
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
社
会
契
約
説
成
立（

１
）史

関

谷

昇

は
じ
め
に

社
会
契
約
説
は
、
主
に
西
洋
世
界
の
二
つ
の
時
代
に
お
い
て
、
政
治
的
思
考
を
め
ぐ
る
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
。

一
つ
は
、
初
期
近
代
に
お
け
る
自
然
権
・
自
然
法
思
想
の
時
代
で
あ
り
、
政
治
共
同
体
に
属
す
る
構
成
員
が
そ
こ
に
お
い
て
構
成
さ

れ
る
政
治
的
権
威
に
服
従
す
る
義
務
、
そ
の
基
礎
、
射
程
、
限
界
を
分
析
す
る
知
的
な
営
み
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ホ
ッ
ブ

ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お

い
て
政
治
哲
学
が
復
権
し
た
時
代
で
あ
り
、
政
治
共
同
体
に
属
す
る
構
成
員
の
負
担
と
便
益
の
分
配
を
め
ぐ
る
正
義
の
基
準
を
分
析

す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
規
範
理
論
と
し
て
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
ら
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。こ

れ
ら
二
つ
の
社
会
契
約
説
は
、
類
型
的
に
言
え
ば
、
前
者
が
歴
史
的
形
態
と
し
て
、
後
者
が
論
理
的
形
態
と
し
て
表
現
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
社
会
契
約
説
は
、
人
間
の
社
会
的
諸
関
係
を
歴
史
内
在
的
に
説
明
し
、
そ
こ
に
基
本
的
な
性

格
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
と
の
共
存
に
導
く
も
の
と
は
何
か
、
家
族
か
ら
始
ま
っ
て
社
会
的
な
諸
結

論

説
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社
へ
と
拡
が
り
を
持
つ
社
会
構
造
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
思
想
的
な
説
明
で
あ
る
。
そ
の
中
で
社
会
契
約
説
は
、

統
治
の
存
在
と
そ
れ
ら
に
服
従
す
る
人
々
の
政
治
的
義
務
と
権
利
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
理
的

形
態
と
し
て
の
社
会
契
約
説
は
、
そ
う
し
た
現
実
社
会
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
説
明
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
経
済

学
・
社
会
学
・
政
治
科
学
の
手
法
と
親
和
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
社
会
契
約
説
と
は
論
理
的
な
仮
構
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か

れ
る
正
義
の
原
理
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
価
値
と
利
益
の
対
立
を
批
判
な
い
し
は
評
価
し
、
秩
序
あ
る
社
会
を
基
礎
づ
け
る
規
範

理
論
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
時
代
に
お
け
る
社
会
契
約
説
は
、
時
代
的
な
相
違
は
も
と
よ
り
、
そ
の
直
面
す
る
課
題
の
違
い
ゆ
え
に
、
単
純
に
比
較

で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
優
劣
を
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
Ｊ
・
ダ
ン
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的

な
明
快
さ
で
あ
ろ
う
と
論
理
的
な
普
遍
性
で
あ
ろ
う
と
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
社
会
と
人
間
の
う
つ
ろ
い
や
す
さ
の
中
で
、

で
き
る
限
り
そ
の
状
況
に
即
し
な
が
ら
、
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
こ
と
は
、

社
会
契
約
説
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
諸
実
践
を
評
価
な
い
し
批
判
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
洞
察
と
根
拠
を
提
示

し
う
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
で
あ（

２
）る

。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
社
会
契
約
説
が
有
し
て
き
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
有
す
る

意
味
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
個
別
の
社
会
契
約
説
解
釈
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
位
置
づ
け
方
と
解
釈
の
あ
り
方
に
焦

点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
―
―
所
与
性
と
の
断
絶
的
契
機

戦
後
日
本
の
社
会
契
約
説
研
究
が
丸
山
眞
男
や
福
田
歓
一
ら
に
よ
っ
て
本
格
的
に
切
り
拓
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
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る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
解
釈
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
古
代
・
中
世
の
目
的
論
的
・
自
然
的
秩
序

と
の
断�

絶�

的�

契�

機�

を
重
視
し
、
個
人
を
基
軸
と
し
な
が
ら
政
治
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
た
思
想
と
し
て
近
代
社
会
契
約

説
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
社
会
を
構
成
す
る
作�

為�

の�

論�

理�

と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
個�

人�

主�

体�

へ
の
着
目
は
、
所

与
性
か
ら
断
絶
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
政
治
社
会
の
「
構
成
原
理
」
と
し
て
、
広
く
共
有
さ
れ
た
解
釈
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
し

た
と
言
う
こ
と
が
で
き（

３
）る

。

こ
の
背
景
に
は
、
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
の
『
封
建
的
世
界
像
か
ら
市
民
的
世
界
像
へ
』（
一
九
三
四
年
）、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
自
然
権
と

歴
史
』（
一
九
五
三
年
）、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
『
所
有
的
個
人
主
義
』（
一
九
六
二
年
）
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
中
世
と
近
代
の

非
連
続
的
側
面
お
よ
び
自
己
利
益
や
自
己
所
有
を
前
面
に
押
し
出
す
個
人
主
義
的
側
面
を
強
調
す
る
思
想
史
理
解
が
あ
る
。
近
代
政

治
思
想
の
中
核
に
あ
る
自
然
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
伝
統
的
な
自
然
法
か
ら
の
変
容
と
し
て
と
ら
え
ら
れ（

４
）る

。
個
々
人
の
「
自
然
権
」
を

保
持
す
る
た
め
の
も
の
に
転
化
せ
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
近
代
自
然
法
は
、
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
自
然
で
あ
っ
た
「
目
的
論
的
自
然

観
」
か
ら
「
機
械
論
的
自
然
観
」
へ
の
転
換
に
伴
っ
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
規
範
で
あ（

５
）り

、
そ
れ
は
社
会
契
約
説
の
重
要
な

根
幹
に
外
な
ら
な（

６
）い

。
中
世
的＝

封
建
的
体
系
か
ら
個
人
が
析
出
さ
れ
、
自
然
権
を
有
す
る
個
人
が
自
己
保
存
を
求
め
て
政
治
社
会

を
構
築
す
る
と
い
う
理
解
は
、
社
会
契
約
説
に
近
代
政
治
思
想
の
中
心
的
な
位
置
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

福
田
の
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』（
一
九
七
一
年
）
は
、
そ
う
し
た
前
近
代
と
の
断
絶
的
契
機
を
前
面
に
押
し
出
す
形
で
、

社
会
契
約
説
を
最
大
限
に
評
価
す
る
一
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
作
り
出
し
た
も
の
と
言
え（

７
）る

。
無
論
、
社
会
契
約
説
を
め
ぐ
る
解
釈
視

角
は
、
先
行
す
る
通
史
研
究
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
お
り
、
必
ず
し
も
欧
米
の
社
会
契
約
説
研
究
を
先
駆
的
に
導
い
て
き
た
と
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
欧
米
の
学
界
と
の
断
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
と
い
う
困
難
さ
を
背
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
戦
後
の
研
究
環
境
に
お
い
て
、
社
会
契
約
説
研
究
に
日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
独
自
性
を
切
り
拓
こ
う
と
し
た
こ
と
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は
、
共
通
す
る
解
釈
視
角
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
新
た
な
意
義
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
田
の
解
釈

視
角
に
は
、
戦
前
日
本
の
全
体
主
義
に
対
す
る
深
い
反
省
と
、
新
た
に
基
本
的
人
権
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
立
脚
し
た
国
家
を
構
築
す

る
と
い
う
強
い
信
念
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い（

８
）る

。
と
り
わ
け
、
上
位
規
範
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
自
然
」（
歴
史
、
伝
統
、
神
話
、

宗
教
を
含
む
）
が
既
存
の
権
力
の
弁
証
に
用
い
ら
れ
、
特
定
主
体
（
権
力
を
独
占
す
る
主
体
）
以
外
の
「
作
為
」
の
可
能
性
を
押
さ
え

込
む
方
向
に
転
釈
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
強
い
警
戒
は
、
殊
更
に
「
個
人
」
と
い
う
視
点
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

の
社
会
契
約
説
研
究
や
近
代
政
治
思
想
史
研
究
、
さ
ら
に
は
政
治
思
想
史
の
通
史
理
解
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
か
ら
し
て
も
、
そ

の
解
釈
視
角
は
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。

福
田
に
よ
れ
ば
、
近
代
自
然
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
所
与
性
か
ら
の
哲
学
的
切
断
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
福
田
は
、
自
然
法
（
自
然
）

と
契
約
説
（
作
為
・
便
宜
（convention
））
と
の
根
本
的
対
立
、
及
び
後
者
に
よ
る
前
者
の
放
棄
と
い
う
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
理
解
を

踏
ま
え
つ
つ
も
、
自
然
法
の
思
想
史
的
な
多
義
性
に
注
意
を
促
し
、「
政
治
秩
序
の
所
与
性
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た

か
」
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
強
調
す（

９
）る

。
そ
れ
が
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
か
ら
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
さ
ら
に

は
ト
マ
ジ
ウ
ス
や
ヴ
ォ
ル
フ
へ
と
展
開
す
る
大
陸
自
然
法
学
の
系
譜
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
や
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
社
会
契
約
説
の
系
譜

と
を
区
別
す
る
基
準
と
な
る
。
身
分
制
的
な
契
約
説
を
内
包
す
る
前
者
に
あ
っ
て
、
契
約
は
所
与
の
秩
序
の
論
理
的
な
解
釈
基
準
に

す
ぎ
ず
、
自
然
法
の
機
構
的
保
障
（
教
会
）
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
既
成
の
世
俗
権
力
へ
の
服
従
を
正
統
化
す
る
原

理
に
転
借
さ
れ
る
こ
と
は
免
れ
な
か
っ
た
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
理
論
か
ら
発
展
し
た
統
治
契
約
が
、
宗
教
的
少
数
者
の
擁
護
の
要
請

に
お
い
て
「
所
与
性
」（
絶
対
主
義
権
力
）
と
の
格
闘
を
展
開
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
不
平
等
を
前
提
と
す
る
限
り
、
原
理
の
転
借

可
能
性
は
払
拭
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ（

１０
）る

。

こ
れ
に
対
し
て
、
所
与
性
か
ら
の
哲
学
的
切
断
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
解
が
、
こ
の
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解
釈
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
特
徴
で
あ
る
。
宗
教
的
権
威
に
立
脚
し
た
政
府
が
、
結
局
は
維
持
不
可
能
と
な
り
風
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

を
実
感
し
た
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
存
在
と
規
範
と
の
唯
一
の
統
一
主（

１１
）体

で
あ
る
「
個
人
」
を
自
然
科
学
の
援
用
に
よ
っ
て
理
解
し
、
人
間

能
力
の
吟
味
と
、
秩
序
の
「
個
へ
の
還
元
」
と
を
通
し
て
、
人
間
・
政
治
・
宗
教
を
体
系
づ
け
た
。
そ
れ
は
、
所
与
の
社
会
を
超
越

す
る
契
機
と
し
て
の
自
己
保
存
の
全
面
的
な
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
与
の
共
同
体
の
論
理
的
解
消
（
清
掃
）
で
あ
り
、
政
治
規

範
の
自
立
的
形
成
の
始
ま
り
で
あ
っ（

１２
）た

。

し
か
も
、
こ
う
し
た
評
価
は
、
そ
の
後
の
社
会
契
約
説
の
展
開
を
統
一
的
に
理
解
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
起�

点�

で
も
あ
っ
た
。
人
間

が
自
己
の
認
識
能
力
と
実
践
能
力
と
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
能
力
を
展
開
さ
せ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
「
人
間
の
哲

学
」（
南
原
繁
）
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
起
点
と
す
る
一
貫
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
の
解
釈
に
お

け
る
評
価
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
充
分
に
果
た
せ
な
か
っ
た
人
間
理
論
の

統
合
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
感
性
と
理
性
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
人
間
像
に
能
動
性
が
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
契
約
論
者
が
人
間

の
自
由
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
個
人
は
論
理
的
な
自
己
完
結
に
至（

１３
）る

。
自
然
権
と
（
労
働
に
よ
る
）
生
産
力
の
拡
大
と
の

結
合
が
果
た
さ
れ
、
伝
統
的
な
立
憲
主
義
の
質
的
な
転
換
に
よ
っ
て
飛
躍
的
な
前
進
を
見
る
の
で
あ（

１４
）る

。
ま
た
、
ル
ソ
ー
に
至
っ
て

は
、
従
来
の
一
切
の
自
然
法
学
と
の
全
面
的
な
対
決
の
遂
行
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
啓
蒙
思
想
と
の
対
立
の
図
式
が
鮮
明
に
さ
れ（

１５
）る

。

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
い
う
現
実
の
桎
梏
を
打
破
し
て
隷
従
な
き
体
制
を
志
向
す
る
ル
ソ
ー
は
、「
少
な
く
と
も
一
回
の
全
員

一
致
」
に
よ
る
人
民
主
権
の
形
成
を
説
き
、
社
会
契
約
の
伝
統
的
形
式
の
う
ち
に
人
民
主
権
の
革
命
理
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ（

１６
）た

。

こ
の
よ
う
に
（
ロ
ッ
ク
が
ホ
ッ
ブ
ス
に
関
し
て
、
ま
た
ル
ソ
ー
が
前
二
者
に
関
し
て
、
必
ず
し
も
本
格
的
な
言
及
を
試
み
て
い
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
）
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
ル
ソ
ー
ま
で
の
流
れ
を
統
一
的
に
理
解
す
る
試
み
は
、「
個
人
」
に
よ
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
築
き
上

げ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
一
筋
の
思
想
の
血（

１７
）脈

」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
同
時
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
観
か
ら
す
る

ナラティヴとしての社会契約説成立史
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政
治
思
想
史
解
釈
が
日
本
に
お
い
て
定
着
し
て
い
く
こ
と
を
誘
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
契
約
説
成
立
史
の
現
代
的
意
義
と
し
て
福
田
が
強
調
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
的
な
違
い
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
所
与
性
と
超
越
性
と
の
統
一
」
を
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ（

１８
）る

。
そ
れ
は
、「
経
験
的
概
念
と
は
区
別

さ
れ
る
主
体
と
し
て
の
人
間
そ
れ
自
体
の
所
与
性
」
と
、「
単
な
る
客
体
で
は
な
く
主
体
と
し
て
の
独
自
性
を
も
つ
人
間
の
超
越

性
」
と
の
統
一
と
し
て
、「
個
人
」
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
社
会
契
約
説
の
自
己
完
結
性
は
、
現
実
の

人
間
に
お
け
る
理
性
的
側
面
と
非
理
性
的
側
面
と
の
二
重
性
を
克
服
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
そ
こ
に
は
政
治
に
お
け
る

非
理
性
的
契
機
を
し
か
も
な
お
人
間
的
に
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
政
治
社
会
の
根
拠
と
し
て
の
一
回
の
社
会
契
約
に
代
わ
る
べ
き
過

程
的
理
解
へ
の
手
掛
か
り
を
見
出
し
う
る
」
の
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
資
格
に
お
い
て
、「
文
化
一
般
の
構
成
者
と

な
る
べ
き
能
動
的
自
由
を
、
す
べ
て
の
個
人
に
、
普
遍
的
に
与
え
る
」。
そ
れ
ゆ
え
社
会
契
約
説
は
、
政
治
を
人
間
の
自
覚
的
営
為

と
し
て
不
断
に
と
ら
え
直
す
原
理
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

共
和
主
義
研
究
か
ら
の
批
判
―
―
自
然
と
作
為
の
連
続
的
契
機

こ
う
し
た
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
政
治
思
想
史
研
究
と
規
範
理
論
（
な
い
し
は
政
治
哲
学
）
と
の
直
接
的
な
接
合
の
下

に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
契
約
説
の
統
一
的
な
解
釈
は
、
現
実
政
治
に
対
し
て
新
た
な
規
範
理
論
を
構
築
す
る
と
い

う
強
い
信
念
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
の
解
釈
者
の
意
図
を
政
治
思
想
史
上
の
素
材
選
択
と
そ

の
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
あ
ぶ
り
出
し
た
の
が
、
言
う
ま
で

も
な
く
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
に
よ
る
思
想
史
方
法
論
の
展
開
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
主
義
が
陥
り
が
ち
な
時
代
錯
誤
の
問

題
、
言
い
換
え
れ
ば
思
想
史
解
釈
に
お
け
る
神
話
創
造
の
想
定
が
強
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ（

１９
）る

。
上
述
し
た
よ
う

《論 説》
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な
意
味
で
の
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
古
代＝

中
世
と
の
断
絶
性
か
ら
近
代
の
意
義
を
と
ら
え
、
共
同
体
を
構
成
す
る
個
人

と
い
う
視
点
か
ら
一
貫
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
弁
証
す
る
と
い
う
解
釈
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る

批
判
の
焦
点
は
、
解
釈
者
の
実
践
的
意
図
と
思
想
史
解
釈
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
が
、
哲
学
で
は
な
く
歴
史
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
理
解
は
、
言
説
に
対
す
る
権
力
作
用
が
他
者
の
有
す
る
権

力
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
言
語
の
関
係
性
と
連
続
性
に
着
目
す
る
と
い
う
方
法
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

政
治
言
説
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
諸
言
語
の
多
元
化
と
社
会
内
部
に
お
け
る
言
語
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
闘
争
の
中
で
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
全
く
異
な
る
政
治
思
想
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
与
性
と
の
断
絶
的
契
機
に
お
い
て

着
目
さ
れ
た
個
人
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
そ
の
存
在
論
的
理
解
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
を
表
象
す
る
言
葉
や
制
度
へ
の
歴
史
的
理
解
を

通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
大
胆
に
描
き
出
し
た
共
和
主
義
の
歴
史
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
経
て

中
世
ス
コ
ラ
主
義
へ
と
至
り
、
さ
ら
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
危
機
に
お
い
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
再
構
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
を
経
て
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

２０
）が

、
そ
れ

は
ま
さ
に
社
会
契
約
説
中
心
史
観
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
含
む
「
作
為
」
論
の
描
き
方
を
変
更
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。

共
和
主
義
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
権
利
」
よ
り
も
「
徳
」
で
あ
り
、
一
方
で
は
人
間
の
情
念
と
徳
を
政
治
共
同
体
へ
の
参
加
に
お

い
て
実
践
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
、
他
方
で
は
混
合
政
体
論
や
政
治
経
済
論
を
通
じ
た
共
通
善
の
具
現
化
と
い
う
契
機
が
注
目
さ
れ

（
２１
）た

。
そ
れ
は
、「
自
己
実
現
に
向
け
て
個
人
が
自
己
形
成
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
人
の
公
民
と
し
て
、
つ
ま
り
自
立
的
に
意
志
決
定

を
す
る
政
治
的
共
同
体
、
ポ
リ
ス
、
共
和
国
に
お
い
て
意
識
的
か
つ
自
律
的
な
参
加
者
と
し
て
行
為
す
る
場
合
の
み
可
能
で
あ
る
」

ナラティヴとしての社会契約説成立史
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と
主
張
す
る
思
考
様
式
で
あ
る
。
逆
に
、
所
与
性
批
判
に
よ
っ
て
個
人
の
み
が
実
在
で
あ
る
と
理
解
す
る
自
由
主
義
の
法
学
的
な
言

説
様
式
は
、「
個
人
を
権
利
の
担
い
手
、
所
有
者
と
し
て
定
義
し
た
た
め
に
、
個
人
を
自
治
に
参
加
す
る
の
に
適
当
な
人
格
の
持
ち

主
と
し
て
定
義
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
主
権
を
人
格
に
基
礎
づ
け
る
試
み
が
必
ず
し
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
が
見
出
さ
れ

る
。
個
人
の
政
治
的
主
体
性
は
、
社
会
契
約
説
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
和
主
義
の
歴
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
公
民
概

念
に
見
出
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
は
、
そ
う
し
た
政
治
的
主
体
性
が
国
家
と
の
関
わ
り
で
見
出
さ
れ
る
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
統
治
者
な
い
し

国
家
のstatus

が
統
治
者
お
よ
び
被
治
者
と
区
別
さ
れ
、
あ
る
一
定
の
領
域
内
に
お
け
る
至
高
の
政
治
的
権
威
を
構
成
す
る
公
的
権

力
の
一
形
態
と
し
て
のstate
へ
変
化
し
た
過
程
に
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
を
見
出（

２２
）す

。
そ
こ
か
ら
国
家
の
本
質
・
権
力
・
服
従
を

命
ず
る
権
利
と
い
っ
た
諸
要
素
の
関
係
を
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
言
説
の
一
七
世
紀
に
お
け
る
定
着
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

国
家
が
独
占
す
る
政
治
権
力
は
、
権
利
・
自
然
法
・
共
通
善
・
正
義
な
ど
と
い
っ
た
諸
規
範
を
強
制
す
る
も
の
に
外
な
ら
ず
、
そ
の

行
使
主
体
の
変
遷
は
様
々
に
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
法
的
か
つ
普
遍
的
に
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
政
治
権
力
自
体
も
そ
れ
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
存
続
の
正
統
性
と
な
る
。
国
家
を
め
ぐ
る
法
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
形
式
は
、
時
代
に
お
い
て
見
出

さ
れ
る
相
互
に
異
質
な
要
素
の
意
図
せ
ざ
る
組
み
合
わ
せ
と
戦
略
的
偶
然
性
を
伴
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
角
か
ら
す
る
と
、
自
由
の
概
念
は
、
個
人
と
秩
序
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
こ�

そ�

と
ら
え
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
共
和
主

義
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
人
間
の
自
然
的
身
体
と
政
体
の
政
治
的
身
体
と
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
個

人
の
自
由
と
い
う
も
の
が
統
治
体
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。「
自
由
な
国
家
」
と
は
、
個
人
の
自

然
権
を
契
約
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
国
家
が
保
障
す
る
と
と
ら
え
る
社
会
契
約
説
と
は
異
な
り
、「
統
治
体
の
行
為
が
構
成
員
全
体

の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
共
同
体
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
自
由
な
国
家
」
の
下
で
反
支
配
と
政
治

《論 説》
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的
自
由
の
原
理
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
混
合
政
体
論
を
は
じ
め
と
し
た
制
度
論
を
、
他
方
で
は
公
民
の
政
治
参
加
や

徳
の
強
調
な
ど
の
道
徳
政
治
論
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
キ
ナ
ー
は
、
こ
の
系
譜
が
ホ
ッ
ブ
ス
と
対
置
し
て
い
る
と
い
う
構
図

に
着
目
し
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
由
論
が
、
主
権
を
め
ぐ
る
国
王
と
議
会
と
の
対
立
に
対
し
て
「
国
家
（
法
人
）」
と
い
う
新
し

い
言
説
を
提
示
し
た
点
を
強
調
す
る
の
で
あ（

２３
）る

。
そ
れ
は
、
政
治
権
力
な
い
し
は
法
の
強
制
力
が
及
ば
な
い
私
的
領
域
を
個
人
の
権

利
と
し
て
表
象
す
る
、
あ
く
ま
で
も
消
極
的
自
由
に
外
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ（

２４
）た

。

こ
う
し
た
政
治
的
人
文
主
義
の
思
想
史
は
、
自
然
と
の
断
絶
的
契
機
の
下
に
個
人
の
作
為
的
契
機
を
見
出
そ
う
と
し
た
近
代
政
治

思
想
の
描
き
方
と
は
異
な
っ
て
、
む
し
ろ
自
然
と
の
連
続
性
を
見
出
し
な
が
ら
、
自
然
的
秩
序
を
前
提
と
す
る
道
徳
規
範
の
存
在
と

い
う
も
の
を
、
解
釈
さ
れ
る
言
説
の
理
解
を
通
じ
て
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
保
守
的
な
側
面
を
内
包
す
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
と
作
為
を
断
絶
的
に
と
ら
え
る
見
方
か
ら
の
評
価
に
す
ぎ
ず
、
逆
に
言
え
ば
、
社
会
契
約
説
が
「
構
成

原
理
」
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
自
然
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
依
然
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ（

２５
）る

。三

自
然
権
・
自
然
法
再
考
―
―
共
同
体
と
個
人
の
相
互
性

共
和
主
義
研
究
が
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
も
た
ら
し
た
意
義
は
、
政
治
思
想
史
研
究
と
規
範
理
論
（
な
い
し
は
政
治
哲
学
）

と
の
直
接
的
な
接
合
を
回
避
し
、
現
実
政
治
に
対
す
る
規
範
理
論
の
構
築
と
い
う
課
題
を
、
政
治
思
想
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
内

在
的
に
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
問
わ
れ
る
の
は
、
社
会
契
約
説
を
構
成
し
て
い
る
言
説
や
そ
の
規
範

的
基
盤
を
歴
史
的
に
解
き
明
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
規
範
理
論
へ
と
接
合
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
と
ら
え
る
こ
と

で
あ
る
。
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ゴ
フ
や
レ
ス
ノ
フ
と
い
っ
た
社
会
契
約
説
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
契
約
説
の
思
想
史
的
伝
統
を
考
え
れ
ば
、

「
個
人
」
の
析
出
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
基
盤
と
切
断
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
い
か
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ（

２６
）る

。
そ

も
そ
も
人
々
の
同
意
を
政
治
社
会
の
存
在
根
拠
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
思
想
は
、
何
も
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
限
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
西
欧
の
知
的
伝
統
に
お
い
て
幅
広
く
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
一
一
世
紀
の
マ
ネ
ゴ
ー
ル
ド
、
一
四
世
紀
の

エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
、
一
六
世
紀
の
サ
ラ
モ
ニ
オ
、
べ
ザ
、
モ
ル
ネ
ー
（
ブ
ル
ト
ゥ
ス
）、
ビ
ト
リ
ア
、
フ
ッ
カ
ー
、
一
七
世
紀
の
ス

ア
レ
ス
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
い
っ
た
契
約
論
者
は
す
べ
て
含
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
神
と
人

間
、
統
治
者
と
被
治
者
と
の
間
の
垂
直
的
な
統
治
契
約
や
人
民
と
し
て
の
一
体
性
を
形
成
す
る
水
平
的
な
社
会
契
約
が
交
錯
し
て
は

い
る
も
の
の
、
徹
底
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
目
的
論
を
志
向
す
る
自
由
意
志
論
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
然
と
の
断

絶
と
い
う
視
角
か
ら
は
見
落
と
さ
れ
る
倫�

理�

的�

な�

力�

が
前
提
と
さ
れ
て
い（

２７
）る

。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
目
的
論
に
基
づ
く
存
在
論
的
根

拠
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
垂
直
お
よ
び
水
平
な
契
約
自
体
が
成
り
立
ち
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
社
会
契
約
説
そ
れ
自
体
を
支
え
る
規
範
的
基
盤
と
論
理
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

社
会
契
約
説
と
密
接
不
可
分
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
自
然
権
・
自
然
法
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
自
然
と
の
連
続
性
に

お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
近
年
の
研
究
動
向
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ｒ
・
タ
ッ
ク
は
自
然
権
の
思
想
史
を
描
く
中
で
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
独
特
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
い（

２８
）る

。
も
と
も
と
近
代
自
然
法
の
政

治
思
想
史
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
人
文
主
義
や
国
家
理
性
論
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
グ
ロ
チ
ウ
ス
を
転
換
点

と
見
な
が
ら
、
そ
の
後
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
へ
の
接
合
を
図
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ッ
ク
は
、（『
自
然
権
理
論

史
』
で
は
そ
う
し
た
見
方
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
著
作
で
は
）
人
文
主
義
や
国
家
理
性
論
と
の
連
続
的
契
機
に
注
目

し
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
っ
た
懐
疑
主
義
と
い
う
論
脈
で
あ
っ
た
。
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こ
の
懐
疑
主
義
が
諸
言
説
の
結
合
に
お
い
て
持
つ
意
味
に
つ
い
て
タ
ッ
ク
は
、
道
徳
的
諸
原
理
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
懐
疑
主
義

は
、
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
ま
た
は
法
的
な
規
範
を
乗
り
越
え
る
必
要
性
へ
の
徹
底
し
た
確
信
の
た
め
の
必
要
条
件
と
言
っ
て
も
よ

い
と
指
摘
し
て
い（

２９
）る

。
一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
リ
プ
シ
ウ
ス
に
典
型
的
な
懐
疑
主
義
・
新
ス
ト
ア
主
義
・
新
し
い
人
文
主
義
・
国

家
理
性
の
結
合
は
、
一
七
世
紀
に
入
っ
て
グ
ロ
チ
ウ
ス
以
降
の
思
想
家
に
よ
っ
て
自
然
法
と
自
然
権
と
い
う
言
説
へ
と
転
換
せ
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
認
識
論
と
し
て
の
懐
疑
主
義
・
道
徳
と
し
て
の
相
対
主
義
・
人
間
行
為
と
し
て
の

科
学
と
い
う
形
で
組
み
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ（

３０
）る

。
中
で
も
自
然
権
と
い
う
言
説
に
お
い
て
は
、
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
ポ
ス
ト
懐
疑
主
義
が
自
己
保
存
の
観
点
に
お
い
て
普
遍
的
に
結
合
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（

３１
）る

。

人
民
の
生
命
や
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
状
況
下
に
お
い
て
、
そ
の
「
必
要
」
に
よ
っ
て
国
家
が
導
き
出
さ
れ
る
。
自
己
保
存
を
目
的

と
す
る
国
家
理
性
は
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
自
然
法
を
通
じ
た
制
約
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
自
然
法
を
自
己
保
存

の
権
利
と
他
者
に
対
す
る
侵
害
の
不
当
性
と
い
う
最
小
限
の
意
味
内
容
で
と
ら
え
、
そ
れ
を
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
平
和
へ
の
追
求
と
自
己

防
衛
の
手
段
を
判
断
す
る
自
由
の
一
斉
放
棄
と
い
っ
た
形
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
疑
主
義
を
克
服
す
る
国
家
主
権
を
導

き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
タ
ッ
ク
は
、
国
家
理
性
論
の
中
心
に
ホ
ッ
ブ
ス
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

ま
た
Ａ
・
ブ
レ
ッ
ド
は
、
中
世
の
主
意
主
義
の
伝
統
の
中
に
個
人
の
諸
権
利
の
起
源
を
探
求
し
、
自
然
権
を
め
ぐ
る
語
彙
の
変
遷

の
延
長
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ス
を
位
置
づ
け
て
い（

３２
）る

。
そ
の
探
求
の
射
程
は
、
一
三
世
紀
の
ト
マ
ス
か
ら
一
六
世
紀
の
（
新
ト
マ
ス
主

義
で
あ
る
）
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
復
権
と
は
異
な
る
、
自
然
的
自
由
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ

て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
学
に
由
来
す
るius

は
、
近
代
自
然
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
自
然
権＝

個
人
的
権
利

（suvjective
right

）」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
の
元
来
の
意
味
は
、
個
人
へ
の
帰
属
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス＝

ト
マ
ス
の
「
自
然
法＝

客
観
的
正
義
（objective

right

）」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
継
承
の
文
脈
に
お
い
て
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主
観
的
権
利
の
意
味
を
持
っ
た
言
葉
が
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
主
意
主
義
・
唯
名
論
・
現
実
主
義
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
表
現
を
伴
い
な
が
ら
展
開
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
り
わ
け
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
の
ビ
ト
リ
ア
や
ソ
ト
は
、
ト
マ
ス
主
義
の
再
解
釈
を
通
じ
て
主
観
的
権
利
を
提
唱
し
た
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
ヴ
ァ
ス
ケ
ス
は
彼
ら
と
の
格
闘
を
経
な
が
ら
、
法
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
的
自
由
と
し
て
の
権
利
を
導
い
た
。
ブ
レ
ッ

ト
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
ケ
ス
の
特
徴
は
事
実
に
基
礎
を
置
く
権
利
と
い
う
視
点
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
同
意
な
い
し
は
契
約

に
よ
っ
て
の
み
制
約
さ
れ
る
絶
対
的
な
自
然
的
自
由
と
い
う
法
学
概
念
に
基
礎
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
学
を
は
じ
め
と

し
た
様
々
な
領
域
の
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
権
利
の
主
意
主
義

的
・
法
学
的
基
礎
は
、
ま
さ
に
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
権
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ（

３３
）る

。

こ
の
よ
う
に
タ
ッ
ク
や
ブ
レ
ッ
ト
の
議
論
は
、
自
然
権
・
自
然
法
の
言
説
を
め
ぐ
る
歴
史
的
展
開
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
た
が
、
こ

れ
を
さ
ら
に
規
範
理
論
と
し
て
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
が
Ｂ
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、ius

を
め
ぐ
る
「
自
然
権＝

個
人
的
権
利
」
の
側
面
と
「
自
然
法＝

客
観
的
正
義
」
と
の
関
係
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
が
、
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
そ
こ
に
積
極
的
な
相

互
関
係
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
自
然
権
と
自
然
法
は
、
一
方
が
他
方
か
ら
派
生
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間

の
人
格
性
を
め
ぐ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
双
方
向
的
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ（

３４
）る

。

ius

と
は
、
個
人
の
主
観
的
な
能
力
と
し
て
の
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
範
囲
を
許
容
す
る
と
い
う
意
味

で
の
自
然
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
自
然
法
と
は
、
客
観
的
な
命
令
や
禁
止
を
人
間
に
対
し
て
一
方
的
に
示
さ
れ
る
規
範
で
あ
る
他

に
、
個
人
の
自
由
な
裁
量
を
許
容
す
る
と
い
う
側
面
を
有
し
て
お
り
、
自
然
権
は
そ
れ
を
権
利
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

所
有
権
を
め
ぐ
る
法
学
的
な
議
論
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
許
可
的
な
自
然
法
（perm

is-

sive
naturallaw

）
に
よ
れ
ば
、
個
人
と
し
て
の
自
然
権
も
、
理
性
を
通
じ
た
個
々
人
の
行
為
と
し
て
、
そ
れ
自
体
道
徳
的
で
あ
る
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と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ（

３５
）る

。

こ
う
し
た
自
然
権
と
自
然
法
の
双
方
向
性
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
個
人
の
自
然
権
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
テ
ィ
ア

ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
教
会
法
を
め
ぐ
る
解
釈
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
公
会
議
主
義
や
立
憲
主
義
、
さ
ら
に
は
サ
ラ
マ
ン
カ
学

派
の
自
然
法
論
と
い
う
壮
大
な
思
想
空
間
の
中
で
発
展
し
て
い
く
。ius

natural

は
、
自
然
法
で
あ
る
と
と
も
に
個
人
の
能
力
で

も
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
す
で
に
ヴ
ィ
レ
や
オ
ッ
カ
ム
ら
の
思
想
に
明
確
な
起
源
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
ジ
ェ
ル
ソ
ン
、
ビ
ト

リ
ア
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
を
経
て
、
ロ
ッ
ク
や
ヴ
ォ
ル
フ
ヘ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
逆
に
、
こ
の
自
然
権
思
想
史
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、

ホ
ッ
ブ
ス
は
所
与
性
と
の
断
絶
的
契
機
を
も
た
ら
し
た
思
想
家
と
し
て
、
例
外
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
。ius

と
は
、
ス
ア

レ
ス
や
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
道
徳
的
な
力
で
あ
っ
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
主
観
的
な
力
で
し
か
な
く
、
そ

れ
自
体
に
は
何
ら
道
徳
性
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
自
然
法
は
あ
く
ま
で
も
内
面
の
法
廷
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
然
権
は
外
面
の

領
域
に
お
け
る
絶
対
的
な
主
観
的
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
然
状
態
を
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ（

３６
）る

。

こ
う
し
た
理
解
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
を
起
点
と
す
る
自
然
権
・
自
然
法
理
解
が
い
か
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
か
は
明

ら
か
で
あ
る
。
所
与
性
と
断
絶
す
る
か
否
か
と
い
う
解
釈
基
準
で
、
社
会
契
約
説
と
支
配
服
従
契
約
と
を
区
別
し
、
イ
ギ
リ
ス
自
然

法
学
と
大
陸
自
然
法
学
と
を
対
抗
図
式
で
と
ら
え
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
以
前
の
思
想
史
理
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
個
人

の
権
利
が
所
与
の
共
同
体
と
の
相
互
性
の
中
で
見
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
を
あ
ま
り
に
も
見
失
わ
せ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。

四

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
再
構
成
に
向
け
て

以
上
の
議
論
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
相
対
化
す
る
流
れ
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
所
与
性
と
の
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断
絶
お
よ
び
個
人
主
義
の
視
角
に
社
会
契
約
説
の
評
価
軸
を
置
く
こ
と
は
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
思
想
家
個
人
め
ぐ
る
個
別
研
究
が
展
開

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
再
構
成
す
る
視
点
を
見
出
し
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
後
者
の
観
点
に
絞
っ
て
さ
ら
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

前
節
で
触
れ
た
自
然
権
・
自
然
法
を
め
ぐ
る
再
解
釈
が
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
の
関
わ
り
で
有
す
る
特
徴
と
し
て
、
さ
し

あ
た
り
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
自
然
権
の
規
範
性
は
、
所
与
性
と
断
絶
し
た
個
人
が
そ
れ
自
体
と
し
て

有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
保
存
と

私
的
所
有
（
利
益
）
は
所
与
の
自
然
あ
る
い
は
規
範
的
秩
序
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ

る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
共
同
体
と
個
人
と
の
関
係
が
模
索
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、
そ
れ

を
規
範
論
と
し
て
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ（

３７
）た

。
そ
こ
に
は
西
欧
の
自
然
権
・
自
然
法
が
「
全
体
論
か
個
人
主

義
か
」
と
い
う
相
互
排
他
的
な
対
抗
図
式
で
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
見
方
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ（

３８
）る

。

第
二
に
、
そ
の
共
同
体
と
個
人
と
の
関
係
こ
そ
が
、
秩
序
の
構
成
原
理
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か

も
重
要
な
の
は
、
国
家
と
個
人
と
い
う
単
一
的
な
図
式
の
み
な
ら
ず
、polis

、res
publica

、civitas

、church

、com
m
on-

w
ealth

な
ど
様
々
な
規
模
と
意
味
を
有
す
る
共
同
体
と
個
人
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
ッ
ク
は
、
相

対
主
義
と
懐
疑
主
義
と
の
格
闘
と
い
う
論
脈
に
お
い
て
秩
序
統
合
の
現
実
主
義
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、

多
元
主
義
の
騎
手
で
あ
る
Ｊ
・
Ｎ
・
フ
ィ
ッ
ギ
ス
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
中
世
の
ロ
ー
マ
法
学
と
教
会
法
学
の
伝
統
に
内
在
す
る

中
世
の
団
体
理
論
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ブ
レ
ッ
ト
は
、
そ
の
自
然
権
思
想
と
国
家
と
の
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
自

然
と
政
治
共
同
体
と
の
境
界
線
、
さ
ら
に
は
政
治
共
同
体
相
互
の
境
界
線
に
注
目
し
、
む
し
ろ
そ
の
境
界
線
を
ま
た
が
る
政
治
的
緊

張
関
係
へ
と
議
論
を
発
展
さ
せ
て
い（

３９
）る

。
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こ
う
し
た
解
釈
視
角
の
広
が
り
の
も
と
に
改
め
て
社
会
契
約
説
を
と
ら
え
る
と
、
従
来
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
評

価
は
大
き
く
多
様
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
契
約
」
概
念
は
、「
個
人
」
の
「
作
為
」
と
い
う
解
釈
枠
組
か
ら
解
放
さ
れ
、

伝
統
的
な
法
学
概
念
（
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
学
）
を
政
治
権
力
の
弁
証
な
い
し
は
批
判
に
援
用
さ
れ
た
意
図
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
な（

４０
）る

。
ま
た
、
そ
の
規
範
理
論
へ
の
接
合
に
つ
い
て
も
、
歴
史
内
在
的
な
課
題
設
定
と
の
対
話
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
そ
の
素
材
選
択
と
規
範
理
論
の
可
能
性
に
お
い
て
、
テ
ィ
ア
ニ
ー
や
ブ
レ
ッ
ト
ら
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、
ロ
ー
マ
法
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
政
治
共
同
体
全
体
が
有
す
る
不
可
譲
の
主
権
は
共
同
体
内
の
い
か
な
る
立
場

よ
り
も
優
越
し
、
人
民
の
同
意
に
基
づ
く
世
俗
統
治
の
法
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
と
、
教
会
法
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
教
皇
主
義
に
対

抗
す
る
形
で
登
場
し
た
公
会
議
主
義
が
、
人
民
を
通
じ
て
神
か
ら
権
威
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
教
会
と
い
う
団
体
全
体
の
優
位
性
を

主
張
し
た
こ
と
と
を
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の
両
者
が
立
憲
主
義
思
想
と
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
結
実
し
た
と
し
て
い（

４１
）る

。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
自
然
主
義
、
ス
ト
ア
主
義
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
諸
要
素
を
結
合
さ
せ
た
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
自
然
法

に
基
づ
く
人
間
の
平
等
性
と
服
従
に
伴
う
同
意
の
不
可
欠
性
を
強
調
し
、
独
自
の
立
憲
主
義
を
形
成
し
た
と
い
う
評
価
で
あ
る
。

ま
た
ブ
レ
ッ
ト
は
、
ビ
ト
リ
ア
や
ソ
ト
ら
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
に
お
い
て
は
、
自
然
に
よ
っ
て
政
治
権
力
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
自
然
と
主
意
主
義
的
形
式
と
の
結
合
を
な
そ
う
と
し
た
思
想
家
と
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
取
り
上
げ
て
い（

４２
）る

。

人
間
の
生
は
、
様
々
な
次
元
と
規
模
の
共
同
体
と
い
う
場
所
と
と
も
に
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
そ
の
多
層
的

な
秩
序
構
想
に
お
い
て
、
共
同
体
間
の
境
界
線
を
開
放
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
点
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
従
来
の
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
は
、
本
格
的
な
射
程
に
入
る
も
の
で
は
な
か
っ（

４３
）た

。
一
般
的

に
言
っ
て
も
、
一
六
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
代
状
況
の
中
に
お
け
る
立
憲
主
義
と
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
延
長
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
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（
４４
）が

、
共�

同�

体�

と�

個�

人�

と�

の�

双�

方�

向�

的�

な�

ダ�

イ�

ナ�

ミ�

ズ�

ム�

と
い
う
解
釈
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
接
近
し
、
同
時
に

そ
の
規
範
理
論
と
し
て
の
可
能
性
が
広
が
っ
て
く
る
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
そ
う
し
た
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
再
構
成
す
る

に
あ
た
っ
て
、
一
つ
の
重
要
な
契
機
に
な
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会
契
約
説

〈
政
治
・
人
間
・
共
生
〉

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
っ
て
長
い
忘
却
の
歴
史
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
思
想
家
で
あ（

４５
）る

。
ア
ル
ト

ジ
ウ
ス
は
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
エ
ム
デ
ン
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
北

西
部
）
で
活
躍
し
た
法
・
政
治
学
者
で
あ
り
、
そ
の
諸
理
論
は
、
ロ
ー
マ
法
論
、
自
然
法
論
、
神
学
政
治
論
、
社
会
契
約
論
、
人
民

主
権
論
な
ど
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
と
並
ん
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
拠
点
で
あ
っ
た
東
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
に
お

け
る
エ
ム
デ
ン
市
の
自
立
へ
向
け
た
闘
争
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
独
立
革
命
に
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
絶
対
主
権
へ
の
対
抗
を
通

じ
て
、
権
力
が
分
散
し
た
多
層
的
秩
序
の
構
想
を
試
み
て
い
る
。

彼
の
主
著
『
政
治
学
（Poli

（
４６
）

tica

）』
で
は
、
十
戒
の
教
え
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
第
一
板
が
教
会
的
生
活
を
律
す
る
「
敬

虔
」
で
あ
り
、
第
二
板
が
世
俗
的
生
活
を
律
す
る
「
正
義
」
の
基
盤
と
し
て
、
人
間
の
共
同
体
を
規
範
的
に
支
え
て
い
る
と
さ
れ（

４７
）る

。

こ
の
十
戒
は
、
圧
政
に
苦
し
む
ヘ
ブ
ラ
イ
人
が
モ
ー
セ
の
導
き
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
か
ら
脱
出
し
、
カ
ナ
ン
の
地
に
お
い
て
民
族
の

再
建
を
目
指
し
て
シ
ナ
イ
山
で
神
と
結
ん
だ
約
束
で
あ
り
、
そ
の
後
の
宗
教
契
約
に
基
づ
く
政
治
共
同
体
の
基
礎
と
し
て
、
西
欧
の

政
治
思
想
に
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ（

４８
）る

。
こ
の
神
と
ヘ
ブ
ラ
イ
人
と
の
相
互
的
な
「
契
約
（pactum

）」
は
、
神
が
人
間
に
与
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え
た
「
神
聖
か
つ
自
然
の
法
（jus

divinum
etnaturale

）」
で
あ
り
、
神
へ
の
義
務
を
通
じ
た
隣
人
へ
の
愛
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
の
共
同
体
の
源
泉
（Politica,I-§§

２２

―２３

）
な
の
で
あ（

４９
）る

。

し
か
も
、
そ
の
共
同
体
の
境
界
は
他
者
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
世
捨
て
人
や
祖
国
を
持
た
な
い
人
は
、

確
固
た
る
家
族
の
守
護
神
を
持
た
ず
、
生
活
の
た
め
の
居
住
地
も
な
く
、
不
幸
な
存
在
で
あ
り
、
自
分
に
も
他
の
人
に
も
有
益
性
を

も
た
ら
さ
な
い
。
人
間
社
会
に
自
ら
を
入
り
込
ま
せ
る
こ
と
な
し
に
、
隣
人
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
他
の
人
た
ち
に
利
益
を
も

た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」（Politica,

I-§
２５

）。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
と
っ
て
の
共
同
体
は
、
神
へ
の
愛
で
あ
る
「
敬
虔
」

と
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
隣
人
へ
の
愛
へ
と
人
々
を
誘
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
政
治
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

（Politica,-X
X
I§

４１

）。

人
々
が
結
合
す
る
共
同
体
は
、
自
然
に
お
い
て
、
人
間
の
生
物
的
な
本
能
か
ら
生
成
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
神
へ
の

義
務
を
果
た
す
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
他
者
と
と
も
に
あ
る
生
活
を
営
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
の
必
要
性
の

充
足
に
加
え
て
、
他
者
の
必
要
性
の
充
足
の
た
め
に
、
人
間
は
自
ら
政
治
共
同
体
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
ル
ト

ジ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
人
間
が
自
然
法
に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
共
同
体
に
お
け
る
結
合
と
い
う
形
で
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
目
的
を
与
え
ら
れ
た
自
然
に
基
づ
く
共
同
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き（

５０
）る

。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
共
同
体
は
極
め
て
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ア
ル

ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
と
人
間
を
め
ぐ
る
理
解
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
政
治
学
者
は
、
正
し
く
、
何
が
主
権
の
源
泉
で
あ
る
か
を
論
じ
、

そ
し
て
、
な
に
が
組
織
さ
れ
る
べ
き
国
家
に
つ
い
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
尋
ね
判
断
す
る
。
法
学
者
は
、
し
か
し
、
将
来
、

こ
れ
ら
の
主
権
の
源
泉
か
ら
、
そ
し
て
人
民
と
君
主
と
の
間
に
結
ば
れ
た
契
約
か
ら
、
法
／
権
利
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
詳
細
に
論

じ
る
。
ど
ち
ら
も
、
そ
れ
ゆ
え
、
正
し
く
〔
論
じ
て
い
る
〕。
前
者
は
、
事
実
に
つ
い
て
、
後
者
は
、
前
者
の
法
／
権
利
に
つ
い
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て
」（Politica,praefatio

）。
彼
に
と
っ
て
、
政
治
学
と
は
事
実
（factum

）
に
関
す
る
情
報
・
示
唆
・
知
識
を
明
ら
か
に
し
、
主
権

の
諸
源
泉
（capita

m
ajestatis

）
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
学
と
は
主
権
の
諸
源
泉
に
基
づ
い
て
権
利
（jus

）
を
引

き
出
し
、
法
的
判
断
を
推
論
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ（

５１
）る

。
要
す
る
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
考
え
て
い
る
政
治
は
、
主
権
と
い
う
法

学
的
枠
組
み
か
ら
権
力
に
よ
っ
て
事
実
を
規
定
し
て
い
く
よ
り
も
先
に
、
事
実
を
事
実
と
し
て
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
な

ぜ
政
治
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
を
根
源
的
に
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
事
実
か
ら
判
断
さ
れ
る
政
治
をsym

biotics

と
呼
び
、「
人
々
の
生
活
共
同
体
（consociatio

）

を
確
立
し
、
育
み
、
保
持
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
人
々
を
結
合
す
る
技
術
」（Politica,I-§§

１

―２

）
と
し
て
、「
共
生
（sym

bio-

sis

）」
を
具
現
す
る
営
み
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
（Politica,I-§§

３２

―３３

）。
こ
の
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の“
politiae

vocem
”

（『
政
治
学
』
第
三
巻
第
四
章
、
第
八
巻
第
一
〇
章
）
を
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
独
自
に
見
出
そ
う
と
し
た
概
念
で
あ

り
、
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
自
然
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人
間
は
「
共
生
者
（sym

bioticus,sym
biotes

）」
な
の

で
あ
る
。

〈
生
活
共
同
体
・
社
会
契
約
・
人
民
主
権
〉

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
生
活
共
同
体
と
は
、
共
生
者
が
相
互
に
助
け
合
う
こ
と
を
約
束
し
た
結
合
体
で
あ
り
、
魂
と
肉
体
の

生
活
を
相
互
に
支
え
合
い
な
が
ら
調
和
し
て
暮
ら
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。「
物
資
」「
奉
仕
」「
法
」
の
「
共
有
（com

m
unica-

tio

）」（Politica,I-§
７

）
を
通
じ
て
、
生
活
共
同
体
を
構
成
す
る
人
々
の
「
必
要
性
と
有
用
性
」（Politica,I-§§

８,１４,２２

―３１

）
を
充

足
し
、
補
完
（subsidia

）
し
合
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（Politica,I-§§

３

―４
）。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
生
活
共
同
体
を
規
定
し
て
い
る
自
然
法
を
め
ぐ
る
理
解
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
と
っ
て
の
自
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然
法
は
共
生
を
規
定
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、
具
体
的
に
は
生
活
共
同
体
と
個
人
と
の
関
係
性
を
通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
共
生
の
法
（lex

consociationis

）
は
、
主
に
自
給
自
足
、
秩
序
、
組
織
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
に

社
会
生
活
の
管
理
や
支
配
に
服
す
る
も
の
と
し
て
、
第
二
に
共
有
す
る
事
物
や
労
働
の
共
生
を
め
ぐ
る
範
囲
や
方
法
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
る
」（Politica,I-§

１０

）。
ま
た
「
共
生
の
権
利
（jus

sym
bioticum

）
は
、
私
的
な
生
活
共
同
体
に
お
け
る
共
生
者
が
、
そ

の
生
活
共
同
体
に
お
け
る
他
の
共
生
者
の
た
め
に
行
使
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
活
共
同
体
の
自
然
に
し
た
が
っ
て
変
わ
る
も
の
な
の

で
あ
る
」（Politica,II-§§

５

―６

）。
こ
こ
で
共
生
の
法
と
共
生
の
権
利
は
共
通
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
共
生

を
規
定
す
る
自
然
法
が
、
人
間
に
対
し
て
、
自
然
と
同
意
の
双
方
に
よ
っ
て
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
を
命
じ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ（

５２
）る

。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
生
活
共
同
体
の
構
成
に
お
い
て
社
会
契
約
の
概
念
を
用
い
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ（

５３
）る

。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
人
間
相
互
の
結
合
を
「
同
意
（conditio

）
に
基
づ
く
生
活
様
式
（vitae

genus

）
と
し
て
、「
契
約
（pac-

tum

）」
と
い
う
契
機
を
媒
介
さ
せ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、“societas”

と“
sym

biosis”

と
の
融
合
で
あ
る

“
consociatio”

が
個
々
人
に
お
い
て
自
覚
的
に
見
出
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
多
層
的
秩
序
は
、
各
人
相
互
の
契
約
か
ら
成
立
す
る
私
的
生
活
共
同
体
（consociatio

privata

）
と
私
的
生
活

共
同
体
相
互
間
の
契
約
か
ら
な
る
公
的
生
活
共
同
体
（consociatio

publica

）
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
は

「
家
族：

夫
婦
（conjugum

）・
血
縁
（propinquorum

）」
と
「
仲
間
団
体
（collegium

）」
が
含
ま
れ
、
後
者
に
は
、「
都
市

（universitatis

）」「
州
（provincia

）」
お
よ
び
「
普
遍
的
政
治
生
活
共
同
体
（universalis

m
ajor

consociatio

）」
が
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。「
あ
る
部
分
で
は
、
私
的
で
、
自
然
で
、
必
要
か
つ
自
発
的
な
諸
々
の
結
合
体
（societas

）
か
ら
、
ま
た
別
の
部
分
で

は
、
諸
々
の
公
的
な
結
合
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
混
合
さ
れ
た
結
合
体
は
、
普
遍
的
な
生
活
共
同
体
と
呼
ば
れ
る
。
支
配
権
、
王
国
、

ナラティヴとしての社会契約説成立史

７７



国
家
、
人
民
は
、
多
く
の
共
生
す
る
諸
生
活
共
同
体
と
特
殊
な
諸
団
体
の
同
意
に
よ
っ
て
一
つ
の
身
体
に
統
合
さ
れ
、
一
つ
の
法
の

下
に
集
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
完
全
な
意
味
で
の
政
治
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
諸
々
の
家
族
、
都
市
、
州
は
、
自
然
に
お
い

て
国
家
に
先
行
し
て
存
在
し
、
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（Politica,IX

-§
３

）。

こ
の
よ
う
に
各
々
の
生
活
共
同
体
は
、
自
立
し
た
固
有
性
が
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
よ
り
小
さ
な
単
位
か
ら
自
然
と
同
意
を
通
じ
て
、

よ
り
大
き
な
単
位
を
作
り
出
し
て
い
く
。
各
々
の
公
的
生
活
共
同
体
に
は
固
有
の
自
治
権
・
司
法
権
・
支
配
権
・
特
権
が
認
め
ら
れ
、

主
権
に
先
立
つ
諸
生
活
共
同
体
の
自
立
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
の
が
、
固
有
の
法

で
あ
り
、
支
配
権
（im

perium
）
と
は
こ
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
政
治
権
力
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
都
市
か
ら
始
ま
っ
て
州
（
領
邦
）
を
経
て
築
き
上
げ
ら
れ
る
主
権
国
家
は
、「
人
民
全
体
（populus

universus

）」
に

基
づ
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い（

５４
）る

。
こ
の
「
人
民
全
体
」
と
い
う
概
念
は
、
一
二
世
紀
以
降
の
ロ
ー
マ
法
学
の
展
開
の
中
で
、

『
学
説
彙
纂
』
を
め
ぐ
る
解
釈
と
し
て
問
わ
れ
た
問
題
、
つ
ま
り
法
の
効
力
は
人
民
の
同
意
に
存
す
る
の
か
、（
人
民
が
譲
渡
し
た
）

政
治
権
力
者
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
め
ぐ
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
立
場
は
、
テ
ィ

ア
ニ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
民
全
体
に
権
限
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ア
ゾ
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
具
現
化

に
つ
い
て
も
、
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
生
活
共
同
体
に
見
出
さ
れ
る
法
は
、
す
で
に
そ
の
構
成
員
に
よ
る
同
意
を
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
共
同
体
に
お
け
る
法
の
効
力＝

自
治
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
点
で
は
、
明
ら
か
に
バ
ル

ト
ル
ス
の
徒
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
全
体
と
し
て
の
視
点
は
、「
王
国
の
所
有
権
は
人
民
に
属
し
、
管
理
は
国
王
に
属
す
る
（Regniproprietas

estpopuli,et

adm
inistration

regis

）」（Politica,IX
-§

４

）
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
人
民
と
王
国

（
な
い
し
共
和
国
）
を
同
一
の
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
（Politica,-IX

§§
１８

―１９
）。
そ
れ
ゆ
え
統
治
（adm

inistratio

）
の
問
題
は
、
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王
国
か
ら
権
力
行
使
を
委
託
さ
れ
た
者
が
統
治
者
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
統
治
者
は
人
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
国
家
の
管
理
を
行
う

と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

規
範
理
論
と
し
て
の
社
会
契
約
説

以
上
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
思
想
に
お
け
る
社
会
契
約
説
の
側
面
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
先
に
指
摘
し
た
共
同
体
と

個
人
と
の
双
方
向
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
内
在
し
て
い
る
。
所
与
の
自
然
あ
る
い
は
規
範
的
秩
序
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
ら
れ
る

個
人
は
、
重
層
的
に
位
置
す
る
複
数
の
生
活
共
同
体
に
お
い
て
固
有
の
生
を
営
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
見
ら
れ
た
社
会
契
約

は
、
自
分
が
必
要
と
す
る
生
活
共
同
体
を
導
く
条
件
た
る
自
発
的
な
同
意
を
表
象
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
共
同
体
と
個
人

と
の
関
係
を
重
層
的
に
導
く
構
成
原
理
で
あ
っ
た
。
新
た
な
政
治
概
念
に
基
づ
い
て
、
よ
り
小
さ
な
生
活
共
同
体
の
自
立
性
を
尊
重

さ
れ
、
立
憲
主
義
に
基
づ
く
多
層
的
秩
序
を
統
合
す
る
政
治
術
と
実
践
知
が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
は
、
近
代
国
家
の
形
成
に
お
い
て

独
特
の
地
位
を
占
め
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
ボ
ダ
ン
に
対
抗
し
な
が
ら
多
層
的
秩
序
を
構
想
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
主
権
国
家
の
相
対
化
が
進
行

す
る
現
代
に
お
い
て
、
新
た
な
規
範
理
論
と
し
て
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会
契
約
説
に
多
元
的

国
家
論
や
補
完
性
原
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
解
釈
は
、
ボ
ダ
ン
や
ホ
ッ
ブ
ス
の
主
権
国
家
論
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
導
い
て

い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ（

５５
）る

。

こ
の
よ
う
に
共
同
体
と
個
人
と
の
双
方
向
的
な
関
係
性
と
い
う
歴
史
内
在
的
な
視
点
か
ら
社
会
契
約
説
を
と
ら
え
る
と
、
従
来
の

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
思
想
家
の
選
択
（
研
究
対
象
）
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
個
人
主
義＝

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
限
ら
れ
な
い
素
材
選
択
は
、
社
会
契
約
説
の
規
範
理
論
と
し
て
の
可
能
性
を
豊
か
に
拓
く
も
の
と
な
り
う
る
の
で
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あ
る
。

最
後
に
現
代
に
お
け
る
規
範
理
論
と
し
て
の
可
能
性
に
言
及
し
て
お
く
な
ら
ば
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
現
代

社
会
契
約
説
は
、
や
は
り
個
人
主
義
的
な
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
陥
穽
に
陥
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
社
会
契

約
説
は
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
の
社
会
契
約
説
を
高
度
に
抽
象
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
な
側
面
を
排
除
し
、「
公
正

と
し
て
の
正
義
」
の
原
理
の
導
出
を
説
明
す
る
論
理
的
な
仮
構
（hypotheticalideal

）
で
あ（

５６
）る

。
正
義
原
理
を
導
出
す
る
出
発
点

と
し
て
の
「
原
初
状
態
（the

originalposition

）」
は
、
社
会
契
約
説
の
自
然
状
態
論
を
合
理
的
選
択
理
論
の
一
種
と
し
て
組
み
換

え
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
契
約
当
事
者
は
、「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
（the

veilofignorance

）」
に
よ
っ
て
自
ら
の
境
遇
や
社
会
的

地
位
、
資
産
や
能
力
・
知
性
等
と
い
っ
た
情
報
を
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
当
事
者
は
「
相
互
に
関
心
を
持
た
な
い
合
理
性

（the
m
utually

disinterested
rationality

）」
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
利
益
の
増
大
を
求
め
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
個
々
人
の
自
然
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
集
合
的
な
権
力
を
創
出
す
る
と
い
う
「
作
為
」
の
論
理
と
は
異
な
っ
て
、
政
治

社
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
の
損
失
と
便
益
を
考
慮
す
る
配
分
的
な
正
義
原
理
で
あ
る
と
し
て
も
、
所
与
性
と
の
断
絶
と
い
う
契
機

を
内
包
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
個
人
主
義
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
同
根
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
体
主
義
か
ら
の
批
判

を
受
け
る
こ
と
に
な（

５７
）り

、
ロ
ー
ル
ズ
が
政
治
的
転
回
に
よ
っ
て
同
時
代
の
規
範
的
秩
序
と
の
関
係
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
、

必
然
的
な
こ
と
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
法
的
主
体
の
固
定
化
や
法
的
言
説
に
内
在
す
る
暴
力
性
が
批
判
さ
れ

る
の（

５８
）も

、
所
与
性
と
の
断
絶
に
よ
る
規
範
理
論
の
抽
象
性
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
共
同
体
と
個
人
と
の
双
方
向
的
な
関
係
性
と
い
う
解
釈
視
角
が
有
す
る
意
味
は
、
現
代
社
会
契
約
説
の

再
構
成
を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
う
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
契
約
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
ま
さ
に
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と

と
ら
え
る
不
断
の
解
釈
性
に
お
い
て
、
そ
の
有
意
味
性
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
―
二
日
に
立
命
館
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
日
本
政
治
学
会
・
分
科
会
「
政
治
思
想
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
―
―
歴

史
叙
述
と
素
材
選
択
（
企
画
委
員
会
企
画
）」
で
報
告
し
た
原
稿
に
若
干
の
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）John

D
unn,“ contractualism

”
inThe

History
of

Political
Theory

and
other

Essays,
Cam

bridge:
Cam

bridge
U
niversity

Press,１９９６,pp.３９

―４２.

（
３
）
詳
し
く
は
、
関
谷
昇
『
近
代
社
会
契
約
説
の
原
理
―
―
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
像
の
統
一
的
再
構
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三

年
。
同
「
丸
山
眞
男
に
お
け
る
『
作
為
』
論
の
展
開
―
―
再
解
釈
と
再
定
式
化
に
向
け
て
」（
小
林
正
弥
編
『
丸
山
眞
男
論
―
―
主
体
的
作
為
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
、
市
民
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
七
五
―
一
一
七
頁
。
同
「
日
本
に
お
け
る
近
代
社
会
契
約
説
研
究
の
展
開
と
そ

の
意
義
」（『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）、
一
四
九
―
二
〇
〇
頁
。

（
４
）Leo

Strauss,NaturalRight
and

History,T
he

U
niversity

Press
ofChicago

Press,１９５３,pp.１６５

―１６６.

（
塚
崎
智
・
石
崎
嘉
彦
訳

『
自
然
権
と
歴
史
』、
昭
和
堂
、
一
九
八
八
年
、
一
八
一
―
一
八
二
頁
）：

Ａ
・
Ｐ
・
ダ
ン
ト
レ
ー
ブ
『
自
然
法
』（
久
保
正
幡
訳
）、
岩
波
書
店
、

一
九
五
二
年
、
七
〇
―
九
四
頁
。

（
５
）R.G.Collingw

ood,The
Idea

ofNature,O
xford,１９６０,pp.９３

―１１２.

（
６
）Leo

Strauss,PoliticalPhilosophy?
an

W
hat

is
the

d
Other

Studies,T
he

Free
Press

of
Glencoe,Illinois,１９５９,pp.４０

―５５.

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
近
代
的
枠
組
み
の
中
に
社
会
契
約
説
を
位
置
づ
け
る
。
合
わ
せ
て
以
下
も
参
照
。
藤
原
保
信
『
政
治
理

論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
』、
岩
波
書
店
、
七
三
―
八
六
頁
。
同
『
自
然
観
の
構
造
と
環
境
倫
理
学
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
一
年
、
六
〇
―
一

〇
七
頁
。

（
７
）
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。
な
お
、
こ
の
著
作
を
政
治
思
想
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
位
置
づ
け
る

も
の
と
し
て
、
佐
々
木
毅
「
故
福
田
歓
一
先
生
の
学
問
的
遺
産
に
つ
い
て
―
―
一
つ
の
覚
書
」（『
政
治
思
想
学
会
会
報
』
第
２３
号
、
二
〇
〇
七
年
、

所
収
）
一
―
三
頁
。

（
８
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
福
田
歓
一
先
生
に
聞
く
」（『
福
田
歓
一
著
作
集
』
岩
波
書
店
、
第
十
巻
、
所
収
）。

（
９
）
福
田
、
前
傾
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
一
五
―
二
一
頁
、
二
三
四
頁
。

（
１０
）
同
、
二
三
―
四
一
頁
。
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（
１１
）
同
、
一
九
頁
。

（
１２
）
同
、
二
四
三
―
二
四
九
頁
。
福
田
は
、
こ
の
視
点
を
通
史
理
解
に
反
映
さ
せ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
・
ホ
ッ
ブ
ス
を
近
代
政
治
原
理
の

「
形
成
過
程
」、
ロ
ッ
ク
・
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
・
啓
蒙
思
想
を
「
展
開
過
程
」、
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
ル
ソ
ー
・
バ
ー
ク
・
功
利
主
義
・
カ
ン
ト
を

「
転
化
過
程
」
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
。

（
１３
）
福
田
、
前
掲
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
二
八
一
―
二
八
五
頁
。

（
１４
）
同
、
一
一
九
―
一
三
一
頁
。

（
１５
）
同
、
一
六
四
―
一
七
七
頁
。

（
１６
）
同
、
一
九
八
―
二
〇
五
頁

（
１７
）
前
田
康
博
「
解
説
」（『
福
田
歓
一
著
作
集
』
第
一
巻
）、
三
一
四
頁
。

（
１８
）
福
田
、
前
掲
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
三
九
三
―
四
〇
三
頁
。

（
１９
）
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
『
思
想
史
と
は
何
か
―
―
意
味
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』（
半
澤
孝
麿
・
加
藤
節
編
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

（
２０
）
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ．

ポ
ー
コ
ッ
ク
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
思
想
と
大
西
洋
圏
の
共
和
主
義
の
伝
統
』（
田
中

秀
夫
・
奥
田
敬
・
森
岡
邦
泰
訳
）、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

（
２１
）J.G.A

.Pocock,Politics,language
and

Tim
e:Essays

on
PoliticalThoughtand

History,Chicago
and

London:T
he

U
niversity

ofChicago
Press,１９８９,p８５.

（
２２
）
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎：

ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
時
代
』（
門
間
都
喜
郎
訳
）、
春
風
社
、
二
〇
〇
九
年
、
六
二
九
―
六

三
七
頁
。

（
２３
）Q

uentin
Skinner,Visions

ofPolitics,vol.III:Hobbes
and

CivilScience,Cam
bridge:Cam

bridge
U
niversity

Press,２００２,pp.
１７７

―２０８.

（
２４
）
Ｑ．

ス
キ
ナ
ー
『
自
由
主
義
に
先
立
つ
自
由
』（
梅
津
順
一
訳
）、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
―
三
四
頁
。

（
２５
）
こ
の
視
点
を
踏
ま
え
た
社
会
契
約
説
の
個
別
解
釈
と
し
て
、
以
下
を
挙
げ
て
お
く
。John

D
unn,The

PoliticalThought
of

John
Locke:

A
n

HistoricalA
ccountofthe

A
rgum

entofthe‘
Tw

o
Treatises

ofGovernm
ent’,Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press,
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１９８２.;Jam
es

T
ully,A

n
A
pproach

to
PoliticalPhilosophy:Locke

in
Contexts,Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press.１９９３.;
M

aurizio
V
iroli,Jean-Jacques

Rousseau
and

the‘
W

ell-Ordered
Society’,Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press,２００３.
（
２６
）J.W

.Gough,The
SocialContract:A

CriticalStudy
of

Its
Developm

ent,２
nded,O

xford:Clarendon
Press,１９５７.;M

ichael
Lessnoff,SocialContract,London:M

acm
illan,１９８６.

（
２７
）
半
澤
孝
麿
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
お
け
る
〈
政
治
〉
の
位
相
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
六
一
―
七
九
頁
。

（
２８
）Richard

T
uck,NaturalRights

Theories:Their
origin

and
developm

ent,Cam
bridge:Cam

bridge
U
niversity

Press,１９７９,pp.
３

―４.

（
２９
）Richard

T
uck,Philosophy

and
Governm

ent１５７２

―１６５１,Cam
bridge:Cam

bridge
U
niversity

Press,１９９３,p.xiii.

（
３０
）T

uck,Philosophy
and

Governm
ent,pp.３１

―６４.,The
Rights

ofW
ar

and
Peace:PoliticalThought

and
the

Internationalor-
der

from
Grotius

to
Kant,O

xford:O
xford

U
niversity

Press,１９９９.

（
３１
）Richard

T
uck,“

O
ptics

and
Sceptics:the

PhilosophicalFoundations
ofH

obbes’s
PolitialT

hought”
in

Edm
und

Leites

（ed.

）,
Conscience

and
Casuistry

in
Early

M
odern

Europe,Cam
bridge:Cam

bridge
U
niversity

Press,１９８８,２３５

―２６２

頁
。

（
３２
）A

nnabelS.Brett,Liberty,rightand
nature:Individualrights

in
Later

Scholastic
Thought,Cam

bridge:Cam
bridge

U
niver-

sity
Press,１９９７,Introduction.

（
３３
）Ibid.,chs.５

―６.

（
３４
）Brian

T
ierney,The

Idea
ofNaturalRights:Studies

on
Naturalrights,NaturalLaw

and
Church

Law
１１５０

―１６２５,A
tlanta,

Georgia:Scholars
Press,１９９７,Introduction.

（
３５
）
こ
の
着
眼
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
山
本
陽
一
「
自
然
法
論
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
」（『
法
哲
学
年
報
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）、

一
八
一
―
一
八
八
頁
。

（
３６
）T

ierney,op.cit.,pp.４８

―５４

（
３７
）T

ierney,op.cit.,conclusion.

（
３８
）Ibid.,p２３５.
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（
３９
）A

nnabelBrett,Changes
ofState:Nature

and
the

Lim
its

ofthe
City

in
Early

M
odern

NaturalLaw
,Princeton:Princeton

U
niversity

Press,２０１１.
（
４０
）A

ntony
Black,“

T
he

Juristic
O
rigins

of
SocialContract

T
heory” ,in

Church,State
and

Com
m
unity:Historicaland

Com
-

parative
Perspectives,A

shgate,２００３,pp.５７

―７６.

（
４１
）
Ｂ
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
『
立
憲
思
想

始
源
と
展
開

一
一
五
〇
―
一
六
五
〇
』（
鷲
見
誠
一
訳
）、
慶
應
通
信
、
一
九
八
六
年
、
八
七
―
一
二
〇
頁

（
４２
）Brett,Changes

ofState,pp.２１２

―２２４.

（
４３
）
ホ
ッ
ブ
ス
を
起
点
と
し
た
社
会
契
約
説
の
観
点
か
ら
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
、
佐
藤
正
志
「
社
会
契
約
」（
佐
藤
正

志
・
添
谷
育
志
編
『
政
治
概
念
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
―
―
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）、
一
五

〇
―
一
八
八
頁
。

（
４４
）
１６
Ｃ
を
中
心
に
、
契
約
説
の
歴
史
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、H

.Höpeland
M

.P.T
hom

pson,“
T
he

H
istory

of
Contract

as
a

M
otif

in
PoliticalT

hought”
in

The
A
m
erican

HistoricalReview
,vol.８４,no.４,O

ct.１９７９,pp.９１９

―９４４.

（
４５
）
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
―
自
然
法
的
国
家
論
の
展
開
及
び
法
体
系
学
説
史
研
究
』（
笹
川
紀
勝
・
本
間

信
長
・
増
田
明
彦
訳
）、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
。
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
理
解
に
つ
い
て
は
、
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
研
究
所

編
『
共
生
と
人
民
主
権
―
Ｏ．

Ｖ．

ギ
ー
ル
ケ
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
―
自
然
法
的
国
家
論
の
展
開
並
び
に
法
体
系
学
説
史
研
究
」』（
笹

川
紀
勝
監
訳
／
本
間
信
長
・
松
原
幸
恵
共
訳
）、
国
際
基
督
教
大
学
、
二
〇
〇
三
年
に
収
録
さ
れ
た
訳
者
解
説
、
お
よ
び
遠
藤
泰
弘
『
オ
ッ
ト
ー
・

フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想
―
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
政
治
思
想
史
研
究
序
説
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想
』
国
際
書
院
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
４６
）
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
著
作
に
つ
い
て
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
版
を
使
用
し
、
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
章
と
節
番
号
を
記
す
こ
と
に
す
る
。A

lthu-
sius,Johannes,Politica

M
ethodice

Digesta
ofJohannes

A
lthusius,

Reprinted
from

the
T
hird

edition
１６１４,w

ith
an

introduc-
tion

by
CarlJoachim

Friedrich,Cam
bridge:H

arvard
U
niversity

Press,１９３２.

な
お
、
合
わ
せ
て
カ
ー
ネ
イ
版
も
使
用
す
る
。

（
４７
）H

.Janssen,H
einrich,Die

Bible
als

Grundlage
der

politischen
Theorie

des
Johannes

A
lthusius,Frankfurt

am
M

ain:Peter
Lang,１９９２.

（
４８
）
ペ
ー
タ
ー
・
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
ヴ
ィ
ン
タ
ー
ス
「
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
」（『
１７
・
１８
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
』（
佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
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治
訳
）、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）、
四
一
―
七
九
頁
。D

avid
N
ovak,The

Jew
ish

SocialContract:A
n

Essay
in

PoliticalTheol-
ogy,Princeton

and
O
xford:Princeton

U
niversity

Press,２００５,pp.３０

―６４.
（
４９
）John.W

itte,Jr.,The
Reform

ation
of

Rights:Law
,Religion,and

Hum
an

Rights
in

Early
M

odern
Calvinism

,Cam
bridge:

Cam
bridge

U
niversity

Press,２００７,１４３

―１５６.

（
５０
）John

N
eville

Figgis,Studies
ofpoliticalthoughtfrom

Gerson
to

Grotius,１４１４

―１６２５,２nd,Cam
bridge:T

he
U
niversity

Press,
１９５６.

（
５１
）
関
谷
昇
「
社
会
契
約
説
と
憲
法
」、
杉
田
敦
編
『
岩
波
講
座
憲
法
３

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
市
民
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
二
九
―
五
八
頁
。

（
５２
）Carney,footnote１０,in

Politica,p１９.

（
５３
）
ギ
ー
ル
ケ
か
ら
ヒ
ュ
ー
グ
リ
ン
に
い
た
る
解
釈
系
譜
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
契
約
論
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
契
約
神
学
か
ら
導
か
れ
た
初
期
近
代

の
契
約
思
想
の
源
流
を
見
出
し
て
い
る
。T

.O
.H

ueglin,Early
M

odern
Concepts

for
a

late
M

odern
W

orld:A
lthusius

on
Com

m
u-

nity
and

Federalism
,W

aterloo／O
ntario:W

ilfrid
Laurier

U
niversity

Press,１９９９,pp.１９７

―２３２.

し
か
し
、
自
然
と
同
意
の
双
方
の
契

機
を
重
視
し
て
い
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
、
後
者
の
同
意
の
契
機
の
み
を
見
出
す
こ
と
は
解
釈
と
し
て
偏
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
５４
）
こ
の
点
に
関
す
る
ル
ソ
ー
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
関
谷
昇
「
２
０
１
３
年
「
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
と
「
人
民
集
会
」
の
可
能
性
―
―
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
の
人
民
主
権
論
を
参
照
軸
と
し
て
」（『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
七
巻
第
三
号
、
二
〇
一
三
年
、
所
収
）、
七
三
―
一
〇
一
頁
。

（
５５
）
こ
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
関
谷
昇
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
補
完
性
原
理
―
―“sym

biosis”

と“consociateio”

を
め
ぐ
る
政
治
」（
千
葉
大

学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
『
人
文
社
会
科
学
研
究
』
第
二
二
号
、
所
収
）、
一
七
―
三
一
頁
。

（
５６
）
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』（
矢
島
欽
次
監
訳
）、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
、xi

頁
。

（
５７
）
Ｃ
・
テ
イ
ラ
ー
『
自
我
の
源
泉

―
―

近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
』（
下
川
潔
・
桜
井
徹
・
田
中
智
彦
訳
）、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
〇
年
。

（
５８
）
杉
田
敦
『
権
力
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
―
一
二
、
六
〇
―
六
四
頁
。
Ｍ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
『
正
義
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア：

障
碍
者
・
外
国

人
・
動
物
と
い
う
境
界
線
を
超
え
て
』（
神
島
裕
子
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
。
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