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は
じ
め
に

近
年
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
、
彼

の
政
治
的
言
説
の
特
徴
を
政
治
史
的
な
文
脈

の
中
で
明
ら
か
に
す
る
研

究
と
と
も
に
、
哲
学
や
神
学
、
教
育
論
な
ど
に
お
け
る
彼

の
幅
広

い
知
的
探
究
と
い
う
文
脈

の
中
で
、
政
治
に
対

す
る
彼
の
基
本
的
な
見
方

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り

つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ロ
ッ
ク
が
、
自
ら
の
時
代
に
お
け
る
政
治
的
混
乱
の
原
因

を
、
従
来

の
ス
コ
ラ
哲
学
の
知
的
混
乱
と
、
宗
教
上
の

「熱
狂
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
確
固
と
し
た
認
識
論

の
上
に
立

っ
た
知
識
こ

そ
が
、
政
治
的
混
乱

の
救
済
策
で
あ
る
と
考
え
た

「保
守
的
啓
蒙
の
思
想
家
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
政

治
思
想
を
彼
自
身
の
幅
広

い
知
的
探
究
の
文
脈

の
中
で
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
有
意
義

で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、

ロ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
知
的
探
究
の

一
つ
と
し
て
、
彼
の
倫
理
学
を
取
り
上
げ
る
。

ロ
ッ
ク
の
知

的
探
究
の
代
表
作
で
あ
る

『人
間
知
性
論
』
に
お
け
る
彼

の
目
的
は
、
そ
の
冒
頭
で
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
知
性
を
探
究
し
、
知

性
が
取
り
扱
う
の
に
適
し

た
対
象
と
適
さ
な

い
対
象
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
人
間
の
知
識

の
起
源
と
確
実
性
の
範
囲
を
探
究
し
、
あ

わ
せ
て
信
念
、
意
見
、
同

意
の
根
拠
と
程
度
を
探
究
す
る
こ
と
」
で
あ

っ
た
。

(
H
U
1
1
1
)
し
か
し
、
こ
の
探
究
を
通
じ
て
、
た
ん
に
知

性
に
よ
る
認
識
の
範
囲
と

確
実
性

の
程
度
を
確
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
何
ら
か
の
実
践
的
原
理
を
導
く
こ
と
、
あ
る
い
は
実
践
的
原
理
が
成
立
す
る

根
拠

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

ロ
ッ
ク
の
視
野
の
中

に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
道
徳
を
論
証
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
自
然
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
、
最
終
的

に
は
未
完

に
終
わ

っ
た
け
れ
ど
も
、
従
来
の
倫

理
学
に
不
満
を
抱

い
て
い

た

ロ
ッ
ク
は
、
『人
間
知
性
論
』
や
そ
の
他

の
草
稿
に
お
い
て
、
自
ら
の
探
究

に
よ

っ
て
新
し
い
倫
理
学
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
。
後

に
見

る
よ
う
に
、
こ
の
倫
理
学
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
生
活
を
、
「良
心

の
世
界
」
、
「政
治
の
世
界
」、
「社
交

の
世
界
」

と

い
う
三

つ
の
領
域

の
活
動

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
る
総
合
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
『統
治
二
論
』
に
代
表

さ
れ
る
ロ
ッ
ク
の
政
治
思

想
も
ま
た
、
彼
が
構
想
し
た
倫
理
学
の
総
合
的
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿

の
目
的
は
、

ロ
ッ
ク
が
従
来
の
倫
理
学
に
対
し
て
抱

い
て
い
た
不
満

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
代
わ

っ
て
彼
が
新
た
に
構
築

し
よ
う
と
し
た
倫
理
学
の
基
本
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
倫
理
学
の
観
点
か
ら
、
『統
治
二
論
』
に
お
け
る



彼

の
政
治
思
想
が
よ
り
鮮
明
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
『統
治
二
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
フ
ィ
ル

マ
ー
の
家
父
長
君
主

論

に
対
す
る
批
判
に
は
、
「政
治
の
世
界
」
の
原
理
と

「社
交
の
世
界
」
の
原
理
と
を
峻
別
す
る
と
い
う

ロ
ッ
ク
倫
理
学

の
視
点
が
内
在
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

本
稿

の
構
成
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第

一
章
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
が
、
従
来
の
倫
理
学
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
権
威
と

す
る
倫

理
学
と
、
実
践
的
原
理
が
生
得
的
に
得
ら
れ
る
と
す
る
生
得
原
理
説
に
対
し
て
強

い
不
満
を
抱

い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第

二
章

に
お
い
て
は
、
従
来
の
倫
理
学
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

ロ
ッ
ク
は
、
知
性

に
よ
る
観
念

の
認
識
を
通
じ
た
倫

理
学
の
構
築
を
目
指

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的

に
は
、
そ
れ
は
関
係
の
観
念
を
軸
と
し
、
法
と
行
為
と
の
間

の

一
致
、
不

一
致
の
関
係

に
よ

っ

て
行
為

に
対
す
る
道
徳
的
判
断
を
行
う
倫
理
学

で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
法
の
遵
守
と
違
反
に
伴
う
賞
罰
に
よ

っ
て
、
道

徳
的
判
断

の
基
準
と

な
る
法

に
は
三

つ
の
種
類

(神
法
、
政
治
法
、
世
評
法
)
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
道
徳
的
判
断
の
観
点
か
ら
見
て
、
人

間

の
活
動
領
域
は
、
三
種
類
の
世
界

(「良
心
の
世
界
」、
「政
治
の
世
界
」
、
「
社
交
の
世
界
」
)
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

は
相
互
不
干
渉
的
な
関
係

に
あ
る
と

ロ
ッ
ク
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
三
章
で
は
、
『統
治

二
論
』
に
お
い
て
、
父

権
と
政
治
権
力
と
を
厳
格

に
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
君
主
論
を
論
駁
し
た

ロ
ッ
ク
の
議
論
が
、
彼
の
倫
理
学
の
基

本
構
造

と
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第

一
章

従
来

の
倫

理
学

に
対
す

る
批
判

第

一
節

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
批
判

ロ
ッ
ク
が
従
来
の
倫
理
学
に
強

い
不
満
を
抱
き
、自
ら
の
手
に
よ

っ
て
新
し
い
倫
理
学
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
『人
間
知
性
論
』

の
草
稿

と
し
て
執
筆
さ
れ
た

『倫
理
学
概
論
』
(
O
f
 
E
t
h
i
c
s
 
i
n
 
G
e
n
e
r
a
l
)

と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
彼
の
草
稿

か
ら
も
伺

わ
れ
る
。
そ
こ
で
彼

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
権
威
と
し
た
従
来

の
倫
理
学
に
対
す
る
強

い
不
満
を
次

の
よ
う
に
表
明
す
る
。



「諸
学
派
(
s
c
h
o
o
l
s
)

の
倫
理
学
は
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
権
威
の
上

に
成
り
立

っ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
難
解
な
用
語
と
無
用

の
区
分
に
よ

っ
て
非
常

に
混

乱

し
た
も
の
と
な

っ
て
お
り
、
彼
や
彼
ら
〔
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
彼
を
信
奉
す
る
学
者

た
ち
〕
が
諸

々
の
徳
や
悪
徳

と
呼
び
た
が

っ
て
い
る
も
の
を
挙
げ

な
が
ら
、

彼

ら
や
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
そ
う
す
る
と
き
に
は
、
道
徳

に

つ
い
て
何

も
教
え
な

い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら

の
名
称

に
つ
い
て
は
何
も
理
解

せ
ず
、
〔そ
れ
ら
の
〕

行
為
を
挙
げ

る
こ
と
も
し
な
い
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
彼
ら

の
用
語
(
l
a
n
g
u
a
g
e
)

を
正
確

に
話

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
道
徳

の
目
的
と
効
用
は
、
わ
れ
わ
れ

の
人
生

に
直
接
関
わ

っ
て
お
り
、
ど
ん
な
行
為
が
善
く
て
、
ど
ん
な
行
為
が
悪

い
の
か
を
わ
れ
わ
れ

に
示
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
あ

る
行
為

を
な
し
、

他

の
行
為
を
避
け
る
よ
う
に
準
備
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
。
教
訓
を
教
え
る
ふ
り
を
し
て
い
る
人
々
は
、
彼
ら
の
仕
事
を
誤

っ
て
お
り
、
用
語
の
達
人

に
な

っ
て
い

る
に
す
ぎ

ず
、
そ
こ
で
彼
ら
は
そ
れ

〔徳

と
悪
徳

の
内
容
を
示
す
こ
と
〕
を
行

っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
」
　

こ

こ

で
表

明

さ

れ

て

い

る

ロ

ッ
ク

の
不

満

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

を

権

威

と

す

る

従

来

の
倫

理

学

が
、

言

葉

の
定

義

と

そ

の
厳

格

な

使

用

に

の

み
腐

心

し

て
、

た

ん

な

る
論

争

の
た

め

の
学

問

に
陥

っ
て

お

り
、

道

徳

に

つ

い

て

の
実

質

的

な

内

容

を

何

も

語

っ
て

い
な

い

こ
と

に

あ

っ

た

。

同

じ

学

派

の
中

で

は

、

厳

密

な

言

葉

の

理
解

と
使

用

が

求

め

ら

れ

る
が

、

そ

の
効

力

は

そ

の
学

派

内

で

の
論

争

の
中

に

と

ど

ま

り

、

決

し

て
人

類

共

通

の
道

徳

の
基

礎

を

提

供

す

る

こ
と

は

な

い

の

で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

従

来

の
倫

理
学

に

お

い

て

は

、

「
こ

こ

〔
イ

ン
グ

ラ

ン

ド

〕

の

学

者

た

ち

が
徳

や

悪

徳

と

呼

ん

で

い
る

そ

れ

ら

の
行

為

が

、

同

じ

権

威

に
よ

っ
て
、

別

の
国

で

は

逆

の
名

前

で
呼

ば

れ

て

い

る
」

と

(7

)

い
う

状

況

が

生

じ

る

こ

と

を

避

け

る

こ

と

が

で

き

な

い
の

で
あ

る
。
(
P
E
,
 
p
.
3
0
2
)

こ

れ

に

対

し

て

ロ

ッ
ク

は
、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の
倫

理

学

と

は
異

な

り

、

道

徳

の
基

礎

を

提

示

す

る

こ

と

の

で

き

る

、

ま

っ
た

く

別

の
倫

理

学

の

可

能

性

を

示
唆

す

る
。

そ

れ

は

言

葉

の
定

義

に
依

拠

し

な

い

で
、

別

の

観

点

か

ら
行

為

の
道

徳

性

を

判

定

す

る

倫

理

学

で
あ

っ
た

。

ロ

ッ

ク

は

道

徳

的

な

行

為

の
判

定

に
と

っ
て
次

の

二

つ
の

考

察

が

重

要

で
あ

る

と

指

摘

す

る

。

「第

一
に
、
そ
れ
ら
〔道
徳
的
な
諸
行
為
〕
は
自
由
、
穏
健
、
倹
約
な
ど
の
よ
う
に
適
当
な
名
称

を
持

っ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
は
諸
々
の
様
相

(
m
o
d
e
s

)
、

す
な
わ
ち
、
単
純
観
念

の
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
集
合
か
ら
成

る
諸
行
為

に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ

っ
て
そ
れ
ら

の
行
為
が
善

か
悪
か
、
徳

か
悪
徳

か
が
決

定

さ
れ
る
わ
け

で
は
な

い
。
第

二
に
、

そ
れ
ら

〔道
徳
的
諸
行
為
〕
は
、
そ
れ
ら
が

一
致
す
る
か
あ

る
い
は

一
致

し
な

い
法
を
参
照
し
、
そ
れ
ゆ
え

に
そ
れ
ら
は



善
か
悪
か
、
徳
か
悪
徳
で
あ
る
。
P
E
p
3
0
3

ロ
ッ
ク
が
構
想
す
る
倫
理
学
は
、
あ
る
道
徳
的
行
為
に
名
称
と
定
義
を
与
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
行
為
の
善
悪
を
論
じ
る
倫
理
学
で
は

な
く
、
道
徳
的
行
為
は
単
純
観
念

の
集
合
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
行
為
を
構
成
し
て
い
る
観
念
と
法
を
比
較
し
、
そ
の

一
致
、
不

一
致
に
よ

っ
て
、
行
為

の
善
悪
を
判
定
す
る
倫
理
学
で
あ

っ
た
。
こ
の
倫
理
学
に
よ
れ
ば
、
善
悪
は
行
為
そ

の
も
の
に
由
来
す
る

の
で
は
な
く
、
法
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
道
徳
的
判
断

の
的
確
さ
は
、
言
葉
の
厳
密
な
定
義

と
使
用
よ
り
も
、
行

為
を
構
成
す
る
単
純
観
念
と
法
と
の
間
の
関
係
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
か
と
い
う
知
性
の
能
力

に
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

第

二
節

生
得
原
理
説
批
判

ロ
ッ
ク
が
不
満
を
抱

い
て
い
た
も
う

一
つ
の
倫
理
学
は
、
道
徳
に
関
す
る
何
ら
か
の
実
践
的
原
理
が
生
得
的
に
人
間

に
与
え
ら
れ
て
い
る

と
す
る
生
得
原
理
説
で
あ

っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
得
原
理
説
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
批
判
は
、
彼
の
初

期
の
草
稿

『自
然
法

論
』
に
お
い
て
、
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
実
践
的
原
理
と
し
て
の
自
然
法

の
知
識
が
生
得
的
に
得

ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と

の
根
拠
と
し
て
、
自
然
法

に
関
す
る
人
々
の
見
解
が
場
所
に
よ

っ
て
し
ば
し
ば
異
な

っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
、
次
の
よ
う
に
述

べ

る
。

「
も
し
こ
の
自
然
法
が
人
々
の
心
に
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
完
全
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
々
は
こ
の
法
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一

人
残
ら
ず
た
だ
ち
に
自
然
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
一
致
し
、
す
ぐ
に
そ
れ
に
し
た
が
う
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
自
然
法
に

か
ん
し
て
、
人
々
の
意
見
は
非
常
に
異
な
り
、
自
然
と
正
し
い
理
性
の
規
則
は
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
異
な
り
、
同
じ
こ
と
が
あ
る
人
々
の
と
こ
ろ
で
は
善
と
さ
れ
、

他
の
人
々
の
と
こ
ろ
で
は
悪
と
さ
れ
、
あ
る
人
々
は
別
の
も
の
を
自
然
法
と
し
、
他
の
人
々
は
こ
れ
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
人
が
自
然
法
を
漠
然
と
し
た
も
の
だ



と
考

え
て
い
る
。
」
(
E
L
N
,
 
 
p
p
.
1
3
6
-
8
.

邦
訳

一
五

二
頁
)

道

徳

の
相

対

性

に
対

す

る

こ

の

よ
う

な

指

摘

は

、

『
人

間

知

性

論

』
に

お

い

て

さ

ら

に
綿

密

に

展

開

さ

れ

る

。

ロ
ッ

ク

は

第

一
巻

、

第

三

章

に

お

い

て
、

多

く

の
旅

行

記

を

参

照

し

な

が

ら

、

場

所

や

社

会

に
よ

っ
て
道

徳

的

な

見
解

が

ま

っ
た

く

異

な

っ
て

い

る
例

を

具

体

的

に
挙

げ

た

後

に
、

次

の

よ

う

に
述

べ
る

。

「
い
っ
た

い
人
類
の
事
象
記
述
(
H
i
s
t
o
r
y
)

を
入
念

に
精
査

し
、
広
く
人
間

の
い
ろ

い
ろ
な
種
族
を
調

べ
、
そ

の
行
為
を
公
平
に
調
査
す
る
よ
う
な
者
は
得
心

で
き
よ
う
が
、
道
徳

の
原
理
と
名
付
け
ら
れ
、
徳

の
規
則
と
考

え
ら

れ
る
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
て
、
ど
こ
か
し
ら

で
人
間
社
会
全
体

の

一
般
的
風
習
に
よ

っ
て
軽

ん
じ
ら
れ
た
り
難
詰

さ
れ
な

い
よ
う
な
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
は
ま
ず
な

い
の
で
あ
る
。

(
一
つ
の
社
会

の
団
結
を
続

け
る
の
に
絶
対
必
要
な
も
の
は
例
外
で
あ

る
が
、

こ
れ
も
ま
た
違
う
社
会
の
問

で
は
無
視

さ
れ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
)
」
(
H
U
,
 
1
,
 
3
,
 
1
0
)

こ

の
よ

う

に

、

道

徳

に
関

す

る

見

解

が

場

所

や

社

会

に

よ

っ
て
し

ば

し

ば

異

な

っ
て

い

る

こ

と

を

ロ

ッ
ク

が

指

摘

し

た

の
は

、

実

践

的

原

理

が

相

対

的

な

も

の

で
あ

る

こ
と

を

示

す

た

め

で

は

な

か

っ
た

。

彼

は
、

実

践

的

原

理

が

思

弁

的

原

理

と
同

様

に
、

そ

の
真

理

の
確

実

性

を

発

見

す

る

た

め

に
は

推

論

と

論

議

に

よ

る

論

証

を

必

要

と
す

る

と

主

張

し

、

わ

れ

わ

れ

が

確

か

な

実

践

的

原

理

に
至

ら

な

い

の

は
、

わ

れ

わ

れ

自

身

の
怠

慢

に
そ

の

理

由

が

あ

る

と

す

る
。

「
だ
か
ら
私
た
ち
が
道
徳
規
則
の
確
実
な
知
識

に
至
ら
な

い
な
ら
、
私
た
ち
自
身

の
落
ち
度
な

の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
多
く

の
人
が
道
徳
規
則
を
知
ら
な

い
こ

と
や
、

[規
則
を
知
る
]
他

の
人
た
ち
も
規
則
を
受
け
入
れ
る
際
に
同
意

に
手
間
取

る
こ
と
は
、
道
徳
規
則
が
生
得
で
は
な
く
、
探
索

し
な
く
と
も
見

え
る
よ
う

に
な
る
も

の
で
も
な

い
こ
と

の
、
明
白
な
証
拠

な
の
で
あ
る
。
」
(
H
U
,
 
1
,
 
3
,
 
1
0
)

つ
ま

り

、

ロ

ッ

ク

に

よ

れ

ば

、

道

徳

の
規

則

が

場

所

や

社

会

に
よ

っ
て

相

対

的

に

見

え

る

の

は

、

わ

れ

わ

れ

の
知

性

の

側

に

お

け

る

怠

慢

の



故
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
知
性
の
怠
慢
に
よ

っ
て
相
反
す
る
道
徳
規
則
が
あ
ち
こ
ち
で
現
出
す
る
こ
と
は
、
実
践
的
原
理
が
生
得
で
な

い
こ

と
の
証
拠

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
の
倫
理
学
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
知
性
に
よ
る
認
識
の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
の
活
動
の
な

い
と
こ
ろ
に
道
徳

は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
性
に
よ
る
認
識
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
相
対
的
で
な
い
実
践
的
原
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
に
対

す
る

ロ
ッ
ク
の
回
答
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『倫
理
学
概
説
』
に
お
い
て
若
干
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
を
前
節

に
お
い
て
見
た
が
、

こ

の
回
答

が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
『人
間
知
性
論
』、
と
り
わ
け
第
二
巻
、
第

二
八
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
次
章
以
降

に
お

い
て
検
討
す
る
。

第

二
章

関
係
観
念

に
基
づ

く
道
徳

第

一
節

関
係
観
念
と
道
徳

『人
間
知
性
論
』第

一
巻
に
お
い
て
生
得
原
理
説
を
詳
細

に
批
判
し
た
ロ
ッ
ク
は
、
第
二
巻
以
降
に
お
い
て
、
感
覚
と
内
省
を
通
じ
て
認
識

さ
れ
た
観
念
(
i
d
e
a
)に
基
づ

い
た
認
識
論
を
展
開
す
る
。
具
体
的

に
は
、
観
念
を
単
純
観
念
(
s
i
m
p
l
e
 
i
d
e
a
)

と
複

数
の
単
純
観
念
が
複

合
し
て
形
成
さ
れ
る
複
雑
観
念
(
c
o
m
p
l
e
x
 
i
d
e
a
)

の
二
種
類
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
様

々
な
種
類

の
観
念
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
の
観
念
の
性
質
を
記
述
す
る
方
法
を
と

っ
て
い
く
。
こ
の
中

で
複
雑
観
念
は
、
様
相
(
m
o
d
e
s
)
、
実
体
(
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
)

、
関
係

(
r
e
l
a
t
i
o
n
s
)

の
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
関
係
に
つ
い
て

「あ
る
観
念
を
他
の
観
念

と
考
え
あ
わ
せ
、
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
存

す
る
」
観
念
と
し
て
説
明
さ
れ
(
H
U
,
 
2
,
 
1
2
,
 
 
7
)
'

、
具
体
的
に
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係

(第
二
巻
、
第
二
六
章
)、
同

一
性
と
差
異
性
の
関

係

(第

二
七
章
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第

二
八
章

に
お
い
て

ロ
ッ
ク
は
、
関
係
観
念

の

一
種
類
と
し
て
道
徳
関
係
(
M
o
r
a
l

R
e
l
a
t
i
o
n
)

を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。



「
こ
の
関
係
は
、
人

々
の
随
意
行
為
(
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
A
c
t
i
o
n
)

と
規
則
、
す
な
わ
ち

こ
の
行
為

に
関
連
し
、
行
為

に
つ
い
て
判
定
す
る
規
則
と
の

一
致
も
し
く
は

不

一
致

で
あ
り
、
私
た
ち
の
道
徳
的
行
為

に
名
称
を
付
与
し
、
よ
く
検
討
す
る
値
打
ち
が
あ
る
の
で
、
道
徳
関
係

と
呼
ん

で
よ

い
と
私
は
思
う
。
」
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,

4幽)

こ
れ

に
続
け
て
ロ
ッ
ク
は
、
「知
識
の
う
ち
で
、
こ
の
部
分
ほ
ど
確
定
さ
れ
た
観
念
(
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
I
d
e
a
s
)

を
入
念
に
得

て
、
で
き
る
だ
け

不
明
瞭
と
混
乱
を
避
け
る
べ
き
部
分
は
な
い
」
と
し
て
、
道
徳
関
係
に
対
す
る
考
察

に
お
い
て
、
十
分
な
慎
重
さ
を
要
求
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
道
徳
関
係

に
関
す
る
考
察
は
、
た
ん
に
認
識

の
確
実
性
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
〔わ
れ
わ
れ
は
行
為
に
つ
い
て
数
多
く
の
確
定
さ
れ
た
観
念
を
持
っ
て
る
が
〕
し
か
し
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
か
か
わ
る
す
べ
て
で
は
な
い
。
行
為
の

確
定
さ
れ
た
観
念
を
持
ち
、
ど
ん
な
名
前
が
観
念
の
こ
れ
こ
れ
の
集
成
に
属
す
る
か
を
知
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
私
た
ち
に
は
そ
れ
以
上
の
い
っ
そ
う
大
き
な

関
心
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
そ
う
い
う
行
為
が
道
徳
的
に
よ
い
か
悪
い
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。」
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
4
)

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
対
す
る
道
徳
的
な
判
断
の
確
か
さ
は
、
道
徳
関
係
に
関
す
る
考
察

に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
関
係
に
関
す
る
知
識
は
、
彼
の
構
想
す
る
倫
理
学
の
軸
と
な
る
べ
き
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
従
来
の
倫
理
学
が
、

こ
の
関

係

に
関
す
る
知
識
を
無
視
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
道
徳
的
行
為

に
名
称
を
付
与
す
る
だ
け
に
と
ど
ま

っ
て
き
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
関
係
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
判
断
に
ど
の
よ
う
な
形
で
関
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ッ
ク
は
道
徳
的
行
為
を
正

し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
以
下
の
二
つ
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
述

べ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
道
徳
的
行
為
そ

れ
自
身

の
考
察
で
あ
り
、

第
二

に
行
為
と
規
則
の
関
係

の
考
察
で
あ
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
1
5
)

道
徳
的
行
為
そ
れ
自
身
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
単
純
観
念

の
集
合

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
あ
る
行
為
が
善

い
も
の
、
あ
る
い
は
悪

い
も
の
か
は
、
あ
る
規
則
と
そ
の
行
為
を
構
成
す
る
単
純
観
念
と
の

間

の
一
致
、
不
一
致

に
よ

っ
て
判
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
道
徳
と
は
、
あ
る
行
為
を
構
成
す

る
単
純
観
念
と
法
と
の
間

の

一
致
、
不

一
致

の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
道
徳
的
な
観
念
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



さ

ら

に
彼

は

、

行

為

と
法

と

の
間

に

お

け

る
道

徳

的

関

係

の

観

念

を

認

識

す

る
作

業

は

、

参

照

さ

れ

る
法

の
内

容

と

は

関

連

が

な

い

こ
と

を

指

摘

す

る
。

「
私
が
道
徳
的
関
係

と
呼

ぶ
関
係

で
は
、
行
為
と
規
則
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
規
則
の
真
偽

に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係

の
真

の
思
念

を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
」

(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
2
0
)

道

徳

的

関

係

の
認

識

に

お

い

て
重

要

な

こ

と

は

、

比

較

参

照

さ

れ

る
法

の
内

容

で

は

な

い

と

い
う

、

一
見

驚

く

べ

き

ロ

ッ

ク

の
主

張

は

、

従

来

の
倫

理

学

が

犯

し

て

き

た

過

ち

を

意

識

し

た

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

従

来

の
倫

理

学

は

、

道

徳

的

行

為

に
名

称

を

付

与

す

る

際

に
、

行

為

の
名

称

の
中

に
行

為

と

法

と

の
間

の
関

係

を

も

包

含

さ

せ

る

こ

と

に
よ

っ
て

、

関

係

の
中

に

こ

そ
存

在

し

て

い
た

道

徳

の
観

念

を

隠

蔽

し

て
し

ま

っ
た

の

で

あ

り

、

こ

れ

に
よ

っ
て

わ

れ

わ

れ

の

道

徳

的

判

断

は

混

乱

し

た

も

の

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

と

ロ

ッ
ク

は
考

え

る

の

で

あ

る

。

「
け
れ
ど
も
、
行
為

の
実
定
観
念
(
p
o
s
i
t
i
v
e
 
I
d
e
a
s
)

と
そ

の
道
徳
的
関
係
は
、
非
常

に
頻
繁

に

一
つ
の
名
前

の
も
と

に

一
緒

に
包
括
さ
れ
、
様
相
す
な
わ
ち

行
為
と
そ
の
道
徳
的
方
正
あ

る
い
は
不
正
(
M
o
r
a
l
 
R
e
c
t
i
t
u
d
e
 
o
r
 
O
b
l
i
q
u
i
t
y
)

と
の
双
方

を
表
現
す
る
の
に
同
じ
名
前

が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
た
め
関
係
自
身
は
気
付

か
れ
ず
、
行
為
の
実
定
観
念

と
そ
の
行
為
が
あ

る
規
則
に
対

し
て
持

つ
関
係
と
は
、
し
ば
し
ば
区
別

さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な

ふ

う

に
二
つ
の
別
個
な
考
察

を

一
つ
の
名
辞

の
も
と
に
混
同
す
る
こ
と
か
ら
、
音

の
印
象

に
あ
ま
り
に
も
容
易
に
負

け
て
、
名
前

を
事
物
と
早
ま

っ
て
取
り
違
え

る

者
は
、
行
為
の
判
断

に
あ
た

っ
て
し
ば

し
ば
誤
り
導
か
れ
る
。
」
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
1
6
)

こ

の

よ

う

な

誤

り

を

説

明

す

る

た

め

に
、

ロ

ッ

ク

は
盗

み

の
例

を

挙

げ

る
。

す

な

わ

ち
、

盗

み
と

い
う

名

称

は
、

他

人

の

も

の
を

そ

の

人

が

知

ら

な

い
う

ち

に

取

る

と

い
う

こ
と

(行

為

の
実

定

観

念

)

と
、

行

為

の
道

徳

的

劣

悪

を

も

意

味

す

る

と

一
般

に

は

理

解

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

狂

人

か

ら

黙

っ
て
剣

を

取

り

上

げ

る

こ

と

は

、

行

為

の
名

称

と

し

て
盗

み
と

呼

ば

れ

て
し

か

る

べ
き

で

あ

る

が

、

究

極

的

な

善

悪

の



基
準

で
あ
る
神
法
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
盗
み
と
い
う
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罪
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
道
徳
の
観
念
が
、
行
為
と
法
と
間
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
し
か
し
す
で
に
見
た
よ

う
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
倫
理
学
の
役
割
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
為
し
、
何
を
為
さ
な

い
よ
う
に
避
け
る
べ
き
か
を
準
備
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る

と
考

え
て
お
り
、
彼
自
身
そ
の
よ
う
な
倫
理
学
を
構
想
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
次
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自

ら
の
行
為

に
対
し
て
道
徳

的
な
判
断
を
下
す
際

に
、
自
ら
の
行
為
を
い
か
な
る
法
と
の
関
係
に
お
い
て
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第

二
節

道
徳
的
行
為

の
三
領
域

前
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
行
為
と
法
と
の
問

の
関
係
に
お
け
る

一
致
、
不

一
致
の
中
に
道
徳

が
成
立
す
る
契
機
を
見
出

し
た

が
、
行
為
と
比
較
参
照
さ
れ
る
法
の
本
質
と
し
て
、
法
の
遵
守
あ
る
い
は
違
反
に
対
し
て
報
賞
あ
る
い
は
刑
罰
が
伴

っ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
そ
の
よ
う
な
賞
罰
を
強
制
す
る
力
能
を
持

っ
た
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「人
間
の
意

志
を
決
定
す
る
よ
う
な
善

悪

[な
い
し
快
苦
]

の
あ
る
強
制
を
規
則
に
結
び

つ
け
ず

に
、
人
間

の
自
由
な
行
為
に
対
し
て
あ
る
規
則
を
立
て
る
、
そ
う
想
定
す
る
こ
と

は
ま

っ
た
く
無
駄
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
た
ち
は
あ
る
法
を
想
定
す
る
場
合
、
そ
の
法
に
結
び

つ
け
ら
れ
た
あ
る
賞

罰
も
、

い
つ
も
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
」

の
で
あ
る
。
(
H
U
,
2
,
2
8
,
6
)

ロ
ッ
ク
は
、
法
が
課
す
賞
罰
の
内
容

に
応
じ
て
、
人
々
が
自

分
た
ち
の
行
為
を
準
拠
さ

せ
て
行
為

の
方
正
か
不
正
か
を
判
定
す
る
法

に
は
次
の
三
種
類
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
神
法
(
D
i
v
i
n
e
 
L
a
w
)

、
②
政

治
法
(
C
i
v
i
l
 
 
L
a
w

、
③
世
論
な

い
し
世
評
法
(
L
a
w
 
o
f
 
O
p
i
n
i
o
n
 
o
r
 
R
e
p
u
t
a
t
i
o
n
)

の
三
つ
の
法
で
あ
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
7
 
)

人
々
は

自
分

た
ち
の
行
為
を
、
第

一
の
法
と
の
関
係
に
よ

っ
て
、
罪
で
あ
る
か
義
務

で
あ
る
か
(
S
i
n
s
 
o
r
 
D
u
t
i
e
s
)

を
、
第

二
の
法
と
の
関
係
に
よ

っ

て
犯
罪
か
無
罪
で
あ
る
か
(
C
r
i
m
i
n
a
l
 
o
r
 
I
n
n
o
c
e
n
t
)

を
、
第
三
の
法
と
の
関
係
に
よ

っ
て
徳
か
悪
徳
か
(
V
i
r
t
u
e
s
 
o
r
 
V
i
c
e
s
)

を
判

定
す

る
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
し
て
道
徳
的
な
判
断
を
下
す
際
に
準
拠
す
る
三

つ
の
法
を
提
示
し
た
が
、

こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
自
分
た
ち
の
行
為
が
道
徳
的
な
判
断

に
さ
ら
さ
れ
る
三

つ
の
活
動
領
域
を
有
し
て

い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味



し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
①
神
法
と
の
関
係
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る

「良
・10

(あ
る
い
は
信
仰
)
の
世
界
」、
②
政
治
法

と
の
関
係

に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る

「政
治
の
世
界
」、
③
世
評
法
と
の
関
係
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る

「社
交
の
世
界
」
と
名
付
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域

に
お
け
る
行
為
と
法
と
の
関
係
に
対
す
る

ロ
ッ
ク
の
議
論
を
追

っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一)

良
心
の
世
界

良
心
の
世
界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
行
為
が
道
徳
的

に
正
し

い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
の
は
神
法
で
あ
る
。
神
法
と
は
、
神
が
人
々
の
行

為
に
課

し
た
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
の
光
(
l
i
g
h
t
 
o
f
 
n
a
t
u
r
e
)

に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
啓
示
の
声
(
v
o
i
c
e
 
o
f
 
R
e
v
e
l
a
t
i
o
n
)

に
よ

っ

て
公
布

さ
れ
た
(
p
r
o
m
u
l
g
a
t
e
d
)

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
は
来
世
に
お
い
て
無
限
に
重
く
持
続
す
る
賞
罰
に
よ

っ
て
、
神

の
意
図
す
る

行
為
を
強
制
す
る
力
能
を
持

つ
。
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
法
〔神
法
〕
が
道
徳
的
方
正
の
唯

一
の
真

の
準
尺
(
t
r
u
e
 
t
o
u
c
h
s
t
o
n
e
)

で
あ
り
、
人
々
は
自
分
た
ち
の
行
為
を
こ
の
法
と
比

べ
て
、
行
為
の
最
も
大
切
な
道
徳
的
善
悪
を
、
す
な
わ
ち
、
行
為
が
義
務
あ
る
い
は
罪

と
し
て
全
能
者
の
御
手
か
ら
幸
福
あ
る
い
は
不
幸
を
人
々
に
招
来
し
そ
う
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
」

の
で
あ
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
8
)

(二
)

政
治
の
世
界

政
治

の
世
界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
道
徳
的
に
正
し

い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
の
は
政
治
法

で
あ
る
。
政
治
法
と
は
、
国
家

(
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
)

が
自
己
に
属
す
る
者

の
行
為

に
対
し
て
課
す
規
則
で
あ
り
、
人
々
は
自
分
た
ち
の
行
為
を
そ
れ

に
照
ら
し
て
、
そ
れ

が
犯
罪

で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
。
「
こ
の
法
を
作
る
権
力
と
は
、
法
に
従

っ
て
生
き
る
者

の
生
命
、
自
由
、
所
有
物
(
L
i
v
e
s
,
 
L
i
b
e
r
t
i
e
s
,

a
n
d
 
P
o
s
s
e
s
s
i
o
n
s
)

を
保
護
す
る
こ
と
に
従
事
す
る
国
家
の
力
(
f
o
r
c
e
)

」
で
あ
り
、
こ
の
権
力
は
、
違
法
行
為

に
対
す
る
罰
と
し
て
、
法

に
従
わ
な

い
者
か
ら
生
命
、
自
由
、
財
物
(
G
o
o
d
s
)を
奪
う
力
能
を
持

つ
の
で
あ
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
9
)



(三
)

社
交

の
世
界

社
交
の
世
界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
道
徳
的

に
正
し

い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
の
は
世
評
法
で
あ
り
、
こ
の
法
を
作
り
、
こ
の

(12

)

法
に
対
す
る

一
致
、
不

一
致
に
応
じ
て
賞
罰
を
課
す
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

に
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
世
評
法
に

一
致
す
る
行

為
を
徳
、

一
致
し
な

い
行
為
を
悪
徳
と
定
義
す
る
が
、
真

の
意
味
で
の
徳

と
悪
徳
は
神
法
に
よ
る
判
定
と
合
致
す

る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

一
般
的
に
は
、
あ
る
行
為
に
対
し
て
徳
や
悪
徳

の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
社
会

に
お
け

る
好
評
(
r
e
p
u
t
a
t
i
o
n
)

あ

る
い
は
悪
評
(
d
i
s
c
r
e
d
i
t
)

に
基
づ
い
て
い
る
と

ロ
ッ
ク
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
ま
た
は
悪
徳
と
呼
ば
れ
る
と
き
の
尺
度
は
、
是
認

(
a
p
p
r
o
b
a
t
i
o
n
)

、
嫌
悪
(
d
i
s
l
i
k
e
)

、
称
賛
(
p
r
a
i
s
e
)

、
非
難
(
b
l
a
m
e
)
で
あ
り
、
彼
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
尺
度
は
暗
黙
の

同
意

に
よ

っ
て
、
世
界
中

の
あ
ら
ゆ
る
社
会
、
民
族
、
集
団
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
1
0
)

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

に
お
い
て
、
徳
や
悪
徳
と
見
な
さ
れ
る
行
為
が
相
互
に
異
な

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
世
評
法
と
の

一
致
、
不

一
致

に
基
づ
い
て
あ
る
行
為
が

徳
あ

る
い
は
悪
徳
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
に
伴

っ
て
好
評
や
悪
評
と
い
う
賞
罰
が
人
々
に
よ

っ
て
課
さ
れ
る
と
い
う
構
造
そ
の
も

の
は
、
あ
ら

ゆ
る
社
会
を
通
じ
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ロ
ッ
ク
は
、
世
評
法
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
強
制
力
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際

に
は
、
推
挙
や
不
評
(
C
o
m
m
e
n
d
a
-

t
i
o
n
 
a
n
d
 
D
i
s
g
r
a
c
e
)

は
、
人
々
を
そ
の
交
わ
る
人
た
ち
の
世
論
と
規
則

に
適
応
さ
せ
る
強
い
動
機
(
M
o
t
i
v
e
)
と
な

っ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
は
神
法
の
違
反
に
伴
う
罰

に
つ
い
て
真
剣
に
省
察
し
な

い
し
、
政
治
法

の
違
反
に
伴
う
罰

に
つ
い
て
は
、
罰
せ
ら
れ

な
い
こ
と
を
期
待
す
る
が
、
し
か
し
、
世
評
法

の
違
反
に
伴
う
罰
で
あ
る
非
難
や
悪
評
を
免
れ
る
こ
と
は
誰
も
で
き
ず
、
自
分
の
属
す
る
団

体
に
お
い
て
絶
え
ず
非
難
や
嫌
悪
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
強
情
で
無
感
覚
な
者
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「絶

え
間
な
い
不
評
、
悪
評

の
中

で
自
分
自
身
の
属
す
る
特
定
の
社
会
と
と
も
に
安
ん
じ
て
生
き
ら
れ
る
者
は
、
不
思
議
な
異
常
体
質

の
者
に
違

い
な

い
」
の
で
あ
る
。
(
H
U
,
 
2
,
 
2
8
,
 
1
2
)

以
上
、

ロ
ッ
ク
倫
理
学

の
基
本
的
な
構
造
を
概
観
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
、
自
分
た
ち
の
行
為
が
道
徳
的
に
判
断
さ
れ
る
領
域

を
三

つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
行
為
と
比
較
参
照
さ
れ
る
法
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
こ
の
議
論

に
お
い
て
注
目
さ



れ
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
お
け
る
人
間
の
行
為
を
究
極
的
、

一
元
的
に
判
断
で
き
る
法
の
概
念
を
、

ロ
ッ
ク
が
あ
え
て
用
い
な
か

っ

た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
法
と
し
て
の
神
法
や
自
然
法
の
存
在
を

ロ
ッ
ク
が
否
定
し
た

と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
人
間
が
自
ら
の
行
為

の
道
徳
性
を
判
断
す
る
倫
理
学
と
い
う
場
面

に
お
い
て
は
、

ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
行
為
の
道
徳
性
が
判
断
さ
れ
る
領
域
を
三

つ
の
領
域
に
峻
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
固
有

の
法

に
よ

っ
て
判
断
す
る

こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ロ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
判
断
を
相
互
不
干
渉
な
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
法

に
伴
う
賞
罰
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

の
み
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
判
断
が
別
の
領
域
に
お
い
て
効
力
を
持

つ
こ
と
は
厳
し
く
排
除
さ
れ
る
。
確
か
に
、
す
べ
て
の
徳
と
悪
徳
が
、
究
極
的
に
は
神
法

と
の

一
致
、
不

一
致

の
関
係
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
三
つ
の
領
域
の
法
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
が
構
想
し

た
倫
理
学
は
、
現
世

に
生
き
る
人
間
に
対
し
て
、
三

つ
の
領
域
に
お
い
て
個
別
的
に
法
を
認
識
し
、
そ
れ
に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
を
求
め
た

の
で
あ

る
。

第

三
章

ロ
ッ
ク
倫

理
学

に
お
け
る
父
権

と
政
治
権
力

本
章

で
は
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
的
主
著
で
あ
る

『統
治
二
論
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
主
要
な
テ
ー

マ
の

一
つ
で
あ
る
父
権
と
政
治
権
力
の
区

別
に
関
す
る
議
論
を
、
前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た

ロ
ッ
ク
倫
理
学
の
基
本
的
な
構
造
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
ま
ず
第

一
節
で
は

ロ
ッ
ク

の
論
敵

で
あ
る
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
を
概
観
す
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
君
主
に
対
す
る
服
従
義
務
が
家
父
長
に
対
す
る
服
従
義
務
と
同
質

の

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
家
父
長
に
対
す
る
服
従
義
務
が
絶
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
君
主
に
対
す
る
服
従
義
務
も
ま
た
絶
対
的
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
第

二
節
で
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
君
主
論

に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
反
論
を
検
討
す
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
政
治
権
力
と
父
権
と
の
質

的
な
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
君
主
に
対
す
る
政
治
的
服
従
義
務
と
家
父
長
に
対
す
る
服
従
義
務
も
ま
た
異
な

っ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
政
治
権
力
が
絶
対
的
な
権
力
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
固
有
の
目
的
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
た
権
力

で
あ
る
こ
と
示
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
政
治
権
力
が
専
制
化
し
た
場
合
に
は
、
政
治
権
力
に
対
す
る
服
従
義
務
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
第
三
節
で
は
、
こ



の
よ
う

に
父
権
と
政
治
権
力
を
厳
格
に
区
別
す
る
視
点
は
、
た
ん
に
父
権
と
政
治
権
力
が
、
そ
れ
自
体

の
性
質
に
お
い
て
異
な

っ
て
い
る
か

ら
だ

け
で
は
な
く
、
父
権
が
作
用
す
る
世
界

の
原
理
と
政
治
権
力
が
作
用
す
る
世
界
の
原
理
が
異
な

っ
て
い
る
と

い
う

ロ
ッ
ク
の
認
識
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
、
彼

の
倫
理
学
の
基
本
構
造

に
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。

第

一
節

フ
ィ
ル
マ
ー
の
政
治
的
服
従
義
務
論

『
統
治
二
論
』
は
、

一
六
七
九
年
に
始
ま
る
王
位
排
斥
法
危
機
(
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
c
r
i
s
i
s
)

に
お
い
て
、
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
と
全
面
的

に
対
決
し
、

最
終
的

に
は
武
力
抵
抗
ま
で
目
指
す
こ
と
に
な

っ
た
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ら
ウ
イ
ッ
グ
急
進
派
の
政
治
的
立
場
を
擁
護

す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的

と
し

て
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
王
位
排
斥
法
危
機
は
、
復
古
王
政
期
の
そ
れ
ま
で
の
政
治
的
対
立

の
構

図
を

一
変
さ
せ
て
し
ま

っ

た
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
論
争

の
主
要
な
テ
ー

マ
は
、
良
心
の
自
由
に
対
す
る
要
求
と
政
治
的
秩
序

の
安
定
を
い
か
に
し
て
両
立

さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
基
本
的

に
は
統

一
主
義
的
な
路
線
(
u
n
i
f
o
r
m
i
t
y
)

と
包
容
主
義
的
な
路
線
(
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
)

の
対
立

と
い
う
形
を
と

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
位
排
斥
法
危
機
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク

へ
の
改
宗
を
公
言
す
る
王
弟

ヨ
ー
ク
公
ジ

ェ
イ
ム
ズ
の

王
位

継
承
権
を
め
ぐ
る
対
決

で
あ
り
、
も
し
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
王
が
誕
生
す
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
実
質
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
治

的
影
響
力
の
下
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
、
国
教
会
体
制
そ
の
も
の
の
崩
壊

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
問
題
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
王
位
排

斥
法
危
機
に
お
け
る
政
治
的
対
立
は
、国
教
会
体
制
の
路
線
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
、次

の
二
つ
の
政
治
的
立
場

の
間

の
対
立
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
親
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
王
で
あ
れ
、
世
俗
為
政
者
と
し
て
の
国
王
に
対
す
る
政
治
的
服
従
義
務
は
絶
対
的

で
あ

る
と
す
る
立
場
と
、
為
政
者
に
対
す
る
政
治
的
服
従
義
務
は
、
何
ら
か
の
目
的

に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
超

え
た
為
政
者

に
対
し
て
は
服
従
義
務
は
解
除
さ
れ
、
最
終
的

に
は
武
力
抵
抗
も
許
さ
れ
る
と
す
る
立
場
と
の
対
立

で
あ
る
。

こ
の
対
立

に
お
い
て
、
国
王
支
持

の
ト
ー
リ
ー
は
、
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
す
る
議
論
と
し
て
、
伝
統
的
な
統

一
主
義
的
議
論

に
基
づ

い

て
政
治
的
服
従
を
説
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
統

一
主
義
的
な
議
論

に
お
い
て
は
、
為
政
者
が
制
定
す

る
人
定
法
に
対
す
る
服
従
義
務
は
教
会

の
霊
的
権
威
に
よ

っ
て
補
完
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
排
斥
法
危
機

に
お

い
て
は
、
国
王
の
親
カ
ト



リ

ッ

ク

の
姿

勢

は

国
教

会

体

制

そ

の
も

の

の

存

在

を

危

う

く

す

る

も

の
だ

っ
た

か

ら

で
あ

る

。

か

と

い

っ
て
、

ホ

ッ
ブ

ズ

的

な

政

治

的

服

従

義

務

論

は

、

あ

ま

り

に
無

神

論

的

色

彩

が

濃

く

、

そ

れ

に
よ

っ
て
多

く

の
支

持

を

獲

得

す

る

こ

と

は

期

待

で

き

な

か

っ
た
。

そ

こ

で
見

い
だ

さ

れ

た

の
が

、

ホ

ッ
ブ

ズ

と
同

様

、

内

乱

期

の
著

述

家

で

あ

る

フ

ィ

ル

マ
ー

の

『
パ

ト

リ

ア

ー

カ
』

で

あ

っ
た
。

『
パ

ト

リ

ア

ー

カ

』
に

お

い
て

フ

ィ

ル

マ
ー

は

、

創

造

時

に
神

が

ア

ダ

ム

に
付

与

し

た
家

父

長

権

に

対

す

る

子
供

た

ち

の
服

従

は

、

臣

民

の

国

王

に
対

す

る
服

従

と

ま

っ
た

く

同

一
の

も

の

で
あ

る

と

主

張

す

る

。

「
さ
て
、
ア
ダ
ム
の
子
供
た
ち
や
そ
の
他

の
者
も
、
彼

ら
の
両
親

に
対

す
る
従
属
か
ら
自
由

で
は
あ

り
え
な

い
と
私

は
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
子
供
た
ち
の
従
属

は
、
神
自
身

の
摂
理

に
よ

っ
て
、
す

べ
て
の
王

の
権
威

の
唯

一
の
基
礎

で
あ
る
。
」

さ

ら

に

フ

ィ

ル

マ
ー

は

、

ア
ダ

ム
が

創

造

時

に
持

っ
た

支

配

権

が

、

人

間

の

生

死

を

左

右

で

き

る

ほ

ど

、

絶

対

的

で
大

き

な

も

の

で
あ

る

と

主

張

す

る

。

「
ア
ダ

ム
が
創
造

に
よ
り
全
世
界

に
対
し
て
持

っ
た
支
配
、
お
よ
び
家
父
長
た
ち
が
彼

か
ら
伝
わ

っ
た
権
利

に
よ

っ
て
享
受

し
た
支
配
は
、
創
造
以
来

の
ど
の
君

主
国
の
う
ち

の
最
も
絶
対
的
な
支
配
と
も
同
じ
ほ
ど
大
き
く
十
分

で
あ

っ
た
。
と

い
う
の
は
、
父

ユ
ダ
が
姦
淫

の
ゆ
え

に
嫁

の
タ

マ
ル
に
対
し

て
、
「彼
女
を
引

き

出
し
て
焼
き
殺
し
て
し
ま
え
」

〔創
世
記
3
8
：
2
4
と
死
を
宣
告
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
生
死

の
権
力
を
見

い
だ
す
か
ら
で
あ
る
。」

こ
う

し

て

フ

ィ

ル

マ
ー

は
、

家

父

長

権

に
対

す

る

服

従

義

務

と

国

王

に
対

す

る

服

従

義

務

を

ま

っ
た

く

同

じ
性

質

の

も

の
と

し

て

一
元

的

に

理

解

し

、

さ

ら

に

家

父

長

の
支

配

権

が

絶

対

的

な

も

の

で

あ

る

こ

と
を

示

す

こ

と

に

よ

っ
て
、

国

王

に
対

す

る

服

従

義

務

も

ま

た
絶

対

的

で

あ

る

こ

と

を

論

証

し

た

の

で

あ

る
。



第

二
節

父
権
と
政
治
権
力

フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
家
父
長
の
権
力
と
君
主

の
権
力
を

一
元
的
に
捉
え
、
そ
れ
が
ア
ダ
ム
の
絶
対
的
な
権
力
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
主

張
し

た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
『統
治
二
論
』第

一
論
文
に
お
い
て
、
ア
ダ

ム
と
彼
の
相
続
人
が
持

っ
て

い
た
権
力
が
絶
対
的
で
あ

る
と
す
る
フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
張
が
、
恣
意
的
で
誤

っ
た
聖
書
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
第
二
論
文
で
は
、

父
権
(
p
a
t
e
r
n
a
l
 
p
o
w
e
r
)

と
政
治
権
力
(
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
p
o
w
e
r
)

の
性
質
を
理
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
つ
の
権
力
が
質
的
に

異
な

っ
た
権
力
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有

の
目
的
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
絶
対
的
な
権
力
で
は
な
い
こ
と

を
論
証
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ロ
ッ
ク
は
、
政
治
権
力
が
そ
の
固
有
の
目
的
を
超
え
て
濫
用
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
政
治
権
力
が
専
制
権

力
(
d
e
s
p
o
t
i
c
a
l
 
p
o
w
e
r
)

と
化
し
た
場
合

に
は
、
為
政
者

に
対
す
る
抵
抗
も
正
当
化
さ
れ
る
と

い
う
政
治
的
主

張
を
引
き
出
し
た
の
で
あ

る
。

以
下
、
第
二
論
文
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず

ロ
ッ
ク
は
、
政
治
権
力

の
目
的
と
そ
れ
に
対
す
る
服
従
義
務

の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
、
政
治
権
力
が
発
生
す
る
由
来
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
理
論
的
仕
掛
け
が
自
然
状
態
論
で
あ

っ
た
。

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
状

態
に
お
い
て
人
々
は
完
全

に
自
由
で
平
等
な
状
態
で
あ
る
と
描
写
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
人
々
は
自
然
法
の
支
配
の
下
に

あ
り
、
そ
の
自
然
法
に
よ

っ
て
自
他
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
を
損
ね
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
(
T
T
,
 
I
I
,
 
7
)

さ
ら
に
、
自
然
状
態

に
お
い
て
各

人
は
、
他
者
か
ら
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害
を
受
け
た
場
合

に
は
、
自
然
法
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
執
行
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う

な
状
態
は
戦
争
状
態
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
自
然
法

の
違
反
者
を
裁
く
た
め
の
共
通
の
優
越
的
な
権
力
が
存
在

し
な
い
状
態
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
自
然
状
態
で
は
、
各
人
は
自
然
法

の
違
反
に
対
し
て
は
自
力
で
救
済
す
る
ほ
か
は
な
く
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害
が
常
に
正
し
く
回

復
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
て
、
各
人
は
政
治
社
会
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「各

人
が
自
分
自
身

の
事
件

の

裁
判
官
に
な
る
こ
と
か
ら
必
然
的

に
生
ず
る
自
然
状
態

の
不
都
合
を
避
け
、
こ
れ
を
矯
正
す
る
」
の
で
あ
る
。
(
T
T
,
 
I
I
,
 
9
0
)

政
治
社
会

の

設
立

に
お
い
て
、
各
人
は
自
然
状
態
で
有
し
て
い
た
執
行
権
力
を
放
棄
し
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
を
目
的
と
し
て
、
共
通
の
政
治
的
権
威
に

こ
の
執
行
権
力
を
信
託
す
る
。
こ
う
し
て
政
治
権
力
は
、
政
治
社
会
全
体
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
の
た
め
、
す
な
わ
ち
公
共
善

の
た
め
に
用



い
ら

れ

る
力

と

し

て
設

立

さ

れ

る

。

自

然

状

態

か
ら

政

治

権

力

が

生

じ

る
過

程

を

こ

の

よ

う

に
分

析

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

ロ

ッ
ク

は
、

政

治

社

会

に

お

い

て
為

政

者

が

有

す

る

政

治

権

力

は

プ

ロ
パ

テ

ィ

の
保

全

と

い
う

目

的

に
限

定

さ

れ

た
権

力

で
あ

る

と

い
う

点

を
強

調

す

る
。

「
こ
の
権
力

〔政
治
権
力
〕
の
目
的
と
尺
度
は
、
自
然

の
状
態

に
お

い
て
誰
も
が
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
場
合

は
、
社
会

の
全
員
、
す
な
わ
ち
全
人
類
を
保
全
す
る

こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
権
力
が
為
政
者
の
手

に
あ
る
と
き
で
も
、
そ
の
社
会

〔政
治
社
会
〕
の
成
員
の
生
命
、
自
由
、
所
有
物

を
保
全
す
る
と

い
う

こ
と

だ
け
を
そ
の
目
的
な

い
し
は
尺
度
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
権
力
は
、
で
き
る
だ
け
保
全
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
ら

の
生
命
や
財
産
に
対
す
る
絶

対
的
で
勝
手
気
ま
ま
な
権
力
と
は
な
り
え
な

い
の
で
あ
る
。
」

(
T
T
,
Ⅱ
,
1
7
1

)

こ

う

し

て
、

政

治

権

力

の
性

質

と

目

的

を

明

ら

か

に

し

た

あ

と

、

ロ

ッ
ク

は
、

第

五

章

「
プ

ロ
パ

テ

ィ

に

つ

い

て
」

に

お

い
て
、

政

治

権

力

が

保

全

の
対

象

と

し

て

い
る

プ

ロ
パ

テ

ィ
が

、

ど

の

よ

う

に
生

じ

る

か

に

つ

い
て
論

じ

る
。

そ

の
後

に

ロ
ッ

ク

は

、
プ

ロ
パ

テ

ィ

の
主

体

と

な

る

自

由

な

人

間

を

育

成

す

る
権

力

と

し

て
、
父

権

の

問

題

を

取

り

上

げ

る

。
第

六
章

「
父

権

に

つ

い
て

」

に

お

い

て
、

ロ

ッ
ク

は

ま

ず

、

子

供

た

ち

が

生

ま

れ

な

が

ら

に

し

て

完

全

な
自

由

と

平

等

の
状

態

に

あ

る

の

で

は

な

く

、

や

が

て
そ

う

な

る

べ
き

身

と

し

て
生

ま

れ

て
く

る
存

在

で
あ

る

主

張

す

る

。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

な

子

供

た

ち

に
対

し

て
両

親

が
持

っ
て

い
る

権

力

を

次

の
よ

う

に
説

明

す

る

。

「
両
親

が
そ
の
子
供
に
対
し

て
持

つ
権
力
は
、
子
供

た
ち
が
幼
少

の
不
完
全
な
状
態

に
あ
る
間
、
そ

の
面
倒
を

み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
彼
ら
に
課
さ
れ
た

義
務
か
ら
生
ず
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
」

子

供

が

ど

う

い
う

状

態

に
な

る

ま

で

父

権

の
監

督

下

に
あ

る

べ
き

か

と

い
う

問

い

に
対

し

て
、

ロ

ッ
ク

は
、
「
そ

れ

は

人

間

が

そ

の

法

を

わ

き

ま

え

う

る

と
考

え

ら

れ

る

状

態

、

し

た

が

っ
て
自

分

の
行

動

を

そ

の
法

の
範

囲

内

に

と

ど

め
う

る

状

態

で

あ

る

」
と

答

え

る
。

(
T
T
,
Ⅱ
,
5
9
)



つ
ま
り
、
法
を
認
識
し
、
法

に
従

っ
て
行
動
で
き
る
状
態
に
な

っ
た
と
き
、
子
供
は
成
人
と
な
り
、
そ
の
時
点

で
父
権

に
対
す
る
服
従
義
務

か
ら
離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

父
権
の
性
質
と
目
的
を
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
あ
と
、

ロ
ッ
ク
は
父
権
と
政
治
権
力
が
ま

っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調

す
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
も
し
政
治
権
力
が
父
権
と
同

一
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
人
間
が
親
で
あ
り
同
時

に
政
治
社
会

の
臣
民
で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
あ
り
え
な

い
は
ず

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
父
権
は
政
治
権
力
と
と
も
に
す
べ
て
為
政
者

の
手
中

に
あ
る
は
ず
で
あ

る
た
め
、
彼
は
子
供
に
対
す
る
父
権
を
持

て
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
続
け
て
、

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

「し
か
し
実
際
に
は
、
政
治
権
力
と
父
権
と
い
う
二
つ
の
権
力
は
、
完
全
に
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
分
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
根
拠
に
基
づ

き
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
目
的
に
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
父
権
と
政
治
権
力
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
父
長
権
と
王
権
を

一
元
的
に
捉
え
た
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議

(18

)

論
を
論
駁
し
た
の
で
あ
る
。

父
権
と
政
治
権
力
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
ロ
ッ
ク
は
、
実
際
の
政
治
社
会
の
成
り
立
ち

(第
七
-
九
章
)
と
、
政
治
社
会
に
お
け
る
政

治
権

力
の
具
体
的
な
運
用
方
法

(第
十
-
十
四
章
)
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
こ
の
後

で
ロ
ッ
ク
は
、
第
十
五
章

「
父
権
、
政
治
権
力
、
専

制
権

力
の
同
時
的
考
察
」
に
お
い
て
、
「統
治
に
つ
い
て
最
近
み
ら
れ
る
大
き
な
誤
謬
は
、
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
相
互
に
異
な

っ
た
権
力
を
混

同
し

て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
」
と
し
て
、
三

つ
の
権
力
を
、
そ
の
発
生
、
範
囲
、
目
的
の
観
点
か
ら
考

察
す
る
。
(
T
T
,
Ⅱ
,
1
6
9

)

こ
の
中

で
ロ
ッ
ク
は
、
父
権
と
政
治
権
力
が
質
的
に
異
な

っ
た
権
力
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
後
、
専
制
権
力
に
つ
い
て
次
の

よ
う

に
説
明
す
る
。

「専
制
権
力
と
は
、
一
人
の
人
間
が
他
人
に
対
し
て
持
つ
絶
対
的
で
恣
意
的
な
権
力
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
他
人
の
生
命
を
い
つ
で
も
随
意
に
奪
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
自
然
が
人
間
に
与
え
た
権
力
で
は
な
い
。」
(
T
T
,
Ⅱ
,
1
7
3

)



ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
も
そ
も
自
然
状
態
に
お
い
て
自
他
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
を
侵
害
す
る
権
力
を
有
し
て
い
な
い
。
政
治
社
会
の
設
立

に
お
い
て
も
、
元
来
持

っ
て
い
な
い
そ
の
よ
う
な
権
力
を
為
政
者
に
信
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
託
し
た
の
は
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害

を
受
け
た
場
合
に
、
そ
れ
を
回
復
す
る
た
め
に
各
人
が
有
し
て
い
た
執
行
権
力

に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
無
か
ら
有
が
生
じ
え
な

い
以

上
、
為
政
者
が
専
制
権
力
を
持

つ
こ
と
は
原
理
的
に
あ
り
え
ず
、
専
制
権
力
に
よ
る
絶
対
的
で
恣
意
的
な
支
配
は
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
を

目
的
と
す
る
政
治
社
会
と
両
立
不
可
能
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
専
制
権
力
に
よ
る
支
配
が
政
治
権
力
に
よ
る
支
配
か
ら
の
逸
脱
形
態
で
あ
る
以
上
、
専
制
化
し
た
為
政
者
に
対
す
る
政
治
的

服
従
義
務
は
解
除
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
為
政
者
に
対
す
る
抵
抗
も
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

「
法
が
犯
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
他
人
に
害
が
及
べ
ば
、
法
の
終
わ
る
と
こ
ろ
に
常
に
専
制
が
始
ま
る
。
そ
し
て
権
威
を
持
つ
者
が
、
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権

力
を
超
え
、
自
分
の
自
由
に
な
る
力
を
利
用
し
て
、
法
の
容
認
し
な
い
こ
と
を
臣
民
の
上
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と
え
誰
で
あ
ろ
う

と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
為
政
者
で
あ
る
資
格
を
失
い
、
権
威
な
し
に
行
動
し
た
結
果
と
し
て
、
臣
民
の
抵
抗
を
受
け
て
当
然
で
あ
ろ
う
。」

ロ
ッ
ク
は
こ
の

一
節

の
す
ぐ
後
で
、
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も

つ
ね
に
臣
民

の
意

に
添
わ
な

い
命
令
を
下
す
君
主

が
抵
抗

を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
と
付
け
加
え
、
自
ら
の
主
張
を
穏
和
化
す
る
。

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
少
数
の
者
が
抵
抗
し
た
と
こ
ろ
で
、

す
ぐ
に
統
治
が
撹
乱
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
ま
た
、
失
敗
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
抵
抗
に
よ

っ
て
身
を
破
滅
さ
せ

る
よ
う
な
こ
と
を
あ

え
て
す
る
者
も

い
な
い
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、

こ
れ
ら
の
不
法
行
為
が
人
民
の
大
多
数
に
及
ぶ
場
合
や
、
あ
る
い
は
、
危
害
や
抑
圧
が
少
数

の
人
に
し
か
降
り
か
か
ら
な
く
て
も
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
の
脅
威
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
「人
民
が
自
分
た
ち
に
向

か
っ
て
加

え
ら
れ
る
不
法
な
暴
力
に
抵
抗
す
る
の
を
、
ど
う
や
っ
た
ら
阻
止
で
き
る
の
か
私

に
は
言
明
で
き
な

い
」
と
述
べ
、
専
制
化
し
た
為
政
者
に

対
す
る
抵
抗
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
。

(
T
T
,
Ⅱ
,
2
0
9

)



第

三
節

父
権
の
原
理
と

「社
交
の
世
界
」

『
統
治
二
論
』
執
筆
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
政
治
的
な
目
的
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
君
主
論
を
論
駁
し
、
専
制
化
し
た
君
主
に
対
す
る
積

極
的
抵
抗
を
理
論
的
に
擁
護
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
父
権
と
政
治
権
力

の
質
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら

に
、

こ
れ
ら
の
権
力
、
と
り
わ
け
政
治
権
力
が
絶
対
的
な
権
力
で
は
な

い
こ
と
を
力
説
し
た
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
が
こ
の
二

つ
の
権
力
を
厳

密

に
区
別
す
る
議
論
を
展
開
し
た
背
景

に
は
、
父
権
が
作
用
す
る
世
界
の
原
理
と
政
治
権
力
が
作
用
す
る
世
界
の
原
理
が
異
な

っ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
は
相
互
に
不
干
渉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
。
こ
の
認
識
は
、
第

二
章
で
明
ら
か
に
し
た
ロ
ッ

ク
倫

理
学
の
基
本
構
造
と
合
致
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

第

二
章
で
見
た
よ
う
に
、
「政
治
の
世
界
」

に
お
い
て
人
々
の
行
為
が
道
徳
的

に
正
し

い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
基
準
は
政
治
法
で
あ
り
、

政
治
法
の
強
制
力
は
、
「生
命
、
自
由
、
所
有
物
」
、
す
な
わ
ち
プ

ロ
パ
テ
ィ
を
保
護
あ
る
い
は
侵
害
す
る
力
に
依
拠

し
て
い
た
。
こ
の
力
は
、

『統

治
二
論
』

に
お
い
て
ロ
ッ
ク
が
父
権
と
区
別
し
て
論
じ
た
政
治
権
力
と
合
致
し
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
父
権
は
、
子
供
が
十
分
な
理
性
を
備
え
た
大
人
に
な
る
間
、
限
定
的
に
用

い
ら
れ
る
権
力
で
あ
り
、
子
供
た
ち
の
プ

ロ

パ
テ

ィ
と
は
本
質
的
に
関
わ
り
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
父
権
は

「政
治

の
世
界
」
に
お
い
て
作
用
す
る
力
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
父
権

は
い
か
な
る
世
界
に
お
い
て
作
用
す
る
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
父
権
が
作
用
す
る
と
き
の
具
体
的

な
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
子
供

の
教
育
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る

『教
育
に
関
す
る
考
察
』
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

『
教
育
に
関
す
る
考
察
』
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
、
親
が
子
供
を
し

つ
け
て
理
性
的
動
物

へ
と
導
く
方
法
と
し
て
、
基
本
的
に
は
報
賞
と
罰

の
二

つ
し
か
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
(
S
T
E
,
 
5
4
)

し
か
し
、
報
賞
と
罰
に
は
肉
体
的
な
も
の
と
、
精
神
的
な
も
の
が
あ
り
、

ロ
ッ
ク
は
精
神

的
な
賞
罰
、
す
な
わ
ち
尊
重
と
不
名
誉
(
e
s
t
e
e
m
 
a
n
d
 
d
i
s
g
r
a
c
e
)

に
よ
る
方
法
を
推
奨
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
尊

重
と
不
名
誉
の
感
覚
は
最

も
強

力
な
刺
激
を
精
神
に
与
え
る
た
め
、
い
っ
た
ん
子
供
が
そ
の
感
覚
を
覚
え
て
し
ま
え
ば
、
子
供
は
尊
重
さ
れ

る
こ
と
を
愛
し
、
不
名
誉

を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
説
明
す
る
。
親
が
子
供
た
ち
を
尊
重
を
愛
す
る
よ
う
に
、
ま
た
不
名
誉
を
恐
れ
る
よ
う
に



し
た
な
ら
ば
、
子
供
を
正
し
い
方
向
に
向
け
る
真
の
原
理
を
彼
ら
に
与
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
達
成
す
る
方
法

は

「教
育

の
重
大
な
秘
訣
」
(
t
h
e
 
g
r
e
a
t
 
s
e
c
r
e
t
 
o
f
 
e
d
u
c
a
t
i
o
n
)

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
　

子
供

を
尊
重
と
不
名
誉
の
感
覚

に
目
覚
め
さ
せ
る
方
法
の

一
つ
と
し
て
ロ
ッ
ク
が
重
視
す
る
の
は
、
評
判
(
r
e
p
u
t
a
t
i
o
n
;

で
あ
る
。

ロ
ッ

ク
に
よ
れ
ば
、
子
供
た
ち
は
大
人
た
ち
が
考
え
て
い
る
以
上
に
、
賞
讃
、
称
揚

に
対
し
て
非
常
に
敏
感

で
あ
る
。
子
供

た
ち
は
、
親
や
自
分

が
頼
り

に
し
て
い
る
人
た
ち
に
尊
重
さ
れ
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
喜
び
、
逆
に
冷
淡

に
無
視
さ
れ
た
よ
う
な
態
度

に
対
し
て
も
非
常

に

敏
感
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
尊
重
と
不
名
誉

に
対
す
る
感
覚
を
高
め
る
た
め
に
ロ
ッ
ク
が
提
案
す
る
方
法
は
、
尊
重

に
対

し
て
何
ら
か
の
愉
快

な
事
柄
(
a
g
r
e
e
a
b
l
e
 
t
h
i
n
g
s
)

を
、
不
名
誉
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
不
愉
快
な
事
柄
(
d
i
s
a
g
r
e
e
a
b
l
e
 
t
h
i
n
g
s
)

を
伴

わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
尊
重
に
対
す
る
愛
と
不
名
誉
に
対
す
る
恐
れ
の
感
覚
を
強
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
善

い
こ
と
を
し
た
者
は
賞
讃
さ
れ
、

尊
重
さ
れ
て
い
る
者
は
誰
か
ら
も
必
ず
愛
さ
れ
大
事

に
さ
れ
る
こ
と
、
反
対

に
誤

っ
た
こ
と
を
行

っ
た
者
は
、
そ
の
評
判
を
気

に
し
な
け
れ

ば
、
周

囲
か
ら
無
視
さ
れ
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
が
避
け
が
た
く
、
こ
の
状
態
で
は
彼
を
満
足
さ
せ
、
喜
ば
せ
る
も
の
は

一
切
手
に
入
ら
な
く
な

る
こ
と
を
子
供
た
ち
に
分
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
評
判
に
よ

っ
て
強
め
ら
れ
た
尊
重
と
不
名
誉
の
感
覚
に
よ

っ
て
、
子
供

た
ち
は
自
発
的
に
美
徳
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
こ
う
い
う
手
段
で
子
供
た
ち
を
恥
じ
さ
せ
て
、
自
分
の
誤
り
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
、
…
…
好
意
を
も
た
れ
る
喜
び
を
好
む
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が

い
っ
た
ん
で
き
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
子
供
た
ち
を
自
分
の
好
む
方
向
に
向
け
ら
れ
る
し
、
子
供
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
美
徳
の
道
を
好
む
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。」

S
T
E
5
8
　

ロ
ッ
ク
は
、
評
判
は
徳

の
真
の
原
理
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「評
判
は
最
も
徳
に
接
近
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
そ
の
効
果
を
高
く
評
価
す

る
。
評
判
は
、
子
供
た
ち
が
自
分

で
善
悪
を
判
断
し
、
自
分
の
理
性
で
正
し
い
こ
と
を
発
見

で
き
る
ま
で
、
彼
ら
に
と

っ
て
適
当
な
手
引
き

と
な
り
、
励
ま
し
と
な
る
と
論
じ
る
。
S
T
E
,
6
1
　

こ
の
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
評
判
を
通
し
て
子
供
に
精
神
的
な
賞
罰
と
し
て
の
尊
重
と
不
名
誉
の
感
覚

に
目
覚
め
さ

せ
る
方
法
を
強
く
推



奨
す

る

一
方
で
、
肉
体
的
な
賞
罰
、
と
り
わ
け
体
罰
の
有
効
性

に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
低

い
評
価
し
か
与
え
ず
、
体
罰
の
無
効
性
、
危
険

性
を
を
随
所
で
強
調
す
る
。
親
の
権
威
が
確
立
し
て
い
れ
ぼ
、
体
罰
は
必
要
で
は
な
く
、
親
が
不
愉
快
な
態
度
を
見
せ
る
だ
け
で
子
供
は
自

分
が
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
を
十
分
に
悟
る
も
の
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
論
じ
る
。
ま
た
、
子
供
は
理
性
か
ら
く
る
も

の
を
尊
敬
し
、
感
情
か
ら

く
る
も
の
を
軽
蔑
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
感
情
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
体
罰

に
つ
い
て
は
、
当
座

の
恐
怖

心
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は

で
き

て
も
、
同
時
に
軽
蔑

の
念
を
引
き
起
こ
し
、
体
罰
の
効
果
は
著
し
く
減
退
す
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
が
体
罰
に
対
し
て
否

定
的

で
あ

っ
た
最
大
の
理
由
は
、
安
易
に
繰
り
返
さ
れ
る
体
罰
が
子
供

に

「奴
隷
的
な
気
質
」
(
s
l
a
v
i
s
h
 
t
e
m
p
e
r
)

を
植
え
付
け
、
そ
れ
に

よ

っ
て
自
発
的
に
美
徳
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
心
性
を
子
供
か
ら
奪

い
去

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ

る
。

「こ
う
い
う
種
類
の
奴
隷
的
訓
練
〔体
罰
〕
は
奴
隷
的
気
質
を
生
む
も
の
で
す
。
鞭
の
恐
怖
が
子
供
に
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
間
は
、
子
供
は
従
い
、
従
順
を
装
い

ま
す
。
し
か
し
そ
の
鞭
が
取
り
去
ら
れ
、
見
え
な
く
な
っ
て
、
罰
を
受
け
な
い
こ
と
が
確
信
で
き
る
と
、
子
供
は
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
、
も
っ
と
自
由
に
す
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
方
法
で
は
そ
の
性
癖
は
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
強
め
ら
れ
、
大
き
く
な
る
の
で
す
。
」
　

も
ち

ろ
ん
ロ
ッ
ク
は
、
極
端
な
悪
行
や
同
じ
過
ち
を
何
度
も
繰
り
返
す
場
合
に
お
い
て
は
、
や
む
を
得
ず
体
罰
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
同
意

す
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

ロ
ッ
ク
は
体
罰

の
実
行
に
当
た

っ
て
様

々
な
限
定
や
注
意
を
与
え
、
体

罰
は
子
供
を
強
制
す
る
た

め
の

「最
悪
の
、
し
た
が

っ
て
最
後

の
手
段
」
で
あ
る
と
し
て
、
体
罰
の
安
易
な
実
行
を
厳
し
く
戒
め
る
。
　

以
上

の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
子
供
を
導
く
た
め
に
父
権
が
行
使
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
好
評
あ
る
い
は
悪
評
と

い
う
賞
罰

の
形
を
と
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
父
権
に
よ
る
子
供
の
教
育
は
、
世
評
法
に
よ

っ
て
人
間

の
行
為
を
律

す
る

「社
交

の
世
界
」

の

原
理

に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合

に
よ

っ
て
は
、
父
権
は
体
罰
と
い
う
形
で
子
供

の
プ

ロ
パ
テ
ィ
を
侵
害
す
る
こ
と
も

あ
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
政
治
法
に
よ
る
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害
と
は
ま

っ
た
く
異
な
り
、
た
ん
に
評
判
に
よ

っ
て
子
供
を
律
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
例
外
的
な
措
置
に
す
ぎ
な
い
。

子
供
が
大
人
に
な

っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
独
力
で
自
ら
の
行
為
を
人
々
の
評
判
に
適
う
よ
う
に
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た



と
き
、
子
供
は
父
権
に
対
す
る
服
従
義
務
か
ら
は
解
放
さ
れ
、
自
分
の
両
親
も
含
む
す
べ
て
の
大
人
た
ち
と
ま

っ
た
く
対
等
な
関
係

に
入
る
。

こ
の
関

係
は
、
人
々
が
世
評
法
の
持

つ
賞
罰
の
力
を
通
じ
て
自
他
の
行
為
を
律
し
て
い
く

「社
交

の
世
界
」

の
原
理
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て

い
る
。

父
権
と
は
、
評
判
と
い
う
賞
罰
を
通
じ
て
、
子
供
た
ち
が

「社
交
の
世
界
」
で
道
徳
的
に
正
し
く
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

育
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
権
力
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

ロ
ッ
ク
倫
理
学
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
父
権
は

「社
交

の
世
界
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
「
政
治
の
世
界
」
を
構
成
す
る
た
め
の
権
力
で
あ
る
政
治
権
力
と
は
相
容
れ
な

い
原
理
と
し
て
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『統
治
二
論
』
に
お
い
て
父
権
と
政
治
権
力

の
区
別
す
る

ロ
ッ
ク
の
議
論
は
、
彼
の
倫
理
学
の
基
本
構
造
と
合
致
す
る
も
の
だ

っ

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
『統
治
二
論
』
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
政
治
社
会
論
を
、
彼

の
倫
理
学
の
基
本
構
造

の
観
点
か
ら
、
と
り
わ
け

「政
治
の

世
界
」
と

「社
交

の
世
界
」
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
最
後
に
、

『統
治

二
論
』
に
お
け
る

「政
治
の
世
界
」
と

「良
心

の
世
界
」
と
の
関

係
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

「政
治
の
世
界
」
と

「良
心
の
世
界
」
と
の
関
係
か
ら

『統
治
二
論
』
の
議
論
を
見
た
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
自

然
法
の
位
置
づ
け
で

あ
る
。
自
然
法
と
は
、
理
性

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
神

の
意
志
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
神
法
と
し
て

「良
心

の
世
界
」
を
律
す
る

法
と
考

え
ら
れ
る
。
他
方
、

『統
治
二
論
』
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法
と
理
性
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
し
て
扱

い
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
保

全
と
い
う
政
治
法
の
原
理
は
、
自
然
法
と
し
て
誰
に
で
も
容
易

に
認
識
さ
れ
る
と
論
じ
る
。
(
T
T
,
Ⅱ
,
6
)
こ
の
よ
う
に
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、

自
然
法

は

「政
治
の
世
界
」
と

「良
心
の
世
界
」

の
双
方
に
ま
た
が

っ
て
お
り
、
異
な

っ
た
世
界
の
原
理
は
相
互
に
不
干
渉
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
ロ
ッ
ク
倫
理
学
の
基
本
構
造
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
「政
治
の
世
界
」
の
原
理
と

「
良
心
の
世
界
」
の
原
理
が
相
互
不
干
渉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
の
世
界

が
無
関

係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
神
法
が

「道
徳
的
方
正
の
唯

一
の
真

の
基
準

」
で
あ
る
限
り
、
「政



治

の

世

界

」

の
原

理

も

「
社

交

の
世

界

」

の
原

理

も

、

神

法

と

一
致

す

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

る

。

そ

れ

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

ロ

ッ

ク

が

、

人

間

の
行

為

の
道

徳

性

が

判

定

さ

れ

る
領

域

と

し

て

三

つ

の
世

界

を

想

定

し

た

の
は

、

そ

れ

ぞ

れ

の
世

界

に

お

い
て

、

法

の
遵

守

あ

る

い
は
違

反

に
伴

う

賞

罰

が

異

な

る

か

ら

で

あ

っ
た

。

神

法

の
違

反

に
伴

う
賞

罰

は
、

永

遠

の
生

命

と

死

で
あ

る

が

、

こ

の
よ

う

な
賞

罰

を

課

す

こ

と

が

で

き

る

の

は
神

だ

け

で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

も

し

政

治

社

会

の
設

立

と
運

営

が

人

間

の
道

徳

的

生

活

に

と

っ
て
必

須

の

も

の

で
あ

る

な

ら

ば

、

こ

の
営

み

に

関

わ

る
行

為

は

、

神

法

と

は
異

な

る

固

有

の

原

理

に

よ

っ
て
判

定

さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

こ
う

し

て

政

治

法

の
原

理

は
、

自

然

法

と

し

て

神

法

と

一
致

す

る

と

同

時

に
、

神

法

が

支

配

す

る
領

域

と

は
異

な

っ
た

道

徳

的

世

界

、

す

な

わ

ち

「
政

治

の
世

界

」

を

必

要

と

し

た

の

で

あ

る

。

【凡
例
】

(
1
)

本
稿

で
使
用
す
る

ロ
ッ
ク
の
主
要
著
作

の
参
照

に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
著
作

の
略
号
を
用

い
て
示
し
た
。
参

照
箇
所
は
略
号
と
頁
数

の
形
式

で
示

し
た
が
、
著
作

に
よ

っ
て
は
、
節
番
号
等

の
形
式

で
示
し
た
。
略
号

と
そ
れ

に
対
応

す
る
文
献
名
、
お
よ
び
引
用
の
形
式

に
つ
い
て
は
後

に
掲
げ

た
。
ま
た

訳
文
は
、
邦
訳

の
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
後
に
掲
げ
た
邦
訳
を
参
照
し
た
が
、
本
文
と
の
整
合
上
、
用
語

や
句
読
法
を
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。

(
2
)

そ
の
他

の
文
献
の
参
照

に
お

い
て
は
、
著
者
名
、
公
刊
年
、
頁
数

の
形
式

で
示
し
た
。
著
者
名

と
公
刊
年
に
対
応
す
る
文
献
名

に
つ
い
て
は
、
本
稿
末

に

掲
げ

た

【参
照
文
献

一
覧
】
を
参
照
。

(
3
)

引

用
文
中

に
お

い
て
用

い
る
括
弧

は
、
原
則
と
し

て
、
以
下

の
よ
う

に
使

い
分
け
て

い
る
。

(

)
…
原
著
者
に
よ
る
挿
入
。
ま
た
原
語
を
示
す
と
き
も
こ
の
括
弧
を
使
用
し
た
。

〔

〕
…
引
用
者
に
よ
る
挿
入
。

[

]
…
邦
訳
者
に
よ
る
挿
入
。

H
U

…

『人
間
知
性
論
』

A
n
 
E
s
s
a
y
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
H
u
m
a
n
 
U
n
d
e
r
s
t
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n
d
i
n
g
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e
d
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b
y
 
P
.
 
H
.
 
N
i
d
d
i
t
c
h
,
 
O
x
f
o
r
d
:
 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
7
5
.

*

『
人
間
知
性
論
』

の
参
照
箇
所
は
、
巻
数
、
章
数
、
節
番
号

で
示
す
。

邦
訳

:
大
槻
春
彦
訳

『人
間
知
性
論

(
一
)
～

(四
)
』

(岩
波
文
庫
、

一
九
七
二
-

一
九
九
七
年
)
。



『統
治

二
論
』

*

『統
治

二
論
』

の
参
照
箇
所
は
、
巻
数
、
節
番
号

で
示
す
。

邦
訳
:
伊
藤
宏
之
訳

『統
治
論
』

(柏
書
房
、

一
九
九
七
年

)。

『自
然
法
論
』

邦
訳
:
浜
林
正
夫
訳

「
自
然
法
論
」

(河
出
書
房
新
社

『
世
界
大
思
想
全
集
、
社
会

・
宗
教

・
科
学
思
想
篇

二

"
ホ

ッ
ブ
ズ
、

ロ
ッ
ク
、

ハ
リ

ン
ト
ン
』
所
収

、

一
九
六

二
年
)。

『教
育

に
関
す
る
考
察
』

*

『教
育

に
関
す
る
考
察
』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
節
番
号
で
示
す
。

邦
訳
:
服
部
知
文
訳

『教
育

に
関

す
る
考
察
』

(岩
波
文
庫

、

一
九
六
七
年

)。

『政
治
論
集
』

【
参
照
文
献
】

(1
)

外
国
語
文
献

T
T

T
w

o 
T

reatises 
of 

G
overnm

ent, 
ed. by Peter 

L
aslett, 

C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 
student 

edn., 1988 (1st edn., 1960, 

 
2nd edn., 1967).

 
E

L
N

•••

E
ssays on the L

aw
 

of N
ature, 

ed. by W
. von L

eyden, 
O

xford: 
C

larendon 
Press, 

1954.

ST
E

•••

Som
e 

T
houghts 

concerning 
E

ducation, 
ed. 

by 
John 

W
. 

and 
Jean 

S. 
Y

olton, 
O

xford: 
C

larendon 
Press, 

1989.

PE
 

•

L
ocke: 

Political 
E

ssays, 
ed. 

by 
M

ark 
G

oldie, 
C

am
bridge: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press, 

1997.

A
shcraft, 

R
ichard, 

(1980) R
evolutonary 

Politics 
and 

L
ocke's 

T
w

o 
T

reatises 
of G

overnm
ent, 

Princeton: 
Princeton 

U
niversity 

Press. 

C
ranston, 

M
aurice, 

(1957) John 
L

ocke: a boigraphy, 
L

ondon: 
L

ongm
ans. 

D
unn, John, 

(1969) Political 
T

hought 
of John 

L
ocke: A

n H
istorical 

A
ccount 

of the A
rgum

ent 
of the T

w
o 

T
reatises of G

overnm
ent', 

 
C

am
bridge: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press. 

Film
er, 

Sir 
R

obert, 
(1991) Patriarcha 

and 
other 

W
ritings, 

ed by J. P. Som
m

erville, 
C

am
bridge: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press. 

H
orw

itz, 
R

obert, 
(1990) "Introduction" 

to John 
L

ocke: 
Q

uestions 
concerning 

the L
aw

 
of N

ature, 
Ithaca: 

C
ornell 

U
niversity 

Press. 

L
aslett, 

Peter, 
(1988) "Introduction" 

to T
T

, 
C

am
bridge: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press.



(2
)

邦
語
文
献

一
ノ
瀬
正
樹

(
一
九
九
七
)

『人
格
知
識
論

の
誕
生

ー
ジ

ョ
ン
ロ
ッ
ク
の
瞬
間
1
』
、
東
京
大
学
出
版
会
。

大
澤
麦

二

九
九
五
)
『自
然
権
と
し
て
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
ー
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
革
命

に
お
け
る
急
進
主
義
政
治
思
想

の
展
開
1
』
、
成
文
堂
。

岡
村
東
洋
光

(
一
九
九
八
)
『
ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
の
政
治
社
会
論
』
、
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
。

加
藤
節

(
一
九
八
七
)
『ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
の
思
想
世
界
ー
神
と
人
間
と

の
間
i
』
、
岩
波
書
店
。

木
村
俊
道

(
二
〇
〇

三
)
「
宮
廷
か
ら
文
明
社
会

へ
1
初
期
ブ

リ
テ
ン
に
お
け
る

『文
明
』
と

『作
法
』
ー
」
、

『政
治
研
究
』

(九
州
大
学
政
治
研
究
会
)
第
五
〇

号
所
収
。

久
野
真
大

(
二
〇
〇

一
)
「
ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ

ズ
の

『専
制
的
支
配
』
論
ー
『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
所
収
。

下
川
潔

(
二
〇
〇
〇
)
『ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
哲
学
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

ダ

ン
、
ジ

ョ
ン

(
一
九
八
七
)

『ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
ー
信
仰

・
哲
学

・
政
治
1
』
、
加
藤
節
訳
、
岩
波
書
店
、
原
著

一
九
八
四
年
。

辻
康
夫

二

九
九
三
-
五
)
「
ジ

ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
-
近
代
的
諸
価
値

の
意
義

と
脆
弱
性
-
一

)
～

(五
)
」
、
『国
家
学
会
雑
誌
』
第
一

〇
六
巻
第
一
・
二

号
、
第

一
〇
六
巻
第
七

・
八
号
、
第

一
〇
六
巻
第
九

・
一
〇
号
、
第

一
〇
七
巻
第
七

・
八
号
、
第

一
〇
八
巻
第
三

・
四
号
所
収
。

中
神
由
美

子

(
二
〇
〇
三
)

『実
践
と
し
て
の
政
治
、

ア
ー
ト
と
し
て
の
政
治
ー
ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
政
治
思
想

の
再
構
成

1
』
、
創
文
社
。

M
arshall, 

John, 
(1992) John 

L
ocke: 

resistance, 
religion 

and 
responsibility, 

C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press. 

M
ilton, 

J. R
., (1995) "D

ating 
L

ocke's 
Second 

T
reatise", 

in H
istory 

of Political 
T

hought, 
V

ol.X
V

I, 
N

o.3, pp.356-390. 

Pocock, 
J. G

. A
., (1980) "T

he 
M

yth 
of John 

L
ocke and the O

bsession w
ith 

L
iberalism

", 
in John L

ocke: Papers 
read at a C

lark L
ibrary 

 
Sem

iner, 
L

os A
ngeles. 

(1987) T
he A

ncient 
C

onstitution 
and 

the Feudal 
L

aw
: 

A
 Study of E

nglish 
H

istorical 
T

hought 
in the Seventeenth 

C
entury, A

 R
eissue 

 
w

ith 
a R

etrospect, 
C

am
bridge: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press. 

von L
eyden, 

W
., (1954) "Introduction" 

to E
L

N
, 

O
xford: 

C
larendon 

Press. 

W
ootton, 

D
avid, (1990) "John 

L
ocke: 

Socinian 
or natural 

law
 theorist?", 

in R
eligion, 

Secularization 
and 

Political 
T

hought: 
T

hom
as 

 
H

obbes 
to J. 

S. M
ill, 

ed. by Jam
es 

E
. C

rim
m

ins, 
L

ondon: 
R

outledge. 

Y
olton, 

John 
W

 &
 Y

olton, 
Jean 

S., (1989) "Introduction" 
to 

ST
E

, 
O

xford: 
C

larendon 
Press.



半
澤
孝
麿

(
一
九
九
七
)
「西
洋
政
治
思
想
史

に
お
け
る
非
政
治
的

な
も

の
に
つ
い
て
」
、
『
法
学
会
雑
誌
』

(東
京
都
立
大
学
)
第
三
八
巻
第

一
号
所
収
。

ポ

ー
コ
ッ
ク
、
J

・
G

・
A

二

九
八
九
)

「
『保
守
的
啓
蒙
』

の
視
点
ー
英
国

の
啓
蒙

と
英

・
仏
の
革
命
1
」
、
福
田
有
広
訳
、

『思
想
』
第
七

八
二
号
所
収
、
原

著

一
九
八
九
年
。

【
注
】

(
1
)

こ
の
よ
う
な
研
究

の

一
例
と
し
て
、
M
a
r
s
h
a
l
l
 
(
1
9
9
2
)

が
あ
げ

ら
れ
る
。

マ
ー

シ
ャ
ル
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
や
キ
リ

ス
ト
教
信
仰

に
関

す
る
従
来

の
研
究
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
同
時

に

ロ
ッ
ク
の
社
会
思
想
に
も
着
目
し
、
ロ
ッ
ク
の
思
想

の
多
面
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
ま
た
日
本

で
は
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
同
時
代
の
思
想
家
た
ち
と
比
較
し
な
が
ら
、
「
道
徳
的
志
向
」
「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
構
造
」
「
政
治
・社
会
制
度
」
と

い
う
三

つ

の
視
角

か
ら
特
徴
づ
け
た
辻

(
一
九
九
三
1
五
)
、

ロ
ッ
ク
の
学
問
論
に
着
目
し
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想

の
中

の
「
思
慮
に
基
づ
く
ア
ー
ト
」
と
し
て
の
部
分

に
光
を
当

て
た
中
神

(二
〇
〇
三
)が
あ

る
。
い
ず

れ
も
、
ロ
ッ
ク
の
幅
広

い
知
的
探
究
の
中

に

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ロ
ッ

ク
政
治
思
想

の
新
た
な
側
面
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。

(
2
)

保
守
的
啓
蒙
に

つ
い
て
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク

(
一
九

八
九
)
を
参
照
。
ポ

ー
コ
ッ
ク
は
、
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
国
教
会
が
、
カ
ト
リ

ッ
ク
の

「
迷
信
」
と
セ
ク
ト

の

「
熱
狂
」
の
双
方

を
論
駁
し
、
政
治
的
な
秩
序

を
維
持
す
る
た
め
に
、
哲
学
史
を
伝
統
的

に
で
は
な
く
近
代
的
な
や
り
方

で
見
直

す
知
的
土
壌

を
持

っ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
を

「
保
守
的
啓
蒙
」
と
位
置
づ
け
た
。
ポ
ー

コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

こ
の
立
場

は
、
基
本
的
に
は
ロ
ッ
ク
と
ホ
ッ
ブ
ズ
に
も
共
有

さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

ホ
ッ
ブ

ズ
に
お
け
る
知
的
探
究
と
政
治
論
と

の
関
係

は
、
久
野

(
二
〇
〇

一
)
を
参
照
。

(
3
)

ホ
ル
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、

ロ
ッ
ク
が

『人
間
知
性
論
』
論

に
お

い
て
自
然
法

の
問
題
を
全
面
に
出
さ
な
か

っ
た
の
は
、
そ
れ
が
激
し

い
論
争
を
招
く
こ
と
を
恐

れ
た
か
ら
だ
と
指
摘
す

る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
用
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
人
間
知
性
論
』
は
、
そ
の
出
版
直
後

か
ら
、
大
き
な
賞
讃
と
同
時
に
激
し

い
非

難

の
的

と
な
り
、

ロ
ッ
ク
の
友
人
テ
ィ
レ
ル
は
、

オ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド

の
知
識
人
た
ち
が

『人
間
知
性
論
』
を
ホ
ッ
ブ

ズ
主
義
的
な
著
作

で
あ
る
と
し
て
攻
撃

し
て

い
る
様
子
を

ロ
ッ
ク
宛

の
書
簡

に
お
い
て
伝
え

て
い
る
。
H
o
r
w
i
t
z
 
(
1
9
9
0
)
,

か
.
し

か
し
、
同
時

に
ロ
ッ
ク
は
、
最
終
的

に
自
然
法
に

つ
い
て
そ

の
具
体
的
な
内
容
を
論
証
す
る
試
み
を
断
念
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て

ロ
ッ
ク
は
友
人
た
ち
か
ら
批
判
を
浴
び

る
こ
と
に
な

っ
た
。
v
o
n
 
L
e
y
d
e
n
 
(
1
9
5
4
)
,
 
p
p
.

9
-
1
0

.

(
4
)

こ
こ
で
、
ロ
ッ
ク
政
治
思
想

に
関
す
る
先
行
研
究
を
大
き
く
二

つ
の
種
類

に
整
理
し
、
本
稿

の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
含
ま
れ
る
問
題
点

を
指
摘

し
て
お
き
た

い
。
二
つ
の
種
類

の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
は
、
ま
ず
第

一
に
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
彼
が

コ
ミ

ッ
ト
し
た
現
実
政
治

に
対
す
る
時
局
的
対

応
と
し
て
扱
う
方
向
で
あ
り
、
第
二
に
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想

を
彼

の
キ
リ
ス
ト
教
思
想

の
枠
組
の
中

で
理
解
す
る
方
向

で
あ
る
。

第

一
の
方
向
は
、
『統
治

二
論
』
の
執
筆
時
期

に
関

す
る
ラ
ス
レ
ッ
ト
の
主
張
に
端
を
発
す
る
。

『統
治
二
論
』
が
名
誉
革
命
の
擁
護

の
た
め
で
は
な
く
、



王
位
排
斥
法
危
機
を
め
ぐ
る
時
局
的
な
論
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
ラ
ス
レ
ッ
ト
の
主
張

は
、
た
ん
に

『統
治

二
論
』
の
執
筆
時
期

の
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
『統
治

二
論
』
で
表
明
さ
れ
て
い
る
ロ
ッ
ク
の
政
治
的
見
解
と
、

ロ
ッ
ク
の
他

の
著
作
、
と
り
わ
け

『
人
間
知
性
論
』
と
の
理
論
的
関
係
を
否
定
す

る

解
釈
を
も
た
ら
し
た
。
L
a
s
l
e
t
t
 
(
1
9
8
8
)
,
 
p
p
.
8
3
-
6
.

『統
治
二
論
』
執
筆
時

に
お
い
て
ロ
ッ
ク
が
直
面
し
て
い
た
固
有
の
政
治
状
況
を
重
視
し
た
ラ
ス
レ
ッ

ト
の
解

釈
は
、
そ
の
後

の
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
研
究

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
急
進
的
な
革
命
政
治
家
と
し
て

ロ
ッ
ク
を
捉

え
た
ア
シ

ュ
ラ
フ
ト

の
解
釈
、

ロ
ッ
ク
を
当
時

の
政
治
的
議
論

の
主
流

か
ら
外
れ
た
例
外
的
な
思
想
家
と
見
な
す
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
解
釈
な
ど
も
、
こ
の
方
向

の
延
長
線
上

に
あ
る
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
A
s
h
c
r
a
f
t
 
(
1
9
8
0
)
,
 
P
o
c
o
c
k
 
(
1
9
8
0
)
,
 
(
1
9
8
7
)
.

さ
ら

に
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
言
語
と

レ
ヴ

ェ
ラ
ー
ズ

の
政
治
言
語

の
連
続
性
を

強
調
し
た
大
澤

(
一
九
九
五
)
も
こ
の
方
向

の
研
究
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

『統
治
二
論
』
が
直
面
し

て
い
た
固
有

の
政
治
的
状
況
を
無
視
す

る

こ
と
は
許

さ
れ
な

い
し
、
ま
た
異
な

っ
た
著
作
を
無
批
判
に
同
列

に
並

べ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
誤

っ
た
理
解

を
も
た
ら
す
で
あ

ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
政
治
的
著
作
を
そ
れ
が
直
面
し
て

い
た
固
有

の
政
治
状
況

に
対

す
る
直
接
的
な
応
答
と

い
う
側
面

に
還
元
し

て
解
釈
す
る
こ
と

は
、
政
治
を
人
間

の
総
合
的
な
生

の

一
様
式
と
し
て
捉
え

て
い
た

ロ
ッ
ク

の
政
治
思
想
が
本
来
有
し
て

い
た
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
不
当

に
狭
め
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
方
向
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ

ス
ト
教
政
治
思
想
家

と
し
て
の
ロ
ッ
ク
像
を
最
初

に
提
示
し
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ダ

ン
で
あ
る
。 D

u
n
n
 
(
1
9
6
9
)
.

・
ダ

ン
一

九
八
七
)。
ダ

ン
は
、
そ
れ
ま

で
の

ロ
ッ
ク
解
釈
の
非
歴
史
性
を
厳
し
く
排
除

し
、

ロ
ッ
ク
の
政
治
社
会
論
が
、
基
本
的

に
は
神

学
的
な
枠
組

に
基
づ

い
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
家
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
像

は
、
ラ

ス
レ
ッ
ト
の
『
統
治

二
論
』

執
筆
時
期
を
め
ぐ
る
議
論
と
同
様
、
現
在

で
は
、
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
の
歴
史
的
な
理
解

に
と

っ
て
共
通

の
前
提

と
な

っ
て
お
り
、
ダ

ン
の
研
究

以
降
、

ロ
ッ

ク
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
研
究
が
展
開
し
て
い

っ
た
。
M
a
r
s
h
a
l
l
 
(
1
9
9
2
)
,
 
W
o
o
t
t
o
n
 
(
1
9
9
0
)
.

し
か
し
、

ロ
ッ
ク
の
キ
リ

ス
ト
教
信

仰

に
つ
い
て
の
研
究

は
、
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
彼

の
政
治
社
会
論
と

つ
な
が
り
を
欠

い
た
ま
ま
進
展
し
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得

な
い
。
例
え
ば
、

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
彼
自
身
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
の
社
会
思
想
を
宗
教
論
、
政
治
論

と
積
極
的

に
関
連

さ
せ
て
論

じ
て
は

い
な
い
。
M
a
r
s
h
a
l
l

(
1
9
9
2
)
,
 
p
p
.
x
v
-
x
v
i

加
え
て
言

え
ば
、
第

二
の
方
向

の
研
究
が
持

つ
難
点
と
し
て
、
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ロ
ッ
ク
が
政
治
社
会

に
与

え
た
固
有

の
意
味
が
見
失
わ
れ
る
危
険
性
も
指
摘

で
き

る
。
例
え
ば
、
『統
治
二
論
』
で
展
開
さ
れ
た
積
極
的
抵
抗
権
は
、
キ
リ

ス
ト
教
政
治
思
想
家

と
し
て

の
ロ
ッ
ク
を
強
調
す
る
解
釈

に
お
い
て
は
、
各
人

の
宗
教
的
義
務

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
加
藤

(
一
九

八
七
)、

一
七
九
-

八
〇
頁
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
解
釈

は
、
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
保
全

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
政
治
社
会

の
原
理
と
個
人
の
信
仰
の
原
理
を
厳
格
に
区
別
し
よ
う
と
し
た

ロ
ッ
ク
の
主
張

と
整
合

し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
積
極
的
抵
抗

が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
、
す
な
わ
ち
為
政
者

が
政
治
社
会

の
メ
ン
バ
ー
の
信
託

に
違

反
し
た
状
況
は
、
統
治
が

解
体
し
た
状
態

で
あ

っ
て
、
政
治
社
会
が
解
体
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
T
T
,
 
I
I
,
 
2
1
1
)

政
治
社
会
が
厳
然

と
存
在
す
る
中

で
、
各
人
の
積
極

的
抵
抗
を
信
仰

の
証
と
し

て
捉
え
る
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。



こ
れ
ら

二
つ
の
種
類

の
ア
プ

ロ
ー
チ

の
他

に
、
現
代

の
関
心

か
ら

ロ
ッ
ク
政
治
思
想
の
有
意
性

(あ
る

い
は
限
界
)
を
示
す
方
向

も
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の

方
向

に
基
づ
く
研
究

は
、
非
歴
史
的
な

ロ
ッ
ク
解

釈
を
提
示
す
る
危
険
性
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
の
持

つ
豊
か
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

示
唆

す
る
上
で
、
や
は
り
重
要
な
成
果
を
生

み
出
し
て

い
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
例

え
ば
、
下
川

(
二
〇
〇
〇
)
は
、
理
論
的
な
分
析
を
通
じ
て
、

ロ
ッ

ク
の
政
治
思
想

か
ら

一
定

の
原
理
を
抽
出
し
、
そ

の
現
代
的
な
適
用
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。

(5
)

こ
の
草
稿

は
、

一
六
八
六
-

八
年
頃

に
『
人
間
知
性
論
』
の
最
終
章
を
予
定
し
て
執
筆

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
草
稿
は
新
た
な
道
徳

の
基
礎
を
打
ち
立

て
る
た
め
に
は
法
を
証
明
す
る
必
要
が
あ

る
と
宣
言
し
た
と
こ
ろ
で
中
断
し
て

い
る
。
加
藤
節

に
よ
れ
ば
、
こ
の
草
稿
が
最
終
的

に
『
人

間
知
性
論
』
の
本
文

か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
は
、

ロ
ッ
ク
が

『
人
間
知
性
論
』
に
お

い
て
道
徳

の
論
証
を
断
念

し
た
結
果

で
あ
る
と
推
定
す
る
。
加
藤

(
一
九

八
七
)
、
九

八
-

一
〇

一
頁
。
ま
た
、
こ
の
草
稿
は
快
楽
主
義
的
な
倫
理
観
を
強
く
打

ち
出
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
多
く

の
研
究
者

に
よ

っ
て
注
目
さ
れ

て
き

た
草
稿
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
従
来

の
倫
理
学

に
対
す
る

ロ
ッ
ク

の
不
満

と
い
う
観
点

か
ら
言
及
す
る
。

(6
)

ロ
ッ
ク
は
同
じ
草
稿
の
別

の
箇
所
で
、
次

の
よ
う
に
も
述

べ
て

い
る
。

「
正
義
と
節
制
、
窃
盗

と
姦
淫

の
定
義

の
み
を
わ
れ
わ
れ

に
与
え
る
よ
う

に
道
徳
を
扱

い
、
ま
た
ど
れ
が
得

で
あ
り
、
ど
れ
が
悪
徳

で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ

に
教
え
る
の
が
誰

で
あ
れ
、
彼

は
諸
々
の
様
相

の
あ
る
複
雑
観
念

に
、
そ
れ
に
対
応

し
た
名
称
を
与

え
る

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
他

の
者

が
彼
ら
の
規
則

で
話
す
と
き
も
、
彼
ら

の
い
う
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
を
学

ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
ら
の
教
訓
を
教
え
ら
れ
た
者
た
ち
に
対
し
て
も

理
解

で
き
る
よ
う

に
適
切

に
話
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
節
制
や
正
義
に

つ
い
て
正
確

に
議
論
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
節
制
を
命

じ

る
上
位
者

の
法
を
全
く
示
さ
な

い
。
道
徳

の
強
制
力

は
失
わ
れ
、
言
葉
と
論
争
の
正
確
さ

の
中

に
消
え
て

い
く
。
」
(
P
E
,
 
p
p
.
3
0
1
-
2
)

(
7
)

こ
の
よ
う
な

ス
コ
ラ
的
な
論
争
に
対
す

る
ロ
ッ
ク
の
嫌
悪
感
は
、

一
六
六
五
年

に
ロ
ッ
ク
が
最
初

に
大
陸

に
渡

っ
た
と
き
に
書

か
れ
た
書
簡

の
中

に
も

表
明
さ
れ
て
い
る
。
C
r
a
n
s
t
o
n
 
(
1
9
5
7
)
,
 
p
.
8
4
.

(
8
)

こ
の
点

に
関
し
て
、

一
ノ
瀬
正
樹

は
、

ロ
ッ
ク
の
知
識
論
に
お
け
る
知
性
に
よ
る
探
究
過
程

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

「
…
…

〔知
識
と
は
努

力
探
究

の
過
程
を
経
た
理
性
的

「
同
意
」
で
あ
る
と
考

え
る

ロ
ッ
ク
の
知
識
観
を
〕
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、

ロ
ッ
ク
に
お
け
る

い
わ
ゆ

る

「論
証
道
徳
」
(
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
v
e
 
m
o
r
a
l
i
t
y
)

の
問
題

に
も
あ

る
整
理
を
与

え
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

ロ
ッ
ク
は

「論
証
道
徳
」

の
理
念

に
お
い

て
、
確
固

と
し
た
論

証
的
体
系
が
対
象
的

に
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
と
捉
え
る
限
り
、
こ
の
問
題
は
迷
宮

に
入
り
込
ま
ざ

る
を
得
な

い
。
…
…

ロ
ッ
ク
の

い
う

「論
証
道
徳
」
は
、
道
徳
的
観
念
を
探

り
選

ぶ
と

い
う

「行
為
」
、
苦
労

し
て
専
心
し
て
論
証
す
る
と
い
う

「
行
為
」
、

と
い
う
二
重

の
意
味
に
お

い
て

努

力
探
究

の

「行
為
」

に
根
ざ
し
て
い
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
」

(
一
ノ
瀬
、

一
九
九
七
、
四
八
頁
)

一
ノ
瀬

に
よ
れ
ば
、

ロ
ッ
ク
の
知
識
論

に
お
い
て
、
努
力
探
究

の

「行
為
」
が
知
識
成
立
に
と

っ
て
本
質
的
な
も

の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
努

力
探
究

の

過
程
を
打
ち
止
め
に
し
完
結
さ
せ
る
契
機
が

「
同
意
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

そ
し

て
、
こ
う
し
た
努
力
探
究

か
ら
同
意
決
定

へ
と

い
う
知
識
成
立

の
構
造



は

ロ
ッ
ク
の
政
治
論

に
お
い
て

い
っ
そ
う
顕
在
化

さ
れ

て
い
る
と
捉
え
る
。

(
9
)

「随
意
行
為
」
は
、
邦
訳
で
は

「有
意
行
動
」

で
あ
る
。

(10
)

ロ
ッ
ク
倫
理
学

に
お
い
て
、
行
為

の
自
由
と
快
苦

の
関
係

は
、
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
、
第

二

一
章

「
力
能

に
つ
い
て
」
に
お

い
て
詳
説
さ
れ
る
重
要

な
テ
ー

マ
で
あ
る
が
、
版
に
よ

っ
て
大
幅

に
加
筆
修
正
さ
れ
て

い
て
議
論
が
錯
綜

し
て
い
る
た
め
に
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
行
為
と

法
と
の
間

に
道
徳
的
関
係
が
成
立

す
る
要
件
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
、
快
苦
を
通
じ
て
自
ら
の
行
為
を
決
定
す
る
自
由
な
人
間

の
存
在
を
想
定
し
て

い
た
こ
と

を
指
摘
し

て
お
く
に
と
ど
め
る
。

(
11
)

「
政
治
法
」
は
、
邦
訳

で
は

「市
民
法
」
で
あ
る
。

(
12
)

ロ
ッ
ク
は
、
『
人
間
知
性
論
』
の
初
版

に
お

い
て
、
世
評
法
の
別

の
呼
称
と
し
て

「
学
問
法
」
(
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 
L
a
w
)

と
い
う
呼
称
も
挙
げ

る
。

ロ
ッ

ク
に
よ
れ
ば
、
こ

の
呼
称
は
哲
学
者

が
立
法
者
だ
か
ら
で
は
な
く
、
学
者
た
ち
が
最
も
盛
ん

に
探
究
し
、
議
論
し

て
き
た
こ
と
に
基
づ

い
た
呼
称
で
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
で
言
う
学
者
た
ち
と
し

て
ロ
ッ
ク
が
想
定
し
て
い
た

の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
権
威
と
し
た
従
来

の
倫
理
学
を
信
奉
す
る
学
者
た
ち
で
あ

っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

(
13
)

咽
統
治

二
論
』
の
執
筆
・時
期

に
つ
い
て
の
議
論

は
、
M
i
l
t
o
n
 
(
1
9
9
5
)

を
参
照
。

(
14
)
F
i
l
m
e
r
 
(
1
9
9
1
)
,
 
p
.
7
.

(
15
)
F
i
l
m
e
r
 
(
1
9
9
1
)
,
 
p
.
7
.

(
16
)

『
統
治

二
論
』
第

一
論
文

に
お
け
る

ロ
ッ
ク
の
フ
ィ
ル
マ
ー
批
判

に
つ
い
て
は
、
岡
村

(
一
九
九
八
)
、
第

一
-
二
章

を
参
照
。

(
17
)

「
公
共
善

(
t
h
e
p
u
b
l
i
c
g
o
o
d

)
と
は
、
共
通

の
規
則
に
よ

っ
て
い
る
限

り
で
の
当
該
社
会

の
す
べ
て
の
成
員
の
善

で
あ
る
。
」
(
T
T
,
 
I
,
 
9
2
)

ロ
ッ
ク

の
公
共
善
概
念

に
つ
い
て
は
、
下
川

(二
〇
〇
〇
)
第
七
章
を
参
照
。
な
お
、
公
共
善
は
、
邦
訳

で
は

「
公
共

の
福
祉
」
で
あ

る
。

(
18
)

も

っ
と
も

ロ
ッ
ク
は
、
歴
史

の
初
期
段
階

に
お
い
て
は
、
家
父
長
と
君
主
が
し
ば
し
ば

一
致
し
て

い
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
が
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、
君
主
が
堕
落

す
る
以
前
の

「黄
金
時
代
」
(
t
h
e
 
G
o
l
d
e
n
 
 
A
g
e
;

だ
け
で
あ

っ
た
。
(
T
T
,
 
I
I
,
 
1
1
1
)

(
19
)

「
父
親

の
子
供
た
ち
に
対
す
る
支
配
力
は
、

一
時
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、
子
供

た
ち

の
生
命

や
所
有
権
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な

い
。
」
(
T
T
,
 
I
I
,
 
6
5
)

(
20
)

『
教
育

に
関
す
る
考
察
』
は
、
も
と
も
と
は
、

ロ
ッ
ク
が

一
六
八
四
年
か
ら
九

一
年

の
間
に
友
人

の
エ
ド
ワ
ー
ド

・
ク
ラ
ー
ク
(
E
d
w
a
r
d
 
C
l
a
r
k
e
)

に

宛

て
て
書

い
た
一

連
の
書
簡

に
基
づ

い
て
い
る
。
そ
の
後

、

】
六
九
三
年

に
匿
名
で
出
版
さ
れ
、
九
五
年
、
九
九
年
、

】
七
〇
五
年

に
版
を
重
ね
た
。
本
稿

で
参
照
し
た
ヨ
ル
ト

ン
版

は
、
基
本
的

に
九
五
年

の
第
三
版

に
基
づ
い
て
い
る
。
Y
o
l
t
o
n
 
&
 
Y
o
l
t
o
n
 
(
1
9
8
9
)
.

(
21
)

本
稿

で
は
、
「
政
治

の
世
界
」
と

「
社
交

の
世
界
」
の
排
他
的
な
関
係
を
強

調
し
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
中
神
は
、
『教
育

に
関
す
る
考
察
』
に
お
け
る
教

育
論

に
よ

っ
て
身

に
つ
け
ら
れ
る
感
性

や
振
る
舞

い
は
、
政
治
社
会

を
構
成
す
る
主
体

に
と

っ
て
不
可
欠

の
徳
性
を
提
供
す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
論
じ
る
。



中
神

(
二
〇
〇
三
)
、
第

三
部
、
第

二
章
。
本
稿

の
筆
者
も
、
父
権
を
通
じ

て
教
え
ら
れ
る
具
体
的

な
徳
性
が
、
政
治
社
会

に
お

い
て
実
践
的
な
政
治
的
判
断

を
下
す
際

に
不
可
欠

の
徳
性
と
な
る

こ
と
を
否
定
し
な

い
。
本
稿

の
論
点

は
、
父
権
が
作
用
す
る
仕
方
そ

の
も
の
が

「
社
交

の
世
界
」
の
原
理
に
従

っ
て
お

り
、
そ
れ
は

「政
治

の
世
界
」
の
原
理
と
は
相
容

れ
な

い
と

い
う
こ
と

に
あ
る
。
な

お
、
「政
治

の
世
界
」
と

「社
交

の
世
界
」
と
の
間

の
排
他
性
、
あ
る

い

は
緊
張
関
係
と
い
う
視
点

に
つ
い
て
は
、
半
澤

(
一
九
九
七
)
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
ま
た
、
本
稿
と
は
視
点

が
異
な
る
が
、
政
治

の
世
界

と
し

て
の

宮
廷

に
注
目
し
、
宮
廷

に
お

い
て
活
躍
す
る
能
力
を
教
育

す
る
方
法
と
し
て

「作
法
書
」
の
伝
統
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
木
村

(二
〇
〇
三
)
が

あ
る
。

(22
)

「
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
自
然

の
法
は
、
自
然

の
光

に
よ

っ
て
見
出
さ
れ
る
神

の
意
志

の
命
令
で
あ
り
、
何
が
理
性
的
な
自
然

に
合
致
す
る
か
、
ま
た
合
致
し

な

い
か
を
し
め
し
、
そ
れ
ら
を
命
じ
た
り
禁
止

し
た
り
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
E
L
N
,
p
1
1
0
.

邦
訳

一
四

一
頁
)

*
本
稿

は
、
九
州
大
学

に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文

に
、
加
筆

・修
正
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
学
位
請
求
論
文
の
執
筆
過
程
に
お
い
て
、
日
本
学
術
振

興
会

の
文
部
科
学
省
研
究
補
助
金

(特
別
研
究
員
奨
励
費
)
の
助
成
を
受
け
た
。


