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一

は
じ
め
に

本
書
の
著
者
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
は
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
哲
学
者
︑

聖
書
研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
︑
シ
オ
ニ
ス
ト
︵
ユ
ダ
ヤ
民
族
主
義
者
︶

で
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
著
者
に
と
っ
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
近
年
の
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
が
考
え
て
い
る
よ

う
な
政
治
的
病
で
は
な
い
と
い
う
︒
彼
に
と
っ
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
﹁
国
家
を
育
ん
だ
︑
誰
に
と
っ
て
も
関
わ
り
の
深
い
政
治
理
論
﹂︵
一

七
頁
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
記
す
︶
な
の
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
そ
う
し
た
シ
オ
ニ
ス
ト
で
も
あ
る
著
者
が
︑
聖
書
研
究
を

用
い
な
が
ら
︑
ほ
と
ん
ど
の
政
治
哲
学
者
が
忌
み
嫌
う
存
在
で
あ
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
国
民
国
家
の
擁
護
を
試
み
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ

る
︒と

こ
ろ
で
︑
本
書
の
著
者
で
あ
る
ハ
ゾ
ニ
ー
は
︑
二
〇
一
八
年
に
︑

当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
の
﹁
私
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
で
あ
る
﹂
発
言
を
擁
護
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
こ
の
ト
ラ
ン

プ
の
発
言
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
多
く
の
批
判
を
受
け

た
が
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
は
︑
そ
う
し
た
批
判
に
反
論
し
︑
ト
ラ
ン
プ
お
よ
び

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
心
人
物
で
あ
る
著
者
が
自
身
の
主

張
を
展
開
し
た
本
書
は
︑
大
き
な
話
題
を
呼
び
︑
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ

の
保
守
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
(１
)
る
︒
本
書
の
解
説
者
の
中
野
剛

志
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
の
変
化
に
︑
本
書

が
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
だ
け
で
も
︑
我
々
日
本
人

が
本
書
を
読
む
べ
き
理
由
と
し
て
は
十
分
﹂︵
四
頁
︶
だ
ろ
う
︒

以
下
で
は
︑
本
書
の
書
評
を
書
い
て
い
く
︒

二

本
書
の
概
要

ま
ず
︑
本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
︒

第
一
部
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
西
洋
の
自
由
﹂
で
は
︑
西
洋
の
政
治

に
お
い
て
は
︑
世
界
秩
序
の
二
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
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て
常
に
対
立
し
て
き
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
い
う
西
洋

の
政
治
に
お
け
る
二
つ
の
世
界
秩
序
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
︑
一
つ
は
自
由

で
独
立
し
た
﹁
国
民
国
家
﹂
か
ら
な
る
秩
序
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
人

類
を
た
だ
一
つ
の
﹁
帝
国
﹂
主
義
国
家
の
下
で
統
一
す
る
秩
序
で
あ
る
︒

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
︵
旧
約
聖
書
︶
を
起
源
と
す
る
国
民
国
家
の
秩
序

と
︑ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
政
治
思
想
で
も
あ
る
帝
国
の
秩
序
は
︑

有
史
以
来
争
い
を
繰
り
広
げ
て
き
た
が
︑
一
六
四
八
年
に
一
応
の
決
着

を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
が
結
ば
れ
三
十
年

戦
争
が
終
結
し
た
こ
と
で
︑
普
遍
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
帝
国
と
い
う
ビ

ジ
ョ
ン
が
敗
北
し
た
の
で
あ
る
︒

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
生
活
は
︑

著
者
が
﹁
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
構
造
﹂
と
呼
ぶ
秩
序
の
下
で
再
建
さ
れ
た
︒

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
を
起
源
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
構
造
は
︑
二
つ
の

原
則
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
原
則
と
は
︑
第
一
に
﹁
合
法
的
政

府
に
必
要
な
最
低
限
の
道
徳
規
範
﹂︵
す
べ
て
の
政
府
は
最
低
限
の
道

徳
と
し
て
モ
ー
セ
の
十
戒
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
︶
で
あ
り
︑
第
二
に
﹁
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
決
権
﹂
で
あ
っ
た
︒
著
者

に
よ
る
と
︑
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
の
政
治
秩
序
は
︑
こ
れ
ら
二
つ

の
原
則
の
緊
張
関
係
か
ら
な
る
秩
序
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
構
造
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
頃
ま
で
は
西
洋
の
政

治
の
基
盤
で
あ
り
つ
づ
け
た
が
︑
そ
の
大
戦
が
終
結
し
た
後
︑
著
者
が

言
う
と
こ
ろ
の
﹁
リ
ベ
ラ
ル
構
造
﹂
と
い
う
政
治
秩
序
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
実
際
に
は
帝
国
主
義
国
家
で
あ
る
は
ず
の
ナ

チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
提
唱
者
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
構
造
は
力
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
新
た
に
台
頭
し
た
リ
ベ
ラ
ル
構
造
は
︑
主
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
の
﹃
統
治
二
論
﹄
に
基
づ
く
秩
序
で
あ
る
︒
こ
の
構
造
で
は
︑
集
団

は
自
由
な
個
人
の
同
意
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
で
は
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
の

境
界
を
説
明
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
近
年
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
聖
書
の
伝
統

と
切
り
離
れ
た
こ
と
で
︑
国
民
国
家
は
必
要
な
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
︒
著
者
が
危
惧
す
る
の
は
︑
多
く
の

政
界
エ
リ
ー
ト
や
知
的
エ
リ
ー
ト
が
︑
こ
の
帝
国
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
著
者
に
よ

る
と
︑
彼
ら
は
︑
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
決
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
を
中
傷
す
る
な

ど
︑
異
な
る
意
見
に
対
し
て
不
寛
容
で
あ
る
︒

こ
の
リ
ベ
ラ
ル
構
造
に
対
し
て
︑
著
者
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い

る
︒
リ
ベ
ラ
ル
構
造
へ
の
反
対
派
は
︑
ネ
オ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
︑
ネ
オ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
︵
国
家
統
制
主
義
者
︶︑
保
守
主
義
的
︵
伝
統
主
義
的
︶

立
場
の
三
つ
に
分
か
れ
る
が
︑
著
者
が
と
る
の
は
保
守
主
義
的
立
場
で

あ
る
︒
彼
に
よ
る
と
︑
こ
の
立
場
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
構
造
の
二
つ

の
原
則
に
基
づ
き
︑
リ
ベ
ラ
ル
構
造
を
批
判
す
る
立
場
で
あ
る
︒
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第
二
部
﹁
国
民
国
家
と
は
何
か
﹂
で
は
︑
政
治
秩
序
の
最
善
の
形
態

と
は
︑
独
立
し
た
国
民
国
家
か
ら
な
る
秩
序
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
著
者
は
ま
ず
︑
政
治
哲
学
を
︑﹁
政
府
の
哲
学
﹂
と
﹁
政
治
秩

序
の
哲
学
﹂
の
二
つ
に
分
け
る
︒
一
方
の
政
府
の
哲
学
と
は
︑
国
家
を

前
提
と
し
て
︑
政
府
の
最
善
の
形
態
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
り
︑
も
う

一
方
の
政
治
秩
序
の
哲
学
と
は
︑﹁
政
治
秩
序
の
原
因
を
理
解
し
︑
そ
の

理
解
に
基
づ
い
て
︑
わ
た
し
た
ち
が
利
用
で
き
る
政
治
秩
序
の
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
を
見
つ
け
出
し
︑
そ
の
な
か
で
ど
れ
が
最
適
か
判
断
し
よ
う

と
す
る
も
の
﹂︵
七
九
頁
︶
で
あ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
ど
ち
ら
の
政
治

哲
学
も
有
用
な
も
の
で
は
あ
る
が
︑
政
府
の
哲
学
は
︑
結
束
し
独
立
し

た
国
家
を
自
明
の
も
の
と
み
な
し
て
し
ま
う
た
め
︑
そ
れ
を
維
持
す
る

た
め
の
努
力
に
注
意
を
払
わ
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
政
府

の
哲
学
が
有
用
で
あ
る
た
め
に
は
︑
結
束
し
独
立
し
た
国
家
は
い
か
な

る
政
治
秩
序
の
上
で
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
︑よ
り
根
本
的
な
探
究
︑

す
な
わ
ち
政
治
秩
序
の
哲
学
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
最
善
の
政
治
秩
序
の
形
態
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒
著
者

は
ま
ず
︑
強
力
な
組
織
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
を
考
察
す
る
︒
そ

の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
強
力
な
組
織
と
は
︑
個
人
が
そ
の
組
織
の
利
益
や

目
的
を
自
分
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
組
織
で
あ

る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
個
人
が
自
己
を
拡
張
し
︑
自
己
の
範
囲
内
に

そ
の
組
織
を
も
含
め
て
し
ま
う
組
織
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
組

織
を
︑﹁
相
互
の
忠
誠
﹂
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
組
織
と
呼
ぶ
︒

著
者
に
よ
る
と
︑ネ
イ
シ
ョ
ン
も
︑そ
の
よ
う
な
自
己
の
拡
張
に
よ
っ

て
生
じ
た
組
織
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
個
人
は
相
互
の
忠
誠
の
絆
に
よ
っ
て

家
族
を
構
築
す
る
︒
次
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
が
結
び
つ
い
て
︑
氏
族

が
生
ま
れ
︑
そ
の
氏
族
が
団
結
し
て
︑
部
族
が
形
成
さ
れ
る
︒
最
後
に
︑

部
族
同
士
が
結
び
つ
い
て
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
︒

国
家
の
誕
生
に
つ
い
て
は
︑
著
者
は
︑
二
つ
の
場
合
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
︒
そ
の
一
つ
は
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
内
の
部
族
の
連
合
が
自
由
国
家

を
樹
立
す
る
場
合
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
︑
専
制
国
家
が
外
国
人
を
征

服
す
る
場
合
で
あ
る
︒
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
︑
著
者
が
国
家
の
誕

生
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
社
会
契
約
論
的
な
説
明
を
退
け
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
自
由
な
個
人
が
同
意
に
よ
っ
て
政
府
を
樹
立
す

る
と
い
う
の
は
︑
お
と
ぎ
話
で
あ
り
︑
虚
構
な
の
で
あ
る
︒

著
者
は
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
﹁
国
民
国
家
﹂
こ
そ
が
︑
政

治
秩
序
の
最
善
の
形
態
だ
と
論
じ
て
い
る
︒
彼
は
︑
国
民
国
家
の
利
点

を
︑﹁
無
政
府
状
態
﹂
と
﹁
帝
国
﹂
と
い
う
両
極
の
政
治
秩
序
と
対
比
し

な
が
ら
︑
説
明
し
て
い
る
︒

ま
ず
︑
無
政
府
状
態
と
は
︑
氏
族
・
部
族
の
秩
序
で
あ
る
︒
こ
の
政

治
秩
序
で
は
︑
中
央
集
権
的
な
国
家
は
存
在
し
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
氏

族
や
部
族
間
で
の
戦
争
の
危
険
が
常
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
対
し

て
︑
帝
国
と
は
︑
人
類
を
包
摂
す
る
集
団
に
よ
る
秩
序
で
あ
る
︒﹁
帝
国
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秩
序
に
お
い
て
は
︑
す
べ
て
の
政
治
生
活
は
︑
見
ず
知
ら
ず
の
人
類
の

統
一
と
い
う
道
徳
的
原
理
に
根
ざ
し
て
﹂︵
一
一
八
︱
一
一
九
頁
︶
い
る

と
い
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
秩
序
で
は
︑
人
類
の
統
一
の
た
め
の

征
服
と
そ
れ
に
伴
う
荒
廃
が
横
行
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
政
治
秩
序
の
中
間
に
あ
る
の
が
︑
著
者
が
擁
護
す
る
国
民

国
家
の
秩
序
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
こ
の
第
三
の
秩
序
は
︑
無
政
府
状
態

や
帝
国
と
比
較
し
て
︑
多
く
の
利
点
を
有
し
て
い
る
と
論
じ
る
︒
彼
に

よ
る
と
︑
国
民
国
家
の
秩
序
で
は
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
内
的
統
合
へ
の
欲

求
が
氏
族
や
部
族
間
の
戦
争
を
抑
制
し
︑
対
外
征
服
と
い
う
発
想
へ
の

軽
蔑
や
力
の
均
衡
と
い
っ
た
教
義
が
征
服
を
抑
制
す
る
た
め
︑
ほ
か
の

二
つ
の
形
態
の
難
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
国
民
国
家
の
秩
序
は
︑
競
争
的
な
政
治
秩
序
や
個
人
の
自
由

な
ど
と
い
っ
た
利
点
も
も
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
競
争
的
な
政
治
秩
序
に

関
し
て
で
あ
る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
人
間
の
理
性
に
絶
対
の
信
頼
を

寄
せ
る
合
理
主
義
的
認
識
論
と
関
連
す
る
こ
と
の
多
い
帝
国
的
政
治
と

異
な
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
政
治
は
人
間
の
理
性
に
対
し
て
懐
疑
心

を
抱
く
経
験
主
義
的
認
識
論
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
経
験
主
義
的
な
立
場
を
と
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
秩
序
は
︑

各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
で
政
治
制
度
な
ど
に
つ
い
て

の
試
行
錯
誤
を
行
う
こ
と
を
期
待
す
る
︒
そ
の
よ
う
に
各
ネ
イ
シ
ョ
ン

が
競
争
し
な
が
ら
も
真
似
し
あ
う
こ
と
で
︑
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
自
国
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
個
人
の
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
帝
国
主
義
国
家

よ
り
も
国
民
国
家
の
方
が
︑
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
の
に
適
し
て
い

る
と
考
え
て
い
る
︒
国
民
国
家
で
は
︑
言
語
や
宗
教
の
共
有
︑
お
よ
び

戦
争
に
お
け
る
団
結
と
い
っ
た
事
実
に
由
来
す
る
相
互
の
忠
誠
心
が
︑

個
人
の
自
由
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
国
民
国
家
の
利
点
に
鑑
み
︑
著
者
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
築
き
︑
貴
重
な
遺
産
と

し
て
わ
た
し
た
ち
に
残
し
た
独
立
し
た
国
民
国
家
を
維
持
し
︑
強
化
す

る
と
い
う
困
難
な
作
業
に
従
事
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂︵
二
一
九
頁
︶︒

第
三
部
﹁
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
憎
悪
﹂
で
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

の
憎
悪
へ
の
非
難
に
対
し
て
︑帝
国
主
義
者
の
憎
悪
を
検
討
し
て
い
る
︒

著
者
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
︑
競
合
す
る
氏
族
や
部
族
間
の
憎
悪

や
ほ
か
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
憎
悪
を
生
み
出
す
こ
と
を
認
め
る
が
︑
帝

国
主
義
者
も
︑
そ
の
理
想
を
拒
む
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
憎
悪
を
抱
く

で
は
な
い
か
と
論
じ
る
︒
ま
た
︑
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
も
︑
こ
う
し
た
帝

国
主
義
の
憎
悪
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
批
判
す
る
︒

著
者
は
︑
こ
の
よ
う
に
リ
ベ
ラ
ル
派
も
帝
国
主
義
的
な
憎
悪
を
抱
い

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら
の
憎
悪
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒﹁
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
言
説
に
は
盲
点
が
あ
る
︒
普
遍
的
な
政
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治
秩
序
を
信
奉
す
る
た
め
︑
リ
ベ
ラ
ル
帝
国
主
義
者
た
ち
は
︑
憎
し
み

の
原
因
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
部
族
の
個
別
主
義
︵
あ
る
い
は
宗
教
︶
に
帰

す
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
普
遍
的
な
政
治
秩
序
の
達
成
と

い
う
願
望
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
生
じ
る
憎
し
み
を
見
落
と

し
た
り
︑
軽
視
し
た
り
し
て
い
る
﹂︵
二
五
九
頁
︶︒

終
章
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
﹂
で
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
美

徳
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
︑
ま
た
そ
れ
は

な
ぜ
生
じ
る
の
か
︒
著
者
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
︑
普
遍
主
義
者
の

革
命
家
と
部
族
の
忠
誠
主
義
者
と
の
中
間
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
着
目

し
て
い
る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
︑
部
族
の
忠
誠

主
義
者
と
同
じ
個
別
主
義
者
で
あ
る
た
め
︑
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
心
を

抱
い
て
お
り
︑
ま
た
普
遍
主
義
者
の
革
命
家
の
よ
う
に
︑
世
界
秩
序
全

体
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
場
合
は
国
民
国
家
か
ら
な
る
秩
序
全
体
へ
も

献
身
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
結
果
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
精
神
に
は
︑
第

一
に﹁
自
分
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
部
族
の
古
来
の
伝
統
へ
の
強
い
忠
誠
心
﹂

︵
二
七
二
頁
︶
が
︑
第
二
に
﹁
自
分
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
内
の
諸
部
族
の
伝
統

の
多
様
性
︑
お
よ
び
ほ
か
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
伝
統
の
多
様
性
の
自
覚
か

ら
生
じ
る
懐
疑
主
義
や
経
験
主
義
﹂︵
同
上
︶
が
存
在
し
︑
そ
れ
ら
の
間

に
は
緊
張
関
係
が
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
緊
張
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
成
果

こ
そ
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
で
あ
る
︒

著
者
は
︑﹁
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
︑
自
分
た
ち
の
針
路
を
決
定

し
︑
可
能
な
場
合
に
は
ほ
か
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
利
益
を
も
た
ら
し
︑
た

だ
し
︑
ほ
か
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
自
分
た
ち
の
支
配
と
法
律
を
力
ず
く
で

押
し
つ
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
に
︑
真
の
道
徳
的
成
熟
に
到
達
す

る
﹂︵
二
七
四
頁
︶
と
論
じ
る
︒
彼
に
よ
る
と
︑
成
熟
の
た
め
に
も
︑
わ

た
し
た
ち
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
由
と
独
立
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
︒

三

本
書
の
意
義

本
書
は
︑
大
変
意
義
深
い
研
究
で
あ
る
︒
本
稿
第
一
節
で
言
及
し
た

意
義
以
外
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
を
有
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
さ

し
あ
た
り
三
点
を
提
示
し
て
お
き
た
い
︒

一
つ
目
の
意
義
は
︑﹁
帝
国
﹂
と
﹁
国
民
国
家
﹂
と
い
う
区
分
に
基
づ

き
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
史
研
究
者

の
井
上
弘
貴
や
公
共
政
策
学
者
の
杉
谷
和
哉
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
︑
本
書
の
特
徴
は
︑
帝
国
と
国
民
国
家
︑
帝
国
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
の
対
比
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
(２
)
る
︒

こ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
自
体
︑非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
︑

こ
の
区
分
が
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
︑
本
書
の
解
説
者
の
施
光
恒
が
述
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べ
て
い
る
よ
う
に
︑
著
者
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
帝
国
と
み
な
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
本
書
の
議
論
を
基
盤
と
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
以

後
の
世
界
秩
序
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
わ
け
で
あ
る
︵
二
八
四
︱
二
八
五
頁
︶︒

二
つ
目
の
意
義
は
︑
既
存
の
政
治
理
論
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
行
わ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
︒
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
で
著
者
は
︑
現

代
の
政
治
哲
学
者
の
趨
勢
を
占
め
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
や
社
会
契
約
論
者

を
批
判
し
て
い
る
︒

著
者
の
批
判
と
は
端
的
に
言
え
ば
︑
従
来
の
政
治
理
論
の
前
提
が
現

実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
批
判
で
あ
る
︒
今
後
は
︑
本
書
を
参
考

に
し
な
が
ら
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
集
団
︑
さ
ら
に
言
え
ば
そ
の
文

化
や
伝
統
に
帰
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
を
前
提
に
︑
社
会
や
国
家
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
(３
)
う
︒

三
つ
目
の
意
義
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂

論
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒

本
書
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
は
異
な
る
点
も
あ
る
が
︑

著
者
は
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
の
議
論
を
何
度
か
参
照
し

て
お
り
︑
近
い
点
も
多
い
︒
た
と
え
ば
︑
国
民
国
家
こ
そ
が
個
人
の
自

由
を
保
護
す
る
の
に
適
し
た
政
治
的
単
位
だ
と
考
え
て
い
る
点
は
︑
両

者
の
類
似
点
で
あ
る
が
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
価
値
を
重
視
し
て
い
る
一
方
で
︑
著
者
が
そ
れ
を
批
判
し
て
い

る
の
は
︑
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒

た
だ
︑
解
説
者
の
中
野
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
︑
著
者
は
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
政
治
秩
序
の
哲

学
﹂
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
︵
八
︱
九
頁
︶︒
中
野
に
よ
れ
ば
︑
た
と
え
ば
保
守
主
義
は
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
対
立
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
異
な
る︵
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
政
府
の
哲
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

保
守
主
義
は
政
治
秩
序
の
哲
学
︶
の
で
あ
る
︒
中
野
は
︑
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
︒﹁
政
治
秩
序
と
は
︑本
質
的
に
︑非
リ
ベ
ラ
ル
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
す
べ
て
の
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
形
態
は
︑
非
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治

秩
序
を
基
礎
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
形
態
を

成
立
さ
せ
る
非
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
秩
序
こ
そ
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
が
擁
護
す
る

﹃
国
民
国
家
﹄
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂︵
七
︱
八
頁
︶︒
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
が
な
け
れ
ば

成
り
立
た
な
い
と
考
え
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
考
え
方
は
︑
本
書
の
政

府
の
哲
学
と
政
治
秩
序
の
哲
学
と
い
う
区
別
を
参
照
し
た
方
が
よ
り
説

得
力
を
も
っ
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
著
者
は
国
民
国
家
の
秩
序
の
利
点
と
し
て
︑
競
争
的
な
政
治

秩
序
で
あ
る
点
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
議
論
も
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
論
の
発
展
に
と
っ
て
有
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
リ
ベ
ラ

ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
問
題
点
の
一
つ
は
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
の
関

― 84 ―



係
が
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
(４
)
が
︑
競
争
し
な
が
ら
も
真

似
し
あ
う
国
民
国
家
と
い
う
説
明
は
︑
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
も
説

得
力
の
あ
る
説
明
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

四

本
書
の
難
点

以
上
の
よ
う
に
︑
本
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
を
有
す
る
研
究
で
あ
る

が
︑
難
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
二
点
を
示
し
た
い
︒

一
つ
目
の
難
点
は
︑
本
書
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
理
解
は
一
面
的

だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
著
者
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
理
解
に
つ
い
て
は
前

節
で
も
確
認
し
た
が
︑
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
︒

著
者
は
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
︑
普
遍
主
義
的
で
帝
国
主
義
的
な
思
想

と
み
な
し
て
い
る
が
︑そ
れ
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
︒

た
と
え
ば
政
治
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
︑

﹁
普
遍
的
レ
ジ
ー
ム
を
め
ざ
す
自
由
主
義
﹂
と
﹁
平
和
的
共
存
の
自
由
主

義
﹂
と
に
区
別
し
て
い
(５
)
る
︒
グ
レ
イ
に
よ
れ
ば
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
が
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
を
規
定
す
る
際
に
主
に
引
用
し
て
い
る
ロ
ッ
ク
は
︑
あ
く
ま
で

も
前
者
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
提
唱
者
だ
と
い
う
︒
こ
の
区
別
の
妥
当
性

は
こ
こ
で
は
検
討
し
な
い
が
︑
著
者
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
側
面
を
過

度
に
強
調
し
て
お
り
︑
そ
の
ほ
か
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
側
面
に
も
よ
り

焦
点
を
当
て
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒

二
つ
目
の
難
点
は
︑
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
批
判
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
自
己
の
拡
張
に
よ
っ
て
ネ

イ
シ
ョ
ン
が
生
じ
た
と
考
え
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
現
在
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
論
で
は
傍
流
の
見
解
で
あ
る
︒
近
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で

は
︑
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
に
よ
る
近
代
主
義
的
な
説
明

が
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
起
源
に
関
す
る
主
流
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
︒
著

者
は
本
書
の
な
か
で
︑
こ
の
近
代
主
義
者
の
議
論
に
一
つ
の
注
で
し
か

言
及
し
て
お
ら
ず
︑
あ
ま
り
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
︑
も

う
少
し
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
(６
)
る
︒

た
だ
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
著
者
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
起
源
の

説
明
に
際
し
て
︑
軍
事
史
家
の
ア
ザ
ー
・
ガ
ッ
ト
の
歴
史
学
的
な
議
論

を
援
用
す
る
な
ど
し
て
お
(７
)
り
︑
本
書
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
十
分
に

学
術
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
の

は
︑
本
書
の
議
論
の
説
得
力
を
上
げ
る
た
め
に
も
︑
著
者
は
近
代
主
義

者
の
説
明
を
丁
寧
に
批
判
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
︒

五

寛
容
な
対
話
を
め
ざ
し
て
︱
︱
む
す
び
に
か
え
て
︱
︱

以
上
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
書
は
大
変
優
れ

た
研
究
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
最
後
に
も
う
一
つ
本
書
の
重
要
な
主
張
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を
取
り
上
げ
て
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
︒

著
者
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
不
寛
容
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
際
︑
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
教
義
に
う
ま
く
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
さ
れ
た
個
人

や
集
団
︑
意
見
な
ど
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
活
動
に
言
及
し
て
い
る
︒
著

者
に
よ
る
と
︑
こ
う
し
た
活
動
は
︑
か
つ
て
は
大
学
の
言
説
の
み
に
向

け
ら
れ
て
い
た
が
︑
最
近
は
そ
の
ほ
か
の
公
共
の
場
に
も
向
け
ら
れ
て

い
る
︒
こ
う
し
た
状
況
を
︑
彼
は
﹁
西
洋
の
民
主
主
義
国
家
は
急
速
に

１
つ
の
大
き
な
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
な
り
つ
つ
あ
る
﹂︵
六
六
頁
︶
と
表

現
し
て
い
る
︒

当
然
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
不
寛
容
な
現
状
は
健
全
な
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
︒
リ
ベ
ラ
ル
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
︑
あ
る
程
度
の
憎
悪
を

抱
い
て
し
ま
う
の
は
仕
方
な
い
だ
ろ
う
が
︑
お
互
い
が
異
な
る
意
見
に

も
耳
を
傾
け
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
対
話

を
め
ざ
す
上
で
︑
現
在
の
社
会
の
不
寛
容
さ
を
描
い
た
本
書
は
︑
重
要

な
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
︒
本
書
の
読
者
に
よ
っ
て
︑
た
と
え
ば
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
︒

注︵
１
︶
ト
ラ
ン
プ
発
言
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
︑
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の

保
守
派
に
お
け
る
本
書
の
影
響
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
会
田
弘

継
﹁
ト
ラ
ン
プ
政
権
を
取
り
囲
む
思
想
潮
流
を
考
え
る
︱
︱
反
・

レ
ー
ガ
ン
主
義
と
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
の
興
隆
﹂︵
久
保
文
明
編
﹃
ト

ラ
ン
プ
政
権
の
対
外
政
策
と
日
米
関
係
﹄
日
本
国
際
問
題
研
究
所
︑

二
〇
二
〇
年
︑
一
二
︱
一
三
頁
)
;
井
上
弘
貴
﹃
ア
メ
リ
カ
保
守
主

義
の
思
想
史
﹄︵
青
土
社
︑
二
〇
二
〇
年
︶︑
二
五
一
︱
二
六
〇
頁

を
参
照
の
こ
と
︒

︵
２
︶
参
照
︑
同
右
︑
二
五
四
頁

;
杉
谷
和
哉
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美

徳
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
失
敗
﹂﹃
ひ
ら
く
﹄︑
第
五
号
︑
二
〇
二
一

年
︑
二
八
八
頁
︒

︵
３
︶
参
照
︑
岩
田
温
・
施
光
恒
︵
対
談
︶﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
﹂

﹃
W
iLL
﹄︑
第
二
〇
三
号
︑
二
〇
二
一
年
︑
二
九
六
︱
三
〇
七
頁
︒

︵
４
︶
See
e.g.Y
oung,I.M
.,“Self-D
eterm
ination
and
G
lobal

D
em
ocracy:
A
C
ritique
of
Liberal
N
ationalism
,”
in

Shapiro,I.and
M
acedo,S.(eds.),D
esigning
D
em
ocratic

Institutions
(N
ew
Y
ork:
N
ew
Y
ork
U
niversity
Press,

2001),pp.161-162.

︵
５
︶
参
照
︑
グ
レ
イ
︑
ジ
ョ
ン
︵
松
野
弘
監
訳
︶﹃
自
由
主
義
の
二
つ

の
顔
︱
︱
価
値
多
元
主
義
と
共
生
の
政
治
哲
学
︱
︱
﹄︵
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
二
頁
︒

︵
６
︶
See

Luban,
D
.,
“T
he

M
an

B
ehind

N
ational

C
onservatism
,”
T
he
N
ew
R
epublic,July
26,2019.

︵
７
︶
ガ
ッ
ト
の
文
献
と
し
て
は
︑
G
at,A
.,N
ations:
T
he
L
ong

H
istory
and
D
eep
R
oots
of
P
olitical
E
thnicity
and

N
ationalism
(C
am
bridge:
C
am
bridge
U
niversity
Press,

2013)
を
参
照
の
こ
と
︒
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