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D・ヒューム『イングランド史』における統治と〈意見〉
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一
　
序

㈠
　
問
題
の
所
在

　
本
論
文
の
目
的
は
、
哲
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（
一
七
一
一
―
一
七
七
六
）
が
歴
史
家
と
し
て
執
筆
し
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

史
』
第
五
、
六
巻
を
主
題
と
し
て
、
革
命
期
の
統
治
と
〈
意
見
（opinion

）〉
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、〈
意
見
〉
概
念
の
内
実
と
彼

の
政
治
思
想
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
統
治
と
〈
意
見
〉
の
関
係
は
、『
道
徳
政
治
論
集
』
所
収
の
論
説
「
統
治
の
第

一
原
理
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
体
系
的
に
説
明
さ
れ
る
。

人
間
社
会
の
事
象
を
哲
学
的
な
目
で
考
察
す
る
人
に
は
、
多
数
者
が
少
数
者
に
よ
っ
て
や
す
や
す
と
支
配
さ
れ
て
い
る
あ
の
た
や
す
さ
と
、
人
々
が
自

分
た
ち
の
見
解
や
情
念
を
自
分
た
ち
の
支
配
者
の
そ
れ
に
譲
り
渡
す
あ
の
盲
目
的
な
従
順
さ
ほ
ど
、
驚
き
に
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
。
こ
う
し
た
驚
く

べ
き
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
か
を
調
べ
れ
ば
、
力0

（F
o
rce

）
は
い
つ
も
被
治
者

0

0

0

0

0

0

0

（governed

）
の
側
に
あ
り

0

0

0

0

0

、
支
配
者
に
は
自
分
た
ち
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支
え
る
も
の
は
意
見

0

0

0

0

0

0

0

0

（opinion

）
以
外
に
何
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
治
（governm

ent

）
の
基
礎
と
な
る
も
の

は
た
だ
意
見
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
則
（m

axim

）
は
、
最
も
自
由
で
最
も
民
衆
的
な
政
体
だ
け
で
な
く
、
最
も
専
制
的
で
最
も
軍
事
的
な
政

体
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ（
1
）る（E, 32. 

邦
訳
、
二
五
頁
。
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）。

ヒ
ュ
ー
ム
は
続
け
て
、〈
意
見
〉
に
は
「
利
益
（In

terest

）
に
関
す
る
〈
意
見
〉」
と
「
権
利
（R

ig
h
t

）
に
関
す
る
〈
意
見
〉」
が
あ
る
と

述
べ
る
。
前
者
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、「
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
一
般
的
利
点
に
関
す
る
感
覚
（the sense of the general advantage

）
と
、
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そ
れ
と
同
時
に
、
現
に
確
立
さ
れ
て
い
る
特
定
の
統
治
（the particular governm

ent, w
hich is established

）
が
、
他
の
た
や
す
く
樹
立

さ
れ
う
る
統
治
と
同
じ
程
度
に
は
利
点
が
あ
る
と
い
う
確
信
（persuasion

）」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
〈
意
見
〉
が
一
国
の
大
部
分
、
も
し

く
は
力
を
掌
握
し
て
い
る
人
々
の
間
に
広
く
行
き
わ
た
る
と
き
、「
そ
れ
は
ど
ん
な
統
治
に
も
大
き
な
安
全
（security

）」
を
も
た
ら
す
。

後
者
に
は
二
種
類
あ
り
、
そ
れ
は
「
権
力
（P

o
w
er

）
に
対
す
る
権
利
」
と
「
財
産
（P

ro
perty

）
に
対
す
る
権
利
」
で
あ
る
。「
権
力
に

対
す
る
権
利
」
と
は
、「
す
べ
て
の
国
の
国
民
が
古
来
か
ら
の
政
体
に
対
し
て
も
つ
愛
着
（attachm

ent

）」
や
「
旧
家
と
認
め
ら
れ
た
家

系
に
対
し
て
も
つ
愛
着
」
の
よ
う
に
、「
古
来
か
ら
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
つ
も
権
利
に
関
す
る
意
見
を
生
み
出
す
」
の
で
あ
る
。

一
方
、「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
は
、「
統
治
の
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
重
大
」
で
あ
り
、
財
産
を
全
て
の
統
治
の
基
礎
で
あ
る
と

す
る
極
端
な
主
張
に
沿
い
つ
つ
も
そ
れ
を
修
正
す
る
よ
う
に
、「
財
産
権
に
関
す
る
意
見
が
こ
の
主
題
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ（
2
）る（E, 33, 47-48. 

邦
訳
、
二
八
頁
、
四
〇
頁
）。
つ
ま
り
、
少
数
で
あ
る
統
治
者
に
対
し

て
多
数
で
あ
る
被
治
者
が
財
産
の
大
部
分
を
占
め
る
と
し
て
も
、
財
産
権
に
関
す
る
〈
意
見
〉
が
あ
れ
ば
、
財
産
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず

支
配
者
に
従
う
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
権
力
が
被
治
者
の
側
に
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、「
公
的
な
利
益

0

0

、
権
力
に
対
す
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

、
財
産
に
対
す
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
関
す
る
こ
れ
ら
三
つ
の
〈
意
見
〉
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
統
治

の
基
礎
で
あ
り
、
ま
た
、
少
数
者
が
多
数
者
に
対
し
て
も
つ
一
切
の
権
威
の
基
礎
を
な
す
の
で
あ
る
（E, 33 -34. 

邦
訳
、
二
五
―
二
六
頁
）。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
読
み
下
す
こ
と
で
統
治
と
の
関
係
に
お
け
る
〈
意
見
〉
の
用
語
法
が
あ
る
程
度
把
握
さ
れ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
実

際
に
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
こ
れ
ら
三
つ
の
〈
意
見
〉
を
観
察
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
確
か
に
、
彼
は
同
論
説

の
後
半
部
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
歴
史

0

0

か
ら
先
述
し
た
〈
意
見
〉
概
念
の
説
明
を
論
証
し
て
お
り
、
他
の
論
説
で

も
〈
意
見
〉
概
念
を
用
い
て
統
治
を
説
明
し
て
い
る
（E, 40. 

邦
訳
、
三
二
頁
）。
論
説
「
ブ
リ
テ
ン
の
政
体
は
絶
対
君
主
政
へ
傾
い
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
共
和
政
へ
傾
い
て
い
る
の
か
」
に
お
い
て
も
、〈
意
見
〉
は
革
命（
3
）期に

人
々
の
利
益
を
支
配
し
て
い
た
と
表
現
し
て

い
る
が
、
被
治
者
で
あ
る
人
々
の
〈
意
見
〉
と
表
現
す
る
際
の
「
人
々
」
と
は
具
体
的
に
誰
な
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
加
え
て
、〈
意
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見
〉
と
い
う
用
語
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
全
体
に
見
る
こ
と
が
で
き
、『
人
間
本
性
論
』
に
お
い
て
は
彼
の
認
識
論
の
根
幹
を
な
す
概
念
で

あ
る
信
念
（belief

）
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
重
要
な
用
語
で
さ
え
あ
る（
4
）が、

歴
史
に
お
け
る
術
語
と
し
て
も
読
み
込
め
る
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』、
と
り
わ
け
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
革
命
期
を
扱
っ
て
い
る

第
五
、
六
巻
を
対
象
と
し
て
〈
意
見
〉
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
一
つ
の
方
策

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈡
　
先
行
研
究
に
対
す
る
予
備
的
考
察

　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
と
〈
意
見
〉
の
関
係
に
つ
い
て
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
も
含
め
て
分
析
対
象
と
し
た
研
究
は
限
ら
れ
て
い
る
。

ポ
ー
ル
・
セ
イ
ガ
ー
は
、
西
洋
政
治
理
論
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
政
治
的
責
務
（political obligation

）、
言
い
換
え
れ
ば
、
統
治
に
対

す
る
服
従
の
義
務
を
主
題
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
〈
意
見
〉
概
念
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
ト
マ
ス
・
ホ
ッ

ブ
ズ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
主
権
（sovereignty
）
概
念
が
な
い
と
さ
れ
る
。
主
権
の
正
当
化
に
神
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
暗
黙
の
同
意

（tacit consent

）
を
据
え
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
を
補
助
線
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
実
際
の
歴
史
の
分
析
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の

議
論
を
世
俗
化
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
人
々
の
〈
意
見
〉
を
主
権
に
代
わ
る
概
念
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
セ
イ
ガ
ー
は
説
明
し（
5
）た。
し

か
し
、
彼
の
議
論
は
『
人
間
本
性
論
』
を
主
軸
と
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
〈
意
見
〉
概
念
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、〈
意
見
〉
の
内
実
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
ま
で
射
程
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。

　
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
政
治
社
会
の
分
析
に
お
け
る
〈
意
見
〉
概
念
は
記
述
的
で
あ
る
一
方
で
、
歴
史
に
お
い
て
「
賢
慮

な
（prudent

）
指
導
者
」
や
「
良
い
統
治
」
が
政
治
社
会
を
改
革
し
て
い
た
事
実
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
観
察
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、「
経

験
と
反
省
」
を
組
み
合
わ
せ
た
、
ま
さ
に
「
実
験
的
な
推
論
法
」
に
よ
っ
て
、
人
々
が
す
で
に
表
れ
て
い
る
〈
意
見
〉
の
正
し
さ
を
検
証

し
て
、
新
し
い
〈
意
見
〉
を
獲
得
す
る
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
規
範
的
な
次
元
で
意
図
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
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を
保
守
主
義
者
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
政
治
社
会
に
お
け
る
人
間
の
理
性
に
期
待
せ
ず
、
情
念
に
よ
る
非
合
理
的
で
破
壊
的
な
行
動
ま
で
見

据
え
て
い
た
た
め
に
、
人
々
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
慣
習
を
自
ず
か
ら
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
す
る
見
解
が
主
流
で

あ
っ
た
当
時
の
研
究
動
向
に
お
い（
6
）て、「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
ヒ
ュ
ー
ム
像
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
目
的
が
背
景
に
あ
っ（
7
）た。
ヒ
ュ
ー
ム
の
著

作
を
網
羅
し
た
考
察
で
あ
り
、
記
述
的
な
説
明
に
限
っ
て
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
と
も
整
合
的
で
評
価
で
き
る
が
、
自
覚
的
で
あ
る
と
は
い

え
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
を
後
世
に
生
ま
れ
た
「
保
守
」
あ
る
い
は
「
リ
ベ
ラ
ル
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
区
分
に
位
置
づ
け
る
試
み
そ

れ
自
体
が
時
代
錯
誤
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
す
で
に
ク
リ
シ
ェ
と
な
っ
て
い
るIs-O

ught

問
題
に
関
わ

る
論
点

─
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
は
徹
底
的
な
「
観
察
」
と
い
う
事
実
命
題
に
終
始
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
規
範
的
命
題
を

含
ん
で
い
る
の
か

─
に
つ
い
て
も
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ（
8
）る。

　
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
像
を
め
ぐ
る
問
い
に
正
面
か
ら
挑
戦
し
た
の
が
、
壽
里
竜
の
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
的
啓
蒙
』
で
あ
る
。
思
想
史
に
お
け

る
〈
意
見
〉
概
念
の
系
譜
を
た
ど
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
〈
意
見
〉
概
念
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
ま
で

射
程
を
広
げ
て
〈
意
見
〉
を
分
析
し
た
著
作
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
は
〈
意
見
〉
概
念
の
特
性
に
「
可
塑
性

（plasticity

）」
と
「
不
確
定
性
（indeterm

inacy
）」
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
本
性
に
備
わ
っ
た
想
像
力
と
情
念
の
た
め
に
〈
意

見
〉
は
変
わ
り
や
す
く
、
は
た
ま
た
長
期
間
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。「
保
守
主
義
者
ヒ
ュ
ー
ム
」
に
よ
れ
ば
、

確
立
さ
れ
た
慣
行
に
影
響
さ
れ
た
想
像
力
が
〈
意
見
〉
を
不
可
避
的
に

0

0

0

0

0

権
威
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
壽
里
に
よ
れ
ば
、

そ
う
し
た
想
像
力
の
性
質
は
弱
さ

0

0

を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
革
命
期
の
人
々
の
実
践
の
な
か
で
は
歴
史
を
動
か
す
「
偶
発
性
」
と
し
て
現

れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
立
さ
れ
た
慣
行
に
〈
意
見
〉
は
従
う
と
い
っ
て
も
、〈
意
見
〉
そ
の
も
の
が
不
確

実
性
を
も
つ
た
め
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
直
ち
に
「
保
守
的
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ふ
た
た
び
主
張
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
保

守
」
あ
る
い
は
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
し
ま
う
と
、
穏
健
な
方
法
的
懐
疑
を
採
用
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
へ
の

態
度
と
そ
の
意
味
が
薄
れ
て
し
ま
う
の
で
あ（
9
）る。
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壽
里
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
統
治
と
〈
意
見
〉
の
分
析
を
、
彼
の
著
作
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
を
示
す
た
め

に
、
先
述
し
た
〈
意
見
〉
の
「
可
塑
性
」
と
「
不
確
実
性
」
か
ら
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、

冒
頭
で
私
が
引
用
し
た
論
説
「
統
治
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
三
つ
の
〈
意
見
〉

─
公
的
な
利
益
、
権
力
に
対
す
る
権
利
、

財
産
に
対
す
る
権
利

─
の
視
座
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
れ
ら
の
間
の
評
価
的
な
階
層
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
〈
意
見
〉
は
「
社
会
と
共
感
と
に
よ
っ
て
強
く
影
響
さ
れ
」
る
た
）
10
（

め
（D

P, 2.33. 

邦
訳
、
二
五
九
頁
）、〈
意

見
〉
を
決
定
す
る
要
因
は
不
可
思
議
で
あ
）
11
（
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間
本
性
論
』
で
展
開
さ
れ
た
認
識
論
に
お
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
因
果
関
係
や
数
学
・
科
学
に
対
し
て
も
方
法
的
懐
疑
が
向
け
ら
れ
て
い
た
（T. 1. 1. 4. 6. 

邦
訳
、
二
四
頁
）。
あ
く
ま
で
与
え

ら
れ
た
蓋
然
性
（probability
）
の
な
か
で
推
論
で
き
る
こ
と
を
目
指
す
、
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
態
度
で
あ
っ
た
。『
人
間
知
性
研
究
』
に

お
い
て
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
（EH

U, 4. 16. 

邦
訳
、
三
〇
）
12
（

頁
）。

　
す
る
と
、
壽
里
が
示
し
た
よ
う
に
、
論
説
「
国
民
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
国
民
性
を
決
定
す
る
原
因
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
挙
げ
て
い
る
要

因

─
政
治
、
経
済
、
宗
教
、
地
理
、
気
候

─
が
〈
意
見
〉
の
特
性
に
影
響
を
与
え
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
、
論
説
「
統
治
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
」
の
後
半
部
で
展
開
し
た
よ
う
に
、
統
治
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、〈
意
見
〉
に

関
す
る
三
つ
の
視
座
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
の
な
か
で
、
統
治
の
根
拠
を
説
明
で
き
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、「
多
数
の
人
間
か
ら
生
じ
る
事
象
は
、
一
定
の
既
知
の
原
因
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
説
明
で
き
る
」
か
ら
で
あ
）
13
（

る
（E, 112. 

邦
訳
、

九
八
頁
）。
よ
っ
て
、〈
意
見
〉
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
た
壽
里
に
よ
る
懐
疑
的
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
先
に
、
統
治
と
三
種
類
の
〈
意

見
〉
の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　〈
意
見
〉
で
は
な
い
が
、
壽
里
が
そ
の
「
不
確
実
性
」
か
ら
統
治
の
変
化
を
分
析
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
サ
ブ
ル
は
「
合
意

（convention

）」
と
調
整
理
論
（coordination theory

）
を
道
具
立
て
と
し
て
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
政
治
社
会
の
発
展
を
蓋
然
性
の

な
か
で
推
論
し
た
。
彼
の
論
考
の
テ
ー
マ
は
「
政
治
的
権
威
の
慣
習
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
変
化
し
、
様
々
な
手
段
で
改
善
さ
れ
、
そ
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し
て
死
滅
す
る
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
）
14
（
た
。
な
る
ほ
ど
、

正
義
は
「
財
産
の
保
有
の
固
定
、
同
意
に
よ
る
保
有
の
移
転
、
約
束
の
実
行
」
の
三
つ
の
法
へ
の
合
意
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、

人
々
は
人
間
本
性
の
弱
さ
の
た
め
に
こ
の
正
義
を
維
持
す
る
統
治
を
「
発
明
（invention

）」
す
る
の
で
あ
り
（T, 3. 2. 6. 1, 3. 2. 7. 8. 

邦
訳
、

八
四
頁
、
九
六
―
九
七
頁
）、
よ
っ
て
人
々
が
ど
の
よ
う
に
利
益
を
調
整
し
統
治
を
発
明
す
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、「
合
意
」
は
考
え
ら
れ

う
る
一
つ
の
視
座
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
壽
里
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
）
15
（
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
は
統
治
（
あ
る
い
は
国
制
）
の
変
遷
を
合
意
で
は
な
く
〈
意
見
〉
を
用
い

て
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
意
は
「
共
通
の
利
益
に
関
す
る
一
般
的
感
覚
（a general sense of com

m
on interest

）」
と
も
表
現
さ
れ
る

た
め
、
人
々
の
利
益
が
一
致
し
て
達
成
さ
れ
た
名
誉
革
命
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
例
え
ば
正
義
の
法

の
条
件
で
あ
る
財
産
と
統
治
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
財
産
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
財
産
に
対
す
る
「
権
利
」
が
統
治

を
適
切
に
分
析
す
る
た
め
の
対
象
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉（
信
念
）
こ
そ
が
、
統
治
一
般
を
説
明
す
る

こ
と
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
リ
ス
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
「
政
治
の
研
究

は
、
大
部
分
が
意
見
と
そ
の
変
化
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
）
16
（
る
。

㈢
　
分
析
方
法
と
本
論
文
の
構
成

　
よ
っ
て
、
本
論
文
に
お
け
る
統
治
の
変
化
に
つ
い
て
の
分
析
方
法
は
、「
統
治
の
第
一
原
理
」
に
お
け
る
〈
意
見
〉
の
三
つ
の
視
座
、

す
な
わ
ち
、「
公
的
な
利
益
」「
権
力
に
対
す
る
権
利
」「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
に
改
め
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
論
説
の
後
半
部

に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
利
益
」
や
「
権
利
」
に
反
応
す
る
人
々
の
力
関
係
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、〈
意
見
（opinion

）〉
と
い

う
用
語
そ
の
も
の
を
追
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
先
述
し
た
三
つ
の
視
座
に
関
わ
る
事
柄
に
焦
点
を
当
て
て
漸
進
的
に
分
析
す

る
方
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
手
法
に
忠
実
で
あ
り
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
以
上
の
実
験
器
具
を
用
い
て
統
治
の
変
化
を
蓋
然
的
に
推
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論
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
物
語
叙
述
の
な
か
で
〈
意
見
〉
に
関
す
る
三
つ
の
視
座
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
解
明

す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
先
行
研
究
に
対
す
る
新
た
な
価
値
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
、
本
論
文
の
構
成
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
お
い
て
自
由
を
認
識
し
た
〈
意
見
〉
を
観
察
す
る
。
国
制

に
対
す
る
意
識
が
自
覚
さ
れ
、
国
王
と
民
衆
を
代
表
す
る
庶
民
院
が
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
権
利
の
請
願
を
境
に
、
宗
教
的
熱
狂
が

〈
意
見
〉
を
支
配
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
政
治
の
目
的
が
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
を

動
か
す
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
宗
教
が
目
的
に
転
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
国
王
殺
し
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
、〈
意
見
〉
に

よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
で
、「
統
治
の
第
一
原
理
」
の
三
つ
の
〈
意
見
〉
の
視
座
が
読
み
直
さ
れ
再
定
義
さ
れ
る
た
め
、
本
論

文
の
議
論
の
基
礎
と
な
る
章
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
続
く
二
つ
の
章
で
は
、
こ
う
し
て
新
た
に
得
ら
れ
た
〈
意
見
〉
の
定
義
を
、
革
命
期

の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
物
語
叙
述
に
実
際
に
代
入
し
て
読
み
解
く
作
業
が
行
わ
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
に
お

け
る
〈
意
見
〉
を
扱
う
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
人
々
が
、
宗
教
的
熱
狂
か
ら
目
を
覚
ま
し
た
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
直
ち
に
反
乱
を
起
こ
さ
ず
軍
事
国
家
に
服
従
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
共
和
国
と
い
う
統
治
か
ら
「
公
的
な
利
益
」
を
与
っ
て
い
る
人
々
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
説
明
す
る
統
治
の

「
二
次
的
な
原
理
」
と
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
が
特
殊
な
統
治
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
章
で
は
、
名
誉
革
命
ま
で
の
〈
意
見
〉
と
統
治
の
関
係
が
分
析
さ
れ
る
。
安
定
し
た
統
治
で
始
ま
る

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
陰
謀
事
件
を
主
た
る
転
換
と
し
て
、
内
乱
と
同
じ
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
再
び

内
乱
が
起
こ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
受
動
的
服
従
」
の
原
則
の
み
な
ら
ず
、
公
的
な
利
益
と
財
産
権
に
関
す
る
〈
意
見
〉
に

よ
っ
て
統
治
の
基
礎
が
保
た
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
が
即
位
す
る
と
、
統
治
の
根
拠
で
あ
る
こ
れ
ら
の
〈
意

見
〉
が
す
べ
て
な
く
な
り
、「
合
意
」

─
共
通
の
利
益
に
関
す
る
一
般
的
感
覚

─
に
よ
っ
て
名
誉
革
命
が
起
こ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は

〈
意
見
〉
に
よ
っ
て
、
こ
の
激
動
の
時
代
に
お
け
る
統
治
の
変
遷
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
や
『
道
徳
政
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治
論
集
』
を
通
じ
て
、「
正
義
の
法
」
を
喚
起
し
て
い
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
が
明
ら
か
と
な
る
。

二
　
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
お
け
る
〈
意
見
〉

㈠
　「
政
治
的
自
由
」
を
標
榜
す
る
〈
意
見
〉

　
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
家
の
権
威
は
、「
古
く
か
ら
の
先
例
や
模
範
に
影
響
さ
れ
た
人
々
の
意
見
（opinion

）
に
基
づ
い
て
い
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
）
17
（」（H

, App4. 10, 59. 137

）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
治
世
に
お
い
て
〈
意
見
〉
を
観
察
す
る
際
、
国
王
と
民
衆
の
財

産
に
関
連
す
る
事
柄
に
着
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
、
商
業
、
貿
易
、
そ
し
て
税
で
あ
る
。

現
在
、
君
主
と
議
会
の
あ
い
だ
で
、
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
日
々
増
加
し
て
い
る
多
く
の
嫌
悪
と
不
和
の
原
因
の
中
で
、
こ
の
貨
幣
（m

oney

）
と
い

う
項
目
は
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。〔
…
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
貨
幣
が
流
入
す
る
一
方
で
、
同
時
に
、
お
そ
ら
く
そ
の
原
因

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
芸
術
や
産
業
が
大
幅
に
増
加
し
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
の
間
で
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
に
お
け
る
優
雅
さ
が
よ

り
よ
く
知
ら
れ
、
よ
り
培
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
武
両
道
の
王
の
使
用
人
、
宮
廷
人
、
司
祭
た
ち
は
、
困
窮
し

た
君
主
か
ら
よ
り
多
く
の
物
資
を
要
求
し
、
彼
ら
の
祖
先
が
満
足
し
て
い
た
よ
う
な
質
素
な
生
活
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
君
主
自
身
も
、

自
分
の
人
格
の
尊
厳
を
維
持
し
、
先
代
が
享
受
し
て
い
た
よ
う
な
臣
下
に
対
す
る
優
位
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
華
や
か
さ
や
豪
華
さ
を
増
す
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
君
主
た
ち
と
の
平
等
や
均
衡
を
望
む
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
普
遍
的
に
収

入
を
増
や
し
、
税
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
は
、
一
般
的
に
彼
ら
と
同
じ
く
ら
い
裕
福
な
国
民
が
、
多
少
の
負
担
や
課
税
に
耐

え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
（H

46. 26

）。
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彼
は
続
け
て
、「
国
王
に
と
っ
て
不
幸
だ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
富
が
、
時
代
の
知
識
の
増
加
と
と
も
に
、
国
民
に
反
対
の
感
情
を
抱
か

せ
、
自
由
と
独
立
の
精
神
を
育
み
、
主
君
の
懇
願
や
威
嚇
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
」（H

, 46. 27

）
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
最
も
繁
栄
し
て
い
た
時
代
で
さ
え
貿
易
が
衰
退
し
て
い
た
と
い
う
苦
情
ほ
ど
一
般
的
な
も
の
は
な
く
、
庶
民
院
は
「
国
民

の
貿
易
部
門
に
自
由
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
一
方
で
、
土
地
財
産
を
後
見
権
（w

ardship

）
の
重
荷
か
ら
解
放
し
、
国
民
が
い
ま
だ
に

苦
し
ん
で
い
る
封
建
的
な
保
有
権
の
残
骸
を
取
り
除
く
こ
と
に
も
努
め
た
」。
同
様
に
、
徴
発
権
（purveyance

）
の
重
荷
か
ら
解
放
し
よ

う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
。
庶
民
院
は
、「
国
益
に
対
す
る
真
の
判
断
（true judgem

ent

）
よ
り
も
、
よ
り
大
き
な
独
立
の
精
神
」
を

示
し
て
い
た
の
で
あ
る
（H

, 45. 36-40

）。「
彼
ら
の
知
識
が
増
え
る
に
つ
れ
、
自
分
た
ち
が
得
て
い
た
優
位
性
が
明
ら
か
に
な
り
、
政
治

的
自
由
（civil libe

）
18
（rty

）
の
計
り
知
れ
な
い
価
値
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。〔
…
〕
議
会
で
は
日
々
新
し
い
精
神
が
生
ま
れ
、
自
由
な

国
制
を
見
守
る
政
党
が
定
期
的
に
結
成
さ
れ
）
19
（

た
」（H

, 48. 23n18

）。

　
庶
民
院
は
こ
う
し
て
自
由
の
精
神
に
支
配
さ
れ
、「
目
の
前
に
あ
る
過
去
の
前
例
よ
り
も
、
将
来
の
結
果
を
予
測
し
て
自
ら
の
意
見
を

調
整
す
る
よ
う
に
な
り
、
古
来
の
国
制
を
維
持
す
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
自
由
で
優
れ
た
新
し
い
国
制
を
制
定
す
る
こ
と
」
を
目
指
し
て

い
た
。
一
方
、
国
王
は
、
現
在
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
税
率
を
修
正
す
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、「
枢
密
院
の
あ
る
法
令
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
商
品
の
評
価
を
別
の
法
令
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
ポ
ン
ド
税
（poundage

）
の
権
利
が
王

室
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
平
等
を
修
正
す
る
権
利
を
自
ら
が
持
つ
べ
き
で
は
な
い
か
、
も
し
こ
の
義
務
が
国
民
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
商
品
の
新
し
い
公
正
な
評
価
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
精
神
を
支
持
す
べ
き

で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（H

, 46. 30

）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
端
的
に
こ
の
状
況
を
「
国
王
は
外
国
人
で
あ
り
、
人
気
取
り
の
術

を
知
ら
ず
、
彼
ら
﹇
庶
民
院
﹈
は
宗
教
的
な
偏
見
に
苛
ま
れ
、
貨
幣
に
執
着
（tenacious

）
し
て
い
た
」
と
表
現
し
、「
こ
の
治
世
の
全

期
間
を
通
じ
て
、
君
主
と
議
会
の
あ
い
だ
に
相
互
の
信
頼
と
友
情
が
保
た
れ
た
期
間
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
も
不
思
議
で
は
な
い
」

と
述
べ
る
（H

, 46. 28

）。
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な
る
ほ
ど
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
論
説
「
政
治
的
自
由
に
つ
い
て
」
で
、「
私
有
財
産
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
化
さ
れ
た
君
主
政
で
は
共
和

政
に
お
け
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
安
全
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
政
体
で
は
、
主
権
者
の
暴
虐
に
よ

る
危
険
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
」（E, 92-93. 

邦
訳
、
八
一
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
治
世
で
は
貴
族

院
で
あ
っ
て
も
、
君
主
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
自
由
に
財
布
を
開
け
る
習
慣
が
な
か
っ
た
た
）
20
（
め
、「
ど
ん
な
に
必
要
な
要
求
で
も
、
彼

ら
の
目
に
は
理
不
尽
で
法
外
な
も
の
（unreasonable and exorbitant

）
に
映
っ
た
」
の
で
あ
る
（H

, 45. 41

）。

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治
世
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、「
不
幸
な
こ
と
に
、
彼
の
運
命
は
、
過
去
の
多
く
の
治
世
の
前
例
が
恣
意
的
な

権
力
を
強
く
支
持
し
、
人
々
の
気
質
が
自
由
に
向
か
っ
て
激
し
く
動
い
て
い
た
時
代
に
彼
を
投
げ
込
ん
だ
」（H

, 59. 134

）。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
民
衆
は
、「
自
分
た
ち
の
自
由
が
奪
わ
れ
、
違
法
な
税
が
課
せ
ら
れ
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
厳
し
い
制
裁
を
受
け
て
い
た
商
業
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
戦
争
に
よ
っ
て
完
全
に
消
滅
し
た
と
考
え
て
い
た
」
の
で
あ
る
（H

, 51. 1

）。
ま
た
、
議
会
の
同
意
な
し
に
ト
ン
税
・
ポ
ン
ド
税

が
課
さ
れ
る
こ
と
で
貿
易
が
衰
退
し
て
い
た
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
人
は
「
自
由
が
産
業
を
幸
福
に
支
え
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国

の
新
た
な
輝
き
と
栄
光
を
見
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
同
じ
よ
う
な
政
治
形
態
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
」（H

, 

51. 36-37, 54. 52

）。
国
王
に
対
す
る
資
金
の
供
給
や
税
も
不
慣
れ
で
あ
り
、「
理
性
よ
り
も
習
慣
が
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
人
間
の

支
配
原
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る
（H

, 50. 7

）。
海
軍
の
艦
隊
設
備
の
た
め
の
船
舶
税
（ship-m

oney

）
は

恣
意
的
で
あ
る
と
し
て
激
し
い
不
満
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
こ
に
は
人
々
の
「
税
に
関
す
る
幸
福
な
ま
で
の
無
知
と
無
経
験
」
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
（H
, 50. 43, 53. 47

）。
と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
船
舶
税
に
つ
い
て
、「
税
全
体
の
金
額
は
非
常
に
控
え
め
」
で
あ
り
、
王
国

の
名
誉
と
利
益
に
貢
献
し
た
も
の
と
し
て
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治
世
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
苦

し
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
不
満
は
、「
国
制
を
無
視
し
て
そ
れ
自
体
で
考
え
て
み
る
と
」
そ
の
名
に
値
せ
）
21
（
ず
、「
人
々
の
財
産
に
負
荷
を
か

け
た
り
、
人
類
の
自
然
な
人
道
（hum

anity

）
に
打
撃
を
与
え
た
り
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
）
22
（

る
（H

, 52. 53, 53. 1

）。
自
由
と

独
立
の
精
神
の
興
隆
と
資
金
の
供
給
や
税
の
慣
習
の
不
一
致
に
よ
っ
て
、
国
王
と
議
会
の
対
立
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
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の
ち
に
議
員
が
不
満
に
支
配
さ
れ
た
民
衆
か
ら
諌
言
を
集
め
て
議
会
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
序
に
お
い
て
す
で
に
仮
定
し
た

〈
意
見
〉
の
担
い
手
は
、
民
衆
だ
け
で
な
く
庶
民
院
も
含
め
ら
れ
る
と
改
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
民
衆
、
そ
し
て
民
衆

を
代
表
す
る
庶
民
院
は
、
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
を
持
ち
、
今
で
は
損
な
わ
れ
て
い
る
自
由
が
脈
々
と
続
い
て
い
る
と

す
る
「
古
来
の
国
制
」
へ
の
愛
着
を
持
ち
、
そ
し
て
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
て
い
る
と
確
信
す
る
。
つ
ま
り
、
既
存
の
統
治

に
対
す
る
三
種
類
の
〈
意
見
〉
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
産
の
大
部
分
を
持
ち
、
自
由
の
精
神
を
行
動
に
移
し
始
め

て
い
る
庶
民
院
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
統
治
が
覆
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
我
々
は
、
貴
族
の
存
在
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。「
権
利
の
請
願
（Petition of Right

）」
以
降
に
お
い
て
、
統
治
の
基
礎
に
貴
族
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
こ
の
請
願
へ
の
見
解
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
治
世
に
お
い
て
正
規
に
形
成
さ
れ
た
コ
ー
ト
（court

）
派
と
カ
ン
ト
リ

（country

）
派）
23
（

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
描
写
す
る
。
カ
ン
ト
リ
出
身
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
庶
民
院
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
請
願

と
は
、「
王
権
の
侵
害
や
新
た
な
自
由
の
獲
得
で
は
な
く
、
古
来
の
国
制
の
裏
付
け
や
説
明
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（H

, 

51. 17

）。
大
憲
章
（G

reat Charter

）
に
基
づ
く
特
権
は
、「
い
つ
の
時
代
で
も
王
と
人
民
の
間
の
最
も
神
聖
な
契
約
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、

絶
対
に
揺
る
ぎ
な
い
権
威
の
源
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
常
に
効
力
を
持
ち
続
け
る
も
の
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
命
を
奪
う
こ
と
、

財
産
を
没
収
す
る
こ
と
は
「
文
明
的
な
統
治
」
で
は
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
恣
意
的
な
投
獄
や
強
制
的
な
借
金
、
議

会
の
同
意
を
得
な
い
課
税
が
横
行
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
自
由
で
合
法
的
な
統
治
か
ら
こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ

る
」
と
い
う
の
が
庶
民
院
の
主
張
で
あ
っ
た
（H

, 51. 16-17, 19
）。

　
し
か
し
、
コ
ー
ト
派
は
、
派
閥
や
不
満
は
病
気
の
よ
う
に
ど
の
政
治
団
体
に
も
頻
繁
に
発
生
す
る
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
中
で
反

乱
や
内
乱
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
王
大
権
の
有
益
な
行
使
に
よ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
最
高
統
治
者
は
、
危
機
的

か
つ
乱
れ
た
時
代
に
お
い
て
、
賢
明
さ
や
義
務
に
反
し
て
、
い
か
に
不
規
則
で
あ
っ
て
も
自
分
の
力
で
適
用
で
き
る
救
済
策
が
残
っ
て
い

る
限
り
国
家
の
滅
亡
を
決
し
て
許
さ
な
い
た
め
、「
人
間
社
会
に
と
っ
て
は
、
統
治
が
存
在
し
な
い
よ
り
も
自
由
が
奪
わ
れ
た
方
が
は
る
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か
に
良
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立
す
る
見
解
に
お
い
て
貴
族
院
議
員
は
、
国
王
を
支
持
す
る
主
張
の
方
に
説
得
力

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、「
彼
ら
の
偏
見
は
君
主
政
の
側
に
少
し
傾
き
す
ぎ
て
い
た
が
、
国
民

の
自
由
と
特
権
を
恣
意
的
な
意
思
で
犠
牲
に
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
」。
と
は
い
え
、
庶
民
院
の
提
案
す
る
請
願
は
行
き
過
ぎ

て
い
る
と
恐
れ
、
よ
り
穏
健
な
提
案
の
検
討
を
促
し
た
の
で
あ
る
（H
, 51. 20, 22

）。
内
戦
の
開
始
時
に
は
、
君
主
の
権
威
を
ほ
と
ん
ど

完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
〈
意
見
〉
に
対
し
、
貴
族
は
「
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
忠
誠
心
を
原
動
力
に
、
古
来
の
国
制
の
原
則

を
守
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
旧
家
の
知
恵
と
財
産
を
継
承
す
る
こ
と
に
価
値
を
置
い
て
い
た
」（H

, 56. 2

）。

　
こ
れ
は
、
他
で
も
な
い
、
貴
族
の
「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
で
あ
り
、「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に
お
け
る
「
古

来
の
国
制
」
に
関
す
る
原
理
が
二
つ
の
党
で
こ
こ
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
説
「
統
治
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
」
の
後
半
部
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「〔
…
〕
人
々
は
通
常

0

0

0

0

0

、
古
来
か
ら
の
政
体
に
大
き
な
愛
着
心
を
も
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
、
国
民
が
そ
の
よ
う

な
権
力
の
簒
奪
に
好
意
を
も
つ
こ
と
な
ど
期
待
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
国
本
来
の
国
制
が
、
大
部
分
の
財
産
を
所
有
し
て
い

る
階
級
の
人
々
に
、
た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
権
力
を
分
か
つ
こ
と
を
許
す
場
合
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
う
し
た
人
々
が
次
第
に
そ
の
権
力
を
拡

大
し
、
権
力
の
釣
り
合
い
を
財
産
の
釣
り
合
い
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
」（E, 35. 

邦
訳
、
二
七
頁
。 

強
調
は
引
用
者

に
よ
る
）。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
、
貴
族
院
に
も
庶
民
院
に
も
「
古
来
の
国
制
に
対
す
る
愛
着
心
」
と
し
て
「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に

関
す
る
〈
意
見
〉
が
存
在
し
て
い
た
が
、「
古
来
の
国
制
（
君
主
政
体
）
を
維
持
す
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
自
由
で
優
れ
た
新
し
い
国
制

（
共
和
政
体
）
を
制
定
す
る
こ
と
」
を
目
指
し
て
い
た
庶
民
）
24
（

院
の
〈
意
見
〉
は
、
権
利
の
請
願
を
境
に
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
貴
族
院
は
国
王
に
よ
っ
て
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
は
持
た
ず
、
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
全
般
的
な
利
益
を
確
信
し

て
い
た
。
し
か
し
、
本
章
第
二
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
請
願
を
機
に
、
貴
族
院
が
庶
民
院
に
権
力
を
分
か
つ
こ
と
を
許
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
す
る
と
、「
統
治
の
第
一
原
理
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
〈
意
見
〉
の
担
い
手
で
あ
る
「
人
々
」
あ
る
い
は
「
被
治
者
」
と
は
、
国
王
と
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い
う
統
治
者
に
対
す
る
人
々
全
般

─
貴
族
院
、
庶
民
院
、
民
衆
を
指
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。「
公
的
な
利
益
」、「
権
力
に
対
す

る
権
利
」、「
財
産
に
対
す
る
権
利
」、
こ
れ
ら
の
〈
意
見
〉
が
人
々
の
変
わ
り
や
す
い
気
質
と
と
も
に
複
雑
に
作
用
し
変
化
す
る
こ
と
で
、

統
治
の
存
立
も
決
ま
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
統
治
者
で
は
な
く
被
治
者
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
彼
の
政
治
に
お
け
る
科
学
の
態
度
と

一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
の
性
格
で
は
な
く
、
統
治
者
に
対
す
る
被
治
者
の
分
析
に
よ
っ
て
統
治
の
変
遷
に
つ
い
て
の
一
般
的
規
則

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（E, 14-15. 

邦
訳
、
一
一
頁
）。
そ
の
た
め
、
民
衆
の
〈
意
見
〉
の
総
体
を
意
味
す
る
「
世
論
（public 

opinion

）」
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
衆
に
限
ら
ず
、
国
王
と
対
置
さ
れ
た
国
制
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
人
々
と
い

う
意
味
で
「
公
共
（public
）」
な
の
で
あ
り
、
統
治
の
「
利
益
」
と
「
権
利
」
に
関
係
す
る
信
念
と
い
う
意
味
で
〈
意
見
〉
な
の
で
あ
）
25
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
統
治
の
基
礎
で
あ
る
〈
意
見
〉
は
人
間
本
性
の
弱
さ
や
気
ま
ぐ
れ
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
議
会
の
追
求
す
る
途
方
も
な

い
「
自
由
」
を
前
に
し
た
と
き
、
不
満
が
ど
れ
ほ
ど
頻
発
し
、
施
政
に
お
い
て
ど
の
部
分
が
影
響
を
受
け
る
の
か
は
誰
に
も
予
測
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
、
激
烈
な
対
立
を
穏
健
に
す
る
よ
う
に
何
か
手
を
施
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
尊
厳
や
礼
節
と
い
っ
た
制
限
が
、
法
や

正
義
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
を
頻
繁
に
破
る
人
間
の
野
心
を
抑
制
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
は
到
底
言
え
な
い
（H

, 53. 52n66

）。
ヒ
ュ
ー
ム

は
国
制
上
の
手
続
き
に
適
っ
た
政
治
と
、
そ
う
で
な
い
政
治
の
臨
界
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
熱
狂
が
彼
ら
の
精

神
を
支
配
す
る
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
性
質
上
、
国
王
と
議
会
の
間
に
は
相
互
信
頼
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
側
で
そ
れ
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、

特
に
こ
の
よ
う
な
暴
力
と
憤
怒
の
状
況
で
は
、
統
治
の
完
全
な
崩
壊
と
激
し
い
派
閥
、
そ
し
て
最
も
危
険
な
動
乱
と
国
内
の
無
秩
序
が
続
く
以
外
に
何

が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
（H

, 53. 45

）。



D・ヒューム『イングランド史』における統治と〈意見〉

15

㈡
　
宗
教
的
熱
狂
と
〈
意
見
〉

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
誕
生
し
た
新
し
い
原
理
は
、
商
業
や
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
政
治
的
自
由
」
の
原
理
だ
け
で
な
く
、
弾
圧
さ
れ

た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
胸
中
に
芽
生
え
た
、
監
督
制
を
廃
止
し
共
和
国
を
追
求
す
る
「
宗
教
的
自
由
」
の
原
理
も
あ
っ
た
。
庶
民
院
と
民
衆

の
大
多
数
の
人
々
は
依
然
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
権
威
を
高
め
、
国
王
の
権
威
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
追
求
し
て
お
り
、「
庶
民
院
が
追

求
し
た
す
べ
て
の
手
段
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
熱
心
な
支
持
者
（partizan

）
が
行
っ
た
す
べ
て
の
試
み
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
す
る

最
も
根
強
い
憎
し
み
に
満
ち
て
お
り
、
す
べ
て
の
教
会
の
体
制
を
破
壊
す
る
と
い
う
断
固
た
る
決
意
を
示
し
て
い
た
」（H

, 55. 39,  55

）。

議
会
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
確
か
な
兆
候
が
現
れ
た
の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
と
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
戦
争
の
時
期
で
あ
り
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
の
な
か
で
、
偏
見
を
煽
る
傾
向
の
あ
る
宗
教
的
精
神
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
庶
民

院
は
こ
の
機
会
に
、「
彼
ら
の
不
満
の
最
大
の
も
の
で
あ
り
今
で
は
唯
一
の
も
の
で
も
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
成
長
に
対
す
る
永
遠
の
不
満

を
新
た
に
し
た
」（H

, 50. 15-17

）。
国
民
全
体
が
国
王
に
対
し
て
激
し
い
偏
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
国
王
も
庶
民
院
に
譲
歩
を
し
や

す
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
国
王
大
権
を
侵
害
す
る
よ
う
に
庶
民
院
を
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の

人
々
の
談
話
や
会
話
（every discourse or conversation
）
の
中
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
観
が
入
り
込
）
26
（
み
、
学
芸
（learning

）
そ
れ
自
体
は
、

「
心
を
大
き
く
し
、
気
質
を
人
間
ら
し
く
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
時
は
む
し
ろ
、
蔓
延
し
て
い
た
熱
狂
を
高
揚
さ
せ
る
役

割
を
果
た
し
て
い
）
27
（
た
」（H

, 55. 39-40

）。

　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
王
座
に
つ
い
た
時
か
ら
庶
民
院
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
精
神
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
察
し
て
い
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
恣
意
的
な
統
治
か
ら
解
放
さ
れ
た
庶
民
院
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
教
会
法
を
緩
和
す
る
こ
と
を

訴
え
る
嘆
願
書
を
国
王
に
提
出
し
た
の
だ
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
落
ち
着
き
の
な
い
侵
食
的
な
精
神
と
、
彼
ら
が

議
会
を
鼓
舞
し
よ
う
と
す
る
悪
意
を
公
に
訴
え
る
演
説
を
も
っ
て
議
会
を
閉
会
し
た
。
一
方
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
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は
当
時
流
行
し
て
い
た
が
、「
国
制
上
の
大
き
な
問
題
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
（H

, 45. 42, 

42n52

）。
彼
ら
の
「
宗
教
的
自
由
」
の
精
神
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
来
か
ら
続
く
王
位
と
そ
の
継
承
を
、「
合
法
で
疑
う
余
地
の
な
い
も

の
（law

ful and undoubted

）」
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
る
国
制
上
の
不
満
の
高
ま
り
は
、
や
は
り
権
利
の

請
願
以
後
に
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
統
治
の
変
化
を
叙
述
す
る
際
、
あ
く
ま
で
「
政
治
的
自
由
」
の
侵
害
が
、
庶
民
院
に
と
っ
て
の
第
一
の
不

満
で
あ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
宗
教
的
自
由
」
の
希
求
と
い
う
不
満
が
全
面
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
宗
教
的
熱
狂
は
、

国
王
大
権
の
行
使
に
敵
対
し
、
議
会
の
特
権
（privilege

）
を
認
め
さ
せ
る
た
め
の
道
具

0

0

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
28
（

る
。「
バ
ッ

キ
ン
ガ
ム
公
を
合
法
的
に
弾
劾
す
る
こ
と
に
満
足
感
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
庶
民
院
の
悪
意
は
、
自
分
た
ち
の
力
を
発
揮
で
き
る
別
の
対
象

を
探
し
た
。
絶
え
間
な
く
続
く
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
抗
議
の
声
は
、
こ
こ
で
も
彼
ら
の
役
に
立
っ
た
」（H

, 50. 33

）。
権
利
の
請
願
は
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
恣
意
的
な
投
獄
や
、
船
舶
税
と
並
行
し
て
、
戦
費
を
調
達
す
る
た
め
に
「
強
制
借
款
（general loan

）」
を
国
民
か

ら
強
制
的
に
借
り
入
れ
た
こ
と
が
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
が
、
請
願
が
全
面
的
な
承
認
を
受
け
る
ま
で
の
国
王
の
留
保
の
時
期
に
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
通
常
、
こ
の
よ
う
な
﹇
庶
民
院
の
思
惑
通
り
に
い
か
な
い
﹈
状
態
に
な
る
と
、
彼
ら
の
宗
教
に
対
す
る
熱
意
と
、

不
幸
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
敵
意
が
非
常
に
高
ま
っ
た
。
彼
ら
は
す
で
に
会
期
の
初
め
に
宗
教
に
関
す
る
嘆
願
書
を
提
出
し
、
満

足
の
い
く
回
答
を
得
て
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
法
律
の
執
行
は
今
後
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
正
確
で
厳
格
な
も
の
に
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
現
在
の
憤
り
を
表
現
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
最
大
限
の
力
で
マ
ン
ワ
リ
ン
グ
博
士
（D

r. M
anw
aring

）

に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
あ
る
」（H

, 51. 29

）。
こ
の
後
マ
ン
ワ
リ
ン
グ
は
庶
民
院
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
た
の
だ
が
、
彼
は
強
制
借
款
を
国

民
が
支
持
す
る
た
め
の
説
教
を
行
っ
て
お
り
、
説
教
に
は
受
動
的
服
従
が
全
面
的
に
推
奨
さ
れ
、
政
治
的
自
由
を
破
壊
す
る
教
義
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
（H

, 50. 47, 51. 30

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
庶
民
院
の
共
和
主
義
的
精
神
が
増
大
し
、「
い
た
る
と
こ
ろ
で
極
端
な
状

態
が
生
じ
、
公
正
な
中
庸
は
す
べ
て
の
人
々
か
ら
次
第
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
」（H

, 51. 31

）。
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議
会
の
廃
止
、
議
員
の
投
獄
と
起
訴
、
船
舶
税
な
ど
、
国
王
の
恣
意
的
な
執
政
に
対
す
る
不
満
で
溢
れ
た
民
衆
の
指
導
者
た
ち
の
演
説

が
初
め
て
出
版
さ
れ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
引
き
渡
さ
れ
た
説
教
壇
で
は
派
閥
と
狂
信
で
鳴
り
響
き
、
今
や
議
会
に
対
す
る
国
民
の
偶
像
崇

拝
は
非
常
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
自
ら
の
〈
意
見
〉
に
非
常
に
熱
狂
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
信
心
深
さ
や
愛
国

心
を
誇
示
す
る
こ
と
は
、
無
知
な
大
衆
の
心
（m

inds of the ignorant

）
を
つ
か
む
の
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
（H

, 54. 2-3, 26-27,  45

）。

「
国
王
の
支
持
者
は
「
邪
悪
な

0

0

0

」
者
（the W

icked

）
と
「
有
害
な

0

0

0

」
者
（the M

alignant

）
で
あ
り
、
彼
ら
の
敵
対
者
は
「
敬
虔
な

0

0

0

」
者

（the G
odly

）
と
「
善
き

0

0

」
者
（the W

ell-affected

）
で
あ
っ
た
」（H

, 56. 9

）。
民
衆
に
働
き
か
け
、
彼
ら
を
猛
烈
な
勢
い
で
武
装
に
駆
り

立
て
た
恐
怖
と
嫉
妬
は
、
政
治
的
な
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
り
、「
国
王
が
統
治
を
支
え
る
と
同
時
に
、
国
民
の
特
権
に

対
す
る
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
な
ら
ば
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
国
制
全
体
を
覆
す
ほ
ど
の
権
威
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
（H

, 54. 45, 55. 100

）。
道
徳
的
、
政
治
的
責
務
が
解
消
さ
れ
、
友
と
敵
の
関
係
が
明

白
に
共
有
さ
れ
た
今
、
宗
教
的
熱
狂
は
も
は
や
「
政
治
的
自
由
」
の
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
国
王
を
支
持
す
る
〈
意
見
〉
を
追
い
出
し
、

共
和
国
を
「
実
現
」
す
る
た
め
の
武
器

0

0

と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
政
治
的
自
由
」
の
原
理
の
も
と
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
各
党
派
は
一
致

し
た
も
の
の
（E, 78-79. 

邦
訳
、
六
八
頁
）、
共
和
国
の
実
現
と
い
う
「
成
功
（trium

ph

）」
あ
る
い
は
「
勝
利
（victory

）」
が
主
な
目
的

と
な
っ
た
の
で
あ
る
（H
, 54. 2, 55. 81

）。

　
こ
こ
で
、『
人
間
本
性
論
』
の
術
語
で
あ
る
「
信
念
」
に
纏
わ
る
説
明
が
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
物
語
叙
述
に
も
整
合
的
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
一
巻
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
の
理
性
の
働
き
に
基
づ
く
も
の
を
、
知
識
（know

ledge

）、
証
明
（proofs

）、

蓋
然
性
（probabilities

）
の
三
種
類
に
区
別
し
、
さ
ら
に
蓋
然
性
（
憶
測
（conjecture

）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
）
は
偶
然
（chance

）
に
基
づ

く
も
の
と
諸
原
因
（causes

）
か
ら
生
じ
る
も
の
に
分
け
て
、
こ
れ
ら
を
〈
意
見
〉
あ
る
い
は
信
念
の
合
理
的
な
基
礎
と
し
て
論
じ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
非
哲
学
的
蓋
然
性
、
す
な
わ
ち
「
こ
れ
ら
と
同
様
の
是
認
を
得
る
幸
運
に
与
っ
て
い
な
い
、
他
の
種
類
の
蓋
然

性
」
の
一
つ
と
し
て
、「
偏
見
」
の
源
泉
で
あ
る
一
般
的
規
則
（general rules

）
か
ら
生
じ
る
も
の
を
論
じ
て
い
）
29
（
る
（T, 1. 3. 13. 7. 

邦
訳
、
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一
七
四
―
一
七
五
頁
）。
習
慣
に
基
づ
い
た
一
般
的
規
則
は
我
々
の
想
像
力
に
生
気
を
与
え
、
因
果
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
抱
か
せ
る
の
で

あ
り
、
我
々
の
判
断
は
そ
れ
に
屈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
人
の
証
言
を
い
と
も
簡
単
に
信
じ
て
し
ま
う
「
軽
信

（C
red

u
lity

）」
は
人
間
本
性
の
弱
さ
と
し
て
際
立
っ
て
お
り
（T, 1. 3. 9. 12. 

邦
訳
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
）、
宗
教
的
な
感
情
は
人
々
の
心
に

非
常
に
よ
く
馴
染
む
た
め
（H

, 55. 100n108

）、
政
治
的
な
問
題
の
喧
伝
よ
り
も
宗
教
的
熱
狂
の
方
が
、
民
衆
の
不
満
と
い
う
原
因
と
現

在
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
国
王
に
対
す
る
動
乱
と
い
う
結
果
に
強
烈
に
結
び
つ
く
の
で
あ
り
、
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
二
巻
で
論
じ
ら
れ
る
「
賭
博
（gam

ing

）
の
情
念
」
も
、
宗
教
的
熱
狂
と
共
和
国
の
実
現
と
い
う
勝
利
に
人
々
が
駆
り
立
て

ら
れ
る
と
い
う
状
況
を
説
明
す
る
の
に
役
立
つ
。
賭
博
の
快
は
利
益
だ
け
か
ら
は
生
じ
ず
、
二
つ
の
原
因
、
す
な
わ
ち
、
利
益
と
勝
負
が

結
合
す
る
こ
と
で
初
め
て
生
じ
）
30
（
る
（T, 2. 3. 10. 9. 

邦
訳
、
二
〇
二
頁
）。
勝
利
に
よ
っ
て
手
に
す
る
利
益
に
わ
れ
わ
れ
は
注
意
を
引
き
つ
け

ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
た
と
え
そ
れ
が
苦
を
ま
じ
え
た
情
念
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
」
我
々
に
は
っ
き
り
と
わ
か
る
快
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、「
対
象
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
、
範
囲
が
狭
い
の
で
、
想
像
力
に
容
易
に
入
る
」
こ
と
で
こ
の
快
は
増
加
す
る
（T, 

2. 3. 10. 10. 

邦
訳
、
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
）。
加
え
て
、
勝
利
に
つ
い
て
の
蓋
然
性
が
高
ま
る
こ
と
が
快
を
後
押
し
す
る
（T, 2. 2. 9. 13. 

邦
訳
、

一
二
九
頁
）。
こ
う
し
て
〈
意
見
〉
と
情
念
は
、
宗
教
的
熱
狂
に
よ
っ
て
互
い
に
働
き
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
信
念
が
、
我
々
の
情
念

を
搔
き
立
て
る
の
に
ほ
と
ん
ど
絶
対
に
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
逆
に
、
情
念
が
、
信
念
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
利
に
働
く
」
の
で
あ

る
（T, 1. 3. 10. 4. 

邦
訳
、
一
四
五
―
一
四
六
頁
）。

　
よ
っ
て
、
宗
教
的
熱
狂
に
よ
っ
て
〈
意
見
〉
を
支
配
す
る
と
い
う
戦
略
が
、
共
和
国
の
支
持
者
に
と
っ
て
国
王
の
支
持
者
と
の
対
立
を

乗
り
越
え
る
た
め
の
残
さ
れ
た
方
途
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
内
乱
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。

　
独
立
派
の
政
治
体
制
、
す
な
わ
ち
、
君
主
政
や
貴
族
政
を
完
全
に
廃
止
し
、
自
由
で
独
立
し
た
共
和
国
の
「
実
現
」
は
ま
さ
に
彼
ら
の

宗
教
と
一
致
し
て
い
た
（H

, 57. 31

）。
そ
し
て
議
会
軍
の
勝
利
が
迫
り
、
君
主
が
制
圧
さ
れ
る
と
、
次
は
独
立
派
と
、
国
王
の
権
力
の
排

除
で
は
な
く
、
極
め
て
狭
い
範
囲
に
留
め
る
長
老
派
の
分
裂
が
明
る
み
に
出
る
。「
法
律
と
い
う
神
聖
な
境
界
（the sacred boundaries of 
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the la

）
31
（ws

）
が
い
っ
た
ん
破
ら
れ
る
と
、
熱
意
と
野
心
の
荒
々
し
い
企
図
を
制
限
す
る
も
の
は
何
も
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
次
々
と
起

こ
る
革
命
は
、
そ
れ
に
続
く
革
命
の
前
例
と
な
っ
た
」（H

, 59. 1 -2

）。
今
度
は
議
会
を
占
め
る
長
老
派
に
対
し
て
軍
を
指
揮
す
る
独
立
派

が
、「
敬
虔
な
者
」、「
善
き
者
」
の
称
号
を
得
て
、
自
ら
の
す
べ
て
の
優
位
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（H

, 59. 6

）。
軍
は
自
ら
の
力
を
実

感
し
、
支
配
者
に
な
る
こ
と
に
決
め
て
議
会
へ
進
軍
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
議
会
は
か
つ
て
国
民
の
偶
像
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、

今
で
は
広
範
な
憎
悪
と
嫌
悪
の
対
象
」
と
な
っ
て
い
た
（H

, 59. 11

）。
し
か
し
、
軍
が
政
治
的
権
威
（civil authority

）
を
凌
駕
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
軍
は
無
力
な
国
民
に
平
然
と
抑
圧
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（H

, 59. 22

）。「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
の

説
明
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
公
的
な
正
義
を
保
持
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
類
は
い
つ
も
生
命
と
富
の
い
ず
れ
を
も
気
前
よ
く
使
う
の

が
分
か
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
一
七
六
八
年
の
版
ま
で
は
そ
れ
に
続
け
て
、「
こ
の
よ
う
な
激
し
い
感
情
を
熱
狂
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ

う
」
と
い
う
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
（E, 33, 606. 

邦
訳
、
二
六
頁
、
二
八
頁
）。
宗
教
的
な
原
）
32
（
理
に
よ
っ
て
軍
そ
れ
自
体
が
一
種
の
共
和
国

に
形
成
さ
れ
て
い
た
が
（H

, 59. 61

）、
そ
れ
は
公
的
な
正
義
で
は
な
く
私
的
な
簒
奪
で
あ
り
、
恐
怖
に
よ
る
特
殊
な
統
治
だ
と
言
え
よ
う
。

国
王
の
処
刑
の
場
面
で
そ
の
特
殊
さ
は
明
白
に
現
れ
る
。

国
王
を
裁
判
に
か
け
る
意
図
が
外
国
で
知
ら
れ
る
や
い
な
や
、
理
性
と
人
道
の
一
般
的
な
声
（the general voice of reason and hum

anity

）
に

よ
っ
）
33
（
て
、
こ
の
よ
う
な
極
端
な
行
為
が
非
難
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
人
々
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
形
態
の
下
で
生
ま
れ
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
例
は
、

明
白
な
簒
奪
の
最
大
の
努
力
で
あ
り
、
法
と
正
義
に
対
す
る
最
も
凶
悪
な
侮
辱
で
あ
る
と
拒
否
し
た
（H

 59. 124

）。

加
え
て
、
法
廷
で
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
名
に
お
い
て
」
と
い
う
国
王
へ
の
罪
状
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
、「
国
民
の
一
〇
分
の

一
も
い
な
い
」
と
長
老
派
の
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
夫
人
が
叫
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
、
特
殊
さ
を
叙
述
す
る
ヒ
ュ
ー

ム
の
意
図
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
（H

, 59. 117

）。
も
っ
と
も
、
法
、
衡
平
、
自
由
、
理
性
、
そ
し
て
利
益
も
全
て
議
会
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
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の
で
あ
る
（H

, 59. 63, 91, 105

）。

　
そ
し
て
、
国
王
の
威
厳
に
対
す
る
民
衆
の
正
義
の
勝
利
（the trium

ph of popular justice

）
が
明
確
に
示
さ
れ
、
国
民
は
よ
う
や
く
こ

こ
で
宗
教
的
熱
狂
か
ら
反
省
し
た
。「
全
て
の
人
が
、
聖
な
る
口
実
で
長
い
間
、
自
分
た
ち
の
反
逆
を
隠
し
て
き
た
偽
善
者
の
親
殺
し

（parricide
）
た
ち
を
嫌
悪
し
、
こ
の
最
後
の
不
義
の
行
為
で
、
国
に
消
え
な
い
汚
点
を
残
し
た
」（H

, 59. 131

）。
幻
想
に
浮
か
ん
だ
共
和

国
の
精
神
は
、
人
間
本
性
に
は
「
完
璧
す
ぎ
）
34
（

た
」。
目
指
し
て
い
た
「
政
治
的
自
由
」
は
、
も
は
や
そ
こ
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
に
お
け
る
〈
意
見
〉

㈠
　
護
国
卿
体
制
以
前
の
〈
意
見
〉
と
統
治
の
「
二
次
的
な
原
理
」

　
国
王
の
処
刑
に
よ
っ
て
民
衆
は
軍
に
巧
妙
に
裏
切
ら
れ
、
欺
か
れ
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
宗
教
的
熱
狂
か
ら
目
を
覚
ま
し
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
論
説
「
迷
信
と
熱
狂
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
熱
狂
は
「
人
間
社
会
に
最
も
残
酷
な
無
秩
序
を
生
み
出
す
」
が
、
し
ば
ら
く

す
る
と
穏
や
か
で
寛
容
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
狂
信
家
た
ち
に
は
、「
十
分
な
権
威
を
与
え
ら
れ
、

宗
教
心
を
維
持
す
る
こ
と
が
利
益
（interest

）
と
な
る
よ
う
な
人
々
の
集
団
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
で
あ
る
（E, 77-78. 

邦
訳
、
六
七
頁
）。

三
王
国
全
体
で
は
、「
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
と
っ
て
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
大
虐
殺
と
絶
滅
へ
の
憂
鬱
な
不
安
が
、
そ
れ
以
外
の
人
々
に

と
っ
て
は
、
聖
な
る
盗
賊
た
ち
の
下
で
の
、
永
遠
の
隷
属
へ
の
憂
鬱
な
不
安
が
蔓
延
し
て
い
た
」（H

, 62. 22

）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
共
和
国
に
恐
怖
に
よ
る
統
治
と
専
制
を
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
党
派
対
立
と
民
衆
の
一
般
的
な
不
満
が
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。〈
意
見
〉
の
三
つ
の
視
座
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

統
治
か
ら
得
ら
れ
る
公
的
な
利
益
は
な
く
、
権
力
に
対
す
る
権
利
は
、
古
く
か
ら
続
く
政
体
と
は
正
反
対
の
、
新
た
に
特
殊
に
樹
立
さ
れ
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た
統
治
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
財
産
に
対
す
る
権
利
は
、
内
乱
期
の
過
酷
な
税
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
た
。
自
由
と
い
う
よ
り
支
配
に
駆

ら
れ
て
い
た
独
立
派
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
献
身
し
て
い
る
た
め
、
統
治
を
支
え
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
衆
的
統
治

を
確
立
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
な
派
閥
で
あ
っ
た
（H

, 61. 14, 104

）。
よ
っ
て
、
宗
教
的
熱
狂
が
な
く
な
っ
た
今
、
統
治
に
対
す
る

〈
意
見
〉
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
数
年
後
に
王
党
派
の
反
乱
が
起
こ
り
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
権
力
の
座
か
ら
離
れ

て
か
ら
、
必
要
悪
と
し
て
、
あ
る
い
は
恐
怖
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
耐
え
て
い
た
統
治
に
そ
の
基
礎
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
全
て
の
〈
意
見
〉
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
統
治
の
第
一
原
理
」
の
定
義
上
、
統
治
は
す
ぐ
に
崩
壊
す
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
崩
壊
の
兆
し
が
現
れ
る
ま
で
に
数
年
の
期
間
が
存
在
し
て
い
る
。
加
え
て
、
壽
里
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
進
軍
し
て
勃
発
し
た
ウ
ス
タ
ー
の
戦
い
（
一
六
五
一
年
）
の
直
前
、
興
味
深
い
こ
と

に
、
共
和
国
の
統
治
を
民
衆
が
む
し
ろ
支
え
て
い
る
点
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
察
し
て
い
る
。
確
立
さ
れ
た
統
治
の
影
響
力
は
、「
共
和
国
が

最
も
不
正
で
不
評
な
簒
奪
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
郡
の
民
兵
を
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
集
め
る
の
に
十
分
な
権
限
を

持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
民
兵
は
正
規
軍
（regular forces

）
と
一
緒
に
な
っ
て
、
国
王
に
対
抗
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾

け
）
35
（
た
」（H

, 60. 64

）。
よ
っ
て
、
統
治
の
基
礎
と
な
る
何
ら
か
の
〈
意
見
〉
が
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
我
々
は
こ
こ
で
「
統
治
の
第
一
原
理
」
を
再
び
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
公
的
な
利
益
」、「
権
力
に
対
す
る

権
利
」、「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
を
論
じ
た
後
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
の
分
析
に
不
可
欠
な
視
座
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
ら
三
種
類
の
〈
意
見
〉
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
…
〕
な
る
ほ
ど
、
自
己
利
益

0

0

0

0

（self-interest

）、
恐
怖

0

0

（fear

）、
愛
着
心

0

0

0

（affection
）
と
い
っ
た
よ
う
な
原
理
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
の
力
を
増
強
し

た
り
、
そ
の
働
き
を
決
定
し
限
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
変
更
し
た
り
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
う
し
た
他
の
原
理
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
の

影
響
力
も
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
上
述
し
た
意
見
の
先
立
つ
影
響
力
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
主
張
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
統
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治
の
二
次
的
な
原
理
で
あ
り
、
本
来
の
原
理
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（E, 34. 

邦
訳
、
二
六
頁
）。

　
こ
こ
で
、
自
己
利
益
と
は
、「
我
々
が
統
治
か
ら
受
け
取
る
一
般
的
な
保
護
と
は
区
別
さ
れ
る
特
定
の
報
酬
に
対
す
る
期
待
」
と
さ
れ

る
の
だ
が
、「
元
首
（m

agistrate

）
の
権
威
が
前
も
っ
て
確
立
し
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
期
待
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

ヒ
ュ
ー
ム
は
考
え
る
。「
一
部
特
定
の
人
々
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
報
酬
の
見
込
み
が
元
首
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
社
会
に
関
し
て
は
、
そ
の
見
込
み
が
そ
の
よ
う
な
権
威
を
生
み
出
す
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
人
は
生
来
、
最
も
大
き
な
恩

恵
を
友
人
や
知
人
か
ら
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
な
ん
ら
か
の
特
定
の
人
々
が
元
首
の
権
威
に
対
し
て
他
に
主
張
し
う

る
な
ん
の
資
格
も
も
た
ず
、
ま
た
意
見
に
対
し
て
な
ん
ら
特
別
の
影
響
力
も
も
た
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
人
々
に
国
家
の
相
当

多
数
の
人
々
の
期
待
が
集
中
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
」（E, 34. 

邦
訳
、
二
六
頁
）。
な
る
ほ
ど
、
独
立
派
は
、
リ
ル
バ
ー
ン

の
裁
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
来
の
法
に
基
づ
い
て
評
決
を
下
す
で
あ
ろ
う
陪
審
員
を
付
さ
ず
、
最
高
司
法
裁
判
所
（H

igh Court of 

Justice

）
を
創
設
す
）
36
（
る
こ
と
で
権
威
を
著
し
く
低
下
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
自
己
利
益
」
で
あ
り
、
共
和

国
の
他
の
相
当
多
数
の
人
々
の
意
見
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
恐
怖
と
愛
着
心
と
い
う
他
の
二
つ
の
原
理
に
も
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
恐
怖
に
つ
い
て
は
、

「〔
…
〕
も
し
暴
君
の
権
威
が
恐
怖

0

0

以
外
の
何
も
の
に
も
基
づ
か
な
い
の
な
ら
ば
、
彼
の
激
怒
を
恐
れ
る
理
由
な
ど
誰
に
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
一
人
の
人
間
と
し
て
は
、
彼
の
腕
力
が
及
ぶ
の
は
わ
ず
か
な
範
囲
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
彼
が
も
つ
こ
れ
以
外
の
力
は
す
べ
て

我
々
自
身
の
意
見
か
、
そ
れ
と
も
他
の
人
々
の
思
い
込
み
に
よ
る
意
見
か
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
ま
た
、
愛
着

心
に
つ
い
て
は
、「〔
…
〕
た
と
え
元
首

0

0

に
お
け
る
英
知
と
有
徳
に
対
す
る
愛
着
心

0

0

0

が
非
常
に
大
き
く
、
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
場
合
で
も
、

そ
れ
で
も
彼
に
は
あ
ら
か
じ
め
公
的
な
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
社
会

が
彼
に
対
し
て
も
つ
敬
服
は
彼
に
は
ま
っ
た
く
有
利
に
働
か
ず
、
彼
の
徳
は
狭
い
範
囲
を
超
え
て
影
響
力
を
持
つ
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
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う
」。
生
命
と
安
全
を
脅
か
す
虐
殺
へ
の
不
安
が
王
国
中
に
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
ム
も
描
い
て
い
る
が
、
同
時
に
、
軍
の
内
部

で
は
王
政
復
古
へ
つ
な
が
る
派
閥
と
内
乱
へ
の
不
満
を
も
っ
て
対
抗
す
る
勢
力
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
も
描
い
て
い
た
（H

, 61. 25

）。
ま
た
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
彼
の
崇
高
な
共
和
国
に
対
す
る
愛
着
心
は
独
立
派
に
は
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
王
党
派
と
長
老
派
は
ラ
ン
プ
議
会

の
解
散
に
よ
っ
て
彼
の
野
心
に
こ
の
上
な
い
嘲
笑
を
浮
か
べ
た
の
で
あ
っ
た
（H

, 62. 14

）。
こ
こ
で
の
愛
着
心
と
は
ま
さ
に
、「
限
ら
れ

た
寛
大
さ
（lim

ited generos

）
37
（ity

）」
に
他
な
ら
な
い
。
政
治
社
会
、
あ
る
い
は
正
義
の
法
に
服
従
し
て
い
る
他
の
多
く
の
人
々
か
ら
の
一

般
的
な
共
感
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
、「
巧
妙
で
大
胆
な
陰
謀
家
（artful and audacious conspirator

）」
と
表
現
し
、「
非
常
に
深
遠
な
欺
瞞

と
洗
練
さ
れ
た
偽
善
（w

ith such profound dissim
ulation, w

ith refined hypocrisy

）
を
駆
使
し
て
議
会
で
行
動
し
て
い
た
」
と
表
現
す
る

（H
, 59. 18

）。
軍
の
全
て
の
人
々
が
、「
こ
れ
ほ
ど
敬
虔
で
こ
れ
ほ
ど
成
功
し
た
指
導
者
に
目
を
向
け
て
い
た
」
の
で
あ
る
（H

, 61. 4

）。

彼
の
国
内
の
執
政
は
、
状
況
に
対
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
、「
自
由
や
恣
意
的
な
権
力
の
計
画
」
を
持
た
ず
に
行
わ
れ
た
。

外
国
に
対
す
る
企
て
は
、「
勇
敢
さ
に
満
ち
て
は
い
る
も
の
の
、
国
益
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
冷
静
な
先
見
性
や
慎
重
さ
よ
り
も
、
衝

動
的
な
怒
り
や
狭
い
偏
見
（im
petuous fury or narrow

 prejudices

）
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
彼
の

仕
事
は
「
不
平
等
で
不
規
則
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（H

, 61. 96,  97

）。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
人
々
の
た
め
に
、
統
治
は
生
ま
れ
た
の
だ
っ

た
。

　
平
和
と
秩
序
を
維
持
す
る
の
に
正
義
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
す
べ
て
の
人
が
気
づ
い
て
い
る
し
、
ま
た
す
べ
て
の
人
は
社
会
の
維
持
の
た
め
に
平
和

と
秩
序
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
は
っ
き
り
し
た
明
白
な
必
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
も
つ
脆
さ

（frailty

）、
も
し
く
は
道
を
踏
み
は
ず
し
や
す
い
傾
向
（perverseness

）
は
な
ん
と
根
強
い
こ
と
か
！
　
人
々
に
、
誠
実
で
誤
り
な
く
、
正
義
の
道

を
歩
き
続
け
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
自
身
の
不
正
義
が
社
会
的
結
合
に
も
た
ら
す
破
壊
に
よ
る
損
失
よ
り
も
、
詐
欺
や
略
奪
（fraud or 
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rapine

）
に
よ
っ
て
自
身
の
利
益
を
も
っ
と
増
大
さ
せ
う
る
よ
う
な
法
外
な
事
態
が
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
も
っ
と
は
る
か
に
し
ば
し
は
起
き
る
の
は
、

多
く
の
場
合
ご
く
取
る
に
足
り
な
い
誘
惑
で
あ
る
と
は
い
え
現
下
の
利
益
に
誘
惑
さ
れ
、
そ
の
た
め
重
大
で
重
要
で
は
あ
る
が
遠
く
離
れ
た
利
益

（great and im
portant, but distant interests

）
を
見
失
っ
て
し
ま
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
重
大
な
弱
点
は
人
間
本
性
に
お
け
る
不
治
の
も
の
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
治
の
弱
点
を
緩
和
す
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は
何
人
か
の
人
を
、
正
義
を
守
る
為
政
者
と
い
う
称
号
の
も

と
に
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
に
固
有
の
職
務
は
、
公
平
で
か
つ
正
し
い
法
令
を
指
し
示
し
、
違
反
者
を
罰
し
、
詐
欺
と
暴
力
（fraud 

and violence

）
を
矯
正
し
、
人
々
に
、
い
か
に
不
承
不
承
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
ら
自
身
の
真
の
永
続
的
な
利
益
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
服
従
（O

bed
ien
ce

）
こ
そ
が
、
正
義
（Ju

stice

）
の
義
務
を
支
え
る
た
め
に
考
案
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
新
し
い

義
務
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
公
正
に
関
す
る
束
縛
は
忠
誠
に
関
す
る
束
縛
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（E, 38. 

邦
訳
、
三

〇
―
三
一
頁
）。

　「
狭
い
偏
見
」
は
私
的
な
利
益
に
し
か
目
が
い
か
ず
、「
遠
く
離
れ
た
利
益
（
公
的
な
利
益
）」
は
霞
ん
で
し
ま
う
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
ま

さ
に
、
狡
猾
な
ま
で
に
宗
教
的
熱
狂
を
利
用
し
て
俗
衆
を
暴
力
の
源
泉
と
し
、
自
身
の
野
心
の
支
え
と
し
た
の
で
あ
る
。「
詐
欺
と
暴
力

（fraud and violence

）」
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
形
容
す
る
と
き
の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
（H

, 57. 43, 61. 4

）、
彼
は
こ
の
論
説

「
統
治
の
起
源
に
つ
い
て
」
を
書
く
際
に
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
執
筆
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

野
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
偽
善
は
極
め
て
危
険
で
あ
り
、
宗
教
的
熱
狂
に
よ
っ
て
純
粋
な
偽
善
は
私
的
な
利
益
と
野
心
に
容
易
に
転
化
し

て
し
ま
う
恐
れ
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
（H

, 55. 100n108

）。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
の
本
質
で
あ
る
「
人
間
本
性
の
弱
さ
」
ま
で
、
ヒ
ュ
ー

ム
は
統
治
と
の
関
係
で
観
察
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
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㈡
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
に
お
け
る
統
治
の
根
拠

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
が
統
治
の
「
二
次
的
な
原
理
」
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、

共
和
国
が
ウ
ス
タ
ー
の
戦
い
で
民
兵
を
集
め
る
ほ
ど
の
影
響
力
が
あ
っ
た
事
実
は
な
お
さ
ら
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
二
次
的
な
原

理
」
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
〈
意
見
〉
が
統
治
を
維
持
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
共
和
国
に
お
い
て
も
、
商
業
や
貿
易
、
税
に
つ
い
て
抜
け
目
な
く
描
い
て
い
た
。
内
戦
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
た
貿
易

は
共
和
国
の
設
立
後
に
す
ぐ
に
回
復
し
、
海
上
帝
国
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
と
の
戦
争
に
よ
っ
て
こ
の
手
強
い
ラ
イ
バ
ル
の
商
業
を
苦
し
め
た

こ
と
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貿
易
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
、
シ
リ
ー
島
、
そ
し
て
マ
ン
島
も

同
様
に
容
易
に
共
和
国
に
服
従
さ
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
島
々
か
ら
の
私
掠
船
が
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
海
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
業

に
と
っ
て
安
全
な
も
の
と
な
っ
た
」（H
, 60. 79

）。
ま
た
、
庶
民
的
原
理
（dem

ocratical principles

）
の
普
及
に
よ
り
、
カ
ン
ト
リ
・

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
た
ち
は
子
弟
を
商
人
に
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
業
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
ど
の
王
国

よ
り
も
名
誉
あ
る
も
の
と
な
っ
）
38
（
た
（H

, 62. 84
）。
さ
ら
に
、「
か
つ
て
貿
易
を
制
限
し
て
い
た
独
占
会
社
（exclusive com

panies

）
は
、

共
和
国
の
期
間
、
議
会
の
い
か
な
る
条
例
に
よ
っ
て
も
明
示
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
人
々
が
こ
れ
ら
の
会
社
の
設
立
許

可
に
由
来
す
る
特
権
に
敬
意
を
ま
っ
た
く
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
独
占
は
徐
々
に
妨
げ
ら
れ
、
自
由
の
増
加
に
よ
っ
て
商
業
は
増
加
し

た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ウ
ス
タ
ー
の
戦
い
の
一
年
前
で
あ
る
一
六
五
〇
年
の
利
子
は
六
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ

ば
、
低
利
子
は
、「
産
業
活
動
の
増
大
と
、
国
家
全
体
に
及
ぶ
そ
の
す
み
や
か
な
流
通
を
証
明
す
る
も
の
」（E, 303. 

邦
訳
、
二
四
六
頁
）

で
あ
る
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
の
経
済
的
な
繁
栄
を
意
味
し
て
い
る
（H

, 62. 84

）。

　
税
に
関
し
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
現
在
の
課
税
は
、
か
つ
て
経
験
し
た
も
の
よ
り
は
る
か
に
多
い
と
は
い
え
、
実
際
に
は
適
度
な

も
の
（m

oderate

）
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
（so opulent

）
国
民
が
容
易
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
そ
の
た
め
、
民
衆
の
軍
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事
に
お
け
る
才
能
は
、「
市
民
同
士
の
競
争
（civil contests

）
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
無
気
力
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
優
れ

た
士
官
が
誕
生
し
た
」。
そ
し
て
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
た
め
、
身
分
の
低
い
者
で
も
、
無
名
で
あ
る
こ
と
を
打
破
し
、

勇
気
を
も
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
行
使
す
る
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
ま
れ
た
時
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
命
令
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
（H

, 60. 76

）。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
と
い
う
統
治
か
ら
「
公
的
な
利
益
」
を
与
っ
て
い
る
人
々
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
共
和
国
を
支
配
し
て
い
る
恐
怖
へ
の
陰
鬱
な
不
安
が
民
衆
の
う
ち
に
あ
る
一
方
で
、
そ
の
恐
怖
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
権

威
が
外
国
に
対
し
て
維
持
さ
れ
、
そ
の
権
威
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
業
が
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
共
和
国
の
力
と
勢
い

に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
の
成
功
に
つ
い
て
、「
不
思
議
で
は
な
い
（no w

onder

）」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
公
的
な
利
益
」

と
「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
人
々
の
〈
意
見
〉
が
、
統
治
を
か
ろ
う
じ
て
存
続
さ
せ
て
い
た
と
言
え

よ
う
。

　
と
は
い
え
、
恐
怖
、
す
な
わ
ち
虐
殺
と
い
う
身
の
危
険
が
人
々
に
与
え
る
影
響
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
恐
怖
に

よ
っ
て
統
治
が
存
続
し
た
」
と
い
う
主
張
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
恐
怖
（terror

）
と
い
う
言
葉
で
こ
の
時
代
の
状
況
を
描
い
て
い
る
以

上
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
産
業
活
動

（industry

）
と
専
制
政
体
に
よ
る
危
険
の
関
係
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
論
説
「
政
治
的
自
由
に
つ

い
て
」
も
ま
た
読
み
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
章
第
一
節
で
触
れ
た
、「
文
明
化
さ
れ
た
君
主
政
で
は
私
有
財
産
は
安
全
で
あ
り
、

主
権
者
の
暴
虐
に
よ
る
危
険
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
」
と
い
う
説
明
の
後
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

〔
…
〕
産
業
活
動
に
わ
れ
わ
れ
を
駆
り
立
て
る
拍
車
で
あ
る
貪
欲
（avarice

）
は
、
非
常
に
頑
強
な
欲
望
で
あ
り
、
実
際
の
危
険
と
困
難
が
い
か
に
多

く
と
も
、
そ
れ
を
切
り
抜
け
て
働
く
の
で
、
計
算
に
入
ら
な
い
く
ら
い
小
さ
な
想
像
上
の
危
険
の
た
め
に
貪
欲
が
お
び
え
た
り
す
る
こ
と
は
ま
ず
起
こ
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り
そ
う
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
見
解
で
は
、
商
業
が
専
制
政
体
に
お
い
て
衰
退
し
が
ち
な
の
は
、
そ
こ
で
は
商
業
が
よ
り
安
全

0

0

（secure

）
で

な
い
か
ら
で
は
な
く
、
商
業
を
尊
敬
す
べ
き

0

0

0

0

0

（honourable

）
も
の
と
見
る
こ
と
が
よ
り
少
な
い
か
ら
で
あ
る
（E, 93. 

邦
訳
、
八
一
―
八
二
頁
。
強

調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）。

　
こ
の
引
用
部
の
結
論
、
す
な
わ
ち
、
商
業
を
「
尊
敬
す
べ
き
も
の
」
と
見
る
こ
と
は
、
先
の
分
析
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
和
国
内
で

広
が
り
つ
つ
あ
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
虐
殺
と
い
う
恐
怖
は
「
計
算
に
入
ら
な
い
く
ら
い
小
さ
な
想
像
上
の
危
険
」
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
内
乱
期
に
庶
民
院
が
貴
族
院
の
〈
意
見
〉
を
力
で
追
い
や
り
、
そ
の
〈
意
見
〉
は
実
際
に
は
（
の
ち
に
独
立
派
の
支
配
に
敵
対

す
る
よ
う
に
）
信
念
と
し
て
存
在
は
し
て
い
る
が
、
事
実
上
の
統
治
の
基
礎
と
し
て
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く
、
共

和
国
を
支
配
す
る
恐
怖
は
、
商
業
や
貿
易
、
産
業
活
動
を
活
発
に
す
る
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
「
公
的
な
利
益
」
と
「
財
産
に
対
す
る
権

利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を

─
そ
れ
が
「
二
次
的
な
原
理
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も

─
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
力
は
認
め

ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
共
和
国
の
統
治
の
存
続
に
関
す
る
二
つ
の
原
因

─
恐
怖
と
、「
利
益
」、「
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉」

─
は

対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
々
は
こ
れ
以
上
、「
本
当
の
」
原
因
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
蓋
然
性
の
な
か
で
の
推
論
で
し
か
な
い
。

〈
意
見
〉
の
三
つ
の
視
座
は
政
治
社
会
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
こ
と
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
三
つ
の
視
座
に
よ
っ
て

「
全
て
」
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
恐
怖
に
加
え
て
〈
意
見
〉
を
物
語
叙
述
に
編
み
込
む
こ
と
、
言
い

換
え
れ
ば
、
統
治
を
説
明
す
る
に
は
二
次
的
な
原
理
に
す
ぎ
な
い
恐
怖
に
加
え
て
、
経
験
に
支
え
ら
れ
た
科
学
の
視
座
で
あ
る
〈
意
見
〉

を
物
語
叙
述
に
編
み
込
む
こ
と
で
、「
あ
り
き
た
り
で
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
」
で
は
な
い
、「
哲
学
的
歴
史
」
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
成
し
遂
げ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
）
39
（

る
。
こ
れ
が
、
統
治
を
〈
意
見
〉
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、「
恐
怖
」
を
一
度
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
の
は
、
統
治
を
支
え
る
〈
意
見
〉
の
存
在
と
、
そ
の
不
確
実
性
で
あ
っ
た）
40
（

。
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見
せ
か
け
の
安
定
は
数
年
だ
け
で
あ
り
、
共
和
国
に
は
依
然
と
し
て
不
満
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

よ
り
広
範
な
〈
意
見
〉
を
抱
く
こ
と
の
で
き
る
規
則
的
で
政
治
的
な
統
治
の
体
系
を
確
立
で
き
な
か
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
共
和
国

は
、
こ
う
し
て
必
然
的
に
衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
お
け
る
〈
意
見
〉

㈠
　
政
治
社
会
に
と
ど
ま
る
〈
意
見
〉

─
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世

　
内
乱
期
を
経
て
、「
受
動
的
服
従
」
の
原
則
が
国
民
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
統
治
に
服
従
す
る
こ
と
で
人
々
の
安
全
と
い
う

「
利
益
」
が
得
ら
れ
る
た
め
で
あ
）
41
（

る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
に
お
い
て
起
こ
っ
た
二
つ
の
陰
）
42
（

謀
に
よ
っ
て
国
王
の
存
在
が
王
党
派
と

民
衆
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
特
殊
で
は
な
い
、「
公
的
な
利
益
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
が
存
在
し
て
い
た
と
説
明
で
き
よ

う
。
一
方
、「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
と
「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
見
る
こ
と
で
、
内
乱
へ
の
道
を
再
び
歩
ん
で

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
が
存
続
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
さ
ら
に
次
節
の
名
誉
革
命
に
つ
な
が
る
分
析
が
可
能
と
な
る
た
め
、

本
節
で
は
残
り
の
「
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
考
察
す
る
。

　「
財
産
に
対
す
る
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
に
つ
い
て
は
、
他
の
治
世
に
比
べ
て
記
述
が
少
な
い
が
、「
王
政
復
古
か
ら
革
命
に
至
る

ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
業
と
富
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」（H

, 71. 82

）
こ
と

か
ら
、
共
和
国
の
延
長
で
考
え
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
豊
か
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
治
世
の
初
期
に
商

品
へ
の
課
税
を
し
て
不
満
を
買
っ
た
と
は
い
え
、
王
室
の
唯
一
の
恒
常
的
な
収
入
で
あ
る
物
品
税
（excise

）
と
関
税
は
、「
年
間
九
〇
万

ポ
ン
ド
に
も
満
た
ず
、
通
常
の
統
治
の
負
担
に
は
到
底
及
ば
な
か
っ
た
」（H

, 71. 75,  88
）
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
統
治
を
存
続
す
る
た
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め
の
十
分
な
「
財
産
権
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
の
視
座
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
に
お
け
る
党
派
対
立
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
々
が
国
制
に
関
す
る
原
理
（principle

）
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
は
国
王
に
対
す
る
諫
言
に
お
い
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が
弁
解
し
よ
う
と
し
て
い
る

カ
バ
ル
の
危
険
な
計
画
を
非
難
し
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
で
確
立
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
統
治
と
宗
教
の
制
度
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
導
入
す
る

こ
と
は
、
絶
対
に
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
国
王
に
は
っ
き
り
と
告
げ
た
。「
国
民
の
普
遍
的
な
性
向
は
こ

の
二
つ
に
反
対
し
て
お
り
、
国
民
の
気
質
や
感
情
を
変
え
る
に
は
長
い
年
月
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
宗
教
問
題
に
無
関
心
な
多
く
の
人
々

は
、
宗
教
に
関
す
る
す
べ
て
の
変
更
に
反
対
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
反
対
す
る
人
々
の
気
持
ち
を
抑
え
る
に
は
、
武

力
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
政
治
的
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
彼
ら
は
分
か
っ
て
い
た
。

〔
…
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
国
民
の
一
〇
〇
分
の
一
に
も
満
た
ず
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
二
〇
〇
分
の
一

に
も
満
た
な
い
。
そ
し
て
、
相
反
す
る
感
情
や
気
質
を
持
つ
九
九
人
を
一
人
で
統
治
す
る
こ
と
を
望
む
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
常
識
に
反
す
る

と
思
わ
れ
る
」（H

, 66. 7

）。
そ
し
て
、
国
王
は
テ
ン
プ
ル
に
「
私
は
民
衆
の
人
と
な
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
人
々

の
〈
意
見
〉
が
統
治
者
の
判
断
に
強
く
影
響
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
後
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
行
動
の
不
確
実
性
は
増
大
し
、

人
々
が
国
王
の
意
図
に
つ
い
て
判
断
で
き
な
い
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
（H

, 66. 56

）、
そ
れ
は
、
国
制
上
の
原
理
が
対
立
し
、
一
般

的
な
宣
言
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
受
動
的
服
従
と
抵
抗
の
原
理
は
、
コ
ー
ト
派
と
カ
ン
ト
リ
派
で
ま
さ
に
対
立
し
て
い
た
の

だ
っ
た
。

　
コ
ー
ト
派
か
ら
新
た
な
基
準
と
し
て
受
動
的
服
従
に
関
す
る
法
案
が
貴
族
院
に
提
出
さ
れ
た
時
、
大
き
な
反
対
が
あ
っ
た
場
面
の
描
写

は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
抵
抗
の
賛
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
府
の
一
般
的
で
思
索
的
な
宣
言
は
す
べ
て
同
様
に
無
分
別

（im
politic

）
で
あ
り
、
一
方
の
党
派
が
他
方
の
党
派
に
勝
利
し
た
こ
と
を
誇
示
す
る
以
外
の
目
的
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
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続
け
る
。「〔
…
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
法
に
残
さ
れ
て
い
る
単
純
さ
（sim

plicity

）
は
、
今
で
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
ち

ら
か
の
側
の
極
端
な
状
況
を
防
ぐ
た
め
に
最
も
よ
く
計
算
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
場
合
に
抵
抗
を
絶
対
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
、

誤
っ
た
（false

）
原
則
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
は
危
険
な
（dangerous

）
結
果
を
伴
う
可
能
性
が
あ
り
、
公
共

を
ど
ち
ら
の
不
便
さ
（inconvenience

）
に
も
さ
ら
す
必
要
は
な
い
こ
と
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
公
共
の
制
度
で
は
真
実
よ
り
も
効
用
（utility

）
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
い
か
な
る
統
治
に
お

い
て
も
、
事
前
に
、
そ
し
て
一
般
的
な
言
葉
で
抵
抗
を
仮
定
す
る
こ
と
は
安
全
に
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
仮
定
が
最
も
必
要
と
思
わ
れ
る

混
合
君
主
政
（m

ixt m
onarchies

）
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
全
く
の
無
駄
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
並
外
れ
た
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
、

法
的
な
宣
言
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
救
済
策
を
見
出
そ
う
と
途
方
に
暮
れ
る
人
は
い
な
い
か
ら
で
あ

る
」（H

, 66. 14

）。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
を
、「
冷
静
で
無
関
心
で
い
ら
れ
る
人
々
」
の
口
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
彼
自
身
の
立
場
で
あ
る
こ
と
に
違
い

な
い
。
二
つ
の
原
理
の
事
情
を
秤
に
か
け
、
ふ
さ
わ
し
い
釣
り
合
い
を
割
り
当
て
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
党
派
に
も
属
さ
な
い
「
哲
学
者
」

の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
（E, 506-507. 

邦
訳
、
四
〇
七
頁
）。
段
落
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
る
次
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、「
よ
っ
て
、
相
違
点
は
、

こ
の
不
規
則
な
救
済
策
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
危
険
や
抑
圧
の
度
合
い
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
相
違
点
は
、
一
般
的
な
問

題
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
言
語
に
よ
っ
て
も
正
確
に
確
定
し
た
り
決
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
理
論
で

は
な
く
、
確
立
さ
れ
た
慣
行
、
実
践
に
よ
っ
て
蓋
然
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
「
効
用
の
原
理
」「
権
威
の
原
理
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
わ
け
だ
）
43
（
が
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
両
者
を
「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
の
〈
意
見
〉
に
集
約
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
の
ち
の
名
誉
革

命
が
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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〔
…
〕
し
か
し
、
最
も
合
理
的
な
原
理
で
さ
え
、
激
情
に
対
抗
す
る
に
は
弱
い
力
し
か
も
た
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

﹇
受
動
的
服
従

0

0

0

0

0

と
﹇
人
々
に
よ
っ
て
﹈
取
り
消
し
不
可
能
な

0

0

0

0

0

0

0

0

﹇
国
王
の
﹈
権
利

0

0

（indefeasible right

）﹈
の
不
合
理
な
原
理
が
弱
く
て
激
情
に
抗
し
き

れ
な
か
っ
た
の
は
、
少
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
ト
ー
リ
ー
派
は
人
間
と
し
て
圧
政
に
対
す
る
敵
対
者
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
と
し
て
専
制
権
力
に
対
す
る
敵
対
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
自
由
を
求
め
る
熱
情
は
、
お
そ
ら
く
反
対
党
﹇
ウ
ィ
ッ
グ
派
﹈
の
そ
れ
ほ
ど
熱
烈
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
自
身
が
古
来
の
政
体
の
転
覆
と
い
う
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
に
は
、
自
分
た
ち
の
党
の
一
般

的
原
理
を
す
べ
て
忘
れ
さ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
熱
情
は
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
感
情
か
ら
、
き
わ
め
て
重
要
な
事
件
で
あ
り
、
ブ
リ
テ
ン
の
自
由
の

最
も
強
固
な
基
礎
で
あ
る
革
命

0

0

が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。〔
…
〕（E, 70. 

邦
訳
、
五
七
頁
。
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）。

　
内
乱
と
い
う
無
秩
序
と
恐
怖
か
ら
王
政
復
古
を
遂
げ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
に
お
い
て
す
で
に
、「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
に
関

す
る
〈
意
見
〉
の
な
か
に
二
つ
の
原
理
が
潜
在
し
て
お
り
、
内
乱
期
の
記
憶
が
両
者
を
「
安
全
」
と
い
う
地
点
に
合
流
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
「
公
的
な
利
益
」
と
「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
陰
謀
が

立
て
続
け
に
起
こ
り
、
表
向
き
で
は
熾
烈
な
党
派
対
立
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
は
「
安
全
」
と
い
う
「
公
的
な
利

益
」
に
少
な
か
ら
ず
服
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
慣
行
に
お
い
て
は
、
民
衆
の
〈
意
見
〉
は
受
動
的
服
従
の
原
理
に
従
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
統
治
か
ら
得
ら
れ
る
「
公
的
な
利
益
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
抵
抗
の
原
理
と
い

う
「
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
民
衆
は
抱
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
名
誉
革
命
ま
で
の
〈
意
見
〉

─
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
の
治
世

　
で
は
、
受
動
的
服
従
が
確
立
さ
れ
た
慣
行
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
革
命
が
た
っ
た
数
年
後
に
起
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
に
お
い
て
す
で
に
高
ま
っ
て
い
た
「
宗
教
的
反
感
（religious antipathy

）」
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
の
諸
大
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権
に
よ
っ
て
加
速
す
る
。「
排
除
法
案
に
失
望
し
た
国
民
が
、
恐
る
べ
き
革
新
に
備
え
て
い
た
唯
一
の
安
全
策
で
あ
る
」
審
査
法
を
国
王

は
廃
止
し
、
国
王
の
廷
臣
た
ち
は
皆
、
宗
教
に
関
心
の
な
い
者
も
含
め
て
嫌
悪
感
を
抱
い
た
（H

, 70. 44,  47

）。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
の
モ
ー
ド
リ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
よ
り
重
要
な
結
果
を
伴
っ
た
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、
以
前
は
私
有
財
産

（private property

）
に
関
す
る
法
令
が
国
王
大
権
に
よ
っ
て
法
的
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
今

回
の
事
例
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
で
さ
え
も
侵
害
か
ら
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
義
務
、
誓
い
、
宗
教

を
守
っ
た
人
々
は
、
そ
の
財
産
を
不
法
に
奪
わ
れ
る
。〔
…
〕
こ
の
恣
意
的
な
処
置
は
、
国
王
の
執
政
に
対
す
る
普
遍
的
な
不
満
を
生
み

出
し
た
」（H

, 70. 66

）。
大
権
の
恣
意
的
な
行
使
に
よ
っ
て
、「
公
的
な
利
益
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
だ
け
で
な
く
「
権
利
」
に
関
す
る

〈
意
見
〉
も
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ル
イ
一
四
世
に
よ
る
ナ
ン
ト
の
勅
令
の
廃
止
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
寛
容
、
そ
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
公
の
誕
生
が

重
な
る
。
こ
の
よ
う
な
偶
然
に
加
え
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
限
ら
ず
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
政
策

と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
弾
圧
が
差
し
迫
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
同
盟
を
組
む
こ
と
が
、
共
通
の
利
益
で
あ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ニ
エ
公
は
、「
社
会
と
人
類
の
一
般
的
な
利
益
（general interests of society and of m

ankind

）」
に
見
事
に

貢
献
し
た
人
物
で
あ
り
、
彼
の
準
備
の
進
め
方
も
ま
た
、「
賢
明
で
分
別
の
あ
る
（politic

）」
も
の
で
あ
っ
た
（H

, 71. 17

）。
宗
教
、
自

由
、
財
産
の
完
全
か
つ
永
続
的
な
解
決
が
彼
の
目
的
で
あ
り
、「
彼
が
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
た
力
は
、
い
か
な
る
征
服
の
目
的
に
も
全

く
不
釣
り
合
い
な
も
の
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
（H

, 71. 28

）。
オ
ラ
ン
ダ
軍
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
進
軍
し
動
乱
が
起
こ
る
が
、
国
王
の
施
策

に
対
し
て
国
民
が
参
加
し
た
普
遍
的
な
結
合
（universal com

bination
）
の
効
果
が
毎
日
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
は
、

軍
の
「
自
分
が
最
も
好
意
を
も
っ
て
世
話
を
し
た
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
統
治
の
「
二
次
的
な
原
理
」
で
あ
る
「
愛
着

心
」
は
、
彼
ら
に
統
治
の
基
礎
と
し
て
の
〈
意
見
〉
を
や
は
り
抱
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
既
存
の
統
治
に
対
し
て
、「
公
的
な
利
益
」
と
「
権
利
」
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
す
べ
て
失
っ
た
人
々
は
、「
合
意
」

─
「
共
通
の
利
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益
に
関
す
る
一
般
的
感
覚
」

─
を
「
共
感
」
に
よ
っ
て
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
忠
誠
の
対
象
と
そ
の
権
威
を
、「
約
束
」
と

い
う
基
礎
の
う
え
に
据
え
る
の
で
あ
る
（T, 3. 2. 10. 2. 

邦
訳
、
一
一
三
―
一
一
四
頁
）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
民
衆
が
国
王
に
抵
抗
す
る
の
も
同
様

に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
述
べ
る
。「
彼
﹇
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
﹈
は
自
ら
の
法
の

0

0

（legal

）
権
限
に
つ
い
て
非
常
に
崇
高
な
観
念
を
持
っ

て
い
た
た
め
、
主
権
者
の
意
志
と
喜
び
に
依
存
す
る
以
外
に
は
、
国
民
に
自
由
の
権
利
を
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
与
え
て
い
な
か
っ

た
。〔
…
〕
異
端
者
に
対
す
る
厳
格
な
迫
害
は
す
ぐ
に
続
き
、
こ
う
し
て
自
由
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
は
最
終
的
に
完
全
に
破
壊
さ

れ
た
だ
ろ
う
」（H

, 71. 52

）。
第
一
節
の
テ
ン
プ
ル
の
言
葉
を
思
い
出
せ
ば
、
ご
く
少
数
し
か
い
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
の
た
め
に
国
制
を
覆

す
こ
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
常
識
に
反
す
る
」
の
で
あ
り
、
内
乱
期
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
た
被
治
者
の
三
種
類
の
〈
意
見
〉
を
蔑
ろ
に
す
れ
ば
、

利
益
が
な
い
統
治
に
対
し
て
、
抵
抗
が
起
こ
る
の
は
「
自
然
」
な
の
で
あ
る
。

五
　
結

　
本
論
文
で
は
、
革
命
期
の
統
治
と
〈
意
見
〉
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
次
の
三
つ
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
⑴
〈
意
見
〉
の
担
い
手
は
民
衆
だ
け
で
な
く
、
貴
族
院
、
庶
民
院
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
　
⑵ 

ヒ
ュ
ー
ム
は
統
治
が
存
続

す
る
条
件
に
つ
い
て
、
正
義
と
関
わ
る
三
種
類
の
〈
意
見
〉
を
観
察
し
て
い
た
こ
と
　
⑶ 

ヒ
ュ
ー
ム
は
〈
意
見
〉
概
念
に
よ
っ
て
、
歴

史
の
中
庸
な
視
座
を
読
者
に
与
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
が
統
治
の
確
立
に
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、
国
制
と
い
う
人
々
の
あ
い
だ
で
確
立
さ
れ
た
正
義
の
規
則
に
則
っ
た
も
の
で
あ

る
。
宗
教
的
熱
狂
に
よ
っ
て
盲
目
と
な
っ
た
人
々
の
精
神
が
、
容
易
に
政
治
的
権
威
を
凌
駕
し
て
暴
力
へ
と
至
る
こ
と
を
我
々
は
観
察
し

た
（
第
二
章
）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
人
間
本
性
の
弱
さ
」
に
あ
く
ま
で
も
立
脚
し
な
が
ら
、
人
々
の
〈
意
見
〉
に
支
え
ら
れ
た
統
治
の
起
源

と
変
化
の
原
因
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
が
、「
詐
欺
と
暴
力
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
統
治
は
、
多
数
の
〈
意
見
〉
か
ら
説
明
で
き
る
統
治
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の
原
理
を
も
は
や
欠
い
て
い
た
（
第
三
章
）。
生
命
、
財
産
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
で
正
義
の
法
へ
の
自
覚
と
人
々
の
あ
い
だ
の
「
共
感
」

が
確
か
な
も
の
と
な
り
、
合
意
に
よ
っ
て
新
し
い
統
治
を
自
然
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
（
第
四
章
）。
し
か
し
、
名
誉
革

命
は
「
偶
然
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
「
宗
教
的
反
感
」
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
で
前
提

と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
し
か
し
、
人
間
が
な
す
こ
と
が
ら
の
進
展
が
確
実
で
不
可
避
の
よ
う
に
見
え

る
と
は
い
え
、
ま
た
忠
誠
が
正
義
に
対
し
て
も
た
ら
す
支
え
が
人
間
本
性
の
明
白
な
諸
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
人
々
が

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ら
の
原
理
を
発
見
で
き
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
原
理
の
作
用
を
予
見
で
き
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
期
待
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
統
治
は
も
っ
と
偶
然
的
で
も
っ
と
不
完
全
な
姿
で
始
ま
る
も
の
で
あ
る
」（E, 39. 

邦
訳
、
三
二
頁
）。
規
範
的
な
理

論
で
は
な
く
、
人
々
の
一
般
的
な
慣
行
が
統
治
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
抵
抗
の
た
め
の
、
あ
る
い
は
受
動
的
服
従
の
た
め
の

原
理
を
一
般
的
に
宣
言
す
る
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
「
哲
学
者
」
を
辞
す
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
党
派
対
立
が
ふ

た
た
び
激
化
し
て
い
た
当
時
の
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
主
張
、
原
理
を
そ
の
立
場
に
立
っ
て
理
解
し
な
が
ら
、

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
や
『
道
徳
政
治
論
集
』
を
執
筆
し
て
い
る
。
特
に
、
国
制
を
主
題
と
す
る
論
説
が
多
い
の
は
、
人
々
が
独
断
と
偏

見
に
冒
さ
れ
て
政
治
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
、
中
庸
な
視
座
を
与
え
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
）
44
（

う
。〈
意
見
〉
概
念
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
統
治
の
基
礎
に
は
「
権
力
に
対
す
る
権
利
」
と
い
う
政
治
の
原
理
に
関
す
る
視
座
の
み
な
ら
ず
、「
財
産
に
対
す
る

権
利
」
と
い
う
経
済
（political econom

y

）
の
視
座
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
理
が
先
行
し
や
す
い
党
派
争
い
に
お
い
て
、

財
産
と
い
う
も
う
一
つ
の
基
礎
的
な
権
利
に
関
す
る
〈
意
見
〉
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
統
治
の
根
拠
を
別
の
角
度
か
ら
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
統
治
と
の
関
係
に
お
け
る
〈
意
見
〉
と
は
、
宗
教
的
な
も
の
や
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
人
々
が
反
応
せ
ざ

る
を
え
な
い
利
益
と
権
利
に
関
す
る
〈
意
見
〉
で
あ
り
、
正
義
が
確
立
さ
れ
た
政
治
社
会
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
念
で
あ
っ
た
。
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（
1
）  D

avid H
um
e, Essays M

oral, Political, and Literary 

﹇1741 -77

﹈, Edited by Eugene F. M
iller. Rev. ed. 

（Indianapolis: Liberty 
Classics, 1987

）（
略
号
Ｅ
と
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
田
中
敏
弘
訳
『
ヒ
ュ
ー
ム
　
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹇
完
訳
版
﹈』、
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）.

（
2
）  
犬
塚
元
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
三
四
―
三
五
頁
、
特
に
三
五
頁
注
三
四
、
二
二
九

頁
注
一
六
も
参
照
の
こ
と
。

（
3
）  

「〔
…
〕
人
は
利
益
（interest

）
に
よ
っ
て
大
い
に
支
配
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
益
そ
の
も
の
と
人
間
の
行
う
す
べ

て
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
意
見

0

0

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。〔
…
〕
も
し
も
、
あ
の
革
命

0

0

（revolution

）
の
と
き
に
、
現
在
の
人
々
が
も
っ
て
い

る
の
と
同
じ
考
え
方
を
当
時
の
人
々
が
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
君
主
政
は
こ
の
国
で
ま
っ
た
く
消
滅
す
る
と
い
う
大
き
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
」（E, 51. 

邦
訳
、
四
二
―
四
三
頁
）。
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
革
命
（revolution

）
と
い
う
言
葉
で
意
味
す
る
の
は
名
誉

革
命
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
は
通
例
、
内
乱
（civil w

ar

）
と
表
現
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
論
文
は
こ
の
両
方
の
時
代
を
分
析

対
象
と
す
る
た
め
、
日
本
語
の
用
例
に
倣
い
両
者
を
包
括
し
て
「
革
命
期
」
と
題
目
を
設
定
し
た
。

（
4
）  

林
誓
雄
『
襤
褸
を
纏
っ
た
徳

─
ヒ
ュ
ー
ム
　
社
交
と
時
間
の
倫
理
学
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
第
八
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）  Paul Sagar, The O

pinion of M
ankind: Sociability and the Theory of the State from

 H
obbes to Sm

ith 

（Princeton: Princeton 
U
niversity Press, 2018

）, 111, 114 -115, 129 -130. 

セ
イ
ガ
ー
が
こ
こ
で
用
い
る
世
俗
化
と
は
、「
人
類
の
一
般
的
な
意
見
は
あ
ら
ゆ
る
場
合

に
何
ら
か
の
権
威
を
持
つ
。
し
か
し
、
道
徳
の
う
ち
で
も
こ
の
場
合
﹇
暴
政
に
対
し
て
被
治
者
が
抵
抗
を
示
す
場
合
﹈
に
は
、
そ
れ
は
完
全
に
不

可
謬
（infallible

）
で
あ
る
」
と
い
う
道
徳
哲
学
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
主
張
に
基
づ
く
。D

avid H
um
e, A Treatise of H

um
an  

N
ature 

﹇1739 -40

﹈, Edited by D
avid Fate N

orton and M
ary J. N

orton. 

（O
xford: O

xford U
niversity Press, 2000

）, T, 3. 2. 9. 4

（
略
号
Ｔ
、
巻
、
部
、
節
、
お
よ
び
段
落
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
伊
勢
俊
彦
・
石
川
徹
・
中
釡
浩
一
訳
『
人
間
本
性
論
　
第
三

巻
　
道
徳
に
つ
い
て
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
二
頁
）. 

林
・
前
掲
、
一
九
三
―
一
九
四
頁
、
二
一
〇
―
二
一
七
頁
も
参
照
の

こ
と
。

（
6
）  e. g. D

avid M
iller, Philosophy and Ideology in H

um
e

’s Political Thought 

（N
ew
 York: O

xford U
niversity Press, 1981

）, esp. 
195ff.

（
7
）  John B. Stew

art, O
pinion and Reform

 in H
um
e

’s Political Philosophy （Princeton: Princeton U
niversity Press, 1992

）, Introduc-
tion, chap. 5, 6. 

似
た
よ
う
な
主
張
に
、M

ichael L. Frazer, The Enlightenm
ent of Sym

pathy: Justice and the M
oral Sentim

ents in 
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the Eighteenth Century and Today 

（N
ew
 York: O

xford U
niversity Press, 2010

）, Introduction, 75 -76, 195n32

が
あ
る
。
ま
た
、 

T, 3. 2. 2. 19, 3. 2. 6. 6

（
邦
訳
、
五
〇
頁
、
八
六
―
八
七
頁
）
に
加
え
、D

avid H
um
e, An Enquiry concerning the Principles of M

orals 

﹇1751

﹈, Edited by Tom
 L. Beaucham

p 

（O
xford: O

xford U
niversity Press, 1998

）, EPM
, 3.6

（
略
号
Ｅ
Ｐ
Ｍ
、
章
お
よ
び
段
落
の
番

号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
渡
部
峻
明
訳
『
道
徳
原
理
の
研
究
』、
晢
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
一
―
二
二
頁
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
8
）  
相
松
慎
也
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
哲
学
と
規
範
」『
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
哲
学
研
究
室
論
集
』、
東
京
大
学
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
哲
学
研
究
室
　
三
二
号
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
の
こ
と
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
哲
学
は
、
多
く
の
論
点
で
規
範
的

主
張
に
帰
結
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。

（
9
）  D

avid H
um
e, A
n Enquiry concerning H

um
an U

nderstanding 

﹇1748

﹈, Edited by Tom
 L. Beaucham

p 

（O
xford: O

xford  
U
niversity Press, 2000

）, EH
U, 12. 3 -4

（
略
号
Ｅ
Ｈ
Ｕ
、
章
、
お
よ
び
段
落
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
斎
藤
繁
雄
・
一
ノ
瀬

正
樹
訳
『
人
間
知
性
研
究
　
付
・
人
間
本
性
論
摘
要
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）  D

avid H
um
e, D
issertation on the Passions ﹇1757

﹈, Edited by Tom
 L. Beaucham

p （O
xford: O

xford U
niversity Press, 2007

）

（
渡
部
峻
明
訳
『
人
間
知
性
の
研
究
・
情
念
論
』、
晢
書
房
、
一
九
九
〇
年
）. 

略
号
Ｄ
Ｐ
、
章
お
よ
び
段
落
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付

す
。

（
11
）  Susato Ryu, H

um
e

’s Sceptical Enlightenm
ent （Edinburgh: Edinburgh U

niversity Press, 2015

）, 71 -72.

（
12
）  cf. T, 3.2.11.5

（
邦
訳
、
一
二
八
―
一
二
九
頁
）. 

ま
た
、M

argaret Schabas and Carl W
ennerlind, A

 Philosopher

’s Econom
ist: 

H
um
e and the Rise of Capitalism

 （Chicago: The U
niversity of Chicago Press, 2020

）, 60

も
参
照
の
こ
と
。

（
13
）  M

argaret Schabas and Carl W
ennerlind, op. cit., 70. 

シ
ェ
イ
バ
ス
と
ウ
ェ
ナ
リ
ン
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
大
数
の
法
則
（law

 
of large num

bers

）」
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
個
人
よ
り
集
団
の
行
動
に
注
目
す
る
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
す
る
。

（
14
）  Andrew
 Sabl, H

um
e

’s Politics: Coordination and Crisis in the 

“History of England

” （Princeton: Princeton U
niversity Press, 

2012

）, 7.

（
15
）  Susato Ryu, op. cit., 89 -90.

（
16
）  Jam

es A. H
arris, D

avid H
um
e: A
n Intellectual Biography （N

ew
 York: Cam

bridge U
niversity Press, 2015

）, 179.

（
17
）  D

avid H
um
e, The H

istory of England, from
 the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688 

﹇1754 -62

﹈, 6 vols.  

（Indianapolis: Liberty Classics, 1983

）. 

章
お
よ
び
段
落
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
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（
18
）  

本
論
文
で
は
、「
政
治
的
自
由
」
概
念
を
「
自
由
な
国
制
」
と
互
換
可
能
で
あ
り
、
政
治
制
度
の
自
由
と
解
釈
す
る
犬
塚
の
見
解
を
採
用
す
る

（
犬
塚
・
前
掲
、
一
五
九
頁
注
三
〇
）。「
自
由
」
で
意
味
さ
れ
る
の
は
、
統
治
者
の
権
力
を
分
割
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、「
自
由
な
国

制
」
は
「
文
明
化
さ
れ
た
君
主
政
」
の
次
の
段
階
か
つ
最
後
の
段
階
、
す
な
わ
ち
政
治
社
会
（civil society

）
の
完
成
を
意
味
す
る
（E, 40 -41. 

邦
訳
、
三
二
―
三
三
頁
）。
た
だ
し
、
庶
民
院
は
本
来
「
政
治
的
自
由
」
を
標
榜
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
の
ち
の
大
諫
奏
（The Rem

on-
strance

）
で
描
写
さ
れ
る
と
お
り
、
混
合
政
体
は
絶
え
ず
変
動
し
、「
人
間
の
気
質
（hum

our

）
は
常
に
極
端
か
ら
極
端
へ
と
変
化
す
る
」
た
め

に
「
政
治
的
自
由
」
の
前
提
で
あ
る
権
力
に
よ
る
統
治
と
い
う
国
制
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
、
違
法
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が

ら
も
追
求
す
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い
（H

, 55.39, 48

）。
す
な
わ
ち
、
目
的
は
崇
高
で
も
手
段
が
伴
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
19
）  John B. Stew

art, op. cit., 241

を
参
照
の
こ
と
。

（
20
）  

犬
塚
・
前
掲
、
一
九
七
―
一
九
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
国
の
中
で
最
も
税
に
慣
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
、
内
戦
時
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
内
戦
時
の
税
や
賦
課
金
は
、
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
の
ど
の
状
態
よ
り
も
は
る

か
に
高
か
っ
た
た
め
、
大
衆
の
不
満
の
証
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
（H

, 59.23

）。

（
21
）  

犬
塚
・
前
掲
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
22
）  

ヒ
ュ
ー
ム
は
論
説
「
税
に
つ
い
て
」
で
、「
も
の
ご
と
の
結
果
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
こ
う
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
る
も
の
と
は
正
反
対
で
あ
る

と
い
う
、
政
治
制
度
に
お
い
て
し
ば
し
ば
生
じ
る
事
例
の
一
つ
」
に
税
を
挙
げ
て
い
る
。「
君
主
が
権
力
を
行
使
し
て
新
し
い
税
を
課
す
こ
と
は

し
ば
し
ば
人
々
の
先
入
観
に
よ
っ
て
圧
政
と
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
首
長
や
地
方
長
官
に
よ
る
不
公
平
で
恣
意
的
な
方
法
よ
り
は
人
々
の
利
益
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
」（E, 347 -348. 

邦
訳
、
二
八
〇
頁
）。

（
23
）  H

, 48.23n18. 

犬
塚
・
前
掲
、
一
九
八
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
24
）  

本
論
文
一
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
25
）  

ヒ
ュ
ー
ム
の
論
説
「
統
治
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
」
を
主
題
と
し
て
法
律
と
習
慣
を
論
じ
た
法
学
者
ア
ル
バ
ー
ト
・
ダ
イ
シ
ー
は
、〈
意
見
〉

を
統
治
で
は
な
く
法
律
と
関
係
さ
せ
て
い
る
が
、
彼
も
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
理
解
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
意

図
し
た
用
法
で
は
な
い
。A. V. D

icey, Lectures on the Relation between Law and Public O
pinion in England during the N

ineteenth 
Century ﹇1905

﹈, ed. Richard VandeW
etering （Indianapolis: Liberty Fund, 2008

）, 3 -13.

（
26
）  

新
奇
さ （novelty

） 

の
特
質
が
現
れ
て
い
る
（E, 50 -51, 76 -77. 

邦
訳
、
四
二
頁
、
六
七
頁
）。Susato Ryu, op. cit., 76

も
参
照
の
こ
と
。

（
27
）  

熱
狂
の
も
と
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
哲
学
で
語
ら
れ
る
「
社
交
と
会
話
」
が
機
能
し
な
い
こ
と
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
。
壽
里
竜
「
想
像
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力
・
意
見
・
熱
狂
：
ヒ
ュ
ー
ム
騎
士
道
論
と
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』」『
関
西
大
学
経
済
論
集
』
七
一
巻
四
号
、
二
〇
二
二
年
、
三
四
九
頁
も
参
照

の
こ
と
。

（
28
）  

本
論
文
第
三
章
で
も
検
討
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
宗
教
を
野
心
の
道
具
（instrum

ent

）
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Jennifer A. H
erdt, Religion and Faction in H

um
e

’s M
oral Philosophy 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1997

）, 200 -
201

を
参
照
の
こ
と
。

（
29
）  D

avid H
um
e ﹇1739 -40

﹈, op. cit.

（
木
曾
好
能
訳
『
人
間
本
性
論
　
第
一
巻
　
知
性
に
つ
い
て
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）.

（
30
）  D

avid H
um
e 

﹇1739 -40

﹈, op. cit.

（
石
川
徹
・
中
釡
浩
一
・
伊
勢
俊
彦
訳
『
人
間
本
性
論
　
第
二
巻
　
情
念
に
つ
い
て
』、
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
一
一
年
）.

（
31
）  

こ
の
表
現
は
、
論
説
「
古
代
諸
国
民
の
人
口
に
つ
い
て
」
で
共
和
政
ロ
ー
マ
末
期
の
不
合
理
な
法
律
と
侵
害
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
察
と
重

な
る
。「〔
…
〕
一
方
の
極
端
は
も
う
一
つ
の
極
端
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
法
律
に
お
け
る
過
度
の
峻
厳
さ
が
、
そ
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
な

は
だ
し
い
弛
緩
を
生
み
出
し
が
ち
な
の
と
同
様
に
、
法
律
の
過
度
の
寛
大
さ
は
、
お
の
ず
か
ら
苛
酷
と
野
蛮
を
生
み
出
す
。
ど
の
よ
う
な
場
合
で

も
、
法
律
の
神
聖
な
境
界
（sacred boundaries

）
を
越
え
る
こ
と
を
我
々
に
強
制
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
」（E, 415. 

邦
訳
、
三
二
五
頁
）。

（
32
）  cf. H

, 59.92.

（
33
）  general

の
意
味
が
、
他
の
用
法
（general ill w

ill, general aversion, general affection

な
ど
）
の
よ
う
な
「
広
範
」
で
は
な
く
、「
一
般

的
」
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
た
い
。general voice

と
い
う
表
現
は
、
他
に
二
箇
所
（H

, 59.62, 70.56

）
で
用
い
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
正

義
の
法
が
侵
害
さ
れ
る
際
に
現
れ
る
。
正
義
に
基
づ
く
合
意
に
よ
っ
て
統
治
が
確
立
さ
れ
、「
服
従
に
か
か
る
﹇
約
束
に
よ
る
の
と
は
﹈
別
の
利

益
が
、
別
の
道
徳
の
心
情
を
生
み
出
す
」（T, 3.2.10.3. 
邦
訳
、
一
一
四
頁
）
の
だ
が
、
そ
の
道
徳
の
心
情
は
自
然
に

0

0

0

（naturally

）
伴
い
、「
こ

の
心
情
は
社
会
の
利
益
に
対
す
る
我
々
の
共
感
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
生
じ
得
な
い
」（T, 3.3.1.12. 

邦
訳
、
一
四
一
頁
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
普
通
の
用
語
で
自
由
と
い
う
名
称
を
も
つ
政
体
は
、
何
人
か
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
権
力
を
分
割
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。〔
…
〕。
し

か
し
、
統
治
の
通
常
の
過
程
で
は
、
そ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
は
前
も
っ
て
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
と
す
べ
て
の
被
治
者
と
に
知
ら
れ
て
い
る
一
般
的
で

0

0

0

0

平
等
な
法

0

0

0

0

（general and equal law
s

）
に
よ
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E, 40 -41. 

邦
訳
、
三
二
―
三
三
。
強
調
は
引
用
者
に
よ

る
）。
政
治
形
態
は
違
え
ど
、
外
国
の
反
応
は
法
と
正
義
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
た
め
に
共
感
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
々
の

声
を
通
し
て
そ
れ
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
理
性
」
と
「
人
道
」
は
正
義
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
点
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
的
な
徳
は
「
身
近
な
人
々
（narrow

 circle

）」
に
し
か
伝
播
せ
ず
、
他
の
集
団
が
そ
れ
に
共
感
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
正
義
に
よ
っ
て
一
般
的
な
共
感
が
可
能
と
な
り
、
た
と
え
動
機
が
い
か
に
崇
高
で
も
正
義
を
違
反
す
る
こ
と
は
特
殊

な
の
で
あ
る
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
リ
ー
は
、
一
七
世
紀
の
神
学
（
恩
寵
）
論
争
の
背
景
で
、「
一
般
（générale

）」
と
「
特
殊
（particu-

lière

）」
の
図
式
が
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
か
ら
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ
ー
へ
と
世
俗
化
さ
れ
る
物
語
の
な
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
存
在
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
そ
の
議
論
を
引
き
継
い
で
新
た
に
考
察
を
加
え
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
こ
で
「
特
殊
（particular

）」
と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い

て
は
い
な
い
が
、
彼
の
示
す
「
一
般
性
（generality

）」
が
正
義
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
一
般
」
を
善
と

結
び
つ
け
、「
特
殊
」
に
悪
を
結
び
つ
け
る
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
、
正
義
を
「
一
般
」、
そ
し
て
道
徳
の
心
情
の
伴
い
方
は
「
自
然
」
で
あ
り
、
そ

の
逸
脱
を
不
快
、
不
道
徳
と
結
び
つ
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
こ
に
並
べ
ら
れ
、
そ
し
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
か
ら
引
き
継
い
だ
自
然
主
義
が
道
徳
哲
学

に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。Patrick Riley, The G

eneral W
ill Before Rousseau: The Transform

ation of the D
ivine into the 

Civic （Princeton: Princeton U
niversity Press, 1986

）, chap. 3 -5. 

ま
た
、
Ｆ
．
ア
ル
キ
エ
著
、
藤
江
泰
男
訳
『
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

─
マ

ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
キ
リ
ス
ト
教
的
合
理
主
義
』、
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
叢
書 

二
四
、
二
〇
〇
六
年
、
三
五
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
34
）  

ヒ
ュ
ー
ム
は
度
々
、
内
乱
期
の
人
物
を
観
察
す
る
際
に
こ
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
の
だ
が
、
彼
は
こ
の
表
現
を
用
い
て
、
狂
信
的
、
共
和
主
義

的
な
精
神
が
そ
の
人
物
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（H

, 59.108, 61.46

）。

（
35
）  Susato Ryu, op. cit., 80 -81.

（
36
）  

犬
塚
・
前
掲
、
二
〇
七
頁
注
一
一
七
も
参
照
の
こ
と
。

（
37
）  cf. T, 3.3.1.23

（
邦
訳
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
）.

（
38
）  

犬
塚
・
前
掲
、
二
四
五
頁
注
九
を
参
照
の
こ
と
。

（
39
）  

犬
塚
元
「「
啓
蒙
の
物
語
叙
述
」
の
政
治
思
想

─
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
野
蛮
と
宗
教
』
と
ヒ
ュ
ー
ム

─
」『
思
想
』
一
〇
〇
七
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
八
年
、
一
一
五
―
一
一
九
頁
。
ま
た
、John G. A. Pocock, Barbarism

 and Religion, vol. II: N
arratives of Civil G

overnm
ent 

（Cam
bridge U

niversity Press, 1999

）, 200 -202

も
参
照
の
こ
と
。

（
40
）  

死
へ
の
「
恐
怖
」
に
対
し
て
市
民
が
屈
服
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
描
写
に
注
目
し
、
軍
に
よ
る
統
治
に
お
い
て
恐
怖
を
あ
る
種
の
「
政
策

（policy

）」
と
し
て
捉
え
、
恐
怖
に
服
す
る
人
々
は
忠
誠
で
は
な
く
「
畏
怖
」
を
感
じ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
権
威
を
求
め
る
統
治
は
、

自
ら
が
国
民
の
敵
で
は
な
く
、
お
よ
そ
味
方
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
統

治
の
存
続
の
一
つ
の
基
準
で
あ
る
と
説
明
す
る
サ
ブ
ル
は
、
こ
う
し
て
人
々
の
〈
意
見
〉
の
存
在
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（Andrew

 
Sabl, op. cit., 117, 279n63

）. 

な
お
、
ヒ
ュ
ー
ム
がfear

よ
りterror

を
比
較
的
多
く
用
い
て
統
治
と
服
従
の
状
況
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
は
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認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
の
著
作
で
、
精
神
に
与
え
る
恐
怖
の
影
響
を
説
明
す
る
際
に
、fear

とterror

が
並
列
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
（D

P, 6. 3. 

邦
訳
、
二
七
六
頁
）、
恐
怖
に
よ
る
説
明
を
留
保
す
る
こ
と
は
方
法
と
し
て
同
様
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
革
命
に
よ
っ
て
新
し
く
確
立
さ
れ
た
権
威
に
恐
怖
と
必
要
か
ら
服
従
す
る
こ
と
を
も
っ
て
人
々
が
忠
誠
を
約
束
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
、E, 474, 477 -478

（
邦
訳
、
三
八
一
頁
、
三
八
三
―
三
八
四
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
41
）  cf. E, 481

（
邦
訳
、
三
八
六
頁
）, E, 489

（
邦
訳
、
三
九
三
頁
）.

（
42
）  
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ン
ク
将
軍
の
尽
力
に
よ
っ
て
王
政
復
古
へ
と
至
り
、
王
国
中
が
社
会
的
な
勝
利
と
歓
喜
に
包
ま
れ
た
が
（H

, 62.60

）、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
対
す
る
広
範
な
嫌
悪
感
（general aversion

）
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
（H

, 64.44

）。
カ
ト
リ
ッ
ク
陰
謀
（Popish Plot

）
が

起
こ
り
、
王
国
は
再
び
内
戦
の
恐
怖
と
不
安
に
包
ま
れ
る
。
庶
民
院
、
不
満
分
子
（m

alcontents

）
の
王
室
へ
の
抵
抗
が
熾
烈
に
な
っ
て
い
く

一
方
で
、
国
王
へ
の
広
範
な
愛
着
（general affection

）
が
顕
著
に
現
れ
た
。「
国
王
の
死
は
こ
の
世
の
終
わ
り
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」（H

, 
68.8

）。「
王
位
排
除
法
案
（Exclusion Bill

）」
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
ン
ト
リ
派
と
コ
ー
ト
派
の
対
立
が
激
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
続
く
、

国
王
暗
殺
計
画
で
あ
る
ラ
イ
ハ
ウ
ス
陰
謀
（Rye H

ouse Plot

）
は
、
一
般
的
に
反
乱
計
画
と
混
同
さ
れ
て
い
た
た
め
、
国
民
は
宮
廷
に
好
意
的

な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
（H

, 69.59, 70.9

）。
ち
な
み
に
、
す
で
に
こ
の
過
程
で
ト
ー
リ
ー
と
ウ
ィ
ッ
グ
が
、
君
主
政
と
自
由
の
い
ず
れ

か
に
愛
着
を
も
つ
党
派
と
し
て
現
れ
て
い
る
（H

, 68.13

）。E, 71 -72

（
邦
訳
、
五
七
―
五
八
頁
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
43
）  Adam

 Sm
ith, Lectures on Jurisprudence

﹇1762 -3/63 -4

﹈, eds. M
eek, R. L., Raphael D. D., and Stein P. G.

（Indianapolis, 
1982

）, 318 -21, 401 -402. 

ま
た
、
犬
塚
・
前
掲
（
二
〇
〇
四
年
）、
一
五
八
頁
注
二
五
も
参
照
の
こ
と
。

（
44
）  Paul Sagar, 

‘Betw
een V

irtue and Knavery: H
um
e and the Politics of M

oderation

’, The Journal of Politics, Vol. 83, N
o. 3, 

2021, 1111 -1112.

ま
た
、N

icholas Phillipson, D
avid H

um
e: The Philosopher as H

istorian, 

（London: Penguin, 2011

）, 133 -135

も
参
照
の
こ
と
。
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安
達
　
栄
作
（
あ
だ
ち
　
え
い
さ
く
）

所
属
・
現
職
　
立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
社
会
科
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
修
士
課
程

所
属
学
会
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
学
会

専
攻
領
域
　
　
西
洋
政
治
思
想
史


