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ホ
ッ
ブ
ズ

「
政
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」

に
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け
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コ
モ
ン
ウ

ェ
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ス
の
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方
法

久

野

真

大

は
じ

め
に

第
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節
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節
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は
じ
め

に

ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「政
治
哲
学
(
C
i
v
i
l
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
)

」
の
創
始
者
を
自
負
し
、
政
治
哲
学
と
い
う

「知
」
に
よ

っ
て
政
治
秩
序

の

安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
。
そ
の
体
系
的
提
示
で
あ
る

『法

の
原
理
』
か
ら

『市
民

に
つ
い
て
』
を
経
て

『リ
ヴ

ア
イ
ア
サ
ン
』
に
至
る

ま
で
、
彼
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
成
立

に
関
し
て

〈
設
立
(
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
)

〉
と

〈獲
得
(
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
)

〉
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
言
及
し

続
け
た
。
〈設
立
〉
と
は
、
多
く
の
人
々
が
同
時

に

「信
約
(
C
o
v
e
n
a
n
t
,
 
P
a
c
t
u
m
)

」
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
成
立
す
る

場
合

で
あ
り
、
〈獲
得
〉
と
は
、
征
服
を
契
機
と
し
て
あ
る
い
は
家
族
を
軸
と
し
て
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
る
。
本
稿

の
目

的
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
ら
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
二

つ
の
成
立
方
法
を
提
示
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

る
。ホ

ッ
ブ
ズ
は
自
ら
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
責
務
(
D
u
t
y
,
 
O
f
f
i
c
i
u
m
)

と
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
』
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
〈設
立
〉
か
ら
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
服
従

の
義
務
(
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
,

O
b
l
i
g
a
t
i
o
)

と
を
導
出
す
る
。
臣
民
は
服
従
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
特
定
の
具
体
的
行
為
を
な
す
責
務
を
負
う
。
こ
の
よ
う
に
、
〈設
立
V

さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
に
お
け
る
理
論
的
範
型
で
あ
り
、
彼
は
、
こ
の
理
論
的

範
型
を
用
い
て
導
出
し
た

主
権

者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
服
従
義
務
と
が
、
〈
獲
得
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
る
と
し

た
。

け
れ
ど
も
、
こ
の

〈設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
は
、
あ
く
ま
で
理
論
的
範
型

で
あ
り
、
歴
史
上
実
在

し
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

ほ
と
ん
ど
は

〈
設
立
〉
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ホ

ッ
ブ
ズ

の
見
る
と
こ
ろ
、
実
在
す
る
王
国
や

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
大
多
数
は

〈
獲

得
〉
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
見
る
よ
う

に
、
『法

の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は

「家
産
的
王
国

(
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
 
K
i
n
g
d
o
m
,
 
R
e
g
n
u
m
 
P
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
)

」
の
議
論
を
提
示
し
た
が
、
そ
れ
は
実
際

の
状
況
に
お

い
て
は
ス
チ

ュ
ア
ー
ト
朝

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
〈獲
得
〉

に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
エ
ル

ス
に
つ
い
て
の

一
般
的
定
義
を
行

っ
た
。
同
著
作
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一

世
の
処
刑
に
よ
り
王
政

が
廃
止
さ
れ
、
ラ
ン
プ
議

会
を
主
権
者
と
す
る
新
共
和
国
政
府
が
成
立
し
た
政
治
状
況
の
な
か
で
あ

っ
た
。
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
、
実
際

、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド



人
た
ち
は
、
こ
の

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
新
共
和
国
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
言

っ
て
よ

い
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学

に
お
い
て
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
と

〈獲
得
〉
と
い
う
二
つ
の
成

立
方
法
は
、
実
在
す

る
諸
々

の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
分
類
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
基
準
で
は
な
か

っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『法

の
原
理
』
か
ら

『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ

ン
』
に
至
る
ま
で
、
〈設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
と
い
う
理
論
的
範
型
を
用
い
て
、
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
服
従
義
務
と
を
確
定

し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
は
、
〈
獲
得
〉
に
よ

っ
て
成
立
し
た
実
在
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
け
る
政
治
秩
序

の
安
定
を

も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ホ
ッ
ブ
ズ
が
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
二
つ
の
成
立
方
法
を
示
し
た
理
由
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
手
順
を
と
る
。
第

一
節

で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
ら
の
政
治
哲

学
の
方
法

に
つ
い
て

行

っ
た
議
論
を
検
討
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
議
論
に
際
し
て
、
ま
ず
哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
、
そ
の
な
か
で
言
語
お
よ
び

そ
れ
を
媒
介
と
し
た
推
論
の
役
割
を
重
視
し
た
。
こ
の
説
明
に
も
と
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
政
治
哲
学
と
は
、
推
論

に
も
と
つ
い
て
主
権

者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
責
務
と
を
確
定
す
る
も
の
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
で
は
、
こ
う
し
た
政
治
哲
学
観
を
ふ
ま
え
て
、
『法

の
原
理
』
か
ら

『市
民
に
つ
い
て
』
を
経
て

『リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ
ン
』
に
至
る
ま

で
、
ホ

ッ
ブ
ズ
が

一
貫
し
て
、
自
ら
の
政
治
哲
学
の
理
論
的
範
型
を

〈
設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
と
は
人
々
が
意
志
的
に
な
す
行
為
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
人
為
的
構
成
物
と
し

て
現
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の

〈
設
立
〉
か
ら
主
権
者
が
持

つ
諸
権
利
と
臣
民

の
服
従
義
務
と
を
導
出
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
で
は

『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
け
る

「家
産
的
王
国
」
の
記
述
を
、
『リ
ヴ

ア
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る

〈獲

得
〉

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
記
述
と
比
較
検
討
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は

〈獲
得
〉

に
よ

っ
て
成

立
し
た
家
産
的
王
国
が
、
主
権
者

の
諸
権
利
と
臣
民
の
義
務
に
関
し
て
、
〈
設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
同

一
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

よ
う
と
努
め
た
。
さ
ら
に
こ
の
姿
勢
を
維
持
し

つ
つ
、
彼
は

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
家
産
的
王
国
の
議
論
を
大
幅

に
変
更
し
、

〈
獲
得
〉

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に

つ
い
て
の
新
た
な
定
義
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。



第

[
節

政
治
哲
学
の
課
題

ホ

ッ
ブ
ズ
は
旧
来
の
古
典
古
代

の
哲
学
や
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
混
淆

に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
ス
コ
ラ
哲
学
な

ど

の

「知
」
が
政
治
秩
序

の
安
定
を
脅

か
し
て
い
る
と
診
断
し
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
現
実
政
治
に
安
定
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
確
実
な

方
法

に
基
づ
く
政
治
哲
学
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
実
際

に
自
ら
の
著
作
に
お
い
て
そ
れ
を
提
示
し
た
の
で
あ

る
。

政
治
哲
学
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
彼
は
ま
ず
哲
学

一
般
の
説
明
を
行

っ
た
。
そ
の
説
明
は
、
人
間
の
感
覚
に
関

す
る
議
論
か
ら
始
ま
る
。

ホ

ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
感
覚

か
ら
思
考
が
生
じ
、
そ
の
思
考
が
連
鎖
す
る
こ
と
に
よ
り

「思
惟
的
行
為

」
と
な
る
。
こ
の
思

惟
的
行
為
が

「言
語

」
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
る
と

「
推
論

」
と
な
る
。
こ
の
推
論

11
理
性

が

「学
問

」
11

「哲
学

」
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
に
、
推
論

に
お
け
る
言
語
の
役
割
を
重
視
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

彼

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
言
語
を
媒
介
と
し
た
推
論

に
よ

っ
て
人
々
は
因
果
関
係
を
認
識
し
、
ま
た
言
語
に
よ

っ
て

の
み
他
者
と
意
志
疎
通
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
言
語

の
構
成
要
素
で
あ
る

「名
辞

」
の
効
用
と
し
て
、
次

の
二
つ
を
指
摘
し
た
。

一
つ
は
、
「想
起
の
記
号

あ
る
い
は
符
号

と
し
て

「
私
た
ち
の
思
考

の
連
鎖

を
記
録
す
る
こ

と
」
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
「
し
る
し

」
と
し
て
、
多
く
の
人
々
が
相
互

に
自
分
の
考
え
や
情
念
を

「表
す

こ
と
」

で
あ
る

(
一
)
七
〇
頁
)。
こ
の
よ
う
な
言
語
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
の
が
推
論

で
あ
る
。
推
論
と
は

「私
た
ち
の
思
考

を
記
し

表
す

た
め
に
合
意
さ
れ
た

一
般
的
諸
名
辞
の
連
鎖
」
を
操
作
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

(
一
)
八
五
頁
)
。

つ
ま
り
こ
の
推
論

に
お
い
て
人
々
は
因
果
関
係
を
認
識
し
、
そ
れ
を
相
互
に
伝
え
あ
う

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
言
語

の
属
性
で
あ

っ
て
、
事
物

の
属
性
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
言
語
の
な
い
と
こ
ろ
に
は

真
理
も
な

い

(
一
)
七
四
ー
七
五
頁

。
先
に
見
た
よ
う
に
、
言
語
を
媒
介
と
し
て
推
論
が

な
さ
れ
る
以
上
、
そ
う
し
た
推
論
か
ら
の
み
普
遍
的
な
真
理
が
生
じ
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
た
。
彼

に
よ
れ
ば

「
正
し
く
推
論
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、

一
般
的
な
永
遠
不
変

の
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る

(四
)

一
〇
六
頁
)。
真

の

(D
iscourse)

(Speech)
(R

eason)
(Science)

(Philosophy)

(nam
e)

 (M
arkes)

(Signer)

(N
otes)

(C
onsequences)

(signifie)

(L
ev 4, p. 25.

(m
arking)

(signifying)
(L

ev 5,

p. 
32.

(L
ev 

4, pp. 27-28.
cf. 

E
L

 1:5:10; 1:5:13)

(L
ev 46, p. 458.



学
問
11
哲
学
が
生
じ
る
の
は
、

こ
う
し
た
推
論
を
介
し
て
で
あ
る

二

)
九

一
ー
九
二
頁
)。

こ
の
よ
う
な
推
論
と
は
対
照
的
な
の
が

「思
慮

」
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
思
慮
と
は
過
去

の
出
来
事

の
経
験
に
も

と
つ

い
て
、
未
来
の
出
来
事
を
推
定
す
る
こ
と
で
し
か
な
く
、
因
果
関
係
の
正
確
な
認
識
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
思
慮

と
は
、
言
語
を
用

い

る
こ
と
な
し
に
行
使
で
き
る
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
獣
に
お
い
て
す
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
思
慮
は
、
あ
く
ま
で
も
個
別
具
体
的
な
事

例
の
経
験
的

一
般
化

に
と
ど
ま
り
、
普
遍
的
な
真
理
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

(
一
)
六

二
-
六
四
頁

(
一
)

一
二
九
頁

(四
)

一
〇
五
-

一
〇
六
頁
)。
ま
た
、
「歴
史

」
と

は
事
実

に
つ
い
て
の
知
識
を
記
録
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い

二

)

一
四
六
頁

。
現
在

の
問
題

の
解
決
の
た

め
に
過
去

の
歴
史
を
用
い
る
こ
と
は
、
歴
史
家
を
信
じ
る
こ
と
で
し
か
な
く

(
一
)

一
二

一
-

一
二
二
頁
)、
そ
こ
か
ら
は

や
は
り
、
普
遍
的
な
真
理
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ

に
と

っ
て
、
事
実
の
観
察
と
伝
聞
や
そ
れ
ら

の
経
験
的

一
般
化
に
す
ぎ

な
い
思
慮
や
歴
史
は
不
確
実
な
知
識
で
あ
り
、
哲
学
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
前
提

に
立

っ
て
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
、
思
慮
や
歴
史

の
み
を
根
拠
と
す
る
政
治
論
と
は
異
な
る
政
治
哲
学
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
に
お
け
る
推
論

の
役
割
は
、
事
物
の
生
成

か
ら
事
物

の
属
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
た

と
え
ば

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
い
て
、
哲
学
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

哲
学
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
「推
論
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
あ
る
事
物
の
生
成

の
仕
方
を
起
点
と
し
、
諸
々
の
属
性

へ
と
至
る
か
、
も
し
く
は
、
諸
々
の
属
性
を
起
点
と
し
、
事
物
の
生
成
に
つ
い
て
の
あ
り
得
る
方
法
へ
と

至
る
。
そ
の
目
的
は
、
人
間
生
活
に
必
要
な
諸
結
果

を
、
質
料
と
人
間
の
力
と
が
許
す
限
り
に
お
い
て
、
生
み
だ
す
こ
と
に
あ
る
。」

ホ
。。・
(四
)

一
〇
五
頁
)

哲
学
を

こ
の
よ
う
に

一
般
的
に
定
義
し
た
う
え
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
政
治
哲
学
を
次
の
よ
う

に
特
徴
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
哲
学
は
コ

モ
ン
ゥ

エ
ル
ス
を
対
象
と
し
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
生
成
か
ら
推
論
に
も
と
つ

い
て
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
責
務

と
を
導
出
す
る
も
の

(L
ev 

5, pp. 35-36.

(Prudence)

(E
L

 1:4:6; 1:4:10-11; L
ev 3, pp. 22-23.

L
ev 

8, pp. 
52-53.

L
ev 

46, 
p. 458.

(L
ev 9, p. 60.

cf. E
L

 1:6:1)

(H
istory)

(L
ev 

7, p. 49.

(R
easoning)

(G
eneration)

(Properties)

 (E
ffects)

(L
ev 

46, p.

458.



で
あ

る
。
こ
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
生
成
と
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
特
徴
づ
け
は
、
特
に

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
定
義

に
顕
著
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
哲
学
分
類
表
を
作
成
し
、

哲
学
を
ま
ず

「自
然
哲
学

」
と

「政
治
哲
学

」
と
に
分
類
し
た
。

ホ

ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
、
政
治
哲
学
と
は
、
「諸
々
の
政
治
体

が
持

つ
偶
有
性

を
起
点
と
す
る
連
鎖

」

に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
こ
の
政
治
哲
学
が
対
象
と
す
る
連
鎖
は
次

の
二
つ
の
系
統
に
整
理
さ
れ
る
。

一
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
設
立

を
起
点
と
し
、
政
治
体

も
し
く
は
主
権
者
が
有
す
る
諸
々
の
権
利
お
よ
び
責
務

へ
と
至
る
連
鎖
。

二
、
同
じ
も
の
を
起
点
と
し
、
臣
民
た
ち
が
有
す
る
責
務
お
よ
び
権
利

へ
と
至
る
連
鎖
。

二
)

一
四
八
頁
)。

こ

の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
政
治
哲
学

の
課
題
と
し
て
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
か
ら
主
権
者

の
権
利
と
責
務
、
臣
民
の
責
務
と
権

利

と
を
導
出
す
る
こ
と
を
明
言
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
ホ
ッ
ブ
ズ
が
論
証
を
試
み
た
の
は
、
主
権
者

が
持

つ
諸
権
利
と
そ
れ
に

対

す
る
臣
民
の
責
務
な
の
で
あ
る
。

『市
民
に
つ
い
て
』
お
よ
び

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
世
俗
政
治
論
を
次
の
よ
う
な
言
葉

で
し
め
く
く

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
彼
が
世
俗
政
治
論
に
お
い
て
論
証
し
た
の
は
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
主
権
権
力
が
な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
こ
と
、
主
権
権
力

を
保
持
す
る
者
た
ち
は

〔市
民
た
ち
に
よ

っ
て
〕
全
面
的
に
、
す
な
わ
ち
神
の
諸
命
令

に
反
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
お
い
て
、
服
従

さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
主
権
者
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
全
面
的
服
従

こ
そ
、
臣
民

・
市
民
の

「政
治
的
責
務

」
な
の
で
あ
る

(二
)
二
八
五
頁
)。
次
節

で
見
る
よ
う
に
、
臣
民
は

服
従
の
義
務

を
履
行
す
る
た
め
に
特
定
の
具
体
的
行
為
を
な
す
責
務
を
負
う
の
で
あ

る
。
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第

二
節

理
論
的
範
型
と
し
て

の

〈設

立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス

前
節

で
見
た
よ
う
に

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
(
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
)

〉
か
ら
主
権
者
の
諸

権
利
と
臣
民
の
責
務
と
を
導
出
す
る
と
宣
言
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
限
ら
れ
な

い
。
彼
は
、
『法
の
原
理
』

か
ら

『市
民
に
つ
い
て
』
を
経
て

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
至
る
三
著
作
す
べ
て
に
お
い
て
、
〈
設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス
を
自
ら
の

政
治
哲

学
の
理
論
的
範
型
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
著
作
に
共
通
す
る
議
論

の
様
式
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が

〈
設
立
〉
と

〈獲
得
〉

の
二
つ
の
方
法
で
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
、
ま
ず

〈設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
取
り

上
げ
る
(
E
L
 
1
:
1
9
:
1
1
;
 
D
C
 
5
:
1
2
;
 
L
e
v
 
1
7
,
 
p
.
 
1
2
1
.

(二
)
三
四
-
三
五
頁
)
。
次

い
で
、
〈設
立
〉
の
過
程

に
関
す
る
議
論
を
進
め
る
な
か

で
、
主
権
者
が
絶
対
的
な
諸
権
利
を
持
ち
、
臣
民
は
主
権
者

に
対
す
る
服
従
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
論
証
す
る
。
そ
の
う
え
で

ホ
ッ
ブ

ズ
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
服
従
義
務

の
い
ず
れ
も
が
、
〈
獲
得
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
る
と
す
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
三
著
作
す
べ
て
に
お
い
て
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
行

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼

は
ま
ず
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
存
在
し
な
い
自
然
状
態
を
想
定
す
る
。
こ
の
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
で
あ
り
、
人
々
は
悲
惨
な
境
遇
に
あ
る
。

こ
の
状
態
か
ら
脱
却
す
べ
く
人
々
は
、
推
論
日
理
性
に
よ

っ
て
平
和
の
諸
条
項
で
あ
る
自
然
法
を
発
見
す
る
。
た
だ
し
、
自
然
状
態

に
お
い

て
平
和

は
容
易
に
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
各
人
は
、
自
ら
の
判
断
と
理
性
に
お
い
て
自
己
保
存
の
た
め
に
必
要
だ
と
思

う
す
べ
て
の
こ
と
を

行
う
自
由
、
す
な
わ
ち
自
然
権
を
行
使
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
々
は
理
性

に
よ

っ
て
自
然
法
を
発
見
す
る
が
、
安
全
が
保
障
さ
れ

な
い
か
ぎ
り
各
人
の
理
性
は
自
己
保
存
を
命
じ
、
そ
の
結
果
人
々
は
自
然
状
態
か
ら
脱
却
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
『リ
ヴ
ァ

イ
ァ
サ
ン
』
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
推
論
に
お
い
て
論
争
が
あ
る
場
合
、
そ
の
論
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「当
事
者

た
ち
は
、
彼
ら
自
身

の
同
意
(
a
c
c
o
r
d
)
に
よ
っ
て
、
彼
ら
双
方
が
そ
の
決
定
(
s
e
n
t
e
n
c
e
)

に
し
た
が
う
よ
う
な
何

ら
か
の
仲
裁
者
あ
る

い
は
判
定
者

の
推
論
を
正
し
い
推
論
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
L
e
v
 
5
,
 
p
p
.
 
3
2
-
3
3
.

二

)
八
六
頁
)
。

こ
う

し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、自
然
法
の
遵
守
と
信
約
の
履
行
は
主
権
者
の
権
力

に
よ

っ
て
強
制
さ
れ
な

い
限
り
不
可
能

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
人
々
は
意
志
的
行
為
と
し
て
信
約
を
結
ぶ
。
彼
ら
は
信
約
を
結
ぶ
と
同
時
に
、
そ
の
信
約
を
有
効
に
す
る
主
権
権
力
を
く設



立
〉

す
る
。
そ
の
際

に
彼
ら
は
、
自
ら
の
私
的
判
断
を
放
棄
し
て
、
主
権
者
の
判
断
を

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
平
和

を
保

つ
た
め
に
必
要
な
判

断

で
あ
る
と
認
め
る
。

こ
の
主
権
者
の
命
令
が
、
臣
民

の
行
為
に
関
す
る
正
し
い
基
準
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
国
法
(
c
i
v
i
l
 
l
a
w
s
,
 
l
e
g
e
s

c
i
v
i
l
e
s
)

」
と
呼
ば
れ
る
(
E
L
 
2
:
1
:
1
0
;
 
2
:
1
0
:
8
;
 
D
C
 
6
:
9
;
 
L
e
v
 
1
8
,
 
 
p
.
 
1
2
5
.

(二
)
四
三
-
四
四
頁
 
L
e
v
 
2
6
,
 
p
.
 
1
8
3
.

(二
)

一
六
四
頁
)。

こ
う

し
て
政
治
的
安
定
は
人
々
の
意
志
的
行
為
に
よ

っ
て
人
為
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

信
約
と
い
う
意
志
的
人
為
的
行
為
を
政
治
秩
序
の
必
須
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ

に
と

っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「ゾ

ー
ン

・
ポ
リ
テ
イ
コ

ン
」
概
念
、
す
な
わ
ち
人
間
は
自
然
に
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
概
念
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
(
D
C
 
1
:
2
)

。
ホ
ッ
ブ

ズ

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
反
駁
し
て
、
ア
リ
や
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
動
物
の

一
致
が

「自
然
的
(
n
a
t
u
r
a
l
,
 
n
a
t
u
r
a
l
i
s
)
 
_

」
な
も
の
で
あ
る
の
に

対
し

て
、
人
間
の

一
致
が
信
約

に
よ
る

「人
為
的
(
a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
,
 
a
r
t
i
f
i
c
i
o
s
u
s
)

」
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
た
(
E
L
 
1
:
1
9
:
5
;
 
D
C
 
5
:
5
;
 
L
e
v

嵩
も
1
7
,
 
p
p
.
 
1
1
9
-
1
2
0
.

(二
)
三
〇
ー
三
二
頁
)
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
法

の
支
配
の
概
念
、
す
な
わ
ち
主
権
者
は

国
法

に
従
う
と
い
う
見
解
を
有
害
な
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
た
の
で
あ
る
(
D
C
 
1
2
:
4
;
 
L
e
v
 
4
6
,
 
p
.
 
4
7
1
.

(四
)

一
二
九
頁
)。

こ
う
し
て
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
人
為
的
な
構
成
物
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
状
態
と
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
、
自
然
と
人
為

と

い
う
対
極
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
主
権
者

の
絶
対
的
な
諸
権
利
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
臣
民
の
服
従
義
務
は
、
〈設
立
〉
と
い
う
人
為
的

な
行
為

か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
自
然
に
は
存
在
し
得
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。

人
為
的
に
構
成
さ
れ
る
主
権
者
の
諸
権
利
は
、
具
体
的
に
は
次

の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に

つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を

〈設
立

〉
す
る
た
め
に
人
々
は
信

約
を
結
ぶ
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
信
約
だ
け
で
は
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
に
は
不
充
分
で
あ
る
。

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈設
立
〉

の
信

約

を
有
効
に
し
、
平
和
や
防
衛
、
安
全
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
罰
を
科
す

「強
制
権
力
(
p
o
w
e
r
 
o
f
 
c
o
e
r
c
i
o
n
,
 
P
o
t
e
s
t
a
s
 
C
o
a
c
t
i
v
a
)

」

が
必
要
と
な
る
(
E
L
 
2
:
1
:
6
;
 
D
C
 
6
:
4
)

。
こ
の
強
制
権
力
は
主
権
者
の
権
力
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
主
権
者
は
罰

を
科
す
権
利
で
あ
る

「正

義

の
剣
」
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
正
義

の
剣
に
は
、
和
戦
の
権
利
で
あ
る

「戦
争
の
剣
」、
裁
判
権
、
国
法

制
定
権
な
ど
の
主
権
者

の

諸
権
利
が
付
随
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
権
利
に
よ
り
、
主
権
権
力
は

「絶
対
的
」
な
も
の
と
な
る
(
E
L
 
2
:
1
:
7
-
1
3
;
 
D
C
 
6
:

5
-
1
2

)
。



前
節

で
見
た
よ
う
に
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
政
治
哲
学
の
定
義
を
行
う
な
か
で
、
主
権
者

が
持

つ
諸
権
利
を
コ

モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
か
ら
導
出
す
る
と
宣
言
し
た
。
実
際
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
こ
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
設
立

か
ら
」
主
権
者
が
持

つ

「す

べ
て
の
権
利
と
権
能
(
R
i
g
h
t
s
 
a
n
d
 
 
F
a
c
u
l
t
y
e
s
)

と
が
導
出
さ
れ
る
」
と
述

べ
、
主
権
者
が
持

つ
一
二
の
諸
属
性
と
諸
権
利
と
を
列

挙
し
た
(
L
e
v
 
1
8
,
 
p
p
.
 
1
2
1
-
1
2
6
.

(二
)
三
六
-
四
六
頁
)
。

'
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
〈
設
立
〉
の
信
約

に
「権

威
付
与
(
A
u
t
h
o
r
i
s
a
-

t
i
o
n
)

」
の
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
主
権
者
の
諸
々
の
行
為
や
判
断
を

「権
威
づ
け
る
(
A
u
t
h
o
r
i
s
e
)

」
と
は
、
臣
民
た
ち
が
そ
れ

ら
の
行
為
や
判
断
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
い
て
、
こ
の
権
威
付
与
を
根
拠

に
主
権

者

の
諸
権
利
を
論
証
し
た
。
こ
の
権
威
付
与
は
、
先
に
見
た
コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の
人
為
的
構
成
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
概
念
で
あ

っ
た
。

人
々
が
主
権
者
の
す
べ
て
の
行
為
と
判
断
と
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
平
和
は
保
た
れ
、
政
治
秩
序

は
よ

り
安
定

し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

臣
民

の
服
従
義
務

に
つ
い
て
も
、
同
様
の
議
論
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「義
務
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
)

」
は
意
志
的
な
行
為

か
ら
し
か
生
じ
な

い

と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
権
者

の
権
利
と
同
様
に
、
臣
民
の
義
務
を
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
か
ら
導
出
す
る
。
『法
の
原
理
』
お
よ

び

『市

民
に
つ
い
て
』

に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
信
約
と
は
意
志
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
義
務
は
信
約
に
よ

っ
て
の
み

生
じ
る
(
E
L
 
1
:
1
5
:
9
;
 
2
:
1
0
:
2
;
 
D
C
 
2
:
1
0
;
 
1
4
:
2
;
 
1
4
:
2
n
)

。
し
た
が

っ
て
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈
設
立
〉

の
信
約
に
よ

っ
て
、
人
々
は
主
権
者

に
対
す
る
服
従
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『法
の
原
理
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
臣
民
の
服
従
義
務
に

つ
い
て
詳
述
し
な
か

っ

た
。
他
方
、
『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
市
民
は
主
権
者
の
絶
対
的
な
権
利

に
対
応
す
る

「全
面
的
(
S
I
M
P
L
I
S
)
」
な
服

従
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
義
務
は
、
「私
た
ち
が
、
私
た
ち
の
す
べ
て
の
権
利
を

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
へ
と
譲
渡
し
た
信
約
か

ら
直
接

的
に
で
は
な
く
、
間
接
的
に
」
生
じ
る
の
で
あ
る
(
D
C
 
6
:
1
3
)

。

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「す
べ
て
の
人
は
ひ
と
し
く
生
来
、
自
由
で
あ
る
」
か
ら
、
「
い
か
な
る
人
に
と

っ
て

も
自
分
自
身
の
行
為
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
義
務
は
な
い
」
と
の
前
提

に
立
ち
、
臣
民
の
服
従
義
務
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「臣
民

の
義
務
と
自
由
」
は
、
「私
は
彼

〔主
権
者
〕
の
す
べ
て
の
行
為
を
権
威
づ
け
る
」
と
い
う
言

明
(
e
x
p
r
e
s
s
 
w
o
r
d
s
)

」
か
ら
、
あ



る
い
は

「主
権
設
立
の
目
的
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
L
e
v
 
2
1
,
 
p
.
 
1
5
0
.

(二
)
九
五
頁
)
。
前
述

の

「言
明
」
と
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ

ル
ス

〈設
立
〉
の
際
に
人
々
が
結
ぶ
信
約
の
内
容

で
あ
る
(
L
e
v
 
1
7
,
 
p
.
 
1
2
0
.

(二
)
三
三
頁
L
e
v
 
1
8
,
 
p
.
 
1
2
1
.

(
二
)
三
六
頁
)。
ま
た

前
述

の

「目
的
」
と
は
、
「臣
民
た
ち
同
士
の
あ

い
だ
で
の
平
和
と
、
共
通
の
敵

に
対
す
る
彼
ら
の
防
衛
」
で
あ
る
(
L
e
v
 
2
1
,
 
p
.
 
1
5
0
.

(二
)

九
五
頁
)
。

こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
か
ら
主
権
者

の
諸
権
利
と
臣
民
の

「義
務
(
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
)

」

と
を
導
出
し
た
。
他
方
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ

の
政
治
哲
学

の
目
的
は
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民
の

「責
務
(
d
u
t
y
)
」
と
を
確

定
す

る
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
こ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ

の
言
う

「義
務
」
と

「責
務
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
彼
は
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
A
が
B
に
対
し
て
権
利
を
譲
渡
し
た
場
合

に
は
、
A
は
、
B
が
そ
の
権
利
か
ら
生
じ
る
便
益
を

受
け
取
る
こ
と
を
妨
害
し
な
い
よ
う
「義
務
づ
け
ら
れ
る
(
O
B
L
I
G
E
D
)
」
。
加
え
て
A
は
、
自
分
自
身
の
意
志
的
な
行
為
を
無
効
に
し
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
彼

の

「責
務
(
D
U
T
Y
)
」
な
の
で
あ
る
(
L
e
v
 
1
4
,
 
p
p
.
 
9
2
-
9
3
.

(
一
)
二

一
九
頁
)
。

以
上
の
記
述
か
ら
、
臣
民
の
責
務
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
信
約
を
結
ぶ
際
に
権
利
を

譲
渡

し
(
L
e
v
 
1
4
,
 
p
.
 
9
4
.

二

)
二
二

一
-
二
二
二
頁
)、
そ
の
結
果
、
義
務
が
生
じ
る
。

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

〈
設
立
〉

の
際
に
は
、
臣
民

と
な
る
人
々
は
意
志
的
な
行
為
と
し
て
信
約
を
結
び
、
そ
れ
に
よ

っ
て
服
従
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
臣
民

は
、
こ
の
服
従
義
務
を
履

行
す

る
た
め
に
、
社
会
生
活
の
諸
局
面
に
お
い
て
、
特
定

の
具
体
的
行
為
を
な
す
責
務
を
負
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
臣
民
た
ち
は
、
彼
ら
の
服

従
が
神
の
諸
法
に
反
し
な
い
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
お
い
て
、
主
権
者
た
ち
に
対
し
て
全
面
的
な
服
従
を
な
す

べ
き
」
と
し
た
が
、

こ
れ
は
、
臣
民
の

「
政
治
的
責
務
(
C
i
v
i
l
l
 
d
u
t
y
)

」
に
つ
い
て
の

一
般
的
記
述
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
(
L
e
v
 
3
1
,
 
p
.
 
2
4
5
.

(二
)

二
八
五
頁
)。

さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
他
の
箇
所

に
お
い
て
、
主
権
者
は
臣
民
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
責
務
を
教
え
る
べ
き
だ
と

述
べ
て
い
る
。
統
治
形
態
の
変
更
を
望
ま
な

い
こ
と
、
主
権
者
以
外
の
人
気
あ
る
人
々
に
従
わ
な
い
こ
と
、
主
権
権
力
に
異
議
を
唱
え
な
い

こ
と
、
親
を
尊
敬
す
る
こ
と
、
隣
人
に
侵
害
を
行
わ
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
心
か
ら
誠
実

に
な
す
こ
と
で
あ

る
(
L
e
v
3
0
p
p
2
3
3
2
3
6

(二
)
二
六
三
-
二
六
八
頁
)。
こ
れ
ら
の
責
務
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈設
立
〉
の
信
約
を
無
効

に
し
な

い
た
め

に
な
す
べ
き
具
体
的
事
柄



な
の
で
あ
る
。

主
権

者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
義
務
と
を

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
か
ら
導
出
す
る
議
論

に
は
、
注
目
す
べ
き
点

が
も
う

一
つ
残
さ
れ

て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
を
論
じ
る
際
に
、
主
権
者
と
臣
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
臣

民
と
な
る
人
々
は
彼

ら
相
互
間
で
信
約
を
結

ぶ
の
で
あ
り
、
主
権
者
と
の
間
で
信
約
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
主
権
者
と
臣
民
と

の
関
係

に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
次
の
結
論
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
主
権
者
が
行
う
い
か
な
る
行
為
も
臣
民
に
対
し
て
は
侵
害
で
は
な
く
、

ま
た
主
権
者
は
臣
民
に
対
し
て

一
切
の
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
に
よ

っ
て
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
、
主
権
者
が
絶

対
的
な
諸
権
利
を
持
ち
、
臣
民
た
ち
が
主
権
者
に
対
す
る
全
面
的
な
服
従
義
務
を
負
う
こ
と
を
裏
づ
け
た
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
主
権
者
が
持

つ
諸
権
利
を
論
じ
る
際
に
、
主
権
者
が
臣
民
に
よ

っ

て
処
罰

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
し
た
(
E
L
 
2
:
1
:
1
2
;
 
D
C
 
6
:
1
2
)

。
加
え
て
、
『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
権

権
力
は

「市
民
あ
る
い
は
臣
民
が
彼
ら
の
あ
い
だ
に
お
い
て
各
人
相
互
で
結
ぶ
諸

々
の
信
約

に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
、
市
民
た
ち
は
、
信
約
に
よ
り
同
胞
市
民
に
対
し
て
義
務
を
負

い
、
主
権
者
に
対
し
て
行
う
権
利
の
「寄
贈
(
d
o
n
a
t
i
o
)

」
に
よ
り

主
権
者

に
対
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
(
D
C
 
6
:
2
0
)

。

ま
た
、
『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
権
者
と
臣
民
と
の
あ
い
だ
に
は
信
約
が
結
ば
れ
な
い
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
、
最
初
は
民
主
政

の
形
態
を
と
る
と
論
じ
た
。
民
主
政
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
〈設

立
〉
す
る
際
に
は
、
主
権
者
で
あ
る
人
民
全
体
と
、
そ
の
人
民
を
構
成
す
る
個

々
の
臣
民
と
の
間
で
は
信
約
は
結
ば
れ
な

い
。
信
約
は
あ
く

ま
で
個

々
の
臣
民
た
ち
相
互
間
で
結
ば
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
民
主
政

に
お
い
て
、
主
権
者
で
あ
る
人
民
が
個
々

の
臣
民
に
対
し
て
行

う

い
か
な
る
行
為
も
、
侵
害
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
主
権
者
は
臣
民
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な

い
(
E
L
 
2
:
2
:
2
-
3
;
 
D
C
 
7
:
7
;
 
7
:

1
4

)
。
貴
族
政
や
君
主
政
は
、
民
主
政
の
主
権
者
で
あ
る
人
民
が
、
貴
族

の
合
議
体
や
君
主
に
主
権
を
譲
渡
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
成
立
す
る
。

そ
の
た
め
、
貴
族
政
や
君
主
政
に
お
い
て
も
、
主
権
の
性
質
は
民
主
政
と
同

一
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
統
治
形
態
に
お
い
て
も
、
主
権
者
は
臣

民
と
の
あ

い
だ
で
信
約
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
主
権
者
が
臣
民
に
対
し
て
な
す
い
か
な
る
行
為
も
侵
害

で
は
あ
り
得
な
い
し
、

主
権
者

は
臣
民

に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
(
E
L
 
2
:
2
:
6
-
7
;
 
2
:
2
:
9
;
 
D
C
 
7
:
8
-
9
;
 
7
:
1
1
-
1
2
;
 
7
:
1
4
)

。



『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、
先
に
見
た

「権
威
付
与
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
述
べ
た
よ
う
な
議
論

の
方
式
を
と

る
必
要
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
臣
民
と
な
る
人
々
は
相
互
に
信
約
を
結
び
、
主
権
者

の
行
為
を
自
分
の
も
の
と
す
る
、

す
な

わ
ち
権
威
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を

〈設
立
〉
す
る
。
主
権
者
は
信
約
の
当
事
者

で
は
な

い
か
ら
、
主
権
者
の
側
で

は
信
約
破
棄
は
生
じ
な
い
し
、
主
権
者
が
行
う
い
か
な
る
行
為
も
侵
害
で
は
あ
り
得
な

い
。
ま
た
、
主
権
者
は
臣

民
に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
得

な

い
(
L
e
v
 
1
8
,
 
 
p
p
.
 
1
2
1
-
1
2
4
.

(二
)
三
六
-
四

一
頁
)
。

こ
の
よ
う
に
、
『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
「権
威
付
与
」

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臣
民
に
対
す
る
主
権
者

の
義
務
の

不
在
を

い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
た
方
法
で
論
証
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
は

い
え
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
三
著
作
を
通
じ

て
、
主
権
者
の
諸
権
利
と

臣
民

の
義
務
、
さ
ら
に
は
主
権
者
が
臣
民
と
は
信
約
を
結
ば
な
い
こ
と
を
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
か
ら
導
出
し
た
点
で

一
貫
し
て

い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
ら
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
主
権
者
の
諸
権
利
と
臣
民

の
責
務
と
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
〈設
立
〉

さ
れ

た
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
哲
学
に
お
け
る
理
論
的
範
型
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ
が

〈獲
得
〉
さ
れ

た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
論
じ
る
際

に
、
こ
の
範
型
を
ど
の
よ
う
に
用

い
た
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

三
節

「家
産
的

王
国
」
か
ら

〈獲
得
〉

に
よ

る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
へ

『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
〈獲
得
(
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
)

〉
に
よ

っ
て
成
立
す
る

「政
治
体
」
・
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
論
じ
た
際
、
彼
が
論
述
の
対
象
と
し
て
い
た
の
は

「家
産
的
王
国
」
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
は
、

家
産
的
王
国
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ

の
議
論
は
君
主
政
の
議
論

の

一
部
を
な
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
両
著
作

に
お

い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

コ

モ
ン
ウ
エ
ル
ス
の
三
つ
の
種
類
、
す
な
わ
ち
民
主
政
、
貴
族
政
、
君
主
政
と
い
う
三
つ
の
統
治
形
態
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
う
章
と
、
そ
の

三

つ
の
統
治
形
態
を
比
較
検
討
す
る
章
と
の
あ
い
だ
に
、
家
産
的
王
国
を
扱
う
章
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
ホ
ッ

ブ
ズ

は
ま
ず
、
民
主
政
、
貴
族
政
、
君
主
政
と

い
う
三

つ
の
統
治
形
態
を
説
明
す
る
(
E
L
 
2
:
2
:
1
-
1
6
;
 
D
C
 
7
:
1
-
1
8
)

。
そ
の
次
の
章

に
お
い
て
、

彼
は
、
主
人
が
従
僕
に
対
し
て
有
す
る

「専
制
的
支
配
(
d
o
m
i
n
i
o
n
 
d
e
s
p
o
t
i
c
,
 
D
o
m
i
n
i
u
m
 
D
e
s
p
o
t
i
c
u
m
)

」
を
取
り
上
げ

る
(
E
L
 
2
:



さ

ら

に
、

そ

れ

に
続

く

章

に

お

い

て
、

彼

は

、

親

が

子

供

に
対

し

て
有

す

る

「
家

長

的

支

配

を

取

り

上

げ

、

家

産

的

王

国

に
関

す

る
議

論

を

行

う

。

そ

の
議

論

の

な

か

で
、

彼

は

、

家

産

的

王

国

の
主

権

者

が

〈
設

立

〉

に

よ

る

君

主

政

の
主

権

者

と

同

一
の
諸

権

利

を

持

つ

こ

と

を

示

し

た

う

え

で

、

君

主

政

に

お
け

る
主

権

権

力

の

継

承

の
問

題

を

論

じ

て

い

る

。

こ

う

し

た

議

論

を

行

っ
た
後

、

次

の
章

で

ホ

ッ
ブ

ズ

は

再

び

三

つ

の
統

治

形

態

の
問

題

に
立

ち

戻

り

、

そ

れ

ら

を

比

較

し

て
君

主

政

が

最

善

の
統

治

形

態

で
あ

る

と

結

論

す

る

の

で
あ

る

。

家

産

的

王

国

に

つ

い
て

の

ホ

ッ
ブ

ズ

の
議

論

を
詳

し

く

見

る

こ
と

に

し

よ

う

。

ホ

ッ
ブ

ズ

は
、

「
家

族

」
と

は

「
父

親

あ

る

い

は

母

親

、

も

し

く

は

そ

の

両

方

、

お

よ

び

子

供

た

ち

と

従

僕

た

ち

か
ら

構

成

さ

れ

る
全

体

」

で
あ

る

と

定

義

す

る

。

こ

の
家

族

に

お

い

て

は
、

「
父

親

あ

る

い

は
主

人

が

そ

の

主

権

者

で

あ

り

、

残

り

の
者

は

(
子

供

た

ち

も

従

僕

た

ち

も

等

し
く

)
臣

民

で

あ

る

」

ホ

ッ
ブ

ズ

に
よ

れ
ば

、

家

族

に

お

け

る
臣

民

で

あ

る

子
供

た

ち

と
従

僕

た

ち

は
、

〈
設

立

〉

さ

れ

た

コ

モ

ン

ウ

ェ
ル

ス

の
臣

民

と
同

程

度

の
服

従

を

な

す

。

ま

た
、

家

族

が

拡

大

し

て
大

規

模

に
な

り
自

己

防

衛

力

を

備

え

た
場

合

に

は

、

そ

れ

は

「
家

産

的

王

国

」

と

な

る

と

し

て
、

ホ

ッ
ブ

ズ

は

次

の

よ

う

に
論

じ

て

い
る

。

そ
の
家
族
が
、
生

み
、
も
し
く
は
養
子
縁
組
に
よ
る
子
供
の
増
加

に
よ

っ
て
、
あ
る

い
は
、
生
み
、
征
服
も
し
く
は
意
志
的
な
服
従

に
よ
る
従

僕

の
増
加

に
よ

っ
て
、
規
模

が
大
き
く
な
り
、
た
い
て
い
の
場
合
、
自

己
防
衛
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
家
族
は
、家
産
的
王
国

あ
る

い
は
、
獲
得

に
よ
る
君
主
政

と
呼
ば
れ
る
。
そ

こ
に
お
い
て
主
権

は
、
政
治
的
設
立

に
よ

っ
て
任
命

さ
れ
る
君
主

の
場
合
と
同
様

に
、

一
人

の
人

に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
方

に
あ

る
諸
権
利

は
す

べ
て
、
同
じ
も
の
が
他
方
に
も
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
私
は
今
後
、

そ
れ
ら
を
別

々
の
も
の
と
し

て
は
語

ら
ず
、
君
主
政

一
般

に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『法

の
原

理

』

お

よ

び

『市

民

に

つ

い

て
』

は
、

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の
主

権

を

め

ぐ

っ
て

国

王

と
議

会

が

激

し

く

争

っ
た

一
六

四

〇

年

代

に
回

覧

・
公

刊

さ

れ

た

。

両

著

作

に

お

い
て

、

ホ

ッ
ブ

ズ

が

提

示

し

た

家

産

的

王

国

に

は
、

ス
チ

ュ
ア

ー

ト

王

朝

が
含

ま

れ

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

と

い
う

の

も

、

後

に

ホ

ッ
ブ

ズ

が

著

し

た

『哲

学

者

と

イ

ン
グ

ラ

ン

ド

の

コ
モ

ン

・
ロ
ー

学

徒

と

の
対

話

」

に

お

い
て

、

彼

自

ら

が

イ

3:1-9; D
C
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ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
家
族
が
拡
大
し
た
も
の
だ

っ
た
と
述

べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
家
産
的
王
国
の
主
権
者
は
、
〈設
立

〉
に
よ
る
君
主
す
な
わ

ち

〈設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス
の
主
権
者
と
同

一
の
諸
権
利
を
持

つ
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
そ
の
根
拠
を
充
分

に
示
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

と

い
う
の
も
、
〈設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
場
合
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
れ
を
人
為
的
な
構
成
物
と
し
て
示
し
た
が
、
こ
の
家
産
的
王
国

は
、
次
の
二
つ
の
理
由

に
よ
り
完
全
な
人
為
的
構
成
物
と
は
な
り
得
な
い
性
格
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第

一
の
理
由
は
、
家
族
は
自
然
状
態
に
お
い
て
存
在
し
、
家
産
的
王
国
と
は
こ
の
家
族
が
拡
大
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
家
産
的
王
国
を

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て

「自
然
的
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」
と
も
呼

ん
だ
(
D
C
 
5
:
1
2
;
 
8
:
1
)

。

ホ

ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の

「確
立
(
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
)

」
以
前
に
も
家
族
が
存
在
し
(
D
C
 
 
1
:
1
0
n
;
 
6
:
1
5
n
;
 
1
3
:
1
4
)

、

コ
モ
ン

ウ

ェ
ル
ス
は
家
族
の
父
親
た
ち
に
よ

っ
て

「確
立
さ
れ
た
(
c
o
n
s
t
i
t
u
t
u
m
)

」
も

の
で
あ

っ
た
(
D
C
 
9
:
6
)

。
要
す

る
に
、
家
族
は
、

コ
モ
ン

ウ

ェ
ル
ス
が
成
立
す
る
以
前
の
自
然
状
態
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ

に
よ

れ
ば
、
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

に
属
さ
な
い
小
さ
な
家
族
は
自
然
状
態
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
の
家
族
が
拡
大
し
た
場
合

に
は
家
産
的
王
国
と
呼

べ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
場
合

に
は
、
人
々
は
自
ら
の
意
志
的
行
為
で
あ
る
信
約
に
よ

っ
て
自
然
状
態
を
脱
却
し
た
が
、
そ
れ

と

は
異
な
り
、
家
産
的
王
国
の
場
合

に
は
、
自
然
状
態
を
脱
却
す
る
の
に
必
要
な
の
は
規
模
の
拡
大
だ
け
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
前
述

の
第

一
の
理
由
と
関
係
す
る
が
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
の
場
合
と
異
な
り
、
家
産
的
王
国
に
お
い
て
信

約

が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
明
快
な
説
明
を
行

っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈設

立
〉
の
場
合
に
は
、
多
く
の
人
々
が
同
時
に
相
互
間
で
結
ぶ
信
約
に
よ

っ
て
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が
人
為
的

に
構
成
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の

際
、
主
権
者
は
こ
の
信
約

の
当
事
者

で
は
な
か

っ
た
。
対
照
的
に
、
家
族

に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
は
父
親
に
対
す
る
服
従
を
義
務
づ
け
ら

(25
)

れ

る
が
、
そ
の
義
務
は
子
供
た
ち
が
な
す
信
約
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
信
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
家
長
た

る
主
人
に
服
従
を
義
務
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
従
僕
だ
け
で
あ
る
。
家
長
が
多
く
の
従
僕
た
ち
と
次
々
に
信
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
家
族
が
拡
大
し
て
家
産

的
王
国
と
な
る
。

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈
設
立
〉

の
場
合
と
の
決
定
的
な
相
違
は
、
家
産
的
王
国
の
主
権
者
で
あ
る
家
長
が
そ
の
臣
民
で
あ
る

従

僕
と
信
約
を
結
び
、
信
約

の
当
事
者
と
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
(
E
L
 
2
:
3
:
2
-
3
;
 
D
C
 
8
:
1
-
3
)

。
そ
の
結
果
、

家
長
は
従
僕
に
対
し
て
義



務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
〈
設
立
〉
に
よ
る
主
権
者
が
持

つ
よ
う
な
絶
対
的
な
諸
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
〈設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
主
権
者
と

家
産
的
王
国

の
主
権
者
と
が
同

一
の
諸
権
利
を
持

つ
論
拠
を
充
分
に
提
示
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
問
題
は
ホ
ッ
ブ
ズ

に
と
っ
て
解
決
す
べ
き

も
の
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
著
作

と
は
異
な
る
議
論
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
〈
獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
つ
い
て
の

一
般
的
定
義

で
あ
る
。

獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
(
A
 
C
o
m
m
o
n
-
w
e
a
l
t
h
 
b
y
 
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
)

と
は
、
主
権
が
力
(
F
o
r
c
e
)

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
人
々
が
個
別
に
、
あ
る
い
は
多
く
の
者
が
同
時
に
多
数
意
見
に
よ
っ
て
、
死
あ
る
い
は
諸
々
の
枷
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
、

彼
ら
の
生
命
と
自
由
と
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
人
間
あ
る
い
は
合
議
体
の
す
べ
て
の
行
為
を
権
威
づ
け
る
(
a
u
t
h
o
r
i
s
e
)

場
合
で
あ
る
。
(
L
e
v
 
2
0
,
 
 
p
.
1
3
8

(二
)

七
〇
頁
)。

先
に
見
た

『法

の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』

に
お
け
る
家
産
的
王
国
の
記
述
と
、
こ
の

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
つ

い
て
の
記
述
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
次
の
二
点
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第

一
に
、
個
別

に
あ

る
い
は
多
く
の
者
が

同
時

に
行
う
信
約

に
よ

っ
て
、
〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
〈設
立

〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ

ル
ス
の
場
合
と
同
様

に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が

「権
威
付
与
」
の
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
場
合

に
も
、

臣
民
た
ち
は
主
権
者
が
な
す
行
為
を
自
分

の
も
の
と
し
て
権
威
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
威
付
与

の
概
念
は
、
権
威
づ
け
を
行
う
側
に
、

生
命
保

護
を
唯

一
の
条
件
と
し
て
、
生
命
保
護
の
た
め
の
判
断
や
行
為
の
権
限
を
全
面
的
に
放
棄
さ
せ
る
か
ら
、
以
前

の
二
著
作

の
家
産
的

王
国
の
場
合
に
お
け
る
信
約

の
双
務
性
を
少
な
く
と
も
大
幅
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
定
義
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち

〈獲
得
〉
に
よ
る

「支
配
(
D
o
m
i
n
i
o
n
)

あ
る
い
は
主

権
」
と

〈
設
立
〉

に
よ
る
主
権
と
の
相
違
は
次
の
点
に
の
み
あ
る
。
す
な
わ
ち

〈設
立
〉
の
場
合
に
は
、
相
互
の
恐
怖

に
よ

っ
て
人
々
は
主

権
者
を
選
ぶ
の
で
あ
り
、
人
々
の
恐
怖
は
彼
ら
が

〈設
立
〉
す
る
主
権
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
〈
獲
得
〉
の
場
合

に
は
、



人

々
は
自
ら
が
恐
れ
る
者

に
服
従
す
る
の
で
あ
る
(
L
e
v
 
2
0
,
 
p
.
 
1
3
8
.

(二
)
七
〇
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
恐
怖

の
対
象
は
相
違
し
て
い
る
も
の

の
、
両
者
は
と
も
に
信
約

に
よ

っ
て
成
立
し
、
人
為
的
な
性
格
を
備
え
る
点
で
は
共
通
す
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
根
拠

に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
〈
獲
得
〉

に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
主
権
者
が
、
〈
設
立
〉

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
主
権

者

と
同

一
の
諸
権
利
を
持

つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
、
「主
権

の
諸
権
利
と
諸
帰
結
」
は

〈設
立
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
と

〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
り
、
〈設
立
〉
に
よ
る
主
権
者
が
持

つ
権
利
は
す
べ
て

〈
獲
得
〉

に
よ
る
主
権
者
も
持

つ
(
L
e
v
 
2
0
,
 
p
.
 
1
3
9
.

(二
)
七

一
頁
)
。

さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
示
す
の
は
、
〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
臣
民
が
、
〈
設
立
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
臣
民
と
同
様
に
、

主
権
者
に
対
す
る
全
面
的
な
服
従
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
、
〈設
立
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
と
〈
獲
得
〉

に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
両
者
が
と
も
に
恐
怖
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
「死
や
暴
力

へ
の
恐
怖
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
信
約
が

無
効
で
あ
る
と
考
え
る
者
た
ち
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
の
理
由
を
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
も
し
彼
ら
の
考

え
が
「真
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
種
類
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
も
、
誰
も
服
従
を
義
務
づ
け
ら
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
」
(
L
e
v
 
2
0
,

p
p
.
 
1
3
8
-
1
3
9
.

(二
)
七
〇
頁
)。
要
す
る
に
、
恐
怖
を
契
機
と
し
て
結
ば
れ
た
信
約
は
、
臣
民
の
服
従
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
点
で
完
全
に
有
効

で
あ
る
。
こ
う
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
か
ら
主
権

者
の
諸
権
利
と
臣
民
の
服

従
義
務
と
を
導
出
し
、
そ
れ
ら
は

〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ス
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
家
産
的
王
国
と

『リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る

〈
獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル

ス
と
を
比
較
し
た
場
合
、
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
う

一
つ
の
重
要
な
相
違
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

〈
獲
得
〉

に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に

お

い
て
主
権
者
が
合
議
体
で
あ
る
場
合
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
家
産
的
王
国
と
は
異
な
り
、
〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
家
族
が
拡
大
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
な
く
な
る
。
合
議
体
を
主
権
者
と
し
、
「征
服
(
C
o
n
q
u
e
s
t
)

」
を
契
機
と
し
て
、

多

く
の
人
々
が
同
時
に
結
ぶ
信
約
に
よ

っ
て
成
立
す
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
も
、
〈獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の
定
義

に
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
議
論
と

『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
が
公
刊
さ
れ
た
と
き
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
状
況
と
の
相
関
は
、
す
で

に
先
行
研
究

に
よ

っ
て
明



ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
内
乱
終
結
後
、
プ
ラ
イ
ド
の
パ
ー
ジ
に
よ
り
ラ
ン
プ

(残
部
)
議
会
が
成
立
し
た
。
ラ

ン
プ
議
会
は
、
国
王

を
処
刑

し
、
王
政
と
貴
族
院
と
を
廃
止
し

一
院
制
の
共
和
国
樹
立
を
宣
言
し
た
。
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
、

一
六
五

一
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
内

に
お
い
て
英
語
で
公
刊
さ
れ
た
。
当
時
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
論
争
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
。
こ
の

論
争
は
、
国
王
処
刑
後
に
成
立
し
た
新
共
和
国
政
府

(ラ
ン
プ
議
会
体
制
)

に
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
た
ち
の
服
従

の
正
当
性
を
め
ぐ

っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る

〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
、
同
著
公
刊
当
時
に
イ

ン
グ
ラ

ン
ド
に
存
在
し
て
い
た

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
、
具
体
的
に
は
ラ
ン
プ
議
会
を
主
権
者
と
す
る
共
和
国
を
示
唆
し
得

た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

さ
ら
に

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
次

の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は

〈獲
得
〉
に
よ
る
コ
モ
ン

ウ

ェ
ル
ス
を
扱

っ
た

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
第

二
〇
章

に
お
い
て
、
「征
服
や
戦
争
に
お
け
る
勝
利

に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
る
」
「専
制
的
支
配
」

を
論
じ

た
(
L
e
v
 
2
0
,
 
p
p
.
 
1
4
1
-
1
4
2
.

(二
)
七
四
-
七
六
頁
)
。
さ
ら
に
彼
は
、
同
著
末
尾
の

「
総
括
と
結
論
」
に
お
い
て
、
「征
服
」
と

「征

服
者
(
C
o
n
q
u
e
r
o
u
r
)

」
の
問
題

に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「最
近
出
版
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
様
々
な
書
籍
」

を
見
る
限
り
、
内
乱
は
人
々
に
次
の
三

つ
の
こ
と
が
ら
を
い
ま
だ
に
充
分
に
は
教
え
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
第

一
に

「
ど
の
時
点

に
お
い
て

臣
民
は
征
服
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
」
、
第
二
に

「征
服
と
は
何

か
」
、
第
三
に
、
ど
の
よ
う

に
し
て
征
服
は
征
服

者

の
諸
法
を
遵
守
す
る
よ
う
人
々
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
専
制

的
支
配

の
議
論
を
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
与
え
た
の
で
あ
る
(
L
e
v
 
 
`
A
 
R
e
v
i
e
w
,
 
a
n
d
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
'
,
 
p
p
.
 
4
8
4
-
4
8
6
.

(四
)

一
六
〇
1

一
六
三
頁
)。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
当
時
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
た
ち
が
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る

〈獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
、

同
著
公
刊
時
に

「征
服
」
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
た
新
共
和
国
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
意
図
し
て
い
た
こ

と
は
、

明
ら
か
と
言
え
る
。



む
す
び

に
か
え
て

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
と

〈獲
得
〉
と
い
う
二
つ
の
成
立
方
法
は
、
実
在
す
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

を
分
類
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
基
準

で
は
な

い
。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
れ
ら
成
立
方
法
の
ど
ち
ら
か
に
重
点
を
置

い
た
わ
け
で
も
な
か

っ

た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
ら
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
〈
獲
得
〉
に
よ

っ
て
成
立
し
た
実
在
の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
け
る
主
権
者
の
絶
対
的
諸

権
利

と
臣
民
の
全
面
的
な
服
従
義
務
を
弁
証
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
、
自
ら
の
哲
学
方
法
論
に
し
た
が
い
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉

か
ら
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
義
務
と
を
導
出
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ

の
政
治
哲
学
は
、
〈
設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
理
論
的
範
型
を
用

い
て
、
〈獲
得
〉
に
よ

っ
て
成
立
し
た
実
在
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
け
る
政
治
秩
序

の
安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
点
で
、
政
治
の
実
践
的

問
題

に
対
応
可
能
な

「知
」
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
政
治
哲
学
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
政
治
的
安
定
は
盤
石
の
も
の
た
り
得
な
い
。

人
々
の
理
性
は
政
治
秩
序

の
形
成
を
促
す
が
、
そ
の
理
性
は
、
主
権
権
力

へ
の
恐
怖
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
社
会

に
お
け
る
教
育
に
よ

っ
て

も
支

え
ら
れ
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
見
地
か
ら
彼
は
、
大
学
の
教
育
に
着
目
し
た
。
実
際
、
ホ
ッ
ブ
ズ

の
見
る
と
こ
ろ
、
古
典
古

代
の
政
治
哲
学
、
ス
コ
ラ
哲
学
な
ど
は
大
学
で
教
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
教
育
を
受
け
た
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
や
聖
職
者
た
ち
が
そ
れ
を
民

衆
に
広
め
る
こ
と
に
よ
り
政
治
秩
序

の
安
定
は
脅
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
E
L
 
2
:
9
:
8
;
 
L
e
v
 
3
0
,
 
p
p
.
 
2
3
6
-
2
3
7
.

(二
)
二
六
八
-
二
六
九

頁
)
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
大
学
の
教
育
内
容
を
全
面
的
に
改
め
る
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
(
E
L
 
2
:
9
:
8
;
 
D
C
 
1
3
:
9
)

。
そ
の
提
言
は

『リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
同
著

に
お
い
て
彼
は
、
政
治
的
安
定
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
自
ら
の
理
論
が
大
学
で
教
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
(
L
e
v
 
 
`
A
 
R
e
v
i
e
w
,
 
a
n
d
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
'
,
 
p
p
.
 
4
9
0
-
4
9
1
.

(四
)

一
七

一
1

]
七
二
頁
c
f
.
 
L
e
v
 
3
1
,
 
p
.

2
5
4

(二
)
三
〇

二
-
三
〇
三
頁
)
。

こ
う
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ

の
政
治
哲
学
は
、
主
権
者

の
諸
権
利
と
臣
民
の
服
従
義
務
と
を
導
出
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
臣
民
た
ち
に
教
育

す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
育
と
い
う
側
面
を
も
含
め
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て

論
じ

る
こ
と
と
す
る
。



凡
例

本
稿

で
用

い
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

『法

の
原
理
』

数

字

は

部
、

章

、

節

を
示

す

。

『市
民

に
つ
い
て
』

お
ゴ
、は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が
付
け
加

え
た
註
釈

を
示
す
。
ま
た
「献
辞

数
字

は
章
、
節
を
示
す
。
な

お
よ
び
「
読
者
諸
氏

へ
の
序
言

に
お

い
て
、

[
]

で

示

さ
れ

た
番

号

は
、

こ

の
版

の
編

集
者

ハ
ワ
ー

ド

・
ウ

ォ
リ

ン
ダ

ー

に
よ

っ
て
付

け

ら

れ

た
も

の
で

あ

る
。

英

語
訳

と

し

て

、

を
適
宜
参

照

し

た
。

『リ

ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』

冒

数

字

は
章

を

示

し
、

こ

の
版

の

ペ
ー

ジ
数

を

付

記

し

た
。

邦

訳

と

し

て

『
リ

ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』

(
一
)
1

(四
)
水

田

洋

訳

(岩

波

文

庫
、

一
九

五

四
-

一
九

八

五
年

、

た

だ

し

(
一
)
1

(二
)
は

一
九

九

二
年

に
改

訳

発

行

)

を
適

宜

参
照

し
、

巻
数

と
頁

数

と

を
付

記

し

た
。

『哲

学

者

と

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の

コ
モ

ン

・
ロ
ー
学

徒

と

の
対

話

』
、

こ
の
版

の
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
し
た
。
邦
訳
と
し
て

『哲

学
者
と
法
学
徒
と
の
対
話
1
ー

イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の

コ
モ
ン

・
ロ
ー
を
め
ぐ
る
ー

』
田
中

浩

・
重
森
臣
広

・
新
井
明
訳

(岩
波
文
庫
、

二
〇
〇
二
年
)
を
適

宜
参
照
し
、
頁
数
を
付
記
し
た
。

巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記

し
た
。

・
引

用

に
あ

た

っ
て
は

、
次

の
括

弧

を
使

い
分

け

た
。

(
)

…

原
著

者

に
よ

る
挿

入

。

た

だ

し
、

訳

文
中

で
原

語

を

示

す
場

合

に
も

こ

の
括

弧

を

用

い
た

。

〔
〕

…
引

用
者

に
よ

る
補

註

。

・
原

文

に
お

い
て

イ
タ

リ

ッ
ク

で
表

記

さ

れ

た
語

に
は
傍

点

を

付

し

た
。
た
だ

し

、
引

用

や

定
義

な
ど

の
よ

う

に

一
節

す

べ
て
が

イ

タ

リ

ッ
ク

で
表
記

さ
れ

て

い

る
場

合

に
は

「
」

を
付

し
た

。

T
he E

lem
ents 

of L
aw

 N
atural 

and Politic, ed. by Ferdinand  
T

unnies, 
w

ith a new
 introduction 

by M
. M

. G
oldsm

ith

(Frank 
C

ass, 
1969) .

D
C

D
e C

ive: 
T

he L
atin 

V
ersion, ed. by 

H
ow

ard 
W

arrender 
(C

larendon 
Press, 

1983) .

(annotatio)
(E

pistola 
D

edicatoria)
(Praefatio

ad 
L

ectores)O
n the C

itizen, ed. and tr. by R
ichard 

T
uck 

and M
ichael 

Silverthorne 
(C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 
1998)

L
ev

L
eviathan, 

ed. by R
ichard 

T
uck 

(C
am

bridge 
U

niversity 
Press, 

1991).

D
ialogue

A
 D

ialogue 
betw

een a Philosopher 
and 

a Student 
of 

the C
om

m
on

L
aw

s 
of E

ngland, 
ed. by Joseph 

C
ropsey 

(U
niversity 

of C
hicago 

Press, 
1971).

E
W

 
T

he C
ollected 

W
orks of T

hom
as 

H
obbes, ed. by Sir W

illiam
 

M
olesw

orth, 
w

ith 
a new

 
introduction 

by G
. A

. J. R
ogers (12 vols, 

   
R

outledge/T
hoem

m
es 

Press, 
1992). reprint 

of 
T

he E
nglish 

W
orks of 

T
hom

as 
H

obbes 
of M

alm
esbury 

(John B
ohn, 

1839-1845).



・
原
文

に
お
い
て
大
文
字

で
表
記
さ
れ
た
語
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。
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ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス

(二
〇
〇

一
)
『
政
治
学
』
牛
田
徳
子
訳

(京
都
大
学
学
術
出
版
会
)
。

今
井
宏
編

二

九
九
〇
)
『世
界
歴
史
大
系

イ
ギ
リ
ス
史
二
-

近
世
1

』

(山
川
出
版
社
)
。

久
野
真
大

(
二
〇
〇

一
)
「
ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の

『
専
制
的
支
配
』
論
1

『法

の
原
理
』
お
よ
び

『市
民

に
つ
い
て
』
を
中
心

に
ー

」
、

『政
治
研
究
』

(九
州

大
学
政
治
研
究
会
)
、
第

四
八
号
、
九

三
-

一
一
八
頁
。

鈴
木
朝
生

(
一
九
九
四
)
『主
権

・
神
法

・
自
由
ー

ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
思
想
と

一
七
世
紀
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
ー

』

(木
鐸
社
)
。

関

口
正
司

二

九
九
五
)
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
閉
じ
る
と
い
う
こ
と
ー

ク

ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
と
政
治
思
想
史
ー

」
、

『法
政
研
究
』

(九
州
大
学
法
政
学

会
)
、
第

六

一
巻
第
三
-

四
合
併
号
、

二
〇
三
-
二
七
三
頁
。

浜
林
正
夫

二

九
七

一
)
『増
補
版

イ
ギ
リ

ス
市
民
革
命
史
』

(未
來
社
)
。

半
澤
孝
麿

二

九
九
八
)
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
保
守
主
義
政
治
思
想

の
三
類
型

(上
)」
、

『思
想
』

(岩
波
書
店
)、
第

八
八
九
号
、

四
-
三
三
頁
。

福
田
歓

一

二

九
七

一
)
『近
代
政
治
原

理
成
立
史
序
説
』

(岩
波
書
店
)
。

山
田
園
子

(
一
九
九
四
)
『
イ
ギ
リ

ス
革
命

の
宗
教
思
想
1
ー

ジ

ョ
ン

・
グ

ッ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
1

』

(御
茶

の
水
書
房
)。

註
(
1
)
E
l
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
.
 
T
h
e
 
F
i
r
s
t
 
S
e
c
i
o
n
,
 
C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
B
o
d
y
,
 
E
W
.
 
v
o
l
.
 
I
,
 
p
.
 
i
x
.

(
2
)
`
d
u
t
y
'
 

お
よ
び
.
`
o
f
f
i
c
i
u
m
'

に
は
、
通
常

「義
務
」
と

い
う
訳
語
が
充

て
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
.
`
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
'

お
よ
び
`
o
b
l
i
g
a
t
i
o
'

と
区
別
す
る
た
め
に
、

「
責
務
」

の
語
を
充

て
た
。

(
3
)
本
稿

を
執
筆
す
る
に
あ
た

っ
て
筆
者
は
、
福

田

二

九
七

一
)
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
け
れ
ど
も
次

の
点

に
関

し
て
は
、
筆
者

は
こ
れ
と
見
解
を
異

に
す
る
。
同
著

に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説

の
特
色

は
、
特
定

の
政
治
体
制

の
弁
証

で
は
な
く
、
政
治
社
会

一
般

の
理
論
を
構
築

す
る
こ
と

に
あ
る
。
し
か
も

そ

の
構
築
が
、
哲
学

の
原
理
と
し
て
の
人
間

と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
社
会

は
既
存

の
所
与

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
演
繹
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
政
治
理
論

は
所
与
の
事
実

か
ら
切
断

さ
れ
、
そ
れ
と
は
単
に
象
徴
的
関
係

を
持

つ
も

の
と
し
て
自
律
性
を
獲
得
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ

ば
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は
画
期
的
な
人
間
理
論

の
成
功
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
獲
得
国
家
す
な
わ
ち
征
服
支
配
と
家
父
長
支
配
と
い
う
所
与
の
事
実
を
、
論

理
的

に

設
立
国
家

に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
評
価

さ
れ
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ

の
主
権
論

は
、
歴
史
的

に
特
定

の
個

々
の
主
権
者

の
権
力
で
は
な
く
、
抽
象
的

一
般

的
な
主
権
を
弁
証
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ズ
は

「
国
家
哲
学
は
私
に
は
じ
ま
る
」
と
自
負

し
え
た

の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は

そ

の
画
期
的
成
果
を
自
ら
裏
切
り
、
所
与

の
権
力

の
正
統
性
を
擁
護
す
る

一
個

の
形
式
的
保
守
主
義
者
と
し
て
立

ち
現
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な

の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
契
約
説
が
、
実
は
デ

・
フ
ァ
ク
ト

に
体
制

の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
体
制
と

い
う
実
体

の
所
与
性

に
よ

っ
て
は
じ
め
て



成
り
立
ち
得
た
と
い
う
事
実

で
あ

る
。
こ
の
デ

・
フ
ァ
ク
ト
な
体
制

へ
の
依
存

に
こ
そ
、
事
実
が
論
理
に
収
斂

さ
せ
ら
れ
き
れ
な
い
ま
ま
、
し
か
も
そ

の
こ

と
を
無
視
し
て
論
理
が
自
己
完
結
性
を
誇
り
得
た
彼

の
政
治
哲
学

の
秘
密
が
あ

っ
た
。
こ
の
事
情
は
、
政
治
理
論

の
展
開

に
お

い
て
は
、
征
服

ま
た
は
族
長

制
に
よ
る
獲
得
国
家
が
、
設
立
国
家

に
論
理
的
に
は
従
属
し
な
が
ら
残
存
す
る
こ
と
に
典
型
的

に
示
さ
れ
る
。
福
田

二

九

七

一
)
、
二
四
五
頁
、
三

一
七
頁
、

三
二
五
-
三
二
八
頁
。

こ
う
し
た
見
方
か
ら
、
同
著
で
は
、

「獲
得
国
家
」
す
な
わ
ち

く獲
得
V
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
認

め
て
し
ま

っ
た
が
ゆ
え
に
、

ホ

ッ
ブ
ズ
は
自

ら
の
画
期
的
成
果
を
裏
切
る
こ
と

に
な

っ
た
と
論
じ
る
。
本
稿

で
は
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
次
の
よ
う
な
見
方
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ホ

ッ
ブ
ズ

の
意
図
は
、
〈獲
得
〉
に
よ

っ
て
成
立
し
た
実
在

の
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
け
る
政
治
秩
序

の
安
定

を
も
た
ら
す
た
め
に
、
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
〈
設

立
〉
と
い
う
定
式
を
提
示
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ

の
理
論
的
関
・、0
は
実
践
的
関
心
と
不
可
分

で
あ

っ
た
。

(
4
)
こ
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
す
る
に
あ
た

っ
て
、
筆
者
は
二

つ
の
研
究

か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

一
つ
は
W
m
・
R

・
ラ
ン
ド
に
よ
る
研
究
で
あ

る
。
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
起
源

に
関
す
る
議
論
を
現
在

に
関
す
る
議
論

か
ら
、
す
な
わ
ち
歴
史
を
哲
学

か
ら
区
別

し
た
。
こ
の
区
別

は
ホ
ッ
ブ

ズ
に
お
け
る
二
重
の
自
然
状
態
像

に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
自
然
状
態

に
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
歴
史
的
、
実
在

の
、
真
の
、
お
よ

び
家

父
長
制
的
な
自
然
状
態
で
あ

る
。
も
う

】
つ
は
、
仮
定
上

の
、
想
像
上
の
、
お
よ
び
個
人
主
義
的
な
自
然
状
態

で
あ
り
、
こ
れ
は
思
考
実
験

の
産
物

で

あ
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
は
大

き
な
社
会
的
単
位

の
起
源
に
関
す
る
真

の
描
写
と
し
て
、
家
父
長
制
モ
デ

ル
を
実

際
に
か
な
り
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
(
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
 
a
s
s
c
i
a
t
i
o
n
)

の
歴
史
的
起
源
、
換
言
す
れ
ば

「
真
の
自
然
状
態
」
は
、
家
族
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
そ

こ
に

お
い
て
は
、
す
で
に
君
主
政
的
な
原
理
が
広
ま

っ
て
お
り
、
不
平
等
な
当
事
者
間

に
お
け

る
征
服
と
同
意
が
よ
り
大
き
な
社
会

へ
と
至
る
通
常

の
道
筋

と

な

っ
て
い
る
。

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
こ
う
し
て
〈
獲
得
〉
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去

に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
が
導
く
結
論
は
、

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
よ
う
な
政
治
的
単
位

は
そ
の
構
成

員
た
ち
に
充
分

な
安
全
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的

単
位
は
永
続
的
た
り
得
な

い
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は

「
仮
定
上

の
自
然
状
態
」
お
よ
び
主
権

の

〈
設
立
〉
と

い
う
概
念

に
言

及
す
る
。

こ
の
自
然
状
態

に
お

い
て
は
、
諸
個
人

は
平
等
だ
と
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
状
態

に
お
い
て
人

々
が
相
互
に
抱
く
恐
怖

の
み
が

「
真
の

結
合
」
を
導
く

の
で
あ
り
、
そ

の
相
互

の
恐
怖

に
も
と
つ

い
て
各
人
と
各
人
と
が
相
互
に
信
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が

〈設
立
〉
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う

に
、
ホ

ッ
ブ
ズ

は

一
方
で
社
会

の
歴
史
的
起
源
が
家
族
間

の
征
服

で
あ
る

こ
と
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
他
方

で
、
彼
の
考
え

に
よ
れ

ば
、
仮
定
的
な
自
然
状
態

か
ら
人
々
が
主
権
者
を

〈
設
立
〉
す
る
と

い
う
合
理
的
な
説
明

の
方
が
、
市
民
た
ち
に
彼
ら
の
政
治
的
諸
責
務
(
d
u
t
i
e
s
)

を
納

得
さ
せ
る
た
め

の
よ
り
確
実
な
根
拠
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
L
u
n
d
 
(
1
9
8
8
)
.

以
上

の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
ラ
ン
ド
の
研
究
は
、
示
唆
的
で
あ

る
。
た
だ
し
、

彼

の
研
究

で
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ
が
哲
学

と
歴
史
と
を
明
確

に
区
別
し
、
政
治
哲
学

の
な
か
で
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
獲
得
〉
を
提
示
し
た
理
由
ま
で
は
説
明
で

き
な

い
。
本
稿

で
示
す
よ
う
に
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈設
立
〉
と

〈
獲
得
〉

の
両
者

が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
に
は
必
要
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
示
唆
的
な
研
究
は
、
半
澤

二

九
九
八
)
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は
演
繹
的
推
論
の



手
続
き
で
議
論
を
進
行

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
手
続
き
の
意
味

は
、
先
行

す
る
章
は
後
続

の
章

に
論

理
的

に
包
括

さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

解
釈
上
の
統

一
は
、
後
続

の
言
明
を
優
先
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う

し
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア

サ

ン
』
に
お
い
て
、
主
権

の
設
立
手
続
き
を
論
じ
た
後
、
次
第

に
強
調
点
を
、
設
立
さ
れ
た
主
権

の
絶
対
性

の
問
題

に
収
斂

さ
せ
て
い
く
と
解

さ
れ
る
。
同

著
第
二
〇
章

で
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
現

に
存
在
し
て
い
る
主
権
が
主
権
と
し
て
事
実
上
人

々
を
保
護
す
る
能
力
を
持

っ
て
い
る
限

り
、
そ
の
実
際
の
起
源
が
人
々

の
現
実

の
設
立
行
為

で
あ
ろ
う
と
、
征
服

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
服
従
要
求
根
拠

に
は
な
ん
ら
差
異
は
な

い
と
す
る
。
し
か
も
、
「
設
立

に
よ
る
主

権
」
な
ど
歴
史
的

に
実
在
し
な

い
こ
と
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ

に
と

っ
て
も
自
明
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
主
権
を
め
ぐ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
実
質
的

に
は

国
内
国
外
を
問
わ
ず
征
服
権
力
の
合
理
性
、
よ
り
広
く
は
デ

・
フ
ァ
ク
ト
に
存
在
し
て

い
る
す

べ
て
の
実
効
的
権
力
の
合
理
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
か

っ
た
。
こ
こ
か
ら
導

か
れ
る
結
論

は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
朝

の
現
実
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
に
関

わ
り
な
く
、
ま
た
、
そ
の
後
の

ラ

ン
プ
議
会

に
つ
い
て
の
評
価
に
も
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
ら
が
実
効
的

か
否
か
だ
け
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
半
澤

(
一
九
九
八
)
、

一
九

-

二
〇
頁
。
以
上

の
解
釈
は
、
筆
者

の
そ
れ
と
近

い
。
た
だ
し
、
半
澤

二

九
九

八
)
の
議
論
は

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
み
を
対
象

と
し
て

い
る
。
本
稿

で
は
さ
ら
に
視
点
を
広
げ
、

『法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民

に
つ
い
て
』
と

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』
の
ク

ロ
ス
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行

い
、
そ
れ
ら
の
著
作
間
に

お
け
る

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
と

〈
獲
得
〉

に
関
す
る
議
論

の
変
化

を
明
確

に
す
る
。

付
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二

つ
の
研
究

は
、
〈
設
立
〉
さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
と
は
歴
史
的
に
実
在
し
な

い
も

の
だ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え

て
い
た
、
と
想
定

し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が
、
『法

の
原
理
』
お
よ
び

『哲
学
者

と
イ

ン
グ
ラ
ン
ド

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
徒

と
の
対
話
』
に
お
い
て
、

コ
モ
ン

ウ

ェ
ル
ス
〈
設
立
〉
の
歴
史
的
実
例
と
し
て
、
ロ
ー

マ
の
民
主
政
と
ヴ

ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
貴
族
政
を
あ
げ
て

い
る
こ
と
を
看
過
し

て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

(国
ピ

二
三
五
頁
。

(
二
)
三
九
頁

(二
)

六

二
頁
)
。

こ
れ

ら

は
確

か

に
、

ホ

ッ
ブ

ズ

が

理
論
的
範
型

と
し
て

い
た

〈設
立
〉
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の
実
例

で
は
あ
る
。
と
は

い
え
、
彼
は
そ
れ
ら
を
理
想
的
な

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
で
あ
る
と
は

考
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、
民
主
政
や
貴
族
政
よ
り
も
、
君
主
政

の
方
が
、
民
衆

の
平
和
と
安
寧

の
た
め
に
は
好
ま
し
い
統
治

形
態
だ
と
考
え

て
い
た
か
ら

で
あ
る

(二

)

五
五

-

六

〇
頁

)
。

(5
)

こ

の
こ

と

に

つ

い
て

は
、

以

下

の
箇

所

を

参

照
。

(二
)

九

ニ
ー

九

四
頁

"

(二
)
二
四
六
-
二
四
八
頁

(四
)

一
二
五

1

=

二
二
頁

Q

こ

の
こ

と

に

つ

い
て

は
、

以

下

の
箇

所

を

参

照
。

(二
)

三
〇
ニ
ー
三
〇
三
頁

頁

。

と

り

わ

け

『
法

の
原

理

』
の
献

辞

に
お

い

て
、

ホ

ッ
ブ

ズ

は

、

「
も

し

こ

こ
で
述

べ
ら

れ

た
法

と

政

治

(四
)

一
七

一
i

一
七

二

に
関
す
る
諸
見
解
を
万
人
が
抱
く

こ

2:1:17; 
D

ialogue, 
p. 

161.
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ev 
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C
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pp. 
490-491.



と
に
な
れ
ば
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
と

っ
て
比
類
の
な
い
便
益
を
も
た
ら
す
で
あ
り
ま
し

ょ
う
」
と
述

べ
て
い
る

。

こ
の
記
述

に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は

『法

の
原
理
』
の
段
階

か
ら
自

ら
の
政
治
哲
学

に
よ

っ
て
政
治
秩
序

の
安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
考
え
て

い
た
。

(
7
)
ホ

ッ
ブ
ズ

に
お
い
て

と
は
名
辞
を
操
作
し
て
結
論
を
導
く
推
論

で
あ
り
、

そ
れ
は
人
間
の
理
性

で
も
あ
る

二

)
七
七
頁
)
。
本
稿

で
は
文
脈

に
応

じ
て

「
推
論
」
あ
る

い
は

「
理
性
」
の
訳
語
を
充
て
る
。

(
8
)
ホ

ッ
ブ
ズ

は

「
学
問
」

と

「
哲
学
」

と
を
同
義

に
用

い
て

い
る

(
一
)

一
四
六
-

一
四
八
頁
)
。

(9
)

ホ
ッ
ブ

ズ
は
名
辞

の
二

つ
の
効
用
を
述

べ
た
後
に
、
「
言
語

の
特
殊
的
効
用
」
を
四

つ
示
す
。
第

一
は
、
因
果
関
係
を
記
録
す
る
こ
と
、
第

二
は
、
知
識

を

相
互

に
伝
達

す
る
こ
と
、
第
三
は
、
他
人

に
自
ら
の
意
志
と
目
的

を
伝
え
、
相
互
援
助

を
可
能

に
す
る
こ
と
、
第
四
は
、
自

分
自
身
と
他
人
と
を
楽
し
ま
せ

喜
ば
せ
る
こ
と
で
あ
る

(
一
)
七
〇
頁
)
。

(10
)

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
哲
学

と
歴
史

の
問
題

に
つ
い
て
の
優
れ
た
解
釈

と
し
て
次

の
も

の
を
参
照
。

(Ⅱ
)

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』
第

一
七
章

に
お

い
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
生
成

に

つ
い
て
論
じ
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
定
義
を
行

っ
た

(二
)
三

二
ー
三
四
頁
)
。
続

い
て
同
著
第

一
八
章

に
お

い
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ

は
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る

(二
)
三
六
頁
)。

そ
れ
ら

の
記
述

の
内
容
は
似
通

っ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
も

ホ
ッ
ブ
ズ
が

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
生
成

を
述

べ
る
際

に
、
そ
れ
を

コ
モ
ン
ウ

エ
ル
ス
の

〈
設
立
〉

と
し
て
論
じ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

(12
)
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
ら

の
政
治
哲
学
が
主
権
者

の
権
利
と
臣
民
た
ち
の
責
務
を
対
象

と
す

る
と
述

べ
て
い
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
が
、
主
権
者

の
権
利

と
臣
民

の
責

務

と
を
組
み
合

わ
せ
て
示
し
て
い
る
箇
所
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

(二
)
三
〇

二
頁

　

(三
)
二
五
頁

(
四
)

一
六
八
-

一
六
九
頁
。
ま
た
主
権
者

の
権
利

の
み
を
示
し

て
い

る
箇
所
は
、

二

)
三
八
頁
。
他
方
、
臣
民
の
責
務

の
み
を
示
し

て
い
る
箇
所
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

(四
)

}
七
二
頁
。

(13
)
『市
民

に
つ
い
て
』

に
お

い
て
、
「
市
民

」
と

「
臣
民

」
と
は
同
義
で
あ
る

(
14
)
こ
の
よ
う
な
議
論

は

『法

の
原
理
』
に
お

い
て
す

で
に
見
ら
れ
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ

に
よ
れ
ば
、
人
々
の
判
断
は
相
互
に
異
な

っ
て
お
り
、
各
人
が
自
ら

の
判

断
に
従
う
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
争

い
が
生
じ
る
。
し
た
が

っ
て
争

い
を
止
め
る
た
め
に
は
、
各
人
は
主
権
者

の
判
断
を
正
し

い
判
断

で
あ
る
と
見

な
さ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い

。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

『市
民
に

つ
い
て
』
に
お
い
て
も
同
様

の
議
論
を
行

っ
た

さ
ら
に

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
至

っ
て
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
お
い
て
は
、
人
々
は
自
ら

の
判
断
を
主
権
者

の
判
断

に
従
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確

に
示
し
た

(
二
)
三
三
頁
)
。

(
15
)
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス

(二
〇
〇

一
)
、
九
ー

一
〇
頁

(第

一
巻
第
二
章
、

。
な
お
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
目
的
論
的
な
自
然
観
を
持

っ
て

い
た
の
に
対

(E
L

  ̀T
he E

pistle 
D

edicatory')

reason
(cf. 

E
L
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L
ev 
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ev 

9, pp. 
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ev 
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L
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し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け

る
自
然

と
は
、
近
代
自
然
科
学
的
な
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
福
田

(
一
九
七

一
)、
一
二
二
八
-

二
一二

九
頁
、
四

一
五
-
四

一
七
頁
。

(
16
)
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
箇
所
を
参
照
。

二

)

二
六

一
ー
二
六
三
頁

"

(二
)
三
二
-
三
四

頁

(
二
)
三
六
頁
。

(
17
)
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
主
権
者

に
対
す
る
市
民

の
全
面
的
服
従
義
務
が

「間
接
的
」
に
生
じ
る
と
い
う

こ
と
を
、
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
義
務

は
、
市

民
に
よ
る
全
面
的
服
従
が
な
け
れ
ば

主
権
者

の
権
利

は
無
効
と
な
り
、
結
果

と
し
て

い
か
な
る
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
も
確
立
さ
れ
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
事
実
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
市
民

の
服
従
義
務
が
信
約

か
ら
間
接
的
に
生
じ
る
と
述

べ
た
が
、
そ
れ
は
次
の

目
的
の
た
め
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
主
権
者
が
、
自
殺
せ
よ
、
あ
る

い
は
親
を
殺
せ
な
ど
の
よ
う
な
実
行
し
得
な

い
(あ
る

い
は
実
行
が
著
し
く
困
難
な
)

命
令
を
発
し
た
場
合
、

そ
の
命
令
を
拒

む
市
民
の
権
利
を
留
保

す
る
た
め
で
あ

っ
た

。
な
お
、

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
も

こ
れ
と
同
様

の
記

述
が
あ
る
。

(
二
)
九
六
-
九
七
頁
。

こ
の
こ
と

に
つ
い
て
の
適

切
な
説
明
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
半
澤

二

九
九
八
)
、
二

一
-

二
二

頁
。

(
18
)
ホ

ッ
ブ
ズ

は
、
臣
民
た
ち
に
こ
れ
ら
の
責
務
を
教
え
る
た
め
に
は
、
特
定

の
日

に
主
権
者
主
催
の
集
会
を
開
く
こ
と
が
必
要
だ
と
提
言
す
る

(二
)

二
六
五
-
二
六
六
頁
)
。

(
19
)
た
だ
し
、
寄
贈
の
性
質
ゆ
え

に
、
主
権
者
は
市
民

に
対
し
て
義
務
を
負

う
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
て
は

い
る

。

(
20
)
本
文

で
見
た
よ
う
に
、

『法

の
原
理
』
お
よ
び

『市
民
に

つ
い
て
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
す

べ
て
の

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
は
、
最
初

は
、
民
主
政
と
し

て

〈
設
立
〉
さ
れ
る
と
述

べ
た
。
ホ

ッ
ブ
ズ
研
究
者

の
間
で
は
、

こ
の
民
主
政
を

「
原
初

民
主
政

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多

い
。

M

・
M

・
ゴ
ー

ル
ド
ス
ミ
ス
は
、
『法

の
原
理
』

か
ら

『市
民
に

つ
い
て
』
を
経

て

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
至
る
ま
で
に
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

〈
設
立
〉

に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
が
行

っ
た
説
明
は
大
幅

に
変
化
し
た
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
詳
細
に
説
明
し
て

い
る
。
ゴ
ー
ル
ド

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
『リ
ヴ
ァ
イ

ア
サ

ン
』
に
お
い
て
ホ

ッ
ブ
ズ
が
、
各
人
相
互
間
で
行

わ
れ
る
権
威
付
与

の
信
約

を
導
入
し
た
結
果
、
原
初
民
主
政
は
不
要

に
な

っ
た
。

×
く
-×
×
.
た
だ
し
、
ゴ
ー
ル
ド

ス
ミ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
原
初
民
主
政

の
概
念

に
代
え

て
権
威
付
与
概
念
を
導
入
し
た
理
由

に

つ
い
て
は
説
明
し
て

い
な

い
。

そ

の
理
由

に
つ
い
て
、
グ

レ
ン

・
バ
ー
ジ

ェ
ス
お
よ
び
ジ

ョ
ア

ン

・
P

・
サ

マ
ヴ

イ
ル
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
と

っ
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
戦
略

の
観
点
か
ら
論
じ

て

い
る
。
両
者

に
共
通
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
説
明
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
王
が
議
会

に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な

い
こ
と
を
論
証
す
る

た
め
、
原
初
民
主
政
の
観
念
を
用

い
た
。

一
六
四
〇
年
代

の
内
乱
に
お
い
て
、
議
会
派

の
論
客
た
ち
が
議
会

に
主
権
が
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う

に
な
る
と
、

ホ
ッ
ブ
ズ

は
、
そ
の
主
張
を
論
駁
し
て
、
国
王
主
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
権
威
付
与
の
概
念
を
用

い
た
の
で
あ
る
。

L
ev 
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pp. 
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L
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L
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L
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X
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B
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Som
m

erville 
(1992) pp. 59-62.



本
稿

に
お
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ら

の
研
究

と
は
異
な
り
、

む
し
ろ
理
論
的
な
視
角

か
ら
、
次
の
三

つ
の
目
的
の
た
め

に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』
に
お
い
て
、
権
威
付
与
の
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

〈
設
立
〉
か
ら
主
権
者

の
諸
権
利

を
導

出
す
る
た
め
で
あ
り
、
第

二
に
、
主
権
者
が
臣
民
に
対
し

て

一
切
の
義
務
を
負

わ
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
で
あ
り
、
第

三
に
、
〈
設
立
〉
に
よ
る
主
権
者

と

〈獲
得
〉

に
よ
る
主
権
者
と
が
同

一
の
諸
権
利
を
持

つ
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。

(
21
)
『
法
の
原
理
』
に
お
い
て
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、

『市
民

に
つ
い
て
』
お
よ
び

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
「
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

」

に
相
当

す
る
語
と
し
て

「
政
治
体

」
を
用
い
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
〈設
立
〉
に
よ

っ
て
成
立

す
る
政
治
体

の
み
が
、
た
い
て
い
の
場
合

「
コ

モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」
と
呼
ば
れ
る

。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
獲
得

に
よ
る
政
治
体
」
は

「
一
般

に
家
産
的
王
国
と
呼
ば

れ
る
」
の
で
あ
る

ω
"一
)
。
『市
民

に
つ
い
て
』
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「獲
得
さ
れ
た
」

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
と
し
て
い
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
支
配

の
権
利

が

獲
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
「
小
さ
な
王
国
の
よ
う
な
も
の
」
が
あ
る
。
ま
た

「大

き
な
家
族
は
王
国

で
あ
」
る

。

こ
の
記
述

か
ら
推
測
で
き
る

の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
同
著
作
で
「
獲
得

さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」
と

い
う
表
現
を
用
い
る
際
に
は
、
具
体
的
に
は
家
産
的
王
国

の
こ
と
を
指
示
し
て

い
る
、

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
家
産
的
王
国
と
は

「
力
に
よ

っ
て
獲
得

さ
れ
た
」
も
の
な

の
で
あ
る

(
22
)
ホ

ッ
ブ
ズ
が
こ
う

し
た
手
順

で
議
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、

こ
の
部
分

に
関
す
る

『法

の
原
理
』
お
よ
び

『市
民

に
つ
い
て
』
の
各
章

の
タ
イ
ト

ル
を
見

る
こ
と
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。

『
法

の
原
理
』

第
二
部
第

二
章

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
三

つ
の
種
類
に

つ
い
て

第

二
部
第
三
章

主
人
た
ち
の
権
力
に

つ
い
て

第

二
部
第
四
章

父
親
た
ち
の
権
力
に

つ
い
て
、
お
よ
び
家
産
的
王
国

に
つ
い
て

第

二
部
第
五
章

統
治

の
数
種
類
が
持

つ
諸

々
の
不
都
合

の
比
較

『市
民
に

つ
い
て
』

第

七
章

諸
々
の

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
三

つ
の
種
類
、
民
主
政
、
貴
族
政
、
君
主
政

に
つ
い
て

第

八
章

従
僕

た
ち
に
対
す
る
主
人
た
ち
の
権
利
に

つ
い
て

第

九
章

子
供
た
ち
に
対
す
る
親
た
ち
の
権
利

に
つ
い
て
、
お
よ
び
家
産
的
王
国
に

つ
い
て

第

一
〇
章

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
三

つ
の
種
類
そ
れ
ぞ
れ
が
持

つ
諸

々
の
不
都
合

に
関
す
る
比
較

(
23
)
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
テ
ク
ス
ト

の
ほ
か
に
、
久
野

(
二
〇
〇

一
)
、

一
〇
七
-

一
〇
八
頁
、

一
一
七
頁

の
註

(
51
)
を
参
照
。

(
24
)
「哲
学
者

大
き
な
君
主
政

は
、
小
さ
な
家
族

か
ら
生
じ
て
き
た
。
第

一
に
、
戦
争

に
よ

っ
て
。
そ
の

(civitas, 
com

m
on-w

ealth)

(body politic)

(E
L

 
1:19:11)

(E
L

 
2:

3:1)

(D
C

 
8:1)

(D
C

 9:10)

(G
reat 

M
onarchies)

(sm
all 

Fam
ilies)



戦
争

に
お
い
て
、
勝
利
者
は
自

ら
の
領
土
を
拡
大
し
た
の
み
な
ら
ず
、
彼

の
臣
民
た
ち
の
数
と
富

と
を
増
大
さ
せ
た
。
…
…
戦
争
と

い
う
第

一
の
方
法

に
し

た
が

っ
て
、
世
界
最
大
の
王
国
す

べ
て
が
出
現
し
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ッ
シ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
お
よ
び

マ
ケ
ド

ニ
ア
の
君
主
政

の
こ
と
で
あ

る
。

イ

ン
グ

ラ
ン
ド
、

フ
ラ
ン
ス
、

お
よ
び

ス
ペ
イ
ン
と

い
っ
た
大
き
な
王
国
も
同
様
で
あ
る
。
…
…
」

二
三
四
-
二
三
五
頁
)

(25
)
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
子
供

に
対
す
る
支
配
権
は
も
と
も
と
母
親

に
あ
る

。
母
親
は
そ
の
支
配
権
を
信
約
そ
の
他

の
方

法
で
父
親
あ
る

い
は
家
長
と
な
る
べ
き
者
に
譲
渡
す
る

。
し
か
し
、
ホ

ッ
ブ
ズ

は
、
『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
い
て
、
こ
の
議

論
を
変
更
し
、
家
長
的
支
配
の
根
拠
を

「
子
供

の
同
意

」

に
置

い
た

(
二
)
七
二
頁
)
。

(
26
)
信
約

の
語
は

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
定
義

の
な
か
に
は
見
ら
れ
な

い
が
、

こ
の
定
義
を
述

べ
た
直
後

の
箇
所

に
お
い
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、

〈獲
得
〉

に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
が
信
約

に
よ

っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(二
)
七
〇
頁
)。

(
27
)

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は

「家
産
的
王
国
」
の
語
は
見
ら
れ
な

い
。

た
だ
し
、
〈獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に

つ
い
て
論

じ
た
同
著
第

二

〇
章

に
は
、
『
法
の
原
理
』
お
よ
び

『市
民

に
つ
い
て
』
に
お
け
る
家
産
的
王
国

の
議
論

に
相
当
す
る
も
の
が
残
存
し
て
い
る
。
「
…
…
大
き
な
家
族

は
、
も
し
そ
れ
が
あ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の

一
部
で
な

い
な
ら
ば

、
主
権

の
諸
権
利

に
関
し
て
は
そ
れ
自
体

が

一
つ
の
小
さ
な
君
主
政

で
あ
る
。
…
…
」

(二
)
七
七
頁
)

(
28
)
浜
林

二

九
七

一
)
、

一
八
七
-

一
九
四
頁
。
今
井

(
一
九
九
〇
)、

二

一
三
-
二

一
九
頁
。

(29
)

エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
論
争

に
関
し

て
は
次

の
研
究
を
参
照
。

山
田

二

九
九
四
)、

八
四
ー

=

五
頁
。

(30
)

ス
キ
ナ
ー
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
が

エ
ン
ゲ

イ
ジ

メ
ン
ト
論
争
と
関
連
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ス
キ
ナ
ー
は
当
初
、
ホ

ッ
ブ
ズ

の
議
論

と
、

エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
を
擁
護
す
る
デ

・
フ
ァ
ク
ト
理
論
家

た
ち

の
議
論

と
の
類
似
性
を
強
調
し
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
エ
ン

ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
擁
護
論

に
対
す
る
貢
献
を
意
図
し

て
い
た
と
い
う
結
論
を
導

い
た
。

け
れ
ど
も
、
ス
キ
ナ
ー
は
後

に
こ
の
解

釈
を
変
更
し
、
新
た
な
見
解
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ホ
ッ
ブ
ズ

は
デ

・
フ
ァ
ク
ト
理
論
家
た
ち
と
は
距
離

を
置

い
て

い
た
。

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』

に
お

い
て
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、
自
由

と
征
服

の
問
題

に
関
し
て
、

『法

の
原
理
』
で
提

示
し

て
い
た
議
論
を
修
正
し
た
。

こ
う
し
て
、

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お

い
て
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
彼
独
自

の
自
由
概
念
を
用

い
て
新
共
和
国
政
府

へ
の
服
従

を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

ス
キ
ナ
ー
は

さ
ら
に
最
近
出
版

し
た
自
著
に
、

と

の
両
者
を
加
筆
を
施

し
た
う
え

で
掲
載
し
、
前
者
の
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。

な

お
、
こ
の
ス
キ
ナ
ー
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

の
変
更
に

つ
い
て
は
次

の
研
究
を
参
照
。
関
口

(
一
九
九
五
)
、
二
五
〇
ー
二
六

}
頁
。

か
ら
示
唆
を
受
け

つ
つ
、
そ
れ
を
批
判
し
て
鈴
木

二

九
九
四
)
は
次

の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『市
民

に
つ
い
て
』
に
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お
い
て
ホ

ッ
ブ
ズ
が
征
服
者
、
従
僕
お
よ
び
捕
囚
等
に

つ
い
て
行

っ
た
規
定
は

一
般
的
で
具
体
性
を
持
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お

け
る

「
征
服
者
」
の
語
は
、
ラ
ン
プ
議
会
の
新
政
府
を
指

し
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
第

二
〇
章

に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で

述

べ
て
き
た

く設
立
V
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に

つ
い
て
の
記
述

に
、
戦
争
を
契
機
と
し
て
現
れ
る

く
征
服
V
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
記
述
を
加
え
、

彼

は
こ
れ
以
降
、
〈
征
服
V
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

へ
、
記
述

の
力
点
を
移
行

さ
せ
た
。
以
上
の
議
論
を
経
て
、
同
著
公
刊
の
意
図

は
、
内
乱
勃

発
以
後
大

陸

に
亡
命

し
た
王
党
派
の
中

で
、
当
時
祖
国

へ
の
帰
還
を
試
み
、
議
会
権
力
に
服
従
し
た
人

々
の

「自
由
」
を
弁
証
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
鈴
木

(
一
九
九
四
)
、

二
五
八
1

三
〇
三
頁
。

を
批
判

し
て
、
サ

マ
ヴ

イ
ル
は
次

の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
征
服
と
自
由
に
関
す
る
ホ

ッ
ブ
ズ

の
理
論

は

『法

の
原

理
』
お

よ
び

『市
民
に

つ
い
て
』
に
お

い
て
充
分
に
展
開

さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お

い
て
、

こ
の
理
論
を
ほ
と
ん
ど
変
更
せ

ず

に
用

い
て
、
ラ

ン
プ
議
会
政
府

へ
の
服
従
を
正
当
化
し
た
。
ま
た
、
サ

マ
ヴ
ィ
ル
は
、
「世
襲
的
王
国

」

(本
稿

の
家
産
的

王
国

に
相
当
)
に
関
す
る
ホ

ッ
ブ
ズ

の
議
論

に
言
及
し
、
こ
の
議
論

が

『
法
の
原
理
』
か
ら

『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』

に
至

る
ま

で
同
じ
で
あ

っ
た
と
見
な
し

て
い
る
。

本
稿
で
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
研
究

の
成

果
を
継
承
し

つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
研
究

に
お

い
て
な
さ
れ
な
か

っ
た
次
の
作
業
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
『法

の
原

理
』
お
よ
び

『市
民

に
つ
い
て
』
に
お
け
る
家
産
的
王
国

の
議
論

と

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
の
議
論

と
を
、

そ
れ
ら

の
テ
ク
ス
ト

の
ク

ロ
ス
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
も
と
づ
き
、
綿
密

に
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(31
)

一
六
五
五
年

か
五
六
年

に
、
オ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
幾
何
学
教
授
ジ

ョ
ン

・
ウ

ォ
リ
ス
お
よ
び
同
大
学

の
天
文
学
教
授
セ
ス

・
ウ
ォ
ー
ド
に
よ

っ
て
な

さ
れ
た
批
判
に
対
す
る
回
答

と
し

て
出
版

さ
れ
た

『数
学
教
授
た
ち

に
対

す
る
六

つ
の
課
業
』
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ウ
ォ
ー
ド
の
批
判

に
対
し
て
、
次

の
よ
う
な
信
念
を
表
明
し
て
い
る
。
「
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
私
が
信
じ
る
の
は
、
そ
れ

〔
『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ

ン
』
で
述

べ
ら
れ
た
私

の
理
論

〕

が
何
人
も
の
ジ

ェ
ン
ト

ル
マ
ン
た
ち
の
精
神
を
現
政
府

に
対
す
る
誠
実
な
服
従

へ
と
向
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
う

で
な
け
れ
ば
、
彼
ら

の
精
神

は
そ

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
揺
れ
動

い
て
い
た

で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
」

こ
れ
と
は
異
な
る
言
明
が
、
ウ
ォ
リ

ス
に
よ
る
批
判

へ
の
回
答
と
し
て
、

一
六
六
二
年

に
出
版

さ
れ
た

『
ト

マ
ス

・

ホ
ッ
ブ
ズ
の
評
判
、
忠
誠
、
態
度

お
よ
び
宗
教

に
関
す
る
諸
考
察
』
に
見
ら
れ
る
。
同
著

に
お
い
て
ホ

ッ
ブ
ズ

は
、
国
王
に
忠
実
で
あ

っ
た
人
々
の
み
が
、

共
和
国
政
府

へ
の
服
従
を
合
法
的

に
な
し
得
た
と
述

べ
て
い
る
。
「
…
…
そ
れ

〔
『リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
〕
は
陛
下

の
忠
実

な
多
数

の
家
来

と
臣

民
の
た
め

に
書

か
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
…
…
国
王
に
対
す
る
自
ら

の
義
務

を
履
行
す
る
た
め

に
最
大
限

の
努
力

を
し
た
者
た
ち
は
、

彼

ら
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
す

べ
て
の
こ
と
を
行

っ
た
者
た
ち
は
、
結
果
と
し
て
自
ら
の
生
命
と
生
計

の
手
段
の
保
障
を
ど
こ
に
求
め
て
も
よ
く
、
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そ
れ
は
裏
切
り
行
為

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

『
六

つ
の
課
業
』
が
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
の
護
国
卿
体
制
下
に
出
版
さ
れ
、

『諸
考
察
』
が
王
政
復
古
後

に
出
版
さ
れ
た
と

い
う
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ

ら

の
文
書

で
述

べ
ら
れ
た

こ
と
が
そ
の
ま
ま
ホ

ッ
ブ
ズ

の
真
意
だ
と
解
釈

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ

の
点
を
加
味
す
る
と
し

て
も
、

ホ

ッ
ブ
ズ

の

『
リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』
が
、

エ
ン
ゲ

イ
ジ
メ
ン
ト
論
争
と
深
く
関
連
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。

バ
ー
ジ

ェ
ス
は
前
記

の

『
諸
考
察
』
を
手
が
か
り

に
し
て
、

ス
キ
ナ
ー
が

で
提

示
し
た
解
釈
を
し
り
ぞ
け
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
チ

ャ
ー

ル
ズ

一
世
が
処
刑

さ
れ
る
数
年
前

に
『リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
執
筆
を
計
画
し
、
実
際
に
執
筆
を
始

め
て
い
た
。

同
著
は
、
国
王
派
の
大
義

に
貢
献

す
る
も

の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。

一
六
五
〇
年
五
月
の
時
点

で
、
ホ

ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
第
三
部

(宗
教

論
)
を
執
筆
し

て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
同
著
に
お
い
て
政
治

を
論
じ
た
部
分
、
す
な
わ
ち

エ
ン
ゲ
イ
ジ

メ
ン
ト
論
争

に
最
も
関
係

す
る
部
分
は
、
論
争
が

始
ま
る
前

に
執
筆

さ
れ
て
い
た
と
言
え

る
。
同
著

に
お
け
る
デ

・
フ
ァ
ク
ト
権
力
を
正
統
化

す
る
議
論

も
、

ホ
ッ
ブ
ズ

の
意
図
に
お
い
て
は

ス
チ

ュ
ア
ー
ト

王
政
を
対
象
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
公
刊
時

に
は
状
況
が
激
変
し
、
同
著
は

エ
ン
ゲ

イ
ジ
メ

ン
ト
を
擁
護
し
た
著
作
と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
ホ

ッ
ブ
ズ
は
そ
の
よ
う
な
ダ

メ
ー
ジ
を
限
定

す
る
た
め
に
、
同
著
末
尾
に

「
総
括

と
結
論
」
を
付
け
加

え
た
。

つ
ま
り
、

エ
ン

ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
論
争

に
関
係
し
た
の
は

「総
括
と
結
論
」
の
み
で
あ
り
、
そ
の
な

か
で
ホ

ッ
ブ
ズ
は
国
王
派

の
み
が
新
体
制

に
対
す
る
服
従
を
許

さ
れ
る
と

述

べ
た
。

ジ

ェ
フ
リ
ー

・
M

・
ヴ

ォ
ー
ン
は
、

ス
キ
ナ
ー
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ジ

ェ

ス
の
批
判
を
、
バ
ー
ジ

ェ
ス
の
説

を
妥
当
な
も
の
と
す
る
立
場

か
ら
、
手
短

か
に
要
約
し
て
い
る
。

バ
ー
ジ

ェ
ス
の
指

摘

に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
つ
い
て
論
じ
た

『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
第

二
〇
章
も
ま
た

ス
チ

ュ
ア
ー
ト
王
朝
擁
護

の
た

め

の
議
論
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
、
バ
ー
ジ

ェ
ス
の
議
論
で
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
公
刊
し
た
意
図
を
説
明
で
き
な
い
し
、

実
際
、
バ
ー
ジ

ェ
ス
自
身
も
説
明
し
て
い
な

い
。
バ
ー
ジ

ェ
ス
も
認
め
る
よ
う

に
、
『
リ
ヴ

ァ
イ
ア
サ
ン
』
公
刊
時

の
状
況
を
考
慮

に
入
れ
る
な
ら
ば
、
同
時

代

の
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
人
た
ち
が
同
著

に
お
け
る

〈
獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
に
つ
い
て
の
記
述
を
新
共
和
国
政
府
擁
護
を
意
図

し
た
も
の
と
し
て
受

け
と
め
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高

い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
本
人
も
、
そ
の
よ
う
な
受
け
と
め
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
同
著

の
公
刊

に
踏

み
切

っ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(32
)
本
稿

で
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

に
お
け
る
次

の
よ
う
な
解
釈

と
真

っ
向

か
ら
対
立
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ

は
『
法

の
原
理
』
の
段
階
か
ら
、
〈
設
立
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
お
よ
び

〈
征
服
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス

(
11

〈獲
得
〉
に
よ
る

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
)
と

い

う

二
つ
の
主
権
者
創
出
方
法

を
提
示
し

て
い
た
。

『法

の
原
理
し
お
よ
び

『
市
民
に

つ
い
て
』
に
お
い
て
、

ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
人
々
が

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
を
〈
設
立
〉
す
る
こ
と
に
よ
り
自
然
状
態

か
ら
脱
却

す
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
『リ
ヴ

ァ
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イ

ア

サ

ン
』

で
は
、

も

っ
ぱ

ら

〈征

服

〉
に

よ

る

コ
モ
ン

ウ

ェ
ル

ス

の
概

念

を
議

論

の
中

心

に
据

え

、

イ

ン
グ

ラ

ン
ド
新

共

和

国
政

府

の
正

統
性

を

擁

護

し

た
。

同

著

に
お

い
て
ホ

ッ
ブ

ズ

は
、

〈
獲
得

〉
に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス

の
観

念

を
雄

弁

に
弁

証

し

た
が

、

そ

れ

は

〈
設
立

〉
に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル

ス

の
観

念

を
犠

牲

に
し

て

の

こ
と

で

あ

っ
た

。

『
リ

ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』

に
お

い
て

〈
設
立

〉
に

よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル

ス
が

果

た
す

主

た

る
役

割

は
、

単

に

〈
征
服

〉

に

よ

る
主

権

者

の

「
諸

権

利

と
諸

帰

結

」
と
を

説

明

す

る

こ
と

に
の

み

に
な

っ
て

し

ま

っ
た

。

〈設

立

V
に

よ
る

コ

モ
ン

ウ

ェ
ル

ス
の
観

念

は

、

も

は
や

自

然
状

態

か

ら

の
脱

出

口
を

提

供

し

な

い
。
『
リ
ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』
に
お

い
て

ホ

ッ
ブ

ズ

は
、
〈
設
立

〉
に
よ

る

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス

の
観
念

を
事

実

上

撤

回

し

て
し

ま

っ

た

の
だ

と
さ

れ

る
。
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