ
ー
ト
を

目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
見
た

こ
と
が
な
い
し
、
皆
さ
ん
も
一
度
も
見
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う（（（
（

。

Ⅲ　

未
来
の
意
義
︱
︱
死
活
的
条
件

　

こ
こ
で
は
、living dem

ocracy

の
基
準
で
は
な
く
条
件
を
語
り

た
い
。
過
去
の
記
憶
を
喪
失
し
た
人
民
は
、
全
く
自
由
と
は
い
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
民
は
闇
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
の
で
あ

り
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
お
よ
そ
苦
痛
に
満
ち
た
総
括
の
問
題
（
植

民
地
化
、
戦
争
、
戦
争
犯
罪
、
過
去
の
体
制
の
腐
敗
等
々
（
が
関

わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る

Stasi

の
記
録
は
、
並
べ
る
と
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
そ
う
だ
。

ド
イ
ツ
市
民
は
、
そ
れ
ら
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
、
親
、
子
、
配
偶
者
が
国
家
と
党
の
奉
仕
義
務
に

応
え
る
密
告
者
で
あ
っ
た
か
を
知
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
ら
の
未
来
0

0

を
つ
か
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
民

は
、
ま
た
悪
し
き
状
況
の
下
に
あ
る
。
大
多
数
の
民
主
制
度
を
備
え

た
国
家
に
つ
い
て
そ
れ
が
あ
て
は
ま
る
。T

ocqueville

は
、（
古
代

の
で
は
な
く
（
近
代
人
の
民
主
主
義
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
悪
を
見

事
に
描
き
だ
し
た
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
彼
が
「
物
質
的
享
楽
」
と

呼
ぶ
も
の
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、T

ocqueville

に
つ
い
て
の
私
の

著
書
で
検
討
し
た
（
ゆ
え
に
、
今0

に
の
み
生
き
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ

る
。
現
代
社
会
は
、
個
人
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
物
質
的
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享
受
と
に
封
じ
込
め
る
傾
向
に
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
は
判
断
の
目
を
く
ら
ま
せ
、
そ
れ
を
窒
息
さ
せ
る
。

物
質
的
享
受
は
、
依
存
的
で
怠
惰
な
も
の
に
さ
せ
、
世
俗
に
つ
い
て

の
判
断
基
準
を
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

T
ocqueville

は
、
未
来
の
民
主
主
義
を
生
き
る
人
間
は
、
世
代

を
超
え
た
祖
先
た
ち
を
忘
却
す
る
よ
う
に
な
り
、「
い
つ
も
同
じ
で
」

し
か
し
「
量
的
に
は
よ
り
強
く
」
繰
り
返
さ
れ
る
満
足
の
欲
望
に

よ
っ
て
し
か
未
来
を
考
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
大
い
な
る
危

険
が
あ
る
、
と
考
え
た
。
ま
さ
に
こ
の
繰
り
返
し
と
い
う
欲
望
は
、

今
日
ひ
ど
い
失
望
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
社

会
の
変
動
は
非
常
に
規
模
が
大
き
く
な
り
、
新
し
い
世
代
に
対
し
て

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
主
義

0

0

0

0

、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
はErasm

e

（
エ
ラ
ス
ム
ス
（
の
そ
れ
、
中
国
に

お
い
て
は
孔
子
の
そ
れ
は
、
嘲
笑
す
べ
き
も
の
に
な
り
え
、
超
人
間

主
義
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

超
人
間
主
義
に
お
い
て
は
、
人
間
、
動
物
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
も

の
に
対
し
て
も
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
機
械
に
よ
っ

て
打
ち
負
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
牧
師
が
、
も
し

将
来
ロ
ボ
ッ
ト
が
洗
礼
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
は
そ
う
す
る

と
い
っ
た
ば
か
り
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
の
単
な
る
基
準
で
は
な

く
、
そ
れ
を
本
当
に
可
能
に
す
る
条
件

0

0

0

0

0

0

0

を
問
題
に
し
た
い
。
す
べ
て

は
統
治
者
と
教
育
者
（
彼
ら
は
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
学
校
の
信
用

に
よ
っ
て
統
治
者
に
従
属
し
て
い
る
（
次
第
で
あ
る
。
市
民
に
計
画

を
作
ら
せ
、
未
来
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
統
治
者
は
、
民
主
主
義

を
知
悉
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
統
治
者
は
、
比
較
そ
れ
ゆ
え
判
断
0

0

す
る
0

0

よ
う
に
仕
向
け
る
。
す
な
わ
ち
、
以
前
私
た
ち
は
ど
う
し
て
い

た
か
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
忠
実
で
あ
り
う
る
か
、
私
た
ち
は
長
期
的

に
何
を
望
む
の
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
た
め
に
準
備
す
る
の
か
。

　

de Gaulle

将
軍
、M

ichel D
ebré

そ
し
てRené Capitant

の

第
五
共
和
制
は
、
未
来
の
方
向
性
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
構

想
さ
れ
た
面
が
あ
る
。de Gaulle

の
プ
ラ
ン
は
、「
熱
意
あ
る
義

務
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
と
り
わ
け
大
統
領
君

主
制
は
統
治
作
用
と
は
距
離
を
置
き
、Fénelon

に
お
け
る
国
家
元

首
の
ご
と
く
、
世
俗
の
世
界
に
リ
ズ
ム
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
彼
の
書
物
『
テ
レ
マ
ッ
ク
の
冒
険
』

とLouis

一
四
世
に
対
す
る
諌
言
に
つ
い
て
、
私
は
今
や
評
価
を
下

し
た
い
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
大
統
領
の
職
に
つ
い
た
者
は
、
将
来
「
ど
う
す
れ
ば
私
は

再
選
さ
れ
る
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
し
か
考
え
な
い
。
私
自
身
は
法

律
家
で
は
な
い
が
、
友
人
に
公
法
学
者
た
ち
が
い
る
。
私
は
、
何
人

か
の
同
僚
た
る
公
法
学
者
の
希
望
を
共
有
し
た
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
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改
正
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
大
統
領
の
任
期
を
七
年
と
し
、
再
選
を

禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
と
過
去
を
隠
蔽
し
た
り
神
話
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
の
み
に

生
き
る
民
主
主
義
は
、
扇
動
さ
れ

0

0

0

0

落
ち
着
き
の
な
い
民
主
主
義
だ
と

は
い
え
て
も
、
生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ

れ
は
む
し
ろ
秩
序
を
失
っ
た
民
主
主
義
で
あ
り
、
人
の
精
神
状
態
に

つ
い
て
「
錯
乱
」
と
い
う
の
と
同
様
に
、
錯
乱
し
た
民
主
主
義
と
い

え
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
錯
乱
し
て
い
る
。

　

日
本
の
皆
さ
ん
、
そ
れ
を
批
判
し
、
皆
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
に
期
待

す
る
も
の
は
何
か
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス

が
明
確
に
物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
助
力
し
て
欲
し
い
。

（
1
（　

慶
應
義
塾
大
学
の
教
員
の
皆
さ
ん
の
心
温
ま
る
歓
待
に
心
か
ら

感
謝
し
た
い
。
特
に
、
山
元
一
教
授
が
私
を
慶
應
義
塾
大
学
に
招
待

し
こ
の
講
演
会
を
実
現
し
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
感
謝
を
申
し
上

げ
る
。
そ
の
た
め
に
準
備
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、A

ristote 

（
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
ま
で
の
市
民
権
に
つ
い
て

の
研
究
の
一
環
を
な
す
未
発
表
の
も
の
で
あ
る
。
彼
が
、
前
回
二
〇

一
〇
年
の
慶
應
義
塾
大
学
で
の
講
演
の
時
と
同
様
に
、
講
演
テ
ク
ス

ト
の
翻
訳
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
こ
と
（【
訳
者
注
】
ル
シ
ア
ン
・

ジ
ョ
ー
ム
「
行
政
国
家
と
自
由
主
義
︱
フ
ラ
ン
ス
史
の
一
断
面
」

『
法
律
時
報
』
八
二
巻
八
号
六
六
〜
七
六
頁
〔
二
〇
一
〇
年
〕
と
し

て
の
ち
に
公
表
さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。（
に
つ
い
て
も
、
と

て
も
感
謝
し
て
い
る
。
私
は
、
口
頭
の
発
表
の
ス
タ
イ
ル
と
文
体
を

そ
の
ま
ま
に
し
た
。

（
2
（　

完
全
な
一
節
に
つ
い
て
は
、
資
料
を
み
よ
。

（
3
（　A

lexandre V
inet

『
宗
教
的
確
信
に
つ
い
て
の
表
明
と
教
会

と
国
家
の
分
離
に
つ
い
て
の
小
論
』
パ
リ
、les éditeurs

出
版
、

一
八
五
八
年
、
改
訂
二
版
、
二
〇
八
頁
、
よ
り
詳
細
な
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
資
料
を
み
よ
。

（
（
（　

国
家
を
宗
教
的
国
家
、
こ
の
場
合
に
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家
と
し

て
制
度
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
（
（　

ラ
テ
ン
語
で
は
、quetus

を
望
む
、
と
い
う
の
は
、
休
息
や

静
寂
を
享
受
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
、（
例
え
ば
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
（「
レ
ク
イ
エ
ム
（requiem

（」
と
い
う
言
葉
が

生
ま
れ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
人
々
が
永
遠
の
休
息
を
与
え
る
こ
と
を

望
む
死
者
に
対
し
て
捧
げ
る
の
で
あ
る
。

（
6
（　

フ
ラ
ン
ス
語
に
は
「
騒
々
し
さ
（intranquillité

（」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
が
、Locke

に
お
け
る «uneasiness»

に
相
当
し
よ

う
。

（
7
（　Sapere aude

こ
の
定
式
は
、H

orace

（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
（
の

ラ
テ
ン
語
詩
に
由
来
す
る
。

（
8
（　T

ocqueville

とBonald

の
比
較
に
つ
い
て
は
、L. Jaum

e
の
『T

ocqueville

︱
自
由
の
貴
族
的
起
源
』
パ
リ
、Fayard

、
二

〇
〇
八
年
、
一
三
七
頁
を
み
よ
。
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（
9
（　

つ
ま
り
、Fénelon

の
真
の
政
治
思
想
は
、
彼
が
秘
か
に
会
っ

て
い
た
か
つ
て
の
弟
子
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
公
の
た
め
に
書
い
た
統

治
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
テ
ー
マ
と
す
る
『
シ
ョ
ー
ヌ
の
一
覧
表 

（T
ables 

de Chaulnes

（』
で
示
し
た
よ
う
に
、
貴
族
的
で
あ
り
反
絶
対
主
義

的
で
あ
り
、
諮
問
的
統
治
（polysidonie

（
を
目
指
し
て
い
た
。

（
10
（　D

elolm
e

の
書
物
に
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
二
つ
の
ヴ
ァ
ー

ジ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
一
七
七
一
年
版
が
初
版
で
（
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
、V

an H
arrevelt

刊
行
、
匿
名
（、
こ
れ
以
外
の
版
は
加

筆
・
修
正
さ
れ
て
い
る
。
私
の
引
用
は
、
初
版
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
11
（　A

uguste de Staël
『
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
書
簡
』
パ
リ
、

T
euttel et W

ürtz

刊
、
一
八
二
五
年
、
死
後
再
版
『A

uguste 
de Staël

男
爵
著
作
集
』A

lbertine de Staël

編
、
第
三
巻
、
同

社
刊
、
一
八
二
九
年
。
彼
は
以
下
の
よ
う
に
書
く
。「
自
由
な
国
に

お
い
て
は
、
市
民
の
何
ら
か
の
秩
序
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
共

同
体
の
他
の
構
成
員
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
り
続
け
る
も
の
は
存
在

し
な
い
。
い
か
に
取
る
に
足
ら
な
い
位
階
に
生
ま
れ
落
ち
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
自
ら
の
意
見
が
自
国
の
事
柄
の
方
向
性
に
関
し
て
な
ん

ら
か
の
意
味
を
有
す
る
、
と
正
当
に
も
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者

は
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
引
き
換
え
に
、

そ
の
日
々
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
、
公
共
の
吟
味
と
判
断
に
服
せ
し

め
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
は
、
か
な
り
地
位
の
高
い
個
人
と
は
い

え
な
い
。」（
第
10
書
簡
「
公
的
集
会
に
つ
い
て
」
一
八
二
九
年
版
、

二
一
二
︲
二
一
三
頁
（。

（
12
（　

情
報
の
早
さ
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。「
午
後
六
時
に
な
さ

れ
た
ば
か
り
のBrougham

、M
ackintosh

な
い
しCanning

な

ど
の
演
説
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
す
べ
て
の
街
で
夜
の
一
〇
時
前
に
は
読

ま
れ
て
い
た
。」（
同
書
一
九
八
頁
（。A

uguste de Staël

は
、
彼

が
傍
聴
し
た
ロ
ン
ド
ン
か
ら
離
れ
た
州
に
お
け
る
地
方
の
議
会
審
議

の
ケ
ー
ス
を
引
用
し
さ
え
し
た
。
夜
に
首
都
に
戻
っ
た
彼
は
、「
私

は
、
夕
刊
で
す
で
に
私
が
傍
聴
し
た
ば
か
り
の
審
議
の
記
事
や
演
説

の
要
約
が
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。」（
同
右
（。
な

ぜ
な
ら
、
審
議
の
速
記
者
は
、
進
展
に
応
じ
て
印
刷
紙
を
渡
し
、
そ

れ
は
頻
繁
に
結
ば
れ
た
郵
便
で
運
ば
れ
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
新
聞
に
届

け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年

代
の
ア
メ
リ
カ
映
画
で
見
ら
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
電
話
に

飛
び
つ
く
シ
ー
ン
よ
り
も
、
目
を
引
く
。

（
13
（　

同
右
、
第
一
三
書
簡
「
庶
民
院
の
構
成
に
つ
い
て
」
二
七
七
頁
。

（
1（
（　A

lain

『
プ
ロ
ポ
Ⅱ
』La Pléiade, Gallim

ard, 1970, p. 828-
829.

（
1（
（　Robert H

. Jackson 

判
事
の
有
名
な
言
葉
は
、
以
下
の
よ
う

に
い
う
（【
訳
注
】
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所Brow

n v. A
llen, 

3（（ U
.S. （（3

判
決
に
お
け
る
補
足
意
見
（。「
私
た
ち
は
不
可
謬
だ

か
ら
最
終
的
判
断
権
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
判
断
権
を
有

す
る
か
ら
不
可
謬
な
の
で
あ
る
」。
こ
の
引
用
を
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、M

ichel T
roper 

に
感
謝
し
た
い
。
こ
の
引
用
文
は
、「
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
的
」
で
生
き
生
き
と
し
た
「
民
主
主
義
」
と
カ
ト
リ
ッ
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ク
的
権
威
の
模
倣
と
の
対
比
︱
︱Fénelon

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た

解
釈
の
独
占
︱
︱
を
我
々
に
示
唆
し
て
い
る
！

（
16
（　

一
七
九
一
年
六
月
一
四
︲
一
七
日
の
組
合
に
つ
い
て
のLe 

Chapelier

法
の
提
案
説
明
。「
国
家
に
は
、
も
は
や
団
体
は
存
在
し

な
い
。
各
個
人
の
特
殊
利
益
と
一
般
利
益
し
か
存
在
し
な
い
。
市
民

に
対
し
て
中
間
的
利
益
を
抱
か
せ
、
団
体
利
益
に
よ
っ
て
彼
ら
を
公

事
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
誰
に
も
許
さ
れ
な
い
」。
革
命
が
社
会
的

経
済
的
関
係
、「
市
民
」「
公
事
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
化
し
た

か
、
が
明
ら
か
に
な
る
。

（
17
（　Hegel

『
法
の
哲
学
』R. Derathé

訳
、Librairie philosophique 

V
rin

刊
、
一
九
八
六
年
、
二
六
一
節
、
二
六
六
頁
。

（
18
（　Locke

に
関
し
て
は
、
以
下
の
私
の
著
作
の
二
つ
の
章
を
見
よ
。

L. Jaum
e, La Liberté et la loi. Les origines philosophiques 

du libéralism
e, Paris, Fayard, 2000.

（
19
（　T

ocqueville

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、
一
八
四
〇
年

（
第
二
巻
（、
第
二
部
第
五
章
「
ア
メ
リ
カ
人
が
市
民
生
活
の
中
で
行

う
結
社
の
利
用
に
つ
い
て
」、Garnier-Flam

m
arion, 1981, t. 2, 

p. 137.

（【
訳
注
】
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
松
本
礼
二
訳
（
第
二
巻
（
上
（（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
八
年
（
一
八
八
︲
一
八
九
頁
の
訳
文
を
そ
の
ま
ま
利
用

し
た
（。

（
20
（　

大
変
嬉
し
い
こ
と
に
、
本
原
稿
を
執
筆
し
た
後
二
〇
一
六
年
五

月
中
旬
に
東
京
に
来
る
直
前
に
、
そ
の
よ
う
な
光
景
を
目
撃
し
た
。

（
21
（　Laurent A

lexandre

に
よ
れ
ば
、Christophe Benek

師

で
あ
る
。
ル
・
モ
ン
ド
紙
二
〇
一
五
年
二
月
。
彼
は
、
フ
ロ
リ
ダ
の

長
老
派
教
会
に
属
す
る
牧
師
で
あ
る
。

【
資
料
】

　

Félelon

「
教
会
の
権
威
に
つ
い
て
の
書
簡
」

「
い
つ
も
、
主
要
な
論
点
に
た
ち
か
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
同
じ
聖
書
に
つ
い
て
の
説
明
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
々
を

服
従
・
結
集
さ
せ
、
明
確
に
通
告
す
る
た
め
に
、
語
り
決
定
す
る
権

威
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
威
が
な
い
と
、
私
た
ち
を

謙
虚
に
さ
せ
る
た
め
に
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
聖
な
る
書
物
は
、

私
た
ち
の
虚
し
い
好
奇
心
、
う
ぬ
ぼ
れ
、
私
た
ち
の
意
見
に
つ
い
て

の
嫉
妬
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
口
論
に
つ
い
て
の
熱
情
に
油
を
注
ぐ

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
権
威
が
な
い
と
、
テ
ク
ス
ト

は
一
つ
し
か
な
い
の
に
人
の
数
だ
け
そ
れ
を
説
明
す
る
仕
方
が
生
み

出
さ
れ
、
人
の
数
だ
け
宗
教
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
成
文
法
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
々
が
公
共
の
事
柄
に
つ
い
て

の
権
力
者
の
決
定
を
踏
み
に
じ
る
自
由
を
有
し
て
い
た
ら
、
人
々
は

そ
れ
に
つ
い
て
何
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
各
人
は
六
法
全
書
を
手
に
、

公
権
力
担
当
者
の
判
断
を
変
更
さ
せ
よ
う
と
し
、
服
従
す
る
代
わ
り
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に
口
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
口
論
を
し
て
い
る
間
に
、
六
法

全
書
は
、
人
々
を
結
集
さ
せ
服
従
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
自
身
が

す
べ
て
の
市
民
の
虚
し
い
煩
瑣
な
違
い
に
も
て
あ
そ
ば
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
共
和
国
は
、
最
も
愚
か
で
最
も
嘆
か
わ
し
い

状
態
に
あ
る
…
…
、
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
決
定
し
聖

な
る
テ
ク
ス
ト
を
説
明
し
、
そ
れ
を
自
分
な
り
の
仕
方
で
説
明
し
よ

う
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
を
、
自
ら
に
服
従
さ
せ
る
権
威
が
存
在
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（Œ

uvres de Fénelon, Firm
in-

D
idot, 18（7, t. 1, p. 22（-22（.

（

　

Alexandre Vinet

「
宗
教
的
確
信
お
よ
び
協
会
と
国
家
の
分
離

に
関
す
る
小
論
」

「［
検
閲
に
よ
っ
て
］
私
の
宗
教
を
奪
お
う
と
す
る
社
会
よ
り
も
、
何

か
一
つ
の
宗
教
を
持
と
う
と
す
る
社
会
の
ほ
う
が
恐
ろ
し
い
、
と
私

は
思
う
。
私
が
宗
教
的
国
家
を
創
設
す
る
憲
法
に
同
意
し
て
し
ま
え

ば
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
自
身
は
非
宗
教
的
な
存
在
に
な
っ
て
し

ま
う
。
私
が
隠
蔽
や
虚
偽
を
自
ら
に
禁
じ
て
も
無
駄
で
あ
る
。
私
が

参
加
す
る
政
治
的
秩
序
に
お
い
て
、
私
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

共
犯
と
な
る
最
初
の
虚
偽
が
存
在
す
る
。
こ
の
最
初
の
虚
偽
は
、
抽

象
的
な
虚
偽
…
…
に
と
ど
ま
り
え
な
い
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
個
人

は
、
市
民
社
会
を
そ
の
者
の
意
識
を
管
理
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、

国
家
に
そ
の
者
の
た
め
に
宗
教
を
持
つ
任
務
を
与
え
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。」（Paris, Chez les éditeurs, 2

èm
e éd. 18（8, p. 219.

（

【
訳
者
記
】
本
稿
は
、Lucien Jaum

e

（
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー

ム
（
氏
が
二
〇
一
六
年
五
月
二
八
日
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン

パ
ス
で
行
っ
た
講
演
用
テ
ク
ス
ト
「
生
き
生
き
と
し
た
民
主
主
義
の

条
件
（Les conditions dʼune dém

ocratie vivante

（」
を
訳
出

し
た
も
の
で
あ
る
。Lucien Jaum

e

氏
は
、
長
い
間
シ
ャ
ン
ス
ポ

（
パ
リ
政
治
学
院
（
Ｃ
Ｅ
Ｖ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
政
治
生
活
研
究

セ
ン
タ
ー
（
を
拠
点
に
研
究
活
動
に
従
事
さ
れ
、
現
在
は
名
誉
研
究

主
任
で
あ
る
。
政
治
思
想
史
と
現
代
政
治
理
論
を
専
門
と
す
る

Jaum
e

氏
の
研
究
活
動
は
非
常
に
幅
が
広
く
、
ま
た
ど
の
研
究
成

果
を
と
っ
て
み
て
も
、
明
快
な
分
析
が
展
開
さ
れ
示
唆
に
富
む
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
訳
者
の
専
攻
す
る
憲
法
学
に
と
っ
て
も
、Jaum

e

氏
が
長
年
に
わ
た
っ
て
分
析
し
て
き
た
主
権
、
自
由
主
義
思
想
史
、

共
和
主
義
論
、
人
権
観
念
、
社
会
契
約
論
等
々
に
つ
い
て
の
諸
業
績

か
ら
学
び
得
る
こ
と
は
、
極
め
て
多
い
。

〈
主
要
著
作
リ
ス
ト
〉

・Le religieux et le politique dans la R
évolution française. 

Lʼidée de régénération, Collection Léviathan, PU
F, 201（.
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・Q
uʼest-ce que lʼesprit européen?, Flam

m
arion Cham

ps 
Essais, 2010.

・Les origines philosophiques du libéralism
e, Flam

m
arion 

Cham
ps Essais, 2009.

・L̓
É

tat adm
inistratif et le libéralism

e. U
ne histoire 

française, Fondation pour lʼInnovation Politique, 2009.

・T
ocqueville : L

es sources aristocratiques de la liberté, 
Fayard, 2008, prix Guizot de lʼA

cadém
ie française.

・L̓
Individu effacé ou le paradoxe du libéralism

e français, 
Fayard, 1997.

・É
chec au libéralism

e, les Jacobins et l̓É
tat, K

im
é, 1991. ［

石

埼
学
訳
］『
徳
の
共
和
国
か
、
個
人
の
自
由
か
』（
勁
草
書
房
、
一
九

九
八
年
（。


