
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ヒューム政治思想における陶冶について

鎌田, 厚志
九州大学大学院法学研究院 : 協力研究員

https://doi.org/10.15017/2231005

出版情報：法政研究. 85 (3/4), pp.375-399, 2019-03-08. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



論　説

1151

ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
に
つ
い
て

鎌　

田　

厚　

志

は
じ
め
に

第
一
節　
「
人
間
の
科
学
」
と
「
人
文
主
義
」

第
二
節　

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
自
由
学
芸
」
と
「
陶
冶
」

第
三
節　

勤
労
・
知
識
・
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
―
―
陶
冶
に
基
づ
く
政
治
社
会

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid H
um

e, 1711-1776

）
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
の
資
質
の
「
陶
冶
」（cultivation

）
と
い
う

要
素
に
着
目
し
、
そ
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
の
要
素
は
等
閑
視
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

１
）。

ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
の
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
自
由
学
芸
、
雄
弁
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
歴
史
、
シ
ヴ
ィ

リ
テ
ィ
と
い
っ
た
初
期
近
代
に
け
る
「
人
文
主
義
」
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
語
彙
に
注
目
す
る（

２
）。

こ
の
観
点
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
を
読

み
解
く
こ
と
を
通
じ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
で
は
、
初
期
近
代
の
人
文
主
義
の
語
彙
と
密
接
に
関
連
し
た
要
素
に
基
づ
い
て
、
社
会
の
構

成
員
の
資
質
を
陶
冶
す
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
生
き
た
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
近
代
と
初
期
近
代
の
狭
間
だ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
精
緻
な
経
験
論
哲
学
に
基
づ
く
「
人

間
の
科
学
」
に
よ
っ
て
諸
学
を
包
摂
す
る
構
想
を
示
し
た
点
で
、
ま
さ
に
科
学
を
重
視
す
る
近
代
啓
蒙
主
義
の
申
し
子
だ
っ
た
。
と
同
時
に
、

初
期
近
代
に
お
い
て
再
生
し
た
人
文
主
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
語
彙
も
、
本
稿
で
見
る
よ
う
に
数
多
く
用
い
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
、
第
一
節
で
見
る
よ
う
に
、
前
者
の
近
代
の
要
素
が
主
に
照
射
さ
れ
て

お
り
、
後
者
は
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
本
稿
の
第
二
節
・
第
三
節
で
見
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
に
は
、
近
代
以
後

の
政
治
思
想
と
は
異
な
る
、
古
典
古
代
か
ら
連
綿
と
続
き
初
期
近
代
に
再
生
し
た
人
文
主
義
と
強
い
関
連
を
有
す
る
語
彙
が
数
多
く
存
在
し

て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
人
文
主
義
的
要
素
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
構
想
す

る
近
代
的
な
文
明
社
会
は
、
人
文
主
義
的
要
素
に
基
づ
く
人
間
の
資
質
の
陶
冶
を
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
主
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
を
中
心
に
分
析
し
た
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
人
間
の
資
質
の
陶
冶
を
通
じ
て
、
政
治
的
な
対
立
者
同
士
の
共
存
の
実
現
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

（法政研究 85－３・４－376）
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さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
共
存
の
中
に
こ
そ
政
治
社
会
に
お
け
る
「
自
由
」
の
完
成
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
筆

者
の
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
研
究
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
陶
冶
」
の
要
素
を
分
析
し
そ
の
重
要
性
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

（
本
稿
で
は
、『
人
間
本
性
論
』
はA

 T
reatise of H

um
an N

ature, ed. by Selby-Bigge, Second Edition, Revised by N
idditch, 

O
xford U

niversity Press, 1978 

を
使
用
し
、
文
中
「
Ｔ
」
と
省
略
し
て
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て

は
、E

ssays, M
oral Political and Literary, ed. by Eugene F. M

iller, Revised Edition, Liberty Classics, 1985 

を
テ
キ
ス
ト

と
し
て
使
用
し
、
文
中
で
は
「
Ｅ
」
と
省
略
し
て
表
示
し
頁
数
を
示
し
た
。『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
はT

he H
istory of E

ngland, Liberty 

Classics, 1983 

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
、
文
中
「
Ｈ
」
と
表
示
し
巻
数
と
章
数
お
よ
び
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
な
お
、
エ
ッ
セ
イ
に
つ

い
て
は
、
田
中
敏
弘
訳
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
。）

第
一
節　
「
人
間
の
科
学
」
と
「
人
文
主
義
」

本
節
で
は
先
行
研
究
を
概
観
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
研
究
に
お
い
て
人
間
の
資
質
の
陶
冶
の
要
素
が
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
が「
人
間
の
科
学
」、
文
明
社
会
、
機
構
論
と
い
っ
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
重
要
な
テ
ー

マ
に
関
す
る
研
究
が
主
流
を
占
め
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
一
方
で
、
近
年
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
着
目
す
る

研
究
も
現
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
み
た
い
。

か
つ
て
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
哲
学
を
捨
て
て
名
声
欲
か
ら
歴
史
学
へ
と
移
っ
た
人
物
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
歴
史
学
は

ト
ー
リ
ー
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
長
ら
く
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
や
ラ
ス
キ
ら
に
よ
っ
て
、
哲
学
・
エ
ッ

（85－３・４－377）
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セ
イ
・
歴
史
な
ど
多
分
野
に
わ
た
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
に
は
意
味
あ
る
一
貫
性
は
な
い
と
さ
れ
て
も
い
た（

３
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
。
モ
ス
ナ
ー
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
歴
史
学
へ
の
関
心
が
『
人

間
本
性
論
』
執
筆
の
時
期
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
も
と
も
と
哲
学
と
歴
史
が
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
考

察
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た（

４
）。

さ
ら
に
、
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
と
政
治
学
・
歴
史
学
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
通
俗
的
ウ
ィ
ッ
グ
と
は
異
な
る
「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
」
だ
っ
た
と
し
、
名
誉
革
命
体
制
を
中
庸
の
立
場
か
ら
擁
護
し
た
政
治
思

想
だ
っ
た
と
解
釈
し
た（

５
）。

モ
ス
ナ
ー
と
フ
ォ
ー
ブ
ズ
以
降
、
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
は
哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学
の
関
連
を
強
く
意
識
す
る
も
の
と

な
り
、
近
年
で
は
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
や
サ
ブ
ル
ら
が
「
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
」
概
念
を
中
心
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学
を
把
握

す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る（

６
）。

日
本
に
お
い
て
は
、
舟
橋
喜
恵
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
『
人
間
本
性
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
人
間
の
科
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
一

貫
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た（

７
）。

ま
た
、
坂
本
達
哉
は「
文
明
社
会
」の
分
析
と
い
う
観
点
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
を
解
釈
し
て
い
る（

８
）。

犬
塚
元
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
を
機
構
論
の
観
点
か
ら
解
釈
し
、
政
治
学
と
歴
史
学
を
一
貫
し
て
把
握
し
て
い
る（

９
）。

壽
里
竜
は
、
啓
蒙
主
義
の
思
想
的

潮
流
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
を
考
察
し
、
そ
の
哲
学
と
政
治
学
を
一
貫
し
て
把
握
す
る
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
解
釈
枠
組
み
を
提
示
し
た

）
（1
（

。
そ

の
他
に
も
多
く
の
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
な
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。

こ
れ
ら
の
優
れ
た
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学
の
多
岐
に
わ
た
る
諸
著
作
を
、
か
つ
て
の
よ
う

に
関
連
性
の
な
い
も
の
と
み
な
す
見
解
は
、
今
日
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学

を
通
底
す
る
要
素
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
精
緻
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
主
に
近
代
科
学
・
近
代
啓
蒙
主
義
の
流
れ
の
中
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
、

た
と
え
ば
犬
塚
元
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
を
政
治
学
の
伝
統
の
中
で
と
ら
え
て
い
た
と
し
て
も
、
機
構
論
の
観
点
か
ら
論
じ
て

き
た

）
（1
（

。
そ
れ
ら
の
研
究
は
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
の
解
明
と
し
て
極
め
て
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
人
間
の
資
質
の
陶

（法政研究 85－３・４－378）
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冶
の
議
論
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
代
科
学
や
啓
蒙
主
義
や
機
構
論
の
観
点
か
ら
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
は
、
そ
れ
自
体
は
極
め
て
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
テ

キ
ス
ト
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
自
由
学
芸
の
教
養
等
に
よ
る
人
間
の

資
質
の
陶
冶
と
い
う
要
素
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
モ
ス
ナ
ー
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間
本
性
論
』
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
科
学
的
方
法
を
哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学
等
の
学
問
に
適

用
す
る
試
み
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

）
（1
（

。
た
し
か
に
、『
人
間
本
性
論
』
に
は
「
実
験
的
論
究
方
法
を
精
神
上
の
主
題
に
導
入
す
る
ひ
と
つ

の
企
て
」
と
記
さ
れ
、
序
文
で
は
自
然
科
学
と
人
文
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

）
（1
（

。
こ
の
『
人
間
本
性
論
』
序
文
に
お
け
る
「
人

間
の
科
学
」
の
構
想
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
多
岐
に
わ
た
る
諸
著
作
を
貫
く
体
系
性
を
説
明
す
る
上
で
、
一
つ
の
根
拠
と
な
る
。
た
と
え
ば
舟
橋

喜
恵
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
を
人
間
本
性
の
画
一
性
・
斉
一
性
に
基
づ
い
て
社
会
の
必
然
性
を
科
学
的
に
把
握
す
る
「
人
間
の
科
学
」
と

し
て
解
釈
し
て
い
る

）
（1
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
生
き
た
一
八
世
紀
は
、
近
代
的
な
科
学
や
啓
蒙
主
義
が
勃
興
す
る
時
代
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
未
だ
に
古

典
古
代
か
ら
の
「
人
文
主
義
」
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
木
村
俊
道
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

時
代
と
は
異
な
り
、
一
八
世
紀
ま
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
以
来
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
思
慮
が
文
明
の
作
法
と
不
可
分
と
さ
れ
て
い
た
と

指
摘
し
て
い
る

）
（1
（

。

一
貫
し
た
「
人
間
の
科
学
」
の
思
想
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
と
ら
え
る
研
究
と
は
異
な
る
問
題
関
心
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
「
文
人
」（a 

m
an of letters

）
と
し
て
解
釈
し
な
お
し
た
も
の
と
し
て
、
ハ
リ
ス
の
研
究
が
あ
る

）
（1
（

。
ハ
リ
ス
は
、
整
然
と
し
た
体
系
を
最
初
か
ら
一
貫

し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
構
想
し
て
い
た
と
は
解
釈
し
な
い
。『
人
間
本
性
論
』
を
執
筆
し
た
二
十
六
歳
の
時
に
す
で
に
完
成
し
た
人
物
と
み
な
す

の
で
は
な
く
て
、
人
生
を
通
し
て
そ
の
思
想
を
変
化
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
人
物
と
し
て
解
釈
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
諸
著
作
は
、
叙
述
の
仕
方

に
も
か
な
り
の
変
化
が
あ
り
、
必
ず
し
も
『
人
間
本
性
論
』
執
筆
の
最
初
期
か
ら
一
貫
し
た
体
系
を
構
想
し
、
そ
の
構
想
計
画
に
沿
っ
て
後

（85－３・４－379）
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年
の
政
治
学
・
歴
史
学
の
著
作
を
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
的
活
動
を
通
底
し
て
い
る
の
は
「
文
人
」
と
し
て
の
気
質
や

関
心
だ
っ
た
と
ハ
リ
ス
は
述
べ
て
い
る

）
（1
（

。

さ
ら
に
、
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
観
点
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
を
読
み
解
く
と
い
う
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
解
釈
を
打
ち
出

し
て
い
る

）
（1
（

。
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
近
代
に
適
合
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
構
想
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
政
治
社
会

を
活
性
化
さ
せ
運
営
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
貫
し
て
党
派
と
狂
信
を
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
二
つ
が
会
話
を
断
ち
切
る

か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
諸
著
作
に
通
底
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
考
え
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
「
高
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」（high rhetoric

）
と
「
低
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」（low

 rhetoric

）
に
分
け
て

い
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
後
者
が
人
間
を
操
作
す
る
危
険
性
を
認
め
つ
つ
も
、
正
確
で
公
正
な
礼
節
に
か
な
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
（accurate, 

just, polite rhetoric

）
で
あ
る
前
者
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
お
り
、
近
代
の
礼
節
を
重
視
す
る
感
覚
に
合
致
し
た
形
に
古
代
の
レ
ト
リ
ッ

ク
を
変
化
さ
せ
、
時
代
に
適
合
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
構
想
し
て
い
た
と
す
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
に
も
過
度
で
大
げ
さ
な
古
代
の
レ
ト
リ
ッ

ク
を
一
八
世
紀
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
文
化
に
適
合
さ
せ
、
政
治
的
な
対
話
が
可
能
な
政
治
社
会
を
目
指
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

）
1（
（

。

ハ
リ
ス
や
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
の
研
究
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
近
代
的
な
「
人
間
の
科
学
」
の
整
然
と
し
た
体
系
を
持
っ
た
思
想
家
と
し
て
で
は
な

く
、
文
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
思
想
家
と
し
て
描
い
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
大
き
な
示

唆
を
得
な
が
ら
も
、
彼
ら
が
特
に
論
じ
て
い
な
い
陶
冶
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
適
切
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
人
間
の
判
断
力
が
向
上
す
る
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
構
想
し
て
い
た
点
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
個
々
人
が
自
由

学
芸
の
教
養
を
積
ん
で
自
ら
を
陶
冶
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
含
め
た
人
文
主
義
的
な
教

養
、
つ
ま
り
自
由
学
芸
に
よ
る
人
間
性
の
陶
冶
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
次
節
で
は
示
し
た

い
。
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第
二
節　

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
自
由
学
芸
」
と
「
陶
冶
」

ヒ
ュ
ー
ム
が
一
七
四
一
年
に
出
版
し
た
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
は
、
多
岐
に
わ
た
る
主
題
を
扱
っ
た
エ
ッ
セ
イ
集
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
書
『
人
間
本
性
論
』
や
歴
史
書
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
と
の
関
連
に
つ

い
て
も
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
数
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
節
で
は
、
特
に
人
文
主
義
的
語
彙
と
の
関
連
を
意
識
し
て

『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
人
間
の
資
質
の
「
陶
冶
」(cultivation)

が
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
陶
冶
を
「
自
由
学
芸
」（liberal arts

）
と
の
関
連
で
考
察
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
エ
ッ
セ
イ
「
趣
味
お
よ
び
情
念
の
繊
細
さ
に
つ
い
て
」
を
見
て
み
た
い
。
同
エ
ッ
セ
イ
は
、『
道
徳
・
政
治
・
文

学
論
集
』
の
冒
頭
を
飾
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、「
情
念
の
繊
細
さ
」（delicacy of passion

）
と
「
趣
味
の
繊
細
さ
」（delicacy of taste

）

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
半
澤
孝
麿
は
、
日
本
に
お
い
て
同
エ
ッ
セ
イ
が
長
く
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め

に
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
解
が
偏
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る

）
11
（

。

『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
は
多
数
の
エ
ッ
セ
イ
を
収
め
た
著
作
で
あ
る
が
、
全
く
無
関
係
な
断
片
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
一
定
の
意

図
を
持
っ
た
ま
と
ま
り
と
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
同
エ
ッ
セ
イ
は
、
い
わ
ば
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
の
序
章

の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
全
体
を
貫
く
主
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
ま
ず
、
人
生
の
出
来
事
に
対
し
て
敏
感
な
感
覚
を
持
つ
こ
と
を
「
情
念
の
繊
細
さ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に

よ
れ
ば
、
敏
感
な
感
覚
を
持
つ
人
は
、
人
生
の
不
幸
に
衝
撃
を
受
け
や
す
く
、
人
生
の
喜
び
よ
り
も
悲
し
み
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
思

慮
と
慎
重
さ
」（prudence and discretion

）
を
越
え
て
誤
っ
た
方
向
に
向
か
い
や
す
い

）
11
（

。
そ
れ
に
対
し
、「
趣
味
の
繊
細
さ
」
と
は
、
美

し
さ
に
対
し
て
繊
細
な
感
覚
を
持
ち
、
詩
や
絵
画
に
大
き
な
味
わ
い
や
満
足
を
感
じ
と
る
も
の
で
あ
る
。「
情
念
の
繊
細
さ
」
と
「
趣
味
の

繊
細
さ
」
は
、
繊
細
さ
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、「
情
念
の
繊
細
さ
」
が
持
つ
問
題
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
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対
し
、「
趣
味
の
繊
細
さ
」
は
「
望
ま
し
く
、
陶
冶
さ
れ
る
べ
き
も
の
」（to be desired and cultivated

）
で
あ
る
。
趣
味
の
繊
細
さ
は
、

自
分
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
幸
せ
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
情
念
の
繊
細
さ
に
伴
う
欠
点
を
是
正
す
る
に
は
、「
よ
り
高
度
に
、
よ
り

洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
陶
冶
す
る
こ
と
」（the cultivating of that higher and m

ore refined taste

）
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な

い
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
趣
味
の
繊
細
さ
を
養
う
こ
と
が
情
念
の
繊
細
さ
の
抱
え
る
問
題
を
解
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、「
科
学
と
自
由
学
芸
」（the sciences and liberal arts

）
に
関
す
る
洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
養
う
た
め
に
は
、
多
く

の
見
解
を
理
解
し
、
人
間
本
性
に
関
す
る
知
識
を
必
要
と
す
る
た
め
、「
自
由
学
芸
に
お
い
て
嗜
好
を
陶
冶
す
る
」（cultivating a relish 

in the liberal arts

）
こ
と
で
、
私
た
ち
の
判
断
力
が
鍛
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

）
11
（

。
そ
し
て
、「
洗
練
さ
れ
た
技
芸
に
対
す
る
陶
冶
さ
れ
た

趣
味
」（a cultivated taste for the polite arts

）
が
「
す
べ
て
の
優
し
く
心
地
良
い
情
念
に
対
す
る
私
た
ち
の
敏
感
さ
を
改
善
す
る
」

と
指
摘
す
る
。
詩
や
雄
弁
や
音
楽
や
絵
画
な
ど
の
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
学
問
ほ
ど
私
た
ち
の
気
質
を
改
善
す
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、

趣
味
の
繊
細
さ
は
少
数
の
人
々
と
の
友
情
を
生
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

こ
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
に
は
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
」、「
思
慮
」、
さ
ら
に
は
「
雄
弁
」
と
い
っ
た
、
人
文
主
義
的
語
彙
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
に
よ
る
「
陶
冶
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
文
主
義
的
な
教
養
に
よ
っ
て
、

「
趣
味
の
繊
細
さ
」
を
陶
冶
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
情
念
の
繊
細
さ
を
克
服
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
情
念
の
激
し
さ
を
陶
冶
し
洗
練
さ
れ
た

も
の
と
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
。

注
目
す
べ
き
は
、「
趣
味
の
繊
細
さ
」
が
美
的
な
趣
味
に
限
定
さ
れ
ず
、「
科
学
と
自
由
学
芸
」
に
も
関
わ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
一
文
を
、
い
さ
さ
か
長
い
が
引
用
し
た
い
。

私
た
ち
の
感
覚
を
強
く
打
つ
、
明
白
な
美
に
対
す
る
嗜
好
の
多
少
は
、
そ
の
人
が
気
質
と
し
て
持
つ
敏
感
な
感
覚
の
多
少
に
全
く
依
存
す

る
。
し
か
し
、
科
学
と
自
由
学
芸
に
関
し
て
は
、
洗
練
さ
れ
た
趣
味
は
、
あ
る
程
度
同
じ
か
、
も
し
く
は
よ
り
一
層
、
敏
感
な
感
覚
に
依
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存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
〔
科
学
と
自
由
学
芸
に
関
す
る
洗
練
さ
れ
た
趣
味
と
敏
感
な
感
覚
の
こ
と
。
―
筆
者
補
足
〕
は
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
天
才
の
作
品
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
も
の
の
見
方
が
考
慮
さ
れ
、
多
く
の
事
情
が
比
較
さ
れ
る
べ
き
だ

し
、
人
間
本
性
の
知
識
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
健
全
な
判
断
力
を
持
っ
て
い
な
い
人
物
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
行
い
に

お
い
て
ふ
さ
わ
し
い
批
評
家
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
自
由
学
芸
に
お
い
て
嗜
好
を
陶
冶
す
る
（cultivating a 

relish in the liberal arts

）
こ
と
の
新
し
い
理
由
で
あ
る
。
私
た
ち
の
判
断
力
は
鍛
錬
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
人
生
に
つ

い
て
の
よ
り
正
し
い
概
念
を
形
成
す
る
。
他
の
人
々
を
喜
ば
せ
た
り
悩
ま
せ
た
り
す
る
多
く
の
事
柄
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
注
意
を
払

う
に
値
し
な
い
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
不
都
合
な
情
念
の
繊
細
さ
と
敏
感
さ
を

徐
々
に
減
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
科
学
と
自
由
学
芸
に
お
い
て
正
し
い
判
断
力
と
敏
感
な
感
覚
に
達
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
も
の
の
見
方
を

理
解
し
、
多
く
の
事
情
を
比
較
対
照
し
、
人
間
本
性
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
由
学
芸
に

お
け
る
幅
広
い
教
養
が
「
趣
味
の
繊
細
さ
」
を
養
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』

の
全
体
、
さ
ら
に
は
著
作
全
体
が
「
趣
味
の
繊
細
さ
」
を
陶
冶
す
る
た
め
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
を
読
み
直
す
な
ら
ば
、
多
様
な
も
の
の
見
方
や
多
く
の
事
情
を
幅
広
く
検
討
し
、
読

者
の
視
野
を
広
く
し
、
自
由
学
芸
の
教
養
を
深
め
、
健
全
な
判
断
と
繊
細
な
感
覚
を
養
い
、
中
庸
や
冷
静
な
態
度
を
養
う
こ
と
に
ヒ
ュ
ー
ム

の
主
眼
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
エ
ッ
セ
イ
「
歴
史
の
研
究
に
つ
い
て
」
で
は
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
利
点
を
三
つ
挙
げ
、「
想
像
力
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
、

理
解
力
を
改
善
す
る
こ
と
、
美
徳
を
強
め
る
こ
と
」
と
し
て
い
る

）
11
（

。
し
か
も
、
同
エ
ッ
セ
イ
は
「
女
性
読
者
」
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
と

明
言
し
て
い
る

）
11
（

。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
特
定
の
政
治
エ
リ
ー
ト
層
よ
り
も
か
な
り
広
い
層
を
想
定
し
て
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
そ
の
理
解
力
や
美
徳
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と
い
っ
た
資
質
の
陶
冶
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
由
学
芸
や
歴
史
と
と
も
に
人
文
主
義
的
要
素
を
な
す
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
主
題
と
し
て
い
る
文
章
に
エ
ッ
セ
イ
「
雄
弁
に
つ
い

て
」
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
由
学
芸
と
関
連
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
進
歩
を
促
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
同
時
代

の
ブ
リ
テ
ン
は
多
く
の
点
で
古
代
よ
り
も
優
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
雄
弁
」（eloquence

）
と
い
う
点
で
は
劣
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
、
時
代
に
適
合
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
中
で
、
以
下
の
引
用
文
に
見
る
よ
う
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
政
治
と
の
関
係
を

も
意
識
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
洗
練
さ
れ
た
学
識
あ
る
国
民
の
中
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
が
人
民
の
統
治
（popular governm

ent

）
を
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
雄
弁
が
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
、
か
く
も
多
数
か
ら
な
る
集
会
を
立
法
府
に
認
め
て
い
る

）
11
（

。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
名
誉
革
命
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
が
「
人
民
の
統
治
」
を
達
成
し
て
お
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
体
制

こ
そ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
や
雄
弁
の
発
揮
に
ふ
さ
わ
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
雄
弁
家
が
乏
し
い
し
、
同
時
代
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
は
議
会
の
演
説
に
関
心
を
寄
せ
よ
う
と
は
し
な
い

）
11
（

。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
近
代
に
お
い
て
雄
弁
を
衰
退
さ
せ
た
と
さ
れ
る
三
つ
の
理
由
に
反
論
し
、
雄
弁
が
近
代
に
お
い
て
成
立
し
う
る
は
ず
だ
と

述
べ
る
。
ま
ず
、
古
代
に
比
べ
て
近
代
で
は
法
律
が
複
雑
に
な
っ
た
た
め
に
学
習
が
困
難
に
な
っ
た
と
す
る
理
由
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
が
法

廷
で
の
雄
弁
を
難
し
く
す
る
と
し
て
も
議
会
で
の
雄
弁
を
妨
げ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
次
に
、
古
代
人
が
情
念
に
あ
ま
り
に
も
強

く
訴
え
た
の
に
対
し
、
現
代
人
は
良
識
が
発
達
し
た
か
ら
だ
と
す
る
理
由
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
演
説
が
ロ
ー
マ
の
キ

ケ
ロ
の
も
の
よ
り
も
「
純
正
で
質
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
模
倣
さ
れ
れ
ば
近
代
の
集
会
で
も
確
実
に
成
功
す
る
と
し
、
そ
の
特
徴
は
外
形
的

な
技
巧
で
は
な
く
て
圧
倒
的
に
力
強
い
論
理
的
思
考
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
ロ
ー
マ
で
は
な
く
て
ギ
リ
シ
ャ
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
レ
ト
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リ
ッ
ク
が
模
範
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
模
範
と
す
れ
ば
近
代
の
良
識
と
適
合
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
育
成
で
き
る
と
す
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
古
代
の
政
治
的
危
機
が
雄
弁
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
す
る
理
由
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
政
治
的
危
機
は
近
代
に
も
存
在
す
る

と
反
論
し
て
い
る

）
1（
（

。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
雄
弁
の
成
功
例
が
少
し
で
も
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
々
が
勇
気
づ
け
ら
れ
、
雄
弁
が
近
代
に
お
い
て
発
展
す
る
は
ず
だ
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
模
範
が
あ
れ
ば
、
人
々
は
よ
り
正
し
い
理
解
と
洗
練
さ
れ
た
嗜
好
に
導
か
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
ら

0

0

0

〔
完
璧
な
模
範
の
こ
と
。
傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
。〕
が
現
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に
す
べ
て
の
賛
成
票
を
集
め
、
そ
の
自
然
で

力
強
い
魅
力
か
ら
、
最
も
強
い
偏
見
さ
え
乗
り
越
え
て
、
人
々
の
愛
と
称
賛
を
得
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
情
念
や
情
緒
の
諸
原
理
は
あ
ら

ゆ
る
人
々
の
中
に
あ
り
、
気
ま
ぐ
れ
な
機
知
と
空
想
の
混
ぜ
物
の
美
し
さ
と
は
区
別
さ
れ
る
天
才
の
作
品
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
適
切
に
触

れ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
生
起
し
、
心
を
温
め
、
満
足
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
こ
の
観
察
が
す
べ
て
の
自
由
学
芸
（liberal arts

）
に

関
し
て
真
実
な
ら
ば
、
雄
弁
に
関
し
て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い

）
11
（

。

こ
こ
に
は
、
自
由
学
芸
お
よ
び
雄
弁
に
お
い
て
良
い
模
範
に
接
す
る
こ
と
が
、
人
々
の
満
足
や
人
間
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
、
良

き
模
範
は
必
ず
多
く
の
人
の
支
持
を
集
め
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
自
由
学
芸
お
よ
び
雄
弁
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、
近
代
に

お
い
て
も
よ
り
工
夫
さ
れ
追
求
さ
れ
る
べ
き
事
柄
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
同
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
近
代
に
お
い
て
大
事
に
さ
れ
る
「
議
論
と
推
論
に
お
け
る
冷
静
な
態
度
」（com

posed 

air of argum
ent and reasoning

）
）
11
（

を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
古
代
の
雄
弁
の
欠
点
は
是
正
で
き
る
と
し
、
か
つ
、
近
代
に
お
い
て
即
興
が

重
視
さ
れ
演
説
の
た
め
の
準
備
や
規
則
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
傾
向
を
批
判
し
て
同
エ
ッ
セ
イ
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
代
の

過
度
の
お
お
げ
さ
さ
で
は
な
く
、
礼
節
と
両
立
す
る
形
で
、
単
な
る
即
興
で
は
な
い
一
定
の
規
則
や
方
法
論
を
工
夫
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、

（85－３・４－385）



論　説

1162

近
代
に
お
い
て
工
夫
さ
れ
活
性
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
雄
弁
の
み
な
ら
ず
、
文
体
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
り
、
エ
ッ
セ
イ
「
著
述
の
簡
素
と
洗
練
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
洗
練

の
過
剰
を
戒
め
、
簡
素
さ
を
大
切
に
し
、
洗
練
と
簡
素
の
中
庸
を
説
い
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ナ
イ
よ
り
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期

の
雄
弁
が
堕
落
し

）
11
（

、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
よ
り
も
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
や
ネ
ロ
の
時
代
は
趣
味
と
才
能
が
劣
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
趣
味
の
堕
落
の
症
状
が
現
れ
て
い
る
と
い
う

）
11
（

。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
な
事
例
を
考
え
れ
ば
、
単
に
文
章
が
過
度

の
洗
練
の
た
め
に
堕
落
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
自
由
の
衰
退
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
衰
退
が
相
関
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
観
点

か
ら
警
告
を
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
」
の
中
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
広
範
な
言
論
の
自
由
が
享
受
さ

れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
権
力
へ
の
適
切
な
警
戒
心
に
も
と
づ
く
言
論
の
自
由
の
行
使
に
よ
っ
て
政
治
的
自
由
が
維
持
さ
れ
る
と
説
い
た

）
11
（

。

本
節
で
見
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
言
論
の
自
由
の
行
使
の
前
提
と
な
る
人
間
の
資
質
を
、
自
由
学
芸
の
教
養
に
よ
り
陶
冶
す
べ
き
だ

と
考
え
て
い
た
。
自
由
学
芸
お
よ
び
雄
弁
の
陶
冶
は
、
政
治
と
の
関
連
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
政
治
社
会
の
構
成
員
が
、
本
節
で
確
認
し
た
自
由
学
芸
の
教
養
や
陶
冶
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
「
シ

ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
初
期
近
代
特
有
の
文
明
の
作
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
政
治
社
会
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
構
想
し
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
に
つ
い
て
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

第
三
節　

勤
労
・
知
識
・
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
―
―
陶
冶
に
基
づ
く
政
治
社
会

本
節
で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
人
間
の
資
質
の
陶
冶
が
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
や
勤
労
と
関
連
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
に
お
い
て
重
要
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な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」（civility

）
と
は
、civilization 

が
「
文
明
」
を
指
す
語
彙
と
し
て

一
般
的
に
な
る
一
九
世
紀
よ
り
も
前
の
時
代
に
お
い
て
、
礼
儀
や
作
法
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
語
彙
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
宮
廷
の

人
文
主
義
に
よ
っ
て
育
ま
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
一
八
世
紀
ま
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
前
の
時
代
に
は
文
明
社
会
の
作
法
と
し
て
再
生
産
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た

）
11
（

。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
が
近
代
社
会
に
お
け
る
重
要
な
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
極
め
て
繊

細
で
あ
り
破
壊
さ
れ
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
の
中
の
エ
ッ
セ
イ
「
技
芸
に
お
け
る
洗
練
に
つ
い
て
」
の
中
の
以
下
の
一
文
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会

論
を
示
し
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
洗
練
さ
れ
た
技
芸
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
々
は
ま
す
ま
す
社
交
的
に
な
る
。
学
問
（science

）
に
充
実
し
て
お
り
、

豊
富
な
会
話
を
持
っ
て
い
る
時
に
は
、
人
々
が
孤
立
し
た
ま
ま
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
あ
る
い
は
無
知
で
野
蛮
な
諸
民
族

に
特
有
な
あ
の
疎
遠
な
態
度
で
仲
間
の
市
民
た
ち
と
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
中
略
〕
し
た
が
っ
て
人
々
は
、
知
識
と
自

由
学
芸
（know

ledge and the liberal arts
）
か
ら
受
け
と
る
改
善
に
加
え
て
、
互
い
に
会
話
し
、
相
互
の
喜
び
や
楽
し
み
に
貢
献
す

る
と
い
う
習
慣
そ
の
も
の
か
ら
、
人
間
性
の
高
ま
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
勤
労

0

0

と
知
識

0

0

と
人
間
性

0

0

0

（industry, 

know
ledge, and hum

anity

）
は
解
き
離
し
が
た
い
鎖
で
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
一
層
洗
練
さ
れ
た
、
そ
し
て
一
般
に
一
層
奢
侈

的
な
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
時
代
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
理
性
の
み
な
ら
ず
経
験
か
ら
も
分
か
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

こ
こ
に
は
、
洗
練
さ
れ
た
技
芸
・
奢
侈
の
発
展
し
た
商
業
社
会
に
お
い
て
は
、
勤
労
と
知
識
と
人
間
性
が
連
鎖
的
に
発
展
し
て
い
く
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
文
明
社
会
の
自
律
的
な
発
展
を
分
析
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
坂
本
達
哉
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研

究
が
分
析
し
て
き
た
が

）
11
（

、
前
節
と
の
関
連
で
注
目
し
た
い
の
は
「
知
識
」
が
「
自
由
学
芸
」
と
セ
ッ
ト
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
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言
う
知
識
と
は
、
前
節
で
検
討
し
た
幅
広
い
自
由
学
芸
の
教
養
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
文
明
社
会
の
分
析
に

見
え
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
の
文
章
は
、
実
は
自
由
学
芸
と
い
う
人
文
主
義
的
教
養
を
指
す
語
彙
と
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
人
間
性
」
が
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
と
関
連
の
あ
る
も
の
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
、
上
記
の

引
用
箇
所
と
よ
く
似
た
、
し
か
し
、
い
さ
さ
か
異
な
る
表
現
の
文
章
が
存
在
す
る
。
同
じ
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
の
中
の
エ
ッ
セ
イ

「
国
民
性
に
つ
い
て
」
の
中
の
以
下
の
一
文
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
す
べ
て
の
国
民
性
の
中
で
、
勇
気
は
最
も
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
く
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ

は
間
隔
を
置
い
て
の
み
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
お
い
て
少
数
の
人
に
よ
っ
て
の
み
発
揮
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
勤
労
、
知
識
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
（industry, know

ledge, civility

）
は
継
続
的
に
か
つ
誰
に
で
も
役
立
つ
も
の
で

あ
り
、
幾
世
代
に
も
わ
た
り
、
国
民
全
体
の
習
慣
と
な
る
だ
ろ
う

）
11
（

。

こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
勇
気
な
ど
の
古
代
的
な
徳
で
は
な
く
、
勤
労
・
知
識
・
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
い
う
近
代
的
な
徳
は
万
人
の
役
に
立
ち
、

国
民
性
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
さ
き
ほ
ど
の
引
用
文
の
「
勤
労
、
知
識
、
人
間
性
」
と
い
う
表
現
と
よ
く

似
た
、「
勤
労
、
知
識
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、「
人
間
性
」
や
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
は
、「
勤
労
」

と
「
知
識
」（
自
由
学
芸
）
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
軍
事
的
な
徳
で
あ
る
勇
気
が
間
欠
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

継
続
的
で
万
人
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
人
間
性
は
同
じ
意
味
で
は
な
い
と
し
て
も
、
勤
労
と
知
識
と

そ
れ
ぞ
れ
に
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
技

芸
と
学
問
の
生
成
・
発
展
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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会
話
の
技
術
（the arts of conversation

）
の
中
で
、
お
互
い
に
敬
意
を
払
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
ほ
ど
人
を
喜
ば
せ
る

も
の
は
な
い
。
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
、
私
た
ち
の
傾
向
を
仲
間
た
ち
に
譲
る
よ
う
に
導
き
、
人
間
の
心
に
と
っ
て
は
至
っ
て
自
然
な
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
の
無
遠
慮
や
傲
慢
を
抑
制
し
覆
い
隠
す
よ
う
に
導
く
。
良
い
教
育
を
受
け
た
良
い
性
質
の
人
は
、
前
も
っ
て
熟
慮
す
る
こ
と

も
な
く
、
利
害
も
関
係
な
く
、
誰
に
で
も
こ
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
実
践
す
る

）
1（
（

。

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
か
わ
す
会
話
は
、
自
ら
の
判
断
を
是
正
し
、
人
間
性
を
高
め
る
た
め
に
不
可

欠
だ
っ
た

）
11
（

。
た
と
え
ば
、
エ
ッ
セ
イ
「
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
」
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
ら
を
学
問
の
世
界
か
ら
会
話
の
世
界
へ

の
大
使
だ
と
み
な
し
て
い
る

）
11
（

。
同
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
会
話
が
な
け
れ
ば
人
間
の
思
考
の
主
題
も
十
分
に
得
ら
れ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
会

話
は
「
会
話
の
技
術
」
つ
ま
り
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
な
し
に
は
円
滑
に
は
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
先
の
引

用
箇
所
か
ら
は
思
わ
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
宮
廷
と
女
性
と
い
う
二
つ
の
要
素
と
関
連
し
て
発
達
す
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
エ
ッ
セ
イ

「
技
芸
と
学
問
の
生
成
・
発
展
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
る
。
同
エ
ッ
セ
イ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
共
和
政
体
で
は
発
達
せ
ず
、

宮
廷
が
存
在
し
上
位
の
人
間
の
視
線
を
気
に
す
る
君
主
政
体
で
洗
練
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
は
共
和
政
体

だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
が
存
在
し
た
と
も
指
摘
し
、
そ
の
原
因
を
他
の
イ
タ
リ
ア
人
と
の
交
流
で
あ
る
と
し
て
い
る

）
11
（

。
シ

ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
宮
廷
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
る
と
し
て
も
、
共
和
政
の
国
に
も
受
容
可
能
で
伝
播
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る

）
11
（

。

他
方
、
女
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
礼
節
（politeness

）
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
こ
と
が
近
代
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
宮
廷
と
君
主
政
体
の
自
然
な
産
物
で
あ
る

と
こ
ろ
の
、
女
性
に
対
す
る
心
や
さ
し
い
振
舞
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（gallantry

）
と
い
う
近
代
の
考
え
方
に
、
こ
の
洗
練
の
原
因
を
帰
す
こ
と
が
た
ぶ
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ん
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
考
案
が
近
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い

）
11
（

。

同
エ
ッ
セ
イ
で
は
「
女
性
に
対
す
る
心
や
さ
し
い
振
舞
い
は
、
自
然

0

0

や
寛
大
さ

0

0

0

に
適
合
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
知
恵

0

0

や
思
慮

0

0

（w
isdom

 and prudence

）
に
適
合
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
女
性
と
の
交
際
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
古
代

に
お
い
て
は
会
話
は
洗
練
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
代
に
比
べ
て
下
品
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る)11

(

。

　

さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
エ
ッ
セ
イ
「
国
民
性
に
つ
い
て
」
の
中
で
も
、「
愛
情
（love

） 

―
そ
れ
は
適
切
に
管
理
さ
れ
る
と
き
は
す
べ
て
の

礼
儀
正
し
さ
と
洗
練
の
源
泉
（the source of all politeness and refinem

ent

）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る)11

(

。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
「
一

夫
多
妻
と
離
婚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
多
妻
制
が
夫
婦
間
の
「
愛
と
友
情
」
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
お
り
、
つ
ま
り
結
婚
は
一

夫
一
婦
の
愛
と
友
情
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
と
し
て
い
る)11

(

。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
古
代
と
近
代
の
優
劣
の
判
断
に
お
い
て
、
近
代
社
会

に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
交
際
の
仕
方
や
愛
情
の
涵
養
に
極
め
て
大
き
な
意
義
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
た
や
す
く
破
壊
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
も
認
識
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
以

下
の
箇
所
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
悪
用
が
破
壊
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
殺
害
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
覆
っ
た
混
乱
は
、
そ
れ
ま
で
そ
れ
に
よ
っ
て
国
が
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
世

俗
お
よ
び
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
権
威
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
な
く
、
支
配
的
な
党
派
を
煽
っ
て
い
た
改
善
や
革
新
の
精
神
か
ら
も

促
進
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
が
共
和
国
の
範
型
を
形
作
っ
た
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
新
し
く
、
空
想
的
で
あ
っ
て
も
、
人
は
仲
間
に
そ
れ
を

熱
心
に
進
め
、
あ
る
い
は
他
人
に
強
制
的
に
押
し
付
け
さ
え
し
た
の
だ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
な
ん
ら
の
伝
統
的
な
権
威
か
ら
得
ら

れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
人
固
有
の
も
の
で
、
想
像
上
の
霊
感
に
基
づ
き
、
な
ん
ら
の
人
間
の
理
性
の
原
則
に
も
と
づ
か
ず
、
手
段

を
持
た
な
い
宗
教
の
体
系
に
自
ら
を
適
応
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
く
だ
ら
な
い
御
託
と
低
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
（cant and low
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rhetoric

）
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
は
自
ら
を
他
に
推
薦
し
た)1（

(

。

こ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
乱
期
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
描
写
で
あ
る
が
、
宗
教
的
な
狂
信
が
ま
き
散
ら
す
「
低
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に

対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
前
節
で
検
討
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
雄
弁
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
ず

し
も
レ
ト
リ
ッ
ク
全
般
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
者
と
の
共
存
を
目
指
す
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
結
び
つ
い
た
望
ま
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク

と
、
独
善
や
排
他
性
と
結
び
つ
い
た
狂
信
が
ま
き
散
ら
す
低
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
を
区
分
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
適
切
に
用
い
ら
れ
た
レ
ト

リ
ッ
ク
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
が
、
低
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
強
い
拒
否
感
を
抱
い
て
い
た)11

(

。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
五
巻
・
六
巻
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
乱
の
時
代
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
繰
り
返
し
狂

信
（fanaticism

, fanatic

）
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
狂
信
が
相
互
の
共
存
を
不
可
能
と
し
、
暴
力
に
よ
る
衝
突
を
招
く
か
ら
だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
諸
著
作
に
お
け
る
宗
教
批
判
の
目
的
が
狂
信
を
退
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で

間
違
い
な
い
。
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
批
判
が
政
治
学
の
一
環
と
し
て
十
分
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
。
そ
の
中

で
、
犬
塚
元
は
、
ポ
ス
ト
・
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
課
題
を
持
っ
た
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
と
ら
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

宗
教
批
判
を
そ
の
観
点
か
ら
政
治
学
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る

）
11
（

。
犬
塚
の
解
釈
は
極
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
異
論
は
な
い
。
し

か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
宗
教
批
判
に
は
啓
蒙
主
義
の
側
面
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
い
う
人
文
主
義
的
要
素
が
関
連
付

け
ら
れ
て
も
い
た
こ
と
は
注
意
を
要
す
る

）
11
（

。
た
と
え
ば
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
中
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
時
代
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
国
の
生
活
様
式
（m

anners

）
は
、
君
主
の
統
治
に
適
合
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
普
及
し
て
い
た
。
ま
た
、
現
在
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
を
他
の
す
べ
て
の
国
々
か
ら
区
別
し
て
い
る
、
奇
妙
な
混
合
が
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
勤
労
（industry

）
と
放
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蕩
、
倹
約
と
乱
費
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
粗
野
（rusticity

）、
狂
信
と
懐
疑
（fanaticism

 and scepticism

） 

と
い
っ
た
か
く
も
激
し
い

極
端
は
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
内
乱
後
の
時
代
に
お
い
て
は
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
粗
野
が
、
狂
信
と
懐
疑
が
、
勤
労
と
放
蕩
が
混
在
し
て
い

る
と
認
識
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
問
題
を
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
、
そ
れ
を
破
壊
し
か
ね
な
い
狂
信
と
の
混
在
に
あ
る
と

見
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
狂
信
を
防
ぎ
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
育
み
守
る
の
か
。
本
節
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
勤
労
・
知
識
・

シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
お
よ
び
人
間
性
は
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
、
そ
れ
ら
は
各
自
の
努
力
で
自
覚
的
に
陶
冶
す
べ
き
問

題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
自
覚
的
な
陶
冶
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
が
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
所
収
の
エ
ッ

セ
イ
「
ス
ト
ア
派
」
お
よ
び
「
懐
疑
派
」
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
の
中
に
は
、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
」「
ス
ト
ア
派
」「
プ
ラ
ト
ン
派
」「
懐
疑
派
」
と
い
う
四
つ
の

古
代
哲
学
の
学
派
の
名
称
を
冠
し
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
そ
れ
ら
の
諸
学
派
の
実
際
と
は
か
な
り
異
な
る
主
張

に
力
点
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
諸
学
派
の
優
劣
を
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
輪
島
達
郎
は
、
こ
の
四
つ
の
エ
ッ
セ
イ
が
最
後
ま
で

削
除
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
論
の
前
提
と
な
る
幸
福
論
を
な
し
て

い
る
と
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
立
場
を
懐
疑
的
ス
ト
ア
主
義
だ
と
し
て
い
る

）
11
（

。
ま
た
、
ハ
リ
ス
は
こ
の
四
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
関
し
、
自
然
で

穏
和
な
ス
ト
ア
派
を
最
善
と
し
つ
つ
、
人
間
の
傾
向
性
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
、
学
問
と
自
由
学
芸
に
よ
っ
て
気
質
の
改
善

を
図
る
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
「
懐
疑
派
」
の
中
の
一
節
を
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
立
場
だ
と
し
て
い
る

）
11
（

。
筆
者
も
「
ス
ト
ア
派
」
と
「
懐
疑
派
」
は

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
哲
学
お
よ
び
幸
福
論
を
見
る
上
で
重
要
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
と
考
え
る
。

エ
ッ
セ
イ
「
ス
ト
ア
派
」
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
勤
労
」
を
人
間
の
精
神
の
陶
冶
の
意
味
で
も
用
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
同
エ
ッ
セ
イ
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は
、
人
間
を
避
け
て
隠
遁
す
る
こ
と
は
幸
せ
に
つ
な
が
ら
な
い
と
し
、
一
般
的
な
ス
ト
ア
派
の
ア
パ
テ
イ
ア
の
境
地
と
は
異
な
る
考
え
を
説

い
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
同
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
同
じ
勤
労
（industry

）
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
精
神
を
陶
冶
し
（the cultivating of our m

ind

）、
情
念
を
穏
や
か
に

し
（the m

oderating of our passions

）、
理
性
を
啓
蒙
し
（the enlightening of our reason

）、
気
持
ち
よ
く
仕
事
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
私
た
ち
は
、
日
々
に
自
ら
の
進
歩
を
感
じ
る
の
と
同
時
に
、
新
し
い
魅
力
に
絶
え
間
な
く
輝
く
私

た
ち
の
内
面
の
特
性
と
表
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

）
11
（

。

こ
こ
に
は
、
勤
労
に
よ
る
人
間
の
精
神
の
陶
冶
に
つ
い
て
の
評
価
が
見
ら
れ
る
。industry

は
「
勤
労
」
や
「
産
業
活
動
」
な
ど
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
用
例
に
お
い
て
は
、
精
神
の
陶
冶
の
努
力
を
も
指
し
て
い
た
。
勤
労
に
よ
る
陶
冶
に
よ
り
人
間
の
情

念
を
穏
和
化
す
る
こ
と
が
、
理
性
の
啓
蒙
と
同
様
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
ス
ト
ア
派
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
社
会
的
美
徳
や
社
会
的
愛
情
、
社
会
的
情
念
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
社
会
の
中
で
他
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
の
中
に
喜
び
が
あ
り
、
美
徳
の
報
酬
は
美
徳
そ
の
も
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
古
代
ス
ト
ア

派
の
ア
パ
テ
イ
ア
と
は
全
く
異
な
り
、
社
会
の
中
で
生
き
、
陶
冶
と
結
び
つ
い
た
「
勤
労
」
に
自
覚
的
に
励
む
と
こ
ろ
に
人
間
の
幸
福
が
あ

る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
見
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
懐
疑
派
」
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
各
自
に
支
配
的
な
心
の
傾

向
が
あ
り
、
多
様
性
が
あ
る
こ
と
と
、
か
つ
、
自
分
の
性
向
に
従
い
つ
つ
も
人
生
の
進
路
を
選
び
取
り
、
適
切
な
選
択
能
力
を
働
か
せ
る
人

間
の
ほ
う
が
幸
せ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
美
や
喜
び
な
ど
の
感
情
は
心
や
情
念
の
中
に
あ
り
、
対
象
物
の
側
に
は
な
い
と
論

じ
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
、
情
念
は
粗
野
な
も
の
や
激
し
い
も
の
で
は
な
く
、
温
和
な
社
交
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
中
略
〕

幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
、
情
念
は
陰
鬱
で
も
憂
鬱
で
も
な
く
、
快
活
で
陽
気
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
希
望
と
喜
び
へ
の
傾
向
性
が
本
当

の
豊
か
さ
で
あ
る
。
不
安
や
悲
し
み
へ
の
傾
向
性
が
本
当
の
貧
し
さ
で
あ
る

）
11
（

。

こ
こ
で
は
、
人
間
の
穏
や
か
さ
や
社
交
と
幸
福
と
が
密
接
に
関
連
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
穏
や

か
な
人
間
性
が
獲
得
さ
れ
る
の
か
。
同
エ
ッ
セ
イ
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

学
問
（science

）
や
自
由
学
芸
（liberal arts

）
に
真
摯
な
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
、
気
性
を
穏
や
か
に
し
人
間
ら
し
く
す
る
（softens 

and hum
anizes the tem

per
）
し
、
ま
た
真
実
の
美
徳
や
名
誉
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
感
情
を
大
切
に
育
て
る
。

趣
味
や
学
問
を
持
つ
人
間
が
〔
他
に
〕
ど
の
よ
う
な
弱
点
を
持
っ
て
い
よ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
正
直
で
な
い
こ
と
は
、
め
っ
た
に
な
い
、

本
当
に
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。

こ
こ
に
は
、
自
由
学
芸
に
よ
っ
て
人
間
性
を
穏
や
か
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
陶
冶
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
同
エ
ッ
セ
イ
の
中

で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
習
慣
は
精
神
を
改
善
し
、
そ
れ
に
善
い
性
質
と
傾
向
を
注
入
す
る
も
う
一
つ
の
力
強
い
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
や
、「
そ

し
て
こ
こ
に
技
芸
と
哲
学
の
主
要
な
勝
利
が
あ
る
。
そ
れ
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
気
質
を
洗
練
す
る
。
そ
し
て
、
絶
え
ざ
る
精
神
の
熱
中

0

0

と
反
復

す
る
習
慣

0

0

に
よ
っ
て
、
達
成
の
た
め
に
は
努
力
す
べ
き
だ
と
い
う
性
質
を
私
た
ち
に
指
摘
す
る
」
と
述
べ
て
い
る)1（

(

。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

習
慣
や
学
芸
に
よ
る
人
間
性
の
可
塑
性
を
論
じ
て
お
り
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
人
間
性
の
陶
冶
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
木
村
俊
道
は
、
文
明
社
会
に
お
け
る
作
法
の
必
要
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
説
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
時
代
の
転
換
に
際
し
そ
う

し
た
議
論
は
も
は
や
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
後
景
に
退
く
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
、
本
節
で
見
た
よ
う
に
、
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シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
、
少
な
く
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
決
し
て
時
代
遅
れ
の
も
の
で
は
な
く
、
古
代
に
対
す
る
近
代
の
優
位
の
証
拠
と
な

る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

幅
広
い
自
由
学
芸
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
陶
冶
に
よ
っ
て
情
念
を
穏
和
化
し
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
い
う
会
話
の
技
術
を
身
に
つ
け
、
社
交

的
で
勤
労
に
努
め
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
像
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
社
会
に
お
い
て
は
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
シ
ヴ
ィ

リ
テ
ィ
は
、
宮
廷
社
会
で
の
交
際
や
女
性
と
の
交
際
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
繊
細
な
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
な
狂
信
や
熱
狂
や
低
級
な
レ
ト

リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
容
易
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
政
治
や
宗
教
の
熱
狂
の
過
剰
は
、

政
治
社
会
に
お
け
る
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
破
壊
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
人
々
に
は
常
に
自
由
学
芸
の
教
養
に
よ
る
陶
冶
に
よ
っ
て
穏
健
で

冷
静
な
態
度
を
涵
養
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
陶
冶
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
近
代
の
政
治
社
会
を
構
想
す
る
に
際
し
、

野
蛮
や
破
壊
を
避
け
る
た
め
に
不
可
欠
の
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
勤
労
と
自
由
学
芸
の
知
識
教
養

と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
人
間
性
の
陶
冶
は
、
密
接
不
可
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
人
間
性
の
陶
冶
が
重
要
な
課
題
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
点
は
必
ず

し
も
十
分
に
汲
み
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
自
由
学
芸
の
教
養
を
持
ち
陶
冶
に
努
め
る
こ
と
は
、

決
し
て
政
治
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
だ
っ
た
。
幅
広
い
視
野
と
穏
和
な
態
度
を
身
に
着
け
、
一
定

の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
人
々
が
、
適
切
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
、
会
話
を
通
じ
て
相
互
に
啓
発
し
あ
う
社
会
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
構
想

し
希
求
し
て
い
た
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
狂
信
を
避
け
、
低
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
わ
ず
、
洗
練
さ
れ
た
穏
和
な
精
神
を
身
に
着
け
、

シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
維
持
し
、
自
覚
的
な
た
え
ざ
る
人
間
性
の
陶
冶
に
努
め
る
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
は
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
が
本
稿
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の
結
論
で
あ
る
。

本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
性
の
陶
冶
と
い
う
主
張
と
、
異
な
る
二
つ
の
党
派
の
共
存
と
相
互
牽

制
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
政
治
社
会
の
完
成
と
し
て
の
「
自
由
」
を
全
体
と
し

て
描
く
こ
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

（
１ 

）“cultivation”
を
「
陶
冶
」
と
翻
訳
し
、
一
九
世
紀
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
政
治
思
想
を
自
由
と
陶
冶
の
相
互
依
存
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、

関
口
正
司
の
研
究
が
あ
る
。
関
口
正
司
『
自
由
と
陶
冶　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
）。
本
稿
は
、
そ

れ
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
つ
つ
、
一
八
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
陶
冶
」
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

（
２ 

）
人
文
主
義
と
は
多
義
的
な
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
が
、
木
村
俊
道
は
「
古
典
古
代
の
教
養
と
学
問
の
実
践
を
重
視
し
、
他
方
で
論
理
学
や
自
然
哲
学

を
中
心
と
す
る
ス
コ
ラ
学
と
は
対
照
的
な
、
文
法
・
修
辞
・
詩
・
歴
史
・
道
徳
哲
学
を
中
心
と
す
る
人
文
学
（studia hum

anitatis

）
の
習
得
に
よ
っ

て
人
間
の
完
成
を
目
指
し
た
知
的
運
動
」
の
呼
称
と
し
て
人
文
主
義
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
木
村
は
、
一
九
世
紀
以
後
のcivilization

と
は
異
な
り
、

礼
儀
や
作
法
と
関
連
し
たcivility

（
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
）が
初
期
近
代
の
人
文
主
義
に
お
い
て
特
徴
的
な
語
彙
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

人
文
主
義
に
つ
い
て
、
木
村
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
木
村
俊
道
『
文
明
と
教
養
の
〈
政
治
〉　

近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
前
の
政
治
思
想
』（
講
談
社
、

二
〇
一
三
年
）、
六
九
、
一
〇
八
頁
。

（
３ 

）
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
、
中
野
好
之
訳
『
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
思
想
史　

下
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
六
一
頁
。
ま
た
、
ラ
ス
キ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム

を
「
あ
る
体
系
の
創
始
者
で
は
な
い
」「
彼
自
ら
政
治
哲
学
を
樹
立
し
え
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
、
堀
豊
彦
ほ
か
訳
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
Ⅱ
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）、
八
六
‐
八
七
頁
。

（
４ 

）E. C. M
ossner, T

he Life of D
avid H

um
e, T

hom
as N

elson &
 Sons, 1954, p.301.

（
５ 

）
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
、
田
中
秀
夫
監
訳
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
政
治
学
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
一
八
九
頁
お
よ
び
三
七
八
‐
三
七
九
頁
。

（
６ 

）Russell H
ardin, D

avid H
um

e: M
oral &

 Political T
heorist, O

xford U
niversity Press, 2007, pp. 24-26.  A

ndrew
 Sabl, H

um
e’s 

Politics, Princeton U
niversity Press, 2012, pp. 227-247.

（
７ 

）
舟
橋
喜
恵
『
ヒ
ュ
ー
ム
と
人
間
の
科
学
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
二
五
六
頁
。

（
８ 

）
坂
本
達
哉
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
―
勤
労
・
知
識
・
自
由
』（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）、
三
七
三
頁
。

（
９ 

）
犬
塚
元
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
‐
一
七
、
二
八
六
頁
。
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（
10 

）Ryu Susato, H
um

e’s Sceptical E
nlightenm

ent, Edinburgh U
niversity Press, 2015.

（
11 

）
萬
屋
博
喜
・
森
直
人
・
犬
塚
元
「
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
現
在
」、『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究　

第
三
八
号
』（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、
二
〇
一
五
年
）、
八
三

‐
九
四
頁
。

（
12 
）
犬
塚
元
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
三
頁
。

（
13 

）E. C. M
ossner, T

he Life of D
avid H

um
e, T

hom
as N

elson &
 Sons, 1954, pp. 73-75.

（
14 

）T
. xi. / 

邦
訳
一
五
頁
、T
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