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1

最

も

重

要

な

法

と

し

て

の

「
習

俗

」

に

つ

い

て

『社

会
契

約
論

』
第

二
編

第
十

二
章

は

「
法

の
分

類
」

と
題

さ

れ
、

国
家
体

に
秩

序

を
与

え

る
四
種

類

の
法

に

つ
い
て
論

じ
ら

れ

て

い
る
。

そ

れ
ら

は
、
第

一
に
国
家

と
主

権
者

と

の
関
係

を

規
定

す

る
「
政
治

法

」
、
第

二
に
国
家

の
構

成
員

相

互

の
関

係

ま
た

は
各

構
成

員

と
全
体

と

の
関
係

を
規
定

す

る

「
民

法
」
、
第

三

に
違
法

行
為

と
刑

罰

の
関
係

を
規

定

す
る

「
刑

法
」
、

そ

し

て
第

四

に
上
記

三
種

の
法

の
成

否

を
握

る
、

す

べ
て

の

法

の
中

で
も

っ
と
も
重

要

な
法

と
さ

れ
る

「
習
俗

(
　

)
・
習

慣

(
　

)
・
世
論

(
　

)
」

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

ル
ソ
ー

は
、

こ

れ
ら

四
種

の
法
を

列
挙

し

た
後
、

「
政
府

の
形
態

を
制

定

す
る
政

治
法

が
、

私

の
問

題

に
関

わ

る
唯

一
の
も

の
で
あ

る

(
　

　
エ

　

　
)
L

と
述

べ
て
、
以
後

の
章

で
は
政

治
法

以
外

の
法

に

つ
い
て

は
触

れ
ず

、

特

に
最

も
重
要

な
法

と

さ
れ

る
第

四

の
法

に

つ
い
て

は

ほ
と
ん

ど
言

及
し

て

い
な

い
。

『社
会

契
約

論

』

に
お
け

る

「
習
俗

・
習

慣

・
世
論

」

の
説
明

は

以
下

の
程
度

に
と
ど

ま

る
。

ま
ず

、

習
俗

に

つ
い
て
は
、

人

々

の
集

団

が

つ

『社
会
契
約
論

』

に
お
け

る
習
俗

の
役
割

に

つ
い
て

渡

辺

貴

史



　
　

ソ

く
り
出

す
、
道
徳

的

な
観
念

に
基
づ

い
た
風
習

と

い
う
意

味
合

い
で
使
用

さ

れ
る
。

次

に
習

慣

は
、
そ
れ

ぞ

れ

の
民

族
あ

る

い
は
国
家

の
中

で
、

人

々
が
日
常

的

に
く

り
返

す

こ
と

で
形

成

さ
れ

る

一
種

の
生
活
様

式

と

い

っ
た

意
味

を
も

ち
、

こ

の
習
慣

が
長

く
続

く
う

ち

に
そ

の
民
族

独
特

の

　
ヨ

　

習
俗

を

つ
く
り
出

す

こ
と

か
ら

、
習

俗

が
形
成

さ

れ
る

た
め

の
条
件

と

し

て
の
意
味

合

い
を

も

つ
も

の
と
思

わ

れ
る
。

そ

し

て
世
論

は
、
人

々

の

　
ぐ

　

道
徳
的
判
断
の
表
明

(
　

)
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
法
の
関
係
を
見
た
場
合
、
習
慣
は
習
俗
の
形

成
条
件
と
し
て
、
世
論
は
人
々
の
道
徳
的
判
断
の
表
明
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、

一
国
や

一
民
族
の
性
向
や
道
徳
性
に
直
接
に
関
わ
る

　
ら

　

の
は
習
俗

で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
第

四

の
法

の
中

で
最

も
重
要

視

さ
れ

て

い
る

の
は
習
俗

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

で

は
、
な

ぜ

ル
ソ

ー
は

『社

会
契

約
論

』

に

お

い
て
、

ほ

と
ん

ど
説
明

も

し

て

い
な

い
第

四

の
法

の
、

そ

の
な

か

で
も
特

に
習

俗

に
、
他

の
諸

法

の
成
否

を
握

る

ほ
ど

の
重
要

性

を
与

え

て

い
る
の
だ

ろ
う

か
。

そ
も

そ
も
、

な
ぜ

政

治
法

、
民

法
、
刑

法

が
適

切

に
運
用

さ

れ
る

た
め

に
、
習

俗

に
注
意

が
払

わ

れ
ね
ば

な

ら

な

い
の
だ
ろ

う

か
。

し

か
し
、

こ
の
よ

う
な

疑
問

に
対

す

る
明
解

な
説

明

は
、

『社

会
契

約
論

』
中

に
は

一
切
見

い
出

さ

れ
な

い
の
で
あ

る
。

そ

こ
で
本
論

で
は
、

こ

の
第

四

の
法

の
意

味

と
役
割

を
明

ら

か

に
す
る

た
め

に
、

『
社
会
契

約

論
』
以
外

の
ル
ソ

ー

の
著
書

も
参

考

に
し
て
考

察

　
わ

　

を

進

め
、
彼

が
習

俗

に
与

え
た
意

味

と
機
能

を
導

き
出

し
、

『社
会

契
約

論

』

に
お

い
て

こ
れ
が

果

た
す
役

割

を
明

ら

か
に
し

た

い
。

2

習

俗

の

種

類

ル
ソ

ー

の
テ
ク

ス
ト

に
登
場

す

る
様

々
な
集

団

の
習
俗

を
調

べ
る
と
、

大
別

し

て

二
種

類
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

一
つ
は
、

文
明

期
以
前

の

未
開

人

た
ち
が

小
規

模
な

集
団

を

つ
く

る

こ
と

で
形

成

さ
れ

る
習
俗

、

あ
る

い
は
文

明
社

会

に
依
然

と

し

て
残

る
地
方

の
村

落

に
形
成

さ

れ
る
習

俗

で
あ

り
、

こ
れ

ら
は
気

候

や
地
形

な

ど

の
自

然
条

件

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

、

ル
ソ

ー
に

お

い
て
は
、

人
間

の
善

性
を

育

む
母
体

と

し
て
常

に
肯

定
的

に
描

か
れ
る
。

例

え
ば

『
人
間

不
平

等
起

原
論

』

で
描

か

れ
る
未
開

人

社
会

は
、

悪
徳

が

ほ
と

ん
ど
存

在

し
な

い

「
も

っ
と
も
幸

福

で
も

っ

と
も
永
続

的

な

(
…
)
最
良

の
状

態

(
　

)
」
で
あ

っ
た

と
さ

れ
る
。

ま

た

『
新

エ
ロ
イ
ー
ズ

』
に
登

場

す

る
農

村

の
人

々



は
、
素
朴

さ

と
心

の
む

ら

の
な

さ
、
無
私

の
人

間
味

と
平

和

な
落

ち
着

き
を

そ

の
習

俗

の
う

ち

に
保

つ
も

の
と
し

て
描

か
れ

る

(
　

　
)
。

『
エ
ミ

ー

ル
』
に
お

い
て
も
、

成

人
し
結

婚

し
た

エ
ミ
ー

ル
は
、

田
舎

の
小

さ
な
村

で
幸

福

な
家
庭

を
築

く

の
で
あ

る

(
　

　
)
。

も
う

一
つ
は
、
文

明
化

さ

れ
た

人

々
の
集

団

に
対
し

て
、

立
法

者
が

法
を
与

え
る

こ
と

で
形
成

さ

れ
る
人

工
的

な
習

俗

で
あ

る
。

こ
れ

に
は
、

『
ポ

ー
ラ

ン
ド
統

治
論

』

で
挙
げ

ら

れ
る

モ
ー

セ
、

リ

ュ
ク

ル
ゴ

ス
、

ヌ

マ
の
三
人

の
立
法

者

が
そ

れ
ぞ

れ

の
人

民

に
与

え
る
法

と
、

そ

こ

か
ら

形
成

さ
れ

る
習
俗

が
挙
げ

ら

れ

る
。
彼

ら

三
人

の
立
法

者

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
人
民

に
意

図
的

に
他

民
族

と

は
異

な
る
法

を
与

え

て
、
彼

ら

を
孤

立

さ
せ
、

民
族

間

の
衝
突

や
迫

害

を
生

み
出

す
が
、

ま

さ

に
こ
う

し
た

人
工
的

な
苦

難

が
、
孤

立

し
た
集

団
内

部

に
健
全

な

習
俗

を
形
成

さ

せ

る

の

で
あ

る
。3

習

俗

形

成

の

た

め

の

条

件

上

記

二
種
類

の
習

俗
が

、
他

の
諸

法

の
成
否

を
握

る
重

要

な
役
割

を
担

っ
て

い
る

の
だ

が
、

こ
れ
ら

が
形
成

さ

れ
る

た
め

に
は
、

い
く

つ
か

の

条
件

が
満

た

さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
。

ま
ず

、
習

俗

が
形
成

さ

れ
る

た
め

に
は
、

人

々
が
集

ま

っ
て
生

活

を
共

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

本
来

孤

独

な
生
活

を

し
て

い
る
自

然
人

や
、

他
者

と
共

同

す

べ
き
理
由

を
も

た

な

い
文

明

人
を

一
カ
所

に
集

め

る
必
要

が

あ
る

。
次

に
、

一
民
族

の
習
俗

形
成

に
は
、

か
な

り

の
時

間
が

必
要

と
考

え

ら
れ

る

こ
と

か
ら
、

い

っ
た
ん
集

ま

っ
た

人

々
が
再

び
離
散

す

る

こ
と
な

く
、
安

定

し

た
共
同

生
活

を
維

持

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ

こ
か
ら
、

人

々
を
相

互

に
強

く
結
び

付

け

て
共
同
生

活

を
営

ま

せ
る
も

の
が

必
要

と
な

る
。

ル
ソ
ー

に
よ
れ
ば

、
自

然
状

態

に

お

い
て
孤
立

し
た
生

活

を
送

っ
て

い
た

人

々
を
共

同
生

活

へ
と
導

い
た

の
は
、
気

候

の
変

動

や
地

震
、

火
災

な

ど

の
偶

然
的

な
事

態

で
あ

っ
た

と

さ
れ

る
。
例

え
ば
北

方
地

域

で

は
、
寒
冷

で
厳

し

い
気

候
が

、
生

き
残

る

た
め

に
人

々

に
共

同
生

活

を
強

い

た

の

で
あ
り
、

南
方

地
域

で
は
、

乾
燥

し
た
気

候

が
、
水

の
あ

る
場
所

へ
人

々
を

集

め
た

と
さ

れ
る
。

ま

た
地
震

や
火

災

な
ど

の
自
然

災
害

は
、



共

同
し

て
共

通

の
損

害

を

つ
ぐ
な

う
よ

う

に
人

々
を
結
び

付

け

る
役

割

を
果

た
し

た

(
　

)
。
人

々
は
自
己

保
存

と

い

う

共
通

の
利
害

に
よ

っ
て
集

ま
り

、
互

い
に
助

け

合

い
な
が

ら
共

同
生

活
を

は
じ

め

た

こ
と

に
な

る
。

し

か
し
、

人

々
を
相

互

に
近

付

け

た

の
は
利

害

関
係

だ

け
で

は
な

い
。

そ
れ
だ

け

で
は
集

団
を

持
続

さ

せ
る
動

機

と
し

て
は

不
十
分

で
あ

る
。

な

ぜ

な
ら
、

生
存

を
脅

か

す
危
険

が
去

っ
て
、
他

者

と
共
動

す

る
必
要

が

な
く

な
れ
ば

、
人

々
は
再
び

孤
立

し

た
生
活

へ
戻

っ
て

い
く

で
あ
ろ

う

か
ら

だ
。
人

々
は

「
そ

の
共
同

を

つ
く

り
出

し

た

一
時

的

な
欲

求
が

存
在

し

て

い
る
問

(
　

L
し

か
行

動

を
共

に
し

な

い
だ

ろ
う
。
ま
た
、
文

明
が
発

達

し
、
人

々
の
心

に
共

通

の
利

益

よ
り

は
他

人

の
犠

牲

の
上

に
自

分

の
利

益

を
得

よ
う

と
欲

す

る
「
利
己

愛

(
　

　　
　

　)」
が

影
響

力
を

も

ち
は

じ
め

る
と
、
利

害

の
対

立

と
不
平

等
が

生

じ
、
集

団

の
安
定

し

た
存
続

を

さ
ま

た
げ

る
だ

ろ
う

。

し

た
が

っ
て
、
安
定

し

た
集

団
を

形
成

す

る
た
め

の
絆

が
、

利
害

心

の
他

に
求

め
ら

れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ

の
絆

を

ル

ソ
ー
は
他

者

へ
の

愛
情

の
う

ち

に
見

い
出
す

。
様

々
な

困
難

が
人

々

に
与

え
る
苦

し

み
と
、

そ

こ

に
見

い
出

さ

れ
る
人

々
の
弱

さ
や

み
じ

め
さ

が
、
人

々
相

互

を
愛

情

に
よ

っ
て
結

び
付

け

る
と
彼

は
言

う
。
「
人
間

を
社

会
的

に
す
る

も

の
は
人
間

の
弱

さ

で
あ
る
。
我

々
の
心
を
人

間
性

へ
と
至

ら
し
め

る
の
は
我

々

に
共

通

の

み
じ
め

さ
な

の

で
あ
る
。

(…

)
我

々

に
共

通

の
必
要

は
我

々
を
利
害

に
よ

っ
て
結
び

付

け

る
が
、
我

々
に
共

通

の
み
じ

め
さ

は
我

々
を

愛
情

に
よ

っ
て
結
び

付

け

る

(
　

)
」
。

こ

の
愛

情

の
源

は
、

ル
ソ

ー
が
人

間

の
魂

の
最
初

の
働

き

と
し

て
示

す

「
憐

れ

み

の
情

(
　

)
」
で
あ

る

(
　

)。

憐

れ

み

の
情

は
、

他
人

の
苦

し

む
姿
を

見

て
ま

る

で
自

分

の
苦

し

み
の
よ

う

に
感

じ
、

他
者

の
安

全

に
関

心
を
払

う

。

こ
こ

か
ら
他
者

へ
の
愛
情

が
育

ま

れ
、
安

定

し

た
共
同

生
活

が
可
能

に
な

る
と
考

え

ら
れ

る
。

以
上

の

こ
と

か
ら
、
孤
立

し

て
生
活

し

て

い
た
自

然

人
が

集
団

を
形

成

し
、
持

続

的
な

共
同
生

活

の
中

で
習
俗

を

つ
く

り
出

す

た
め

に
は
、
人

々

の
間

に
共
通

の
利
害

が
あ

る

と
同
時

に
、
他
者

へ
の
愛
情

を
生

み
出

す
こ

と

に
よ

っ
て
人

々
を
結

び
付

け

る

「
憐

れ

み

の
情

」

が
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
こ
と

に
な
る
。

そ

し
て
同

じ

こ
と

は
、
す

で

に
文
明

化

さ
れ
た

人

々
が
、

新

た

に
社

会
集

団

を
形
成

し

習
俗

を
生

み
出

す
場
合

に
も
当

て

は
ま

る
。

モ
ー

セ
や

リ

ュ
ク

ル
ゴ

ス
、

ヌ

マ
が
、

他

の
民
族

と

は
異

な
る
法

を

人

々
に
与

え

て
孤

立

さ
せ
、

他

民
族

か
ら

の
迫

害
を

故
意

に
引

き
起

こ
す

の
は
、

ち

ょ



う
ど
自

然
状

態

に
お

い
て
、

人

々
が
過

酷
な

自
然

環
境

に
よ

っ
て
共
同

生
活

を
余

儀

な
く

さ
せ

ら

れ
る

の
に
似

て

い
る
。

立
法
者

に
よ

っ
て
意

図

的

に
他

民
族

か

ら
孤
立

さ

せ
ら

れ
た
人

々

は
、
他

民
族

か
ら
自
己

を
守

る
と

い
う
共

通

の
利

害

に
よ

っ
て
集

団

を

つ
く

り
、
そ

こ

で
互

い
に
見

知

り
合

い
密
接

な
関

り
を
続

け

る

こ
と

で
、
迫

害

に
苦
し

む
共

通

の
み

じ
め

さ
や
弱

さ

を
認

め
あ

い
、
憐

れ

み

の
情

に
よ

っ
て
相
互

に
愛

情

を
抱

き
、

安

定

し
た
共

同
生

活
を

維
持

す

る

こ
と

で
、

や

が

て
固

有

の
習
俗

を

形
成

す

る
に
至

る

の
で
あ

る
。

『
政
治

経
済

論
』
で

ル
ソ

ー
は
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。
　
人
間

性

の
感
情

は
、
地

上
全
体

に
広

が

る

に

つ
れ

て
希
薄

に
な
り

弱
く

な

る
よ
う

で
あ

り
、
我

々
は
、
ヨ

ー

ロ
ッ
パ

の
人
民

が
被

っ
た
災

害

ほ

ど

に
は
、

日
本

や
タ

タ
ー

ル

で
の
災
害

に
は
心

を
動

か
さ

れ
な

い
よ

う

で
あ

る
。
人

間
性

の
感

情

に
活
動

性
を

与

え
る

た
め

に
は
、

利
害

や

同
情

を
な

ん
ら

か

の
方

法

で
限
定

し
圧

縮

す
る

必
要

が
あ

る

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ

で
、
我

々
の

こ
の
傾
向

は

、
我

々
が

共

に
生

き
ね
ば

な
ら

ぬ
人

々

に
対

し

て
の

み
有

効

で
あ

り
得

る

の
で
、
同

胞

間

に
集

約

さ
れ

た
人

間
性

が
、

互

い

に
会

い
ま

み
え
る
習

慣

や
、

ま
た
互

い
を

結
び

つ
け
る

共
通

の
利
書

に
よ

っ
て
新

し

い
力

を
獲

得

す
る

の

は
よ

い
こ
と

で
あ

る

(
　

。
単

に
共

通
利

害
だ

け

で
は

な
く
、
共

に

生
活

す

る
人

々
に
愛
情

を
抱

く

こ

と
で
、

社
会

は
安
定

し

て
持
続

し
、

習

俗
を

形
成

し
う

る

の

で
あ
る
。

4

良

心

の

形

成

と

習

俗

こ
れ
ま

で
見

て
き

た

こ
と

か
ら
、

習
俗

を
形

成

す
る
上

で
、
憐

れ
み

の
情
が

重
要

な
役

割

を
果

た
し

て

い
る

こ
と
が

明
ら

か

に
な

っ
た
が

、

こ

れ
と

は
別

に

ル
ソ
;

に
よ

れ
ば
、

憐

れ

み

の
情

は
、
個

々
人

の
心

の
中

に
良
心

を
形
成

す

る
役

割

を
も
担

っ
て

お
り
、

そ
れ

は
以
下

の
よ
う

な
過

程

で
行

わ

れ

る
と
さ

れ

る
。

ま
ず

、
社

会

が
形
成

さ

れ
人

々
が
他

者

の
存

在
を
身

近

に
認

め

る
よ
う

に
な

る

と
、
自

分

と
他
者

と

の
関
係

が
意

識

さ
れ

る
よ

う

に
な
る
。

そ

　ヨ
　

し

て
人

々
は
、

「
自
己

愛

(
　

)

し

と
憐

れ

み

の
情

と

の
対
立

の
中

で
、

自
分

の
利

害

を
優
先

さ

せ

る

べ
き

か
、

そ
れ

と
も

他
者

へ
の
援

助

を
優
先

さ

せ

る

べ
き

か
と

い
う
葛

藤

に
悩

濠

さ
れ

る
こ

と

に
な
り
、

や
が

て

こ

の
葛

藤

は
、
自

分

と
他
者

と

の
関
係

に

つ
い
て

の



新

し

い
感
情

を
生

み
出

す
。

こ
の
感
情

が
良

心

で
あ

る
。
自

己
愛

と
憐

れ

み

の
情

と

い
う

「
自
分

自
身

と
自

分

と
同
類

の
も

の
と

の
二
重

の
関
係

に
よ

っ
て
形

作

ら
れ

る
道
徳

体
系

か

ら
、
良

心

の
衝
動

が
生

み
出

さ

れ
る

(
　

O
)
」
の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

ル
ソ

ー
に

お

い

て
良

心
と

は
「
共
同

の
た
め

に
尽

く
せ

と
語

り

か
け

る
自

然

の
感
情

(
　

)
」
で
あ

り
、
こ

こ
か
ら

「自

分

と
同

じ
人

間

に
対

す
る
愛

(§

罫

O
.沼

。。
)
」

と
し

て

の
善

の
観
念

が

生

ま
れ

て
く

る

こ
と

か
ら
、
憐

れ

み

の
情

は
、

良

心

の
形

成

と
善

の
観
念

の
形

成

に

お

い
て
中

心
的

な
役

割

を

果

た

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

で
は
、
習

俗

と
良

心

と

は
ど

の
よ
う

な
関

係

に
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

社
会

形
成

に
際

し

て
人

々
相
互

を
結

び
付

け

た

の
は
、
自

己
保

存

と

い
う
共
通

の
利

害

と
、
同

胞

へ
の
愛

情

と
し

て

の
憐

れ

み

の
情

だ

っ
た

の

で
あ

り
、

こ

の
結
び

つ
き
が
安

定

し

た
社
会

を
維

持

す
る

こ
と

で
、

や
が

て
習
俗

が
形

成

さ
れ

る
。

そ

の

一
方

で
、
自

己
愛

と
憐

れ

み

の
情

は
、

人

間

の
心

の
内

に
良

心

を
形
成

す

る

こ
と

で
善
悪

の
判

断

に
関

わ
る

こ
と

か
ら
、

自

己
愛

と
憐

れ
み

の
情

は
、
個

々
人

の
内

部

に
は
良

心

を
形
成

し
、
集
団

全
体

に
は
習
俗

を
形

成

す
る

と
言

い
得

る
。

つ
ま
り
、
良

心

と
習

俗

の
基
本

的
な
構

成
要

素

は
同

じ

と
見

る
こ

と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、
人

間

の
善

と
は

「自

分

と
同

じ
人

間

に
対

す
る
愛

」

と

ル
ソ
ー

が
述

べ
て

い
る

こ
と

か
ら
、

良
心

も
習

俗

も
、
共

に
善

を
指

向

す
る

も

の
と
言

い
得

る
だ

ろ
う

。
両

者

は
分

か
ち
が

た
く

結
び

つ

い
て

お
り
、

良

心
が
抑

圧

さ
れ

て

い
る
と

こ
ろ

で
は
習

俗

は
成

り
立

た
ず
、

習
俗

が
荒

廃

し

て

い
る
と

こ
ろ

で
は
良

心

は
顧

み
ら

れ
な

い
だ

ろ
う
。

無

論

、
そ

の
構
成

要

素

が
同

じ
で
あ

る

と
は

い
え
、

良
心

と
習

俗

は
同

じ
も

の

で
は
な

い
。
良

心

は
各
人

の
内

に
あ

っ
て
善

を
愛

し
、
善

の
観

念

を
形
成

し

、
何

が
善

で
あ
り
何

が

悪

で
あ

る
か
を
指

し

示
す

も

の
で
あ

る
が

(
　

)
、
習
俗

は
各

人

の
外
部

で
、
人

々

の
関

わ
り

の
中

に
お

い
て
形
成

さ
れ

る
道

徳

的
観
念

に
基
づ

い
た
風
習

で
あ

り
、

外
部

か
ら

人

々

の
行

為
を

規
定

す

る
も

の

で
あ
る
。

そ

し

て
、

こ

の
よ
う
な

習
俗

の
働

き
が

、
人

々

の
良

心

の
活

動
を

活
発

に
し
、
善

悪

の
判
断

を
容

易

に
す

る

の
で
あ

る
。

ま

た
、

ル
ソ

ー
は
各
集

団

で
形
成

さ
れ

る
習
俗

が
、

す

べ
て

よ

い
も

の
で
あ

る
と
主

張
し

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
。

総

じ

て
習

俗

は
、
未

開

人

の
間

で
形
成

さ

れ
る
素

朴
な

も

の
や
、

文
明

社
会

に
お

い
て
有
徳

な
立

法
者

に
よ

っ
て
形
成

さ

れ
た
初

期

の
も

の

に
お

い
て
は
良

い
も

の
と
さ

れ



る
。

し
か

し
、
社

会
規

模
が

拡
大

し

て
人

々
が

互

い
に
見
知

り
合

う
習

慣

を
失

い
、
相

互

の
愛
情

が
生
ま

れ
な

く
な

る

と
、
濠

た
公

共

の
利
害

よ

り
は
自

分

の
利
害

だ

け

に
関

心

を
向

け
る
　

利

己
愛

」
が
蔓

延

し
は

じ

め
る
と

、
習
俗

は
腐

敗

し

は
じ

め
る
。

人

々
は
共

通

の
利
益

よ

り
は
自

分

の
利
益

を
優

先

す
る

よ
う

に
な

り
、
健

全

な
習
俗

に
よ
る
善

悪

の
判
断

は
、

人

々

の
利

害

の
対

立

に
と

っ
て
代

わ
ら

れ
、

悪

し
き
習

俗
が

蔓
延

す

る

こ
と
と

な

る

(
　

)
。

こ
の
利
己

愛

の
中

に
、

ル
ソ
ー

は
、
社
会

的

不
平
等

や

不
自
由

な

ど
人
間

が

生

み
出

し

た
す

べ
て

の
悪

徳

の
原
因

を
見

い
出

す
。

彼

が
も

っ
と

も
恐

れ
た

の
は
、

利

己
愛

が
増

大

し

て
人

々

の
心
を

退
廃

さ

せ
る

こ
と
だ

っ
た

の
で
あ

り
、

こ

の
利

己
愛

の
働

き
を

防
止

ま

た
は
抑

制

す
る

た

め

に
、
良

き
習

俗

の
必
要

性

を
強

調
す

る

の
で
あ

る
。
　
政
治

経
済

論
』

で
彼

は
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「
注

意
深

く
、

ま

た
良

き
意

図
を

も

つ
政

府

は
、
絶

え
ず

人

民

の
間

で
祖

国

愛

(
　

)

と
良

き
習

俗
を
保

持

、
喚
起

す

る
よ

う
注

意
を

払

い
、

(
…
)

ま
た

、
個

々
人

を
著

し
く
孤

立

さ
せ
、

そ

の
結

果
、

国
家

が
個

々
人

の
力

の
た
め

に
弱
体

化

し
、
個

人

の
良

き
意
志

か
ら
何

も
期
待

し
得

な

く
し

て
し

ま
う
、

そ

う
し

た
個

人
的
利

害

(
　

を
、

狭

い
境

界

の
中

に
閉

じ
込

め
る

(
　

)
」
。

し

た
が

っ
て
、

ル
ソ
ー
が

未

開

人

の
社

会

や
田
舎

の
集

落

に
見

ら
れ

る
良

き
習

俗
を

こ
と
さ

ら

に
重

要
視

す

る

の
は
、

そ
れ

が
人

々

の
利

己
愛

の
増

大

を
抑

制
す

る
機
能

を

具
え

て

い
る

か
ら

に
他
な

ら
な

い
。

で
は
、

こ

の
よ
う

な
習
俗

の
…機
能

は
、

鴨
社
会

契
約

論

転

に
お

い
て
ど

の
よ
う
な

役
割

を
果

た

し
て

い
る

の

で
あ

ろ

う

か
。

5
一

般

意

志

と

利

己

愛

　
社

会
契

約
論
　

で
述

べ
ら

れ

る

「
一
般

意

志

(
　

は
、
常

に
社

会

構
成

員
全

員

の
共
同

保
存

と

公
共

の
利
益

を
黛

指

し

て

い
る
。

こ
れ
は
、

す

で

に
述

べ
た
よ

う

に
、
良

き
習

俗
が

安
定

し

た
共
同

生
活

に
よ

っ
て
実
現

す

る
も

の
と
同

じ

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

一

般
意

志

と
習
俗

の
違

い
は
、

一
般
意

志

は
法

の
制

定

に
関

与

し
、

国
民

一
人

一
人

の
投

票

に
よ

っ
て
表

明

さ
れ

る

の

に
対

し
、
習

俗

は
法

の
制
定



に
直

接
関

わ

る
も

の

で
は
な

く
、

そ

の
意

志

の
現

れ

は

「
世
論

」

と

し
て
表

明

さ
れ

る
と

い
う
点

に
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

社
会

契
約

を
結

ぶ
場

合
、

人

々

は
共
同

保
存

を
保

証

さ
れ
、

市
民

的
自

由

を
手

に
入

れ
る
代

わ

り

に
、
彼

ら
が

本
来

具
え

て

い
た

「彼

の
気

を

そ
そ

り
、
彼

が
手

に
入
れ

る

こ
と
が

で

き
る
も

の
す

べ
て

に
対

す

る
無
限

の
権

利

(
　

)
」
と

し

て

の
自

然
的
自

由
を
失

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ

に
限
ら
ず
、
一
般

意

志
を
成

立

さ
せ
る
た
め
に
は
、
個

々
人

の
特
殊

意

志

(
　

)

つ
ま
り
、
自

分

を
他
者

よ

り
も

優
先

す

る

こ
と

で
得

ら

れ
る
利

益

を
断
念

し

て
、
共

通

の
利
益

を
選

択

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
「
一
般
意

志

に
よ

る
す

べ
て

の
真

正

な
行

為

は
、
す

べ
て

の
市

民
を

平
等

に
義

務
付

け

あ
る

い
は
恩
恵

を
与

え

る

(
　

)
」
か

ら

に
は
、

一
般

意

志
が

、
特

定

の
個
人

を
他

者

よ
り

も
優
遇

す

る
よ

う
な
状

態

を
生

み
出

す

は
ず
が

な

い
。
市

民
的

自
由

は
共

通

の
利
益

を
保

証

す
る

が
、
各

人

の
利
己

愛

は
断
念

さ

れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

こ
こ

で
留

意

す

べ
き
は
、

自
分

を
他

者

よ
り

も
優
位

に
置

こ
う
と

す

る

「
利

己
愛

」
が

、
他

者

と
平
等

の
利

益

に
満
足

す

る

こ
と

は
あ
り
得

な

い
こ
と

で
あ

る
。

ル
ソ
ー

に
よ

れ
ば
、

利

己
愛

は
自
分

を
優

位

に
置

く
た

め

で
あ

れ
ば

、

い
か
な

る
不
正

や
悪

行

を
も

い
と

わ
な

い
き

わ
め

て
強

力

な
情

念

で
あ

る
。
人

々
の
利
己

愛

が
、
共

通

の
利
益

を

平
等

に
得

る

こ
と

に
満
足

す

る
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。

も

し
彼

ら
が
、

彼

ら

の
利

己
愛

に
あ

る
程

度

の
折

り
合

い
を

つ
け

て
、

多
少

の
我

慢
を

す

る

こ
と

で
公

正

と
公
益

を

求

め
る

と

い

っ
た
器

用

さ

を
具

え

て

い
る

と
考

え
る

の

で
あ
れ
ば

、

つ
ま

り
、

も
し

彼
ら

が
共

同
保

存

と

い
う
安
全

な
避

難
所

に
隠

れ
住

む
こ
と

の
利

益
を

欲

し
て
、

利
己

愛

と
妥

協

し
た
結

果

が
社
会

契
約

で
あ
り

、

一
般
意

志

へ
の
服

従

で
あ

る
と

い
う

の

で
あ

れ
ば

、

こ
れ

は
利

己
愛

の
働

き
を
過

少

評
価

し

て

い
る

と

い
う

べ
き

で
あ
ろ

う
。

こ
れ

は
、
利

己

的
欲

求

の
追

求

を
万

人

が

一
様

に
で
き

る
よ

う

に
す

る
た

め

に
、

人

々
が
共

同
保

存
を

欲

し
た

と
考

え

る

に
等
し

い
。

こ

こ

に
は
利

己
愛

を
断

念

す

る
意
志

は
な

く
、

ま

た
、

一
般
意

志

を
尊
重

し
、

こ
れ
を
守

る
こ

と
が
正

義

で
あ

り
、

そ
れ
を

破

る

こ
と
は
不

正

で
あ

る
と

い
う
理
解

に
基
づ

い
て
契
約

を
守

ろ

う
と

す
る
意

志

も
な

い
。

人

々
は
、

他
者

を
出

し
抜

く
機

会

を
伺

い
な

が
ら
、

表
面

上
、

他
者

と
共

同
し

て

い
る

に
す
ぎ

な

い
。

そ

の
よ
う

な
契
約

は
、

利

己
愛

と
公

益

の
バ

ラ

ン
ス
が
崩

れ

た
時
点

で
即
座

に
解
体

す

る
だ

ろ
う
。

社
会

構
成

員

の
満
場

一
致

で
決

定

さ
れ

た
自
由

と
平

等

も
、
そ
れ

は
彼

ら
が
自

由

と
平
等

か
ら
利
益

を
得

る
間
だ

け
維

持

さ
れ

る
も

の

に
す
ぎ
ず

、



も
し
自

由

と
平
等

を
破

棄

す

る
こ

と
が
よ

り
多

く

の
利

益

を

も
た
ら

す

と

い
う

目
算

が
見

い
出

さ

れ
れ
ば

、

即
刻
社

会

契
約

は
破

棄

さ
れ
、

専
制

ま
た

は
独
裁

制

に
転

じ
る

で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ

う
な

民
主

制

と
専
制

の
中

間

の
状
態

人

々

の
利

己
愛

が
適

度

に
抑

制

さ
れ

て
安

定

を
保

ち
続

け

て

い
る
状

態

は
、

現
代

の
社
会

制
度

に
見

い
出

さ
れ

る

の
か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

ル
ソ
ー

が

こ
の
よ

う
な
妥

協

案
を
提

案

し

て

い
る
の

で

は
な

い
こ
と
は
、

誓
約

を
履

行

す

る
義

務

を
説

く

ル
ソ

i
自

身

に
よ

っ
て
否
定

さ

れ

て

い
る
。

ル
ソ
ー

は

『
エ
ミ

ー

ル
』
で
以
下

の
よ

う

に
言

う
。

「
約
定

の
本

源
的

な

法
と
、

そ

れ
が
命

じ

て

い
る
義

務

と
を
取

り
除

い
て
し

ま
う

と
、
人

間
社

会

に

お
け
る

す

べ
て

の
こ

と
は
幻

想
的

で
空

し
く

な
る
。
自

分

の
利

益

の
た

め

に
の

み
約

束

を
守

る
者

は
、
何

も
約

束

し

て

い
な

い
場
合

よ

り
も

い

っ
そ
う

そ

れ

に
縛

ら

れ

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
、

(
　

心
)
L
。

そ
も

そ

も
、
も

し

こ
う

し
た
折

り
合

い
が
可
能

で
あ

る
ほ

ど

に
利

己
愛

が
穏

や

か
な
も

の
で
あ

る

の
な
ら
ば

、
不

平
等

社
会

が
生

じ

る

こ
と

は

な

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。
人

々

は
、

ち

ょ
う

ど
未

開

人
が

初
期

の
社
会

を

形
成

し

た
頃

の
時
代

に

利

己
愛

の
萌

芽

は
あ

っ
て
も

「原

始

状
態

の
の
ん
き
さ
と
、
我

々
の
利

己

愛

の
手

に
お
え

な

い
活
動

と

の
ち

ょ
う

ど
中
間

に
位

置
す
る
、
も

っ
と
も
幸

福

で
も

っ
と
も
永

続
的

な
時
代

(§

書

ミ
"

　
)
」

に
と
ど

ま
り

え
た

で
あ

ろ
う

。
ま

し

て
、
専

制

や
貴
族

制

な
ど

の
政
治

制
度

が
生

ま

れ

る
こ
と

は
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

6

習

俗

の

役

割

し
た

が

っ
て
、

共
通

の
利

害

は
、
各

人

の
利
己

愛

の
増
大

に
よ

っ
て
容
易

に
破

棄

さ
れ

う

る

の
で
あ
り

、
利
害

の

一
致

だ

け
で

一
般
意

志

が
形

成

さ
れ
得

る
と
は
考

え

ら
れ

な

い
。
こ
こ

に
お

い
て
人

々

の
利
己

愛

を
抑
制

し
、

一
般

意
志

の
形

成
を

支

え
る
働

き

を
も

つ
も

の
が

必
要

と
な

る
。

そ

の
役
割

を
果

た

す

の
が
習
俗

で
あ
り

、

一
般
意

志
が

形
成

さ

れ
る

た
め

に
は
、

社
会

の
基
礎

に
、
他

者

へ
の
愛

情

か
ら

共
同

保
存

と
共

通

の
利

益

を
指
向

す

る
習
俗

が

な
け

れ
ば

な
ら

な

い

の
で
あ

る
。

こ

の
習

俗

が
す

た
れ

る
と
、

人

々

の
関

心

は
、

他
者

へ
の
愛
情

よ

り
は
個

人
的

利
害

の
方

へ
向

か
う
よ

う

に
な

る
。
利

己
愛

が

は
び

こ
り

一
般



意
志

の
形
成

を

阻
害

す

る
。

「
社
会

の
結

び
目

(
　

)

が

ゆ
る

み
は
じ

め
国

家
が

弱

く
な

り
は

じ
め

る
と

き
、
個

人
的

な
利

害

が
感

じ

ら

れ
る

よ
う

に
な

り
、

い
く

つ
も

の
小

さ
な
集

団

が
大

き
な
社

会

に
影

響
を

及

ぼ
し

は
じ

め
る

と
き
、

共
同

の
利

益

は
損

な
わ

れ
、

そ

の
敵

対
者

が

現
れ

る
。

(…
)

一
般

意
志

は

も
は

や
全
体

の
意

志

で
は

な
く
、

対

立
や
論

争

が
生

じ

る
。

(
…
)
最

後

に
、

国
家

が
滅

亡

に
瀕
し

も

は
や
幻

の

空
虚

な

形

で
し

か
存

在

せ
ず

、
社
会

の
絆

(
　

)

が
人

々
の
心

の
中

で
破

ら
れ
、

も

っ
と
も
卑

し

い
利

害

で

す
ら
ず

う
ず

う
し

く
も

公

共

の
幸

福

と

い
う

神
聖

な
名

で
身

を
飾

る

よ
う

に
な

る
と

き
、
そ

の
と
き

に

は

一
般
意

志

は
黙

り
込

ん

で
し
ま

う

(
　

　
)
」
。

こ

の
文
章

で
述

べ
ら

れ
る

「社

会

の
結
び

目

」
や

「社

会

の
絆

」
と

は
、
明

ら

か

に
利

害

の

一
致

だ

け
を
意

味

す
る

の

で
は
な

く
、

人

々

相
互

の
愛
情

に
基

づ

く
結
び

つ
き
を

も
意
味

し

て

い
る
。

つ
ま
り

ル
ソ

ー
は

こ

の
文

章

に

お

い
て
、

習
俗

の
退
廃

が
、

一
般
意

志

の
成
立

を

困
難

に
し

、
法

の
制
定

と
そ

の
適

切

な
運

用
を

妨
げ

る

こ
と
を

述

べ
て

い
る

の

で
あ

り
、

逆

に
言

え
ば

、
健
全

な

習
俗

が
あ

る

か
ら

こ
そ
利

己
愛

の
増

大

は
抑
え

ら

れ
、
共

同
保

存

と

い
う

利
害

の

一
致

が
全
員

に
よ

っ
て
認

め
ら

れ

て

一
般
意

志

が
成

立

し
、
市

民
的
自

由

と
平

等

の
下

に
法
が

制
定

さ

れ
遵
守

さ

れ
得

る

こ
と
を

示
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

ま
た
、

一
般

意
志

を
形

成

す
る

場
合

に
、

人

々
が
良

心

の
声

に
忠
実

に
し
た
が

い
、

自
己

の
利

害

を
差

し
置

い
て
公

共

の
利
益

を
欲

す

る

こ
と

は
期
待

で
き

な

い
。

良

心

の
声

に
し

た
が

っ
て
利

己
愛

を
断

念

す
る

に
は
多

大

な
困
難

を
伴

う
。

こ
の
人
間

の
善

性

の
ぜ

い
弱

さ
を

補
う

た

め

に

習

俗
が

必
要

と

さ
れ

る
。
人

そ

れ
ぞ

れ
が
、

自
己

の
利

益

を
考

え

て
投

票

す

る
場
合

に
、
他

者

の
利

害

に
目
を
向

け
さ

せ
、
利

己
愛

の
過
度

の
振

舞

い
を
抑
制

す

る
た

め

の
…機
能

と
し

て
習
俗

が
必

要

と
な

る

の
で
あ

る
。

習
俗

は
、

良
心

の
よ

う

に
個
人

の
意

志

に
よ

っ
て
善

を
選

択

す
る
積

極

的

な
能

力

で
は

な

い
が
、
良

心

が
活

発

に
活

動

す

る
こ

と
が

で
き

る
場
を

つ
く

り
出

す
。

ま

さ

に
こ

の
意

味

で
、

ル
ソ
ー

は
習
俗

を
第

四

の
法

と
し

て
他

の
す

べ
て

の
法

の
上

に
置

い
た

の
だ

と
考

え
ら

れ

る
。

こ
の

こ
と

は

『
政

治
経

済

論

』
で
も

以
下

の
よ
う

に
言

及
さ

れ

て

い
る
。

「
政

治
家

た

ち
は

公
的
権

威

の
最
大

の
原
動
力

が
市

民

の
心

の
中

に
あ

り
、

政
府

を
保

持

す
る

た

め

に
は
習

俗

に
代

わ
る
も

の
な
ど
何

も

な

い
こ
と

を
感

じ

る
だ
ろ

う
。
法

を
司

る

こ
と

が

で
き

る
の
は
善

人

だ
け

で
あ

る
と

い
う

だ
け

で

は
な

い
、

法

に
従

う

こ
と
が

で
き

る

の
も
、
結

局

の
と

こ
ろ
誠

実

な
人

間
だ

け

で
あ

る

(
　

)
」
。
健

全

な
習
俗

が

あ
る

か
ら

こ



そ
、
社

会
集

団

は
安
定

し

て
持
続

し
う

る

の

で
あ
り

、
時

に
利

己
愛

に
翻

弄

さ
れ

る
人

々
の
中

に
あ

っ
て
も
、

共
同

の
利

益
が

求

め
ら

れ

一
般

意

志

が
成

立

し
う

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

ル
ソ
ー

は
決

し

て
、

現
実

に
見

ら

れ

る
悪
徳

に
満

ち
た

社
会

を
改

善

し
よ
う

と

し

て

い
る

の

で
は
な

い
。

そ

の
よ
う

な
社
会

を

改
革

し
よ

う
と
試

み
る

の
は
、
危

険

で
無
駄

な

企

て
で
あ

る

と
言
う

(
　

)
。

ま

た
、
都

市

で
は

い
か

に
有
徳

な

人

で
あ

っ
て
も
、

堕
落

か
ら
身

を
守

る

の
は
容

易

な

こ
と
で

は
な

い

(
　

)
と
し

て
、

む
し

ろ
都

市

か
ら

離

れ
、
比

較
的

利
己
愛

が

増
大

し

に
く
く

習
俗

が
保

た

れ
や

す

い
田
舎

の
村
落

に
暮

ら

す

こ
と
を
強

く
勧

め
る

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

ル
ソ
ー

は
『
社
会

契
約

論

』

に
お
い
て
、
現
実
に
見
ら
れ
る
悪
徳
に
満
ち
た
社
会
を
良
心
や
習
俗
の
力
で
ー

つ
ま
り
人
間
の
本
源
的
な
善
性
に
よ
っ
て
改
善
し
よ
う
と
考
え

て

い
た

の
で

は
な

い
。

彼

が
同

書
中

で
行

っ
た

の
は
、
「
人
間

を
あ

る
が

ま

ま

の
も

の
と
し

て
考
察

す

る
場
合

に
、
そ

し

て
ま
た
法

を

あ
り
得

る

べ
き

も
と

し

て
考

察

す

る
場
合

に
、
市

民
秩

序

の
う

ち

に
公
正

で
確

実

な
何

ら

か
の
政
治

上

の
規
則

が
存

在

し
う

る

か
ど
う

か

(
　

)
」

を

検
討

す

る
こ

と

に
す
ぎ

な

い
。

そ

し

て
彼

は

ま
ず
、

人

々

の
自

由

と
平
等

を
保

障

す

る
社

会

契
約

と
、

公
共

の
利

益
を

生

み
出
す

一
般

意
志

こ

そ
が
、

こ
の
正
当

で
確

実

な
政
治

上

の
規
則

で
あ

る
こ
と

を
示

し
た
。

し

か

し
、

こ
れ
ら

の
規

則
が

「
あ

る

が
ま

ま

の
人

間
」

に
支

障

な
く
適

用

で
き

る

か
ど
う

か
を
考

え

た
と

き

に
、

利
己

愛

に
翻

弄

さ
れ

る
彼

ら
が
、

利
己

的
な

欲
求

を
捨

て

て
自

ら

こ
れ
ら

の
規
則

に
従

う

こ
と

は
と

う

て

い
期
待

で
き
な

い
こ
と
も
認

識

し

て

い
た
。

そ

こ

で
、

こ
れ
ら

の
規

則

に
実
効

性
を

も

た
せ

る
た

め

に
、
彼

ら

の
利

己
愛

を
抑

制

し
、

人

々

の
良

心

に
活

動
性

を
与

え

る
働

き
を

も

つ
も

の
を
求

め

た

の
で
あ

る
。

そ
れ

が
健
全

な
習

俗

で
あ

り
、

こ
れ

が
あ

っ
て
は
じ

め

て
、
公

正

で
確

実

な
政

治
上

の
規

則
が
市

民
秩

序

の
う

ち

に
存
在

し
う

る

こ
と

を
示

し
た

に
す
ぎ

な

い
。

こ

の
こ

と
は
、

ル
ソ
ー
が

『
社
会

契
約

論

』
第

二
遍

第
十
章

に

お

い
て
、

か
な

り
厳
格

に
立
法

に
適

す

る
人
民

を
定

義

し
、

そ

の
結

果
、

実

際

に
立
法

可
能

な
国

を

コ
ル
シ
カ

に
限
定

し

て

い
る

こ
と
か

ら
も
窺

え

る
。



7

功

利

的

な

統

治

シ

ス

テ

ム

と

し

て

の

社

会

契

約

ま

た

こ
の

こ
と

か
ら
、

『
社
会

契
約
論

』
に

お

い
て
、

ル
ソ

ー
が
人

間

の
善

性

を
度

外
視

し

て
、
利

己
愛

に
翻

弄

さ
れ

る
邪
悪

な
人

々
を

、
特

殊

な
政
治

制
度

で
統

治

す
る
方

法

を
示

そ
う

と
し

た

の
で
も

、
功
利

的

に
彼

ら
を

導
く

政
治

制
度

を
示

そ
う

と

し
た

の

で
も
な

い
こ
と
が
明

ら

か

に

な

る
。

彼

は
決

し

て
、

善
人

・
悪
人

に
関
係

な

く
、

あ
ら

ゆ

る
人

々
の
集

団
を

、
自

動
的

に

一
般
意

志

へ
と
導

く

よ
う

な
、

理
想
的

な
政

治

シ

ス

テ

ム
を
提
言

し

て

い
る

の
で
は

な

い
。

こ
う
し

た
功
利

的

な
性
格

を

『社
会

契

約
論

』

に
認

め
る
根
拠

の

一
つ
と
し

て

は
、

『
ジ

ュ
ネ

ー
ブ

草
稿

』

の
第

二
章

が
挙
げ

ら
れ

る
だ

ろ
う
。

そ

こ

に
お

い
て

ル
ソ
ー

は
、
デ

ィ
ド

ロ
が

執
筆

し

た
百
科

全
書

の
項

目

「自

然

法
」

を
批

判

す
る

こ
と

で
、

邪
悪

な
社
会

人

を
自

然
法

に
よ

っ
て

善

に
導
く

こ

と
は
不

可
能

で
あ

る

と
主
張

し

て

い
る
と

さ
れ

る
。

さ
ら

に

「最

初

の
人
為

が
自

然

に
加

え
た
諸

悪

を
、
完

成

さ
れ

た
人
為

が

修
復

す

る

(
　

)
」

と
述

べ
る

こ
と

で
、

人
間

の
本

源
的

善
性

に
期

待

せ
ず

と
も
、

人
間

に
よ

っ
て

つ
く

ら
れ

る
諸
制

度

だ

け

で
秩

序

あ

る
社
会

を
形

成

し
う

る

こ
と
、
従

っ
て
自
然

法

を
社
会

契
約

の
根

底

に
置

く
必
要

は
な

い
こ

と
を
主

張

し

て

い
る

と
さ

れ
る
。

そ

し
て
、

こ

の
完

成

さ

れ
た
人

為

の
中

に
は
、

社
会

契
約

や

そ

の
他

の
法

、
あ

る

い
は

『
政
治

経
済

論

』
や

『ポ

ー

ラ

ン
ド
統
治

論
』

な

ど

で
提

　　
　

案

さ
れ

る
祖
国

愛

や
名
誉

に
よ
る

人
心

の
操
作

、
こ
の
操
作

を
容

易

に
す

る
た

め

の
人

工
的
な

習
俗

の
形
成

、

こ
れ

ら

に
よ
る
市

民
形

成

な
ど

も

含

ま
れ

る
。

つ
ま

り

ル
ソ

ー
は
、

人
間

の
本

源
的

な
善
性

な

ど
、
実

際

に
社
会

を
統

治

す

る
上

で
は

ほ
と

ん
ど
役

に
立

た

な

い
の

で
あ
り
、

従

っ

て
極

め
て
う

ま
く
構

成

さ
れ

た
諸
制

度

に
よ

っ
て
人
間

の
邪

悪

さ
を
抑

制
し

あ

る

い
は
徳

へ
と
導

く
他

な

い
と

い
う
意

図

か
ら

『
社
会

契
約

論
』

を
書

い
た

と
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

も
し

そ
う

で
あ

れ
ば
、

ル
ソ

ー
は
、
利

己

的
な

情
念

を
抑

制

し
、
あ

る

い
は
徳

に
さ
え
変

容

さ
せ

る
国
家

規
模

の
周
到

な
計

画
を
立

案

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、

そ

の
意

図

の
根
底

に
は
、

人
間

の
善

性

を
信

じ

て

い
な

が
ら

も
、

人

々
が
良

心

に
従

っ
て
行
動

し
有

徳

と
な

る

こ
と
は

あ
り
得

な

い
と

い
う
諦

め
が
あ

る

こ
と

に
な

る
。

ル

ソ
ー
は
、

利

己
愛

が
引

き
起

こ
す

悪

の
癒

し

が
た

さ

に
、



も
は

や
人

々

の
良

心

に
期
待

す

る

こ
と
を

や
め

て

い
る

こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ

う
な

ル
ソ
ー

の
市
民

形
成

論

に
関

し
て
、

坂
倉

氏

は
次

の
よ

う

に

述

べ
る
。
「
ル
ソ
ー

の
市

民

形
成
論

が

訴
え

る

の
は
各

人

の
情
念

に
対

し

て
で
あ

り
、
良
心

に
対

し

て
で

は
な

い
。
こ

の
こ
と

は
、
所

与

の
社
会

の

も

つ
矛
盾

と
そ

こ

に
生

き

る
人

々

の
疎

外
状

況

を
照

ら
し
出

し

て

い
る
。
各

人

の
私
的

利
害

と

公
共
利

害

の

一
致

に
各

人

の
真

の
利

益
を
実

現

し
、

統
治

の
成

果
を
効

用

と
し

て
目

に
見

え

る
形

で
示
す

よ
う

に
ル
ソ

ー
が
要
請

す

る

の
は
、

他
人

の
犠

牲

の
上

に
自
己

の
相

対
的

な
幸

福

を
求

め
よ

　　
　

う

と
す

る
、
邪
悪

で
功

利
的

な
人

々
の
あ

り
方

に
対

す
る

き
わ

め

て
悲

観
的

な
認

識

が
前
提

と
し

て
あ

る
か
ら

に
他

な
ら

な

い
」

。
し

か
し
、

こ

の
よ
う

な
考

え
方

に
は
、

い
く

つ
か

の
問

題
点

が
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

第

一
に
、

ル

ソ
ー
は

『
ジ

ュ
ネ

ー
ブ
草

稿
』

で
自

然
法

を

否
定

し

て

い
る
の

か
と

い
う
問
題

が

あ

る
。
確

か

に

ル
ソ
ー

は
同
書

中

で
デ

ィ
ド

ロ

の
言

う
自

然
法

を
否

定

し

て
は

い
る
が
、

そ

れ
は
デ

ィ
ド

ロ
が
自
然

法

の
概
念

中

に
、

一
般

的

で
共
通

の
利

益

(
　

)

　ロ
　

を

欲
す

る

一
般

意
志

の
存

在

を
認

め
た

か
ら

で
あ

る
。

も

し

こ
う
し

た

一
般

意

志
を
自

然

法

に
認

め
て

し
ま
う

と
、
人

々
は

、
実

定
法

や
契

約

が

な

く

と
も
、

本
性

に
よ

っ
て
個

人

的
利
益

よ

り
も

人
類

全
体

の
利

益
を

優
先

し
、

そ

の
た

め

の
義

務

に
従
う

こ
と

に
な
る

だ
ろ

う
。

し

か
し
、

ル

　レ
　

ソ
ー

に
よ

れ
ば
、
人

々

の
問

に
相

互
依

存

が
始

ま

っ
て

い
る

に
も
関

わ
ら
ず

契

約
や
実

定

法
が

存
在

し
な

い
状

態

に
お

い
て
は
、
人

々

は
個

人

的

利

益
を

優
先

し

よ
う

と
す

る

の
で
あ

り
、
彼

ら
が

こ
う

し

た
自
然

法

に
従

う
と
期

待

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
の
で
あ

る

(
　

日

も
P

b。
。。
軽
)
。
デ

ィ
ド

ロ
の
よ
う

に
自
然

法

に
社
会

性

を
認

め

れ
ば
、
人

間

の
本
性

に
、
共

通

の
利

益

へ
の
欲

求

と
他

者

に
対

す

る
義

務

が
存

在

す
る

こ
と

に
な

る
が
、

そ

れ

で
は
利
己

愛

の
過
剰

な
働

き

と
社
会

的

人
間

の
邪

悪
さ

が
説

明

で
き
な

く

な
る

の
で
あ

る
。

ま

た
、
人

類
全

体

の
利

益

な

ど

の
観

念

は

「
人
間

悟
性

の
最

も

困
難

で
最

も
遅

れ

て
現
れ

る
働

き

(
　

)
」
で
あ
り

、

こ
れ

に
適

っ
た
行

為

を
普
通

の
人

々
に
期

待

で
き

る
も

の
で
は

な

い
。

ル
ソ
ー

が
批
判

す

る

の
は

こ
れ
ら

デ

ィ
ド

ロ
が
自

然
法

に
与

え

た
性
質

で
あ

っ
て
、
自

然
法

そ

の
も

の
を
否

定

し

て

い
る

の
で
は
な

い
。

で
は

ル
ソ

ー
の

い
う
自

然
法

と
は

い
か
な

る
も

の
か
。

ル
ソ

ー

の
自

然
法

は
、
社
会

形
成

以
前

の
自
然

人

に
具

わ
る
性

質

の
中

か
ら

見

い
出

さ

れ

る
。
「
人
間

の
魂

の
最

初

の
、
そ

し

て
も

っ
と
も

単
純



な

働

き

に

つ
い
て
考

察

す

る
と
、

わ
た

し
は

そ

こ
に
理
性

に
先
立

つ
二

つ
の
原
理

が
見
出

せ
る

と
思
う

。

一
つ
は
、
私

た

ち

に
物

質
的

な
充

足

と

私

た

ち
自

身

の
保
存

に

つ
い
て
熱

烈
な
感

心

を
持

た

せ
る
も

の

で
あ
り

、
も

う

一
つ
は
、

私

た

ち

に
、

す

べ
て

の
感

性

的

な
存
在

、

と
り

わ
け
私

た

ち

の
同
胞

が
苦

し

み
、
ま

た
は

死

ぬ
の
を

見

る
こ

と

に
、
自

然

の
嫌

悪
を
引

き
起

こ
す
も

の

で
あ

る
。

(
…
)
こ

の
二

つ
の
原
理

を
、

私

た
ち

の

精
神

が
協

力

さ

せ
た
り

、
組

み
合

わ
せ

た
り

で
き

る

こ
と

か
ら
、
自

然
法

の
す

べ
て

の
規

則

が
生

じ

て
く

る
よ
う

に
思

わ

れ
る

(
　

　。
こ

の
二

つ
の
原

理
が
自

己
保

存

の
欲

求

と
憐

れ
み

の
情

を
表

わ

し

て

い
る
こ

と
は
明

ら

か
で
あ

る
。
そ

し
て

こ
れ

ら
は
社

会
が

形
成

さ

れ
人
間

の
理
性

が
発
達

し

た
後

に
、
自

然

法
と

し

て
理
解

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
と
き
自

然

法

は
、
理
性

に
よ

っ
て
見

い
出

さ
れ

る
善

に
関

す

る
基
本

的

な
知
識

と

な
る
。

こ
の

こ
と

か
ら
、

ル
ソ
ー

の

い
う
自

然
法

と

は
、
社

会

形
成

以
前

の
自

然
状
態

に
お

い
て

は

「
共

同

の
保
存

の
た

め

に
、

す

べ
て

の
生

物

の
間

に
自

然

に
よ

っ
て
確
立

さ

れ
た

一
般
的

な
関

係

を
表
現

し

た
も

の

(
　

)
L
で
あ

り
、

ま
た
社

会

形
成

後

に
お

い
て
は

「道

徳
的

な
存
在

、
つ
ま
り
知
的

で
自
由

な
、
そ

し
て
他

の
存

在

と
の
関
係

に

お
い
て
考

察

さ
れ
た
存
在

に
課

せ
ら
れ
る
規
則

(
　

)
」

　け
　

と

し

て
認

識

さ
れ

る
こ

と

に
な

る
。

ル
ソ

ー

の
自

然
法

は
、
生
物

の
共
同
保

存

を
可
能

に
す

る
自
然

秩
序

の
表

現

で
あ

り
、
ま
た

同
時

に
そ

れ
が

人
間

社
会

の
道

徳
的

な
関
係

を

も
表

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
重
要

な

の
は
、

ル
ソ
ー

の
言
う

自
然

法

に
は
本

来
社

会
性

は
含

ま

れ

て

い
な

い
点

で
あ

る
。

そ
れ

は
も

と
も

と
孤
独

な
自

然

人
が

具
え

て

い
る
性

質

で
あ

っ
て
、

共
通

の
利

益

へ
の
欲

求

と
他
者

に
対

す

る
義
務

を

も

つ
も

の
で
は

な

い
。
そ

う

で
あ
れ
ば

、

デ

ィ
ド

ロ
の

い
う
共

通

の

利
益

を
欲

す

る

一
般

意
志

を
自

然
法

に
含

め

る
必
要

も

な
く
、

本
性

に
よ

っ
て
個

人
的
利

益

よ
り

も
人
類

全
体

の
利

益

を
優
先

し

、
そ

の
た

め

の

義
務

に
従

う
必

要

は
な

い
。
自

然
法

は
存

在

す
る

け
れ
ど

も
、

人

々
は
利

己
愛

や

そ

の
他

の
情

念

に
流

さ
れ

て
悪
徳

を
行

う

こ
と

も
あ

り
得

る

の

で
あ
る
。

よ

っ
て
、

ル
ソ
ー

の
自
然

法

は
現
実

社
会

に
見

ら

れ
る
利

己
的

な
人

間

の
活
動

と
何

ら

矛
盾

し
な

い
。

こ

こ
か
ら
、

ル
ソ

ー
が

『社

会

契
約

論
』

か

ら
自
然

法

の
関
与

を
排
除

し

て

い
る

と

い
う

主
張

も
認

め

る
必
要

は

な
く

な
る
。

実
際

、

ル
ソ
ー
自
身

が
、

自
然

法

が
社
会

契
約

に

優
越

し

て

い
る

こ
と
を
認

め

て

い
る
。
「個

々
人

の
契

約

が
実
定

法

に
違

反
す

る

こ
と

は
許

さ

れ
な

い
の
と
同

じ
く
、
社
会

契
約

が
自

然
法

に
違

反

す

る

こ
と
は
許

さ

れ
な

い

(
　

)
」
。



第

二

に
、
も

し

『社

会
契

約
論

』

に
お

い
て
、

ル
ソ

ー
が
自

然
法

に
依

存

し
た
制

度
を

排
除

し

て

い
る
と

す
れ
ば

、

人

々
を
統
治

す

る
た

め

に

必
要

と

な
る

の
は
、

彼
ら

の
個

人
的

利
益

を
巧

み
に
誘
導

し

て
特
殊

意
志

と

一
般
意

志

の

一
致

を
実

現

し
、

そ
う

や

っ
て
健

全
な

国
家

運
営

を

は

か
る

こ
と

に
な
る
だ

ろ
う

。

そ
し

て
そ

の
た

め

に
こ
そ
、

ル
ソ
ー

は
人

々

に
祖

国
愛

や
名

誉

へ
の
欲

求

を
喚
起

し

よ
う

と

し
た

の

で
あ

り
、

こ
う

し

た
操
作

を
行

う

た
め

に
必
要

な
人

々
の
間

の

つ
な
が

り
、

つ
ま

り

「全

体

を
構
成

す

る
諸

部
分

間

の
結
び

つ
き

(
　

　
)
」
を
獲

得

す

る
手

段

と
し

て
習

俗
を

持

ち
出
し

て

き
た

の
だ
、

と

い
う
説

明
が

な

さ
れ

る

か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

こ

の
場
合

で
も

、

習

俗

の
形
成

の
際

に
、

人

々
を
互

い
に
近
づ

け

る
も

の
は
何

か
と

い
う
疑
問

は
残

る
。

そ

れ
が
利

害

の

一
致
を
伴

う

に
し

て
も

、

そ
れ
だ

け

で
は

特

殊
意

志

を

一
般

意
志

に

一
致

さ
せ
、

愛

す
る

人

々
が
欲

す

る
こ
と

を
欲

す

る
よ
う

な
祖

国
愛

(
　

)

を
醸

成

す

る

に
は
不
十
分

で
あ

ろ
う
。

す

で

に
述

べ
た

よ
う

に
、

習
俗

形
成

に
は
と
も

に
生

活
す

る
人

々

へ
の
愛

情

が
必
要

な

の

で
あ

る
。

結
局

、

国
家

形
成

の
根
底

に
は
人

間

の
善

性

が
根
底

に
な

け
れ
ば

な
ら

な

い

の
で
あ

る
。

む
ろ

ん
、
社
会

を

形
成

し

た
文
明

人

す

べ
て
が
、

良
心

に
従

っ
て
善

を
為

す

こ
と
を
期

待

す

る
わ
け

に
は

い
か
な

い
。

し
か
し

、
人

々
の
善
性

に
ま

っ
た
く
期

待

せ
ず

に
、

た
だ
功

利
的

に
人

々
を
操
作

す

る

こ
と

で
人

々
を
善

へ
と
誘
導

す

る
こ

と
も
不

可
能

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

せ

め

て
習
俗

と

い
う
形

で
、
社

会

の
根
底

に
善

を
指

向

す

る
も

の
を
期
待

す

る
他

な

い
。

こ

の
期

待
を

前
提

と

し

て

『
社
会

契
約

論
』

は
書

か
れ

て

い

る
も

の
と
思

わ
れ

る
。

8

結

論

こ
う
し

て
、

ル

ソ
ー
が

『
社
会

契
約

論
』

に
お

い
て
習

俗

に
言
及

す

る
理
由

が
明

ら

か

に
な
る
。

彼

は
、
習

俗

を
他

の
諸

法

の
上
位

に
置

く

こ

と

で
、
す

べ
て
の
根
底

に
人

々
の
善
性

が

な
け

れ
ば

一
般
意

志

も
諸

法
も

成
立

し
得

な

い
こ
と
を

示
そ

う
と

し

て

い
る
の

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

『社

会
契
約

論

』

で
述

べ
ら

れ
る
諸

制
度

は
、

人
間

の
善

性

を
認

め
た
上

で
成

立
可

能

な
も

の
と

し

て
述

べ
ら

れ
て

い
る
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。



註ル
ソ
ー

の
テ
ク
ス
ト
は
、

以
下

の
よ
う
な
記
号
を
用

い
て
当
該
箇
所
を
本
文
中
に
示
し

て
い
る
。

『
人
間
不
平
等
起
原
論
』

『
ジ

ュ
ネ

ー
ブ

草
稿

』

『新

エ
ロ
イ

ー
ズ

』

『政
治
経
済
論

』
『社
会
契
約
論

』

『山

か
ら

の
手
紙

』

『
エ

ミ

ー

ル

』

『
エ
ミ

ー

ル

と

ソ

フ

ィ

ー

』

『言
語
起
源
論
』

(
2
)

∋
8
霞
ω
の
語
義

に
は
、

一
国
や

一
民
族
、

一
時
代

の
習
俗
や
風
習

と
い

っ
た
意
味

と
同
時

に
、
個
人

の
品
性

や
道
徳
的
性
向
、
生
活
習
慣

と
い
う
意
味

も
含
ま
れ
る

(
　

)
。
『
社
会
契
約
論
』
中
、

は

っ
き
り
と
後
者

の
意
味

で
　

が
使
用
さ

れ
る
箇
所

は
、
第
四
部
第
七
章
の
最
終
段
落
に
あ
る

「
品
行

の
よ
く
な

い
人

(
　

)
」
だ
け
で
あ
り
、
他

の
使
用
箇
所

で
は
、
す
べ
て
両
方
の
語
義
を
含

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
例
え
ば
習
俗

の
退
廃
と

い
う
語
を

ル
ソ
ー
が
使
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は

一
集
団
全

体

の
風
儀

の
堕
落
を
意
味
す
る
と
同
時

に
、
そ
の
集
団
に
属
す

る
個
々
人
の
道
徳
的
資
質

の
堕
落
を
も
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
3
)

ポ
ラ
ン
は
習
慣
を

「
徳

へ
の
道
」
、
善
良

な
習
俗
を

「徳

の
実
践
」
と
呼
ん
で

い
る
(
　

　
(
4
)

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
公
衆
の
判
決
と
し
て
の
世
論
が
表
明

さ
れ
る
の
は
監
察

(
　

)
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
『
社
会
契
約
論
』

(
　

　
)
で
特

に
世
論

の
必
要
性
を
強
調
し
て

い
る
の
は
、
監
察

に
よ
る
世
論

の
表
明
が
習
俗

の
保
全
に
大
き
な
影
響
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
監
察

は
、
世
論

を
個
別

の
事
例

に
適
用
す
る
だ
け
で
、
世
論
と
異
な
る
決
定
を
下
し
た
り
、
世
論
自
体
を
変

え
る
能
力
は
も
た
な

い
。
世

O
C

 
:  C

E
uvres com

pletes 
de Jean-Jacques 

R
ousseau , 

B
 . G

agnebin 
et 

M
 . R

aym
ond 

(dir.), 
B

ibliotheque 
de la Pleiade , 

5vol . , 

G
allim

ard, 
1956-1995.

N
H

 
: Julie, 

ou 
la N

ouvelle 
H

eloise

Inegalite: 
D

iscours 
sur 

l'origine 
et 

les fondem
ents 

de l'inegalite 
parm

i 
les 

hom
m

es

E
conom

ie 
: 

D
iscours 

sur 
l'econom

ie 
politique

M
S 

G
eneve 

: 
D

u 
contrat 

social, 
ou 

essai 
sur 

la form
e 

de la 
R

epublique 
[le" 

version]

C
S 

: 
D

u 
contrat 

social 
, 

ou 
principe 

du 
droit 

politique

L
. 

M
ontagne 

: 
L

ettres 
ecrites 

de 
la 

m
ontagne

E
m

ile 
: 

E
m

ile, 
ou 

de 
l'education

E
S 

: 
E

m
ile 

et 
Sophie, 

ou 
les 

solitaires

L
angues 

: 
E

ssai 
sur 

l'origine 
des 

langues

m
aeurs

(D
ictionnaire 

de L
'A

cadem
ie 

Francoise, 
5e ed., 1798)(un 

hom
m

e 
de 

m
auvaises 

m
ceurs)

m
ceurs

(Polin(R
aym

ond), 
L

a politique 
de la solitude 

: E
ssay sur

J.-J. 
R

ousseau, 
Sirey, 

1971, V
-3.)°

(censure)
(C

S , liv . 2 , ch . 12 ,
O

C
 , t . III , p . 394 )



論
は
あ
く

ま
で
も
習
俗
と

の
関
わ
り
に
お

い
て
良
く
も
悪
く
も
な
る
も
の
と
さ
れ
る

(
　

(
5
)

習
俗

に
つ
い
て
ル
ソ
ー
は
、

「
そ
れ
が
現
れ
る
の
は
ず

っ
と
ゆ

っ
く
り
と
で
あ
る
が
、
結
局
は
ア
ー
チ

の
堅
固
な
要
石
と
な
る
」
と
述

べ
て
、
そ

の
重
要

性
を
強
調

し
て
い
る

(
　

)
。

(
6
)

『社
会
契
約
論
』
中

に
習
俗

の
定
義
が
見

い
出
さ
れ
な

い
以
上
、

ル
ソ
ー
の
他
の
テ
ク
ス
ト

に
そ
れ
を
求
め
ざ

る
を
得
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
重
要
な

概
念

の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し

に
、
『社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
る
社
会
契
約
や

一
般
意
志
等
の
諸
概
念

の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
は

で
き
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
手
順
を
踏

ま
え
て
習
俗

の
役
割

に
言
及
し
た
研
究

は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
ド

ゥ
ラ

テ
は
、
自
然
法
を
侵
犯
し
な
い
形
で
の
社
会
契
約

の
成
立
を
目
指

す
こ
と
が

ル
ソ
ー
の
意
図

で
あ

っ
た
と
主
張
す
る
彼

の
議
論
か
ら
、
習
俗

の
働

き
を
注
意

深

く
取
り
除

い
て
い
る
(
　

)。
ま
た
ポ
ラ
ン
は
、
習
俗
を

「
統

治

の
技
術
」
あ
る
い
は

「
政
治
的
徳
性
」

と
し
て
統
治

の
根
本

に
必
要
な
条
件
と
見

る
が
、
習
俗
形
成
の
要
因
と
な
る
も
の
、

つ
ま
り
習
俗
が
形
成

さ
れ
る

の
は
何

に
よ

っ
て
な
の
か
と

い
う
点

に
答

え
て
は

い
な
い
(
　

)。

(7
)

社
会

に
お
け
る
不
平
等
の
行
き
着
く
先

は
、
過
度

の
腐
敗

の
結
果
生
じ
る

「
一
つ
の
新
し

い
自
然
状
態
」

で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
言
う
。
そ

こ
で
は
す
べ

て
が
最
強
者

の
法
に
帰
着
し
、

そ
の
も
と
で
す
べ
て

の
個
人
が
平
等
と
な
る
が
、
こ
の
体
制
が
続

く
の
は
最
強
者

の
支
配
が
続
く
限
り
で
あ
り
、
彼
が
追
放

さ
れ
れ
ば
新
し

い
支
配
者
が
そ
の
地
位

に
と

っ
て
代
わ
り
、
新
た
な
最
強
者

の
法
で
支
配
す
る
こ
と
に
な
る

(∩
戸
§
織
:
博
μ
日
)
。

(
8
)

自
己
保
存
の
欲
求

(
　

)
が
憐
れ
み

の
情

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
場
合
、

「自
己
愛
」
の
語
を
当
て
ら
れ
る
場
合

が

あ
る
。

こ
れ
は

「利
己
愛
」
と
の
対
比
を
明
確

に
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
自
己
保
存

の
欲
求

は
、
主

に
そ
れ
が
動
物

と
共
通

の
感
情

と
し
て
語
ら
れ
る
文
脈

に
お

い
て
使
用
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自

己
保
存

の
欲
求
と
自
己
愛
は
同
義

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
工
的

に
習
俗
を
形
成
す
る
に
は
法
を
制
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
「法

が
習
俗
を
定

め
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
習
俗
を
生
じ
さ
せ
る

の
は
立
法

(
　

)
で
あ
る

(
　

。

(
10
)

坂
倉
裕
治

『
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想
』
風
間
書
房
、
一
　

(
11
)
　

(
12
)

『
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』

に
お
け
る

「
自
然
状
態
」

(
　

)。

こ
れ
は

『人
間
不
平
等
起
原
論
』
で
述

べ
ら
れ
る
、
農
耕
と

冶
金
を
発
明

し
た
後

の
状
態

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
状
態

で
は
、
人
々
は
す
で

に
独
立
し

て
生
活

す
る
こ
と
を
や
め
て
集
団
を
形
成
し
て
お
り
、

既
に
不
平
等

と
私
有
が
導
入
さ
れ
て

い
る

(
　

)
。

(13
)

こ
の
二

つ
の
引
用
文
の
う
ち
、
前
者

の
自
然
法
の
定
義
は
、

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば

ロ
ー

マ
の
法
学
者
た
ち
に
よ
る
自
然
法

の
定
義
で
あ

り
、
後
者

は
近
代

の
法
学
者
た
ち
の
定
義
で
あ
る
。

『不
平
等
論
』
を
書

く
折

に
ル
ソ
ー
が
指
摘
す
る
自
然
法

に
関
す
る
混
乱
は
、
近
代

の
法
学
者
た
ち
が

「自
然
法

の
権
能
を



理
性
を
授

か

っ
た
唯

一
の
動
物
、
す
な
わ
ち
人
間
だ
け

に
制
限

(
　

ら
)
L
し
た
た
め
に
生

じ
た
も

の
で
あ
り
、

ル
ソ
ー
の
自
然
法

の
定
義

は
、

ロ
ー

マ
の
法
学
者
と
近
代

の
法
学
者

の
定
義
を
融
合
さ
せ
た
も
の
と
言

い
う
る
だ
ろ
う
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲
学
)


