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本
稿
は
、
十
七
世
紀
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
後
半
期
、
Ｏ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
（O

liver Crom
w
ell, 1599-1658

）
が
成
文
憲
法
「
統

治
章
典
」（
一
六
五
三
年
十
二
月
十
六
日
発
布
）
に
よ
っ
て
樹
立
し
た
護
国
卿
体
制
（the Protectorate, 1653-59

）
下
で
活
動
し
た

共
和
派
（Com

m
onw

ealth-m
en

）
の
政
治
理
念
を
、
同
時
代
の
歴
史
的
・
政
治
思
想
史
的
文
脈
に
即
し
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る

（
１
）

。

　

こ
の
体
制
に
お
い
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
就
任
し
た
護
国
卿
（Lord Protector

）
は
、
一
院
制
の
議
会
と
立
法
権
を
共
有
し
、
国
務

会
議
（Council

）
の
補
佐
で
執
行
権
を
行
使
す
る
終
身
の
官
職
で
あ
っ
た

（
２
）

。
そ
れ
に
は
ま
た
、
陸
海
軍
の
指
揮
権
と
戦
争
・
講
和
・

外
交
に
関
す
る
強
力
な
権
限
が
付
与
さ
れ
た
ほ
か

（
３
）

、
緊
急
時
に
お
け
る
法
の
改
変
・
廃
止
・
制
定
、
そ
し
て
人
民
へ
の
課
税
等
に
関
す

る
主
導
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た

（
４
）

。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
そ
れ
は
通
俗
的
に
は
、
国
王
殺
し
（regicide

）
の
簒
奪
者
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
へ

の
権
力
の
集
中
と
そ
の
暴
政
が
最
も
露
骨
に
現
れ
出
た
体
制
だ
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

（
５
）

。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
に
お
け
る
ク



一
二
四

ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
を
さ
ら
に
遡
っ
て
み
る
と
、
彼
の
歴
史
的
評
価
を
初
め
て
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
試
み
を
為
し
た
と
言
わ
れ
る
Ｔ
・
カ
ー
ラ

イ
ル
以
前
に
お
い
て
さ
え

（
６
）

、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
支
配
に
対
す
る
評
価
は
決
し
て
圧
政
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い

（
７
）

。

こ
こ
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
暴
君
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
像
の
原
型
を
最
初
に
作
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
一
六
五
〇
年
代
の
共

和
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
極
め
て
漠
然
と
し
た‘Com

m
onw

ealth-m
en ’

と
い
う
用
語
に
、
王

制
な
い
し
「
一
人
支
配
」（one-m

an rule

）
の
否
定
と
議
会
主
権
の
支
持
を
表
明
す
る
一
派
、
す
な
わ
ち
共
和
主
義
者
と
い
う
意
味

が
明
確
に
付
与
さ
れ
た
の
は
、
一
六
五
三
年
の
春
か
ら
五
四
年
の
前
半
期
に
か
け
て
の
、
護
国
卿
体
制
の
成
立
期
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
一
六
四
九
年
一
月
の
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
を
受
け
て
、
同
年
三
月
に
発
布
さ
れ

た
「
国
王
も
貴
族
院
も
な
い
、…
…
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
し
て
自
由
な
国
家
」
の
宣
言
（
い
わ
ゆ
る
共
和
国
宣
言
）
に
よ
っ
て
始
ま
る

（
８
）

。 

当
初
こ
の
体
制
を
公
式
に
支
え
た
の
は
所
謂
一
院
制
の
ラ
ン
プ
議
会
（
残
部
議
会
）、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
軍
に
背
く
保
守
的

な
多
数
派
の
議
員
（
政
治
的
長
老
派
）
を
粛
清
し
（
一
六
四
八
年
十
二
月
の
プ
ラ
イ
ド
大
佐
の
粛
清
）、
さ
ら
に
は
貴
族
院
を
廃
止

（
一
六
四
九
年
三
月
）
し
た
後
の
「
残
骸
」（Rum

p
）
と
化
し
た
議
会
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
成
立
経
緯
か
ら
し
て
、
こ
の
「
自
由

な
国
家
」
の
出
現
が
軍
の
暴
力
に
負
う
て
い
た
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
制
の
正
当
性
に
自
信
を
持
て
な
い
ラ

ン
プ
議
会
が
取
っ
た
策
は
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
Ｊ
・
ミ
ル
ト
ン
（John M

ilton, 1608-74

）
と
Ｍ
・
ニ
ー
ダ
ム
（M

archam
ont 

N
edham

, 1620-78

）
と
い
う
二
人
の
腕
利
き
の
広
報
官
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
「
共
和
国
臣
従
契
約
」

（Engagem
ent

）
の
強
制
で
あ
っ
た
。
ご
く
概
括
的
に
述
べ
れ
ば
、
前
者
か
ら
は
主
と
し
て
古
典
的
共
和
主
義
の
言
説
に
よ
る
体
制

の
弁
護
論
が
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
連
な
る
契
約
の
原
理
に
立
脚
し
て
い
た

（
９
）

。
し
か
し
、
も
ち
ろ

ん
両
者
の
言
説
は
至
る
所
で
交
錯
し
て
お
り
、
明
快
に
二
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
二
つ
の
言
説
の
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ロ
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一
二
五

協
働
な
ら
ぬ
混
在
の
な
か
に
こ
そ
、
一
六
五
〇
年
代
の
共
和
派
の
理
念
の
基
本
性
格
を
読
み
取
る
鍵
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

護
国
卿
体
制
の
形
成
は
、
一
六
五
一
年
九
月
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
反
革
命
勢
力
の
制
圧
を
終
え
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
の
ロ
ン
ド
ン
帰
還
後
、
ラ
ン
プ
議
会
の
脆
弱
な
正
当
性
を
解
消
す
る
た
め
に
総
選
挙
を
望
む
軍
と
、
逆
に
軍
の
削
減
計
画
を
持
ち
だ

し
た
ラ
ン
プ
議
会
と
の
対
立
が
端
緒
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
議
会
の
中
心
人
物
が
後
に
共
和
派
の
代
表
格
と
目
さ
れ
る
Ｈ
・
ヴ
ェ
ー

ン
（H

enry V
ane the Y

ounger, 1613-62

）
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
五
三
年
四
月
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
議
会
の
武
力
解

散
を
断
行
し
、
同
年
七
月
に
は
彼
と
軍
の
士
官
会
議
（Council of O

ffi
cers

）
と
が
指
名
す
る
一
四
〇
人
の
議
員
で
構
成
さ
れ
る
「
指

名
議
会
」
を
誕
生
さ
せ
る
が
、
こ
の
議
会
の
活
動
に
す
ら
満
足
で
き
な
い
軍
は
同
年
十
二
月
に
国
家
の
全
権
力
を
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
移

譲
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
上
初
の
成
文
憲
法
「
統
治
章
典
」
の
規
定
に
基
づ
い
て
護
国
卿
に
就
任
す
る
の
は
、

そ
の
数
日
後
で
あ
る
。
そ
し
て
共
和
派
は
、
こ
の
一
連
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
行
動
を
批
判
す
る
人
々
に
付
さ
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た）

（1
（

。
彼

ら
は
共
和
国
の
大
義
を
裏
切
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
、
公
共
善
に
背
い
て
私
的
利
益
の
追
求
に
権
力
を
用
い
た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
暴

君
の
腐
敗
し
た
姿
を
投
影
さ
せ
た
。
護
国
卿
体
制
を
廃
止
し
、
一
六
四
九
年
当
初
の
「
自
由
な
国
家
」
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
彼
ら
の

行
動
の
名
目
に
な
っ
た
。
こ
の
理
念
は
、
特
に
五
六
年
以
後
、「
古
き
良
き
大
義
」（good old cause

）
（（
（

）
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
象
徴

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
共
和
派
の
理
念
の
解
明
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
れ
と
一
九
四
九
年
の
共
和
国
の
政
治
原
理
と
の
関
係
を
問
う
こ

と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
は
、
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
確
た
る
政
治
理
念
に
基
づ
い
て
構

築
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、「
自
由
な
国
家
」
は
軍
の
強
権
に
よ
っ
て
デ
・
フ
ァ
ク
ト
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
共
和
主
義
の
政
治
原
理
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
全
く
な
い）

（1
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
既



一
二
六

成
事
実
と
し
て
存
在
す
る
共
和
国
を
事
後
的
に
ど
う
正
当
化
し
、
あ
る
い
は
改
善
す
る
か
が
そ
こ
で
の
共
和
主
義
の
中
心
内
容
に
据
え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
和
主
義
が
厳
し
く
既
存
の
現
実
の
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、（
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
そ
れ
が
「
言
語
で
あ
り
、プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば）

（1
（

）
逆
に
現
実
か
ら
遊
離
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
、

せ
い
ぜ
い
現
実
の
外
在
的
批
判
を
旨
と
す
る
風
刺
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
な
か
に
居
場
所
を
求
め
る
存
在
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
護
国
卿
の
一
人
支
配
と
暴
政
へ
の
批
判
を
旨
と
し
た
共
和
派
の
理
念
が
、

そ
の
内
実
は
護
国
卿
体
制
の
構
造
と
原
理
に
著
し
く
規
定
さ
れ
、
依
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る）

（1
（

。
さ
ら
に
言
え

ば
、
共
和
派
の
共
和
主
義
は
護
国
卿
体
制
の
提
供
す
る
枠
組
み
の
な
か
で
初
め
て
明
確
な
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
現
実
へ
の
着
床
を
目
指

し
う
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
護
国
卿
体
制
こ
そ
共
和
国
の
大
義
を
裏

切
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
そ
れ
を
体
現
せ
ん
と
し
た
体
制
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
「
共
和
派
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
主
題
に
取
り
上
げ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
も
護
国
卿

体
制
崩
壊
か
ら
王
政
復
古
に
至
る
混
沌
期
を
描
き
出
す
際
に
欠
か
せ
な
い
素
材
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
し
ば
し
ば
歴
史
家
た
ち
に
注

目
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
ま
た
彼
ら
は
、
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
（Jam

es H
arrington, 1611-1677

）、
Ｍ
・
ニ
ー
ダ
ム
、
Ｊ
・
ミ
ル
ト
ン
と
い
っ

た
当
時
の
共
和
主
義
政
治
思
想
の
「
カ
ノ
ン
」）

（1
（

の
背
景
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た）

（1
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に

お
い
て
、
彼
ら
は
「
共
和
派
」
と
呼
び
得
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
思
想
集
団
と
み
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
護
国
卿
の
一
人
支
配
に
異
議
を
唱
え
て
蟷
螂
の
斧
を
揮
う
人
々
、
あ
る
い
は
不
可
避
的
に
迫
る
王
制
復
古
を
時
代
錯

誤
的
に
阻
止
せ
ん
と
す
る
人
々
を
、
便
宜
的
に
一
括
し
て
指
し
示
す
用
語
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
貫
性
や
共
通
の
思
想
的
背
景
が
真
剣
に
探
求
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
こ
う
し
た
彼
ら
に
対
す
る
従
来
の
粗
雑
な
扱
い
を
超
え
て
、
護
国
卿
体
制
下
の
共
和
主
義
の
基
本
性
格



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
二
七

の
探
究
と
い
う
観
点
か
ら
、
彼
ら
の
政
治
思
想
史
的
意
義
を
究
明
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
直
ち
に
Ｃ
・
ロ
ビ
ン
ズ
の
古
典
的
研
究
、
す
な
わ
ち
『
十
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
マ
ン
』
と
そ
の

姉
妹
編
と
も
言
う
べ
き
同
編
著
『
二
つ
の
英
国
共
和
主
義
ト
ラ
ク
ト
』
が
想
起
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い）

（1
（

。
彼
女
こ
そ
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

＝
マ
ン
（
メ
ン
）
と
い
う
用
語
を
最
も
早
く
政
治
思
想
史
の
中
心
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
導
入
せ
ん
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
Ｊ
・
Ｇ
・

Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』）

11
（

に
先
立
っ
て
、
十
八
世
紀
英
米
に
お
け
る
上
記
の
共
和
主
義
政
治
思
想

の
「
カ
ノ
ン
」
の
意
義
を
強
調
し
た
思
想
史
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ビ
ン
ズ
の
研
究
に
依
拠
し
て
十
七
世
紀
の
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン
を
解
釈
す
る
こ
と
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
ひ
と
つ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ロ
ビ
ン
ズ
の
研
究

の
重
点
が
十
八
世
紀
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は
そ
の
視
座
か
ら
十
七
世
紀
政
治
思
想
が
ひ
と
括
り
に
捉
え
ら
れ
て
、
そ
の
解

釈
と
評
価
が
施
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
分
水
嶺
と
も
言
え
る
国
王
空
位
期
と
王
制
復
古
期

と
の
間
の
政
治
思
想
の
質
的
相
違
を
明
瞭
に
捉
え
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
は
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
『
十
八
世

紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
マ
ン
』
の
副
題
に
現
れ
る
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
王
制
復
古
か
ら
十
三
植
民
地
と
の
戦
争
に
至
る
英
国
自
由

主
義
思
想
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
自
由
主
義
と
共
和
主
義
と
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
自
覚
的
に
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
権
理
論
や
契
約
論
の
系
譜
に
あ
る
自
由
主
義
と
の
区
別
に
依
拠
し
た
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
や
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー

や
Ｂ
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
共
和
主
義
解
釈
の
影
響
を
受
け
た
世
代
に
は
容
易
に
得
心
の
い
か
な
い
思
想
史
叙
述
で
あ
ろ
う）

1（
（

。
ロ
ビ
ン
ズ
の

言
う
「
十
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
マ
ン
」
は
名
誉
革
命
の
公
式
原
理
と
な
っ
た
ホ
ィ
ッ
グ
主
流
派
の
寡
頭
支
配
体
制
か
ら
は
み

出
た
「
古
き
ホ
ィ
ッ
グ
」（O

ld W
hig

）
あ
る
い
は
「
真
正
ホ
ィ
ッ
グ
」（Real W

hig

）
の
系
譜
に
位
置
す
る
思
想
家
、活
動
家
で
あ
っ

た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
思
想
の
中
核
は
混
合
政
体
（
ゴ
シ
ッ
ク
政
体
）
論
、
被
治
者
の
同
意
に
よ
る
統
治
の
原
則
、
反
暴
政
論
、

官
職
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
、
腐
敗
の
観
点
か
ら
の
反
党
派
政
治
、
宗
教
的
寛
容
論
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を



一
二
八

経
て
合
衆
国
憲
法
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
政
治
原
理
の
形
成
に
、

ロ
ビ
ン
ズ
思
想
史
学
に
お
い
て
は
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

））
も
重
要
な
「
カ
ノ
ン
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、
叙
述

の
中
心
か
ら
決
し
て
外
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
仕
事
の
ひ
と
つ
の
意
義
は
、
ロ
ビ
ン
ズ
に
お
い
て
共
和
主
義
的

要
素
と
自
由
主
義
的
要
素
が
未
分
化
に
さ
れ
て
い
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
マ
ン
の
政
治
思
想
か
ら
、
と
く
に
前
者
の
意
味
と
意
義
を
抽

出
し
、
そ
の
思
想
的
淵
源
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
建
国
の
理
念
を
検
証
し
て
見
せ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
彼
の
思
想
史
学
に
お
い
て
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
契
約
概
念
と
ロ
ッ
ク
の
契
約
説
と
の
連
関
が
「
神
話
」
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
の
も
、
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る）

11
（

。
そ
し

て
、
過
去
四
十
年
に
お
け
る
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
へ
の
諸
々
の
批
判
の
な
か
で
も
際
立
っ
て
い
た
の
が
、
主
に
ア

メ
リ
カ
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
、
こ
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
扱
い
の
粗
雑
さ
へ
の
批
判
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
古

典
的
共
和
主
義
あ
る
い
は
政
治
的
人
文
主
義
と
い
っ
た
、
他
と
は
区
別
さ
れ
る
独
自
の
思
想
的
潮
流
と
い
う
も
の
が
近
代
世
界
に
本
当

に
存
在
し
た
の
か
と
い
う
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
な
い
し
ス
キ
ナ
ー
の
テ
ー
ゼ
の
根
幹
を
揺
り
動
か
す
よ
う
な
問
題
提
起
と
並
走
す
る
形
で
進

ん
で
い
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
近
世
共
和
主
義
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
を
巡
る
論
争
を
介
し
て
、
再
び
自
由
主
義
と
の
「
未
分
化
」
の
状

態
に
回
帰
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

共
和
主
義
の
思
想
史
を
書
く
取
り
組
み
は
、
こ
れ
ま
で
も
な
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
た
だ
し
、
対
象
と
す
る
時
代
と
地
域
を
広
げ
て
包
括
的

な
作
品
を
書
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
か
ら
「
共
和
主
義
」
が
表
象
す
る
外
延
が
広
が
り
、
結
果
的
に
そ
れ
と
隣
接
す
る
諸
思
潮

と
の
差
別
化
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
当
面
考
察
の
焦
点
を
限
ら
れ
た
時
期
の
一
定
の
諸
条
件

の
下
で
展
開
さ
れ
た
思
想
に
合
わ
せ
、
そ
れ
が
状
況
の
推
移
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
質
す
る
か
を
追
う
と
い
う
手
法
を
取
っ
た
。
そ

の
際
に
注
意
し
た
い
の
は
、
十
七
世
紀
中
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る‘republic’

あ
る
い
は‘com

m
onw

ealth’

と
い
う
概
念

と
現
実
に
存
在
し
た
共
和
政
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
元
来
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
な
く
、
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内
戦
の
結
果
と
し
て
偶
然
的
に
成
立
し
た
も
の
だ
と
し
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
共
和
主
義
が
王
制
の
没
落
の
原
因
と
し
て
働
い
た
と

い
う
よ
り
、
あ
る
意
味
で
王
制
の
没
落
が
人
々
を
共
和
主
義
者
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
ウ
ォ
ー
デ
ン
も
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
共
和
主
義
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
戦
の
創
造
物
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
う）

11
（

。
つ
ま
り
、
十
七
世
紀
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
共
和
主
義
は
一
六
四
九
年
の
国
王
処
刑
と
共
和
政
体
の
出
現
を
待
っ
て
始
動
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
見
解
は
、

研
究
者
た
ち
の
間
で
今
日
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
共
和
国
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
六
四
七
年
か
ら
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
中
心
と
す
る
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
軍
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
間
で
練
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
『
人
民
協
約
』、『
軍
の
抗
議
』、

『
士
官
人
民
協
約
』
を
経
て
、
最
終
的
に
護
国
卿
体
制
の
成
文
憲
法
「
統
治
章
典
」
へ
と
結
実
す
る
契
約
論
を
基
調
に
し
た
政
治
理
念

の
流
れ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
国
王
空
位
期
に
始
動
す
る
ニ
ー
ダ
ム
、
ミ
ル
ト
ン
、
ハ
リ
ン
ト
ン
ら
の
共
和
主
義
と
は
区
別
さ

れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
共
和
主
義
と
し
て
捉
え
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
共
和
主
義
が
融
合
す
る
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
一
六
五
四
年
か
ら

の
護
国
卿
体
制
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、本
稿
が
論
証
し
よ
う
と
す
る
仮
説
の
眼
目
で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、我
々

は
王
制
復
古
期
の
Ｈ
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ル
（H

enry N
eville, 1620-1694

）、
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
（A

lgernon Sidney, 1623-1683

）
ら
の
共

和
主
義
（
ネ
オ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
）、
そ
し
て
十
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
マ
ン
た
ち
の
政
治
思
想
の
基
本
性
格
を
も
よ
り
明

快
に
理
解
で
き
る
視
座
を
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
以
上
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ま
ず
一
六
四
九
年
の
「
自
由
な
国
家
」
の
意
味
を
、
そ
れ
を
巡
る
二
つ
の
共

和
主
義
の
言
語
に
即
し
て
考
察
す
る
。
次
い
で
そ
れ
ら
が
護
国
卿
体
制
下
で
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
共
和
派
の
理

念
が
形
成
さ
れ
る
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
共
和
制
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
、
や
は
り
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
国
教
会
制
度
改
変
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
示
し
て
い
き
た
い
。



一
三
〇

二
、
二
つ
の
共
和
主
義

　

先
に
一
六
四
九
年
に
出
現
し
た
「
自
由
な
国
家
」
の
正
当
性
を
巡
っ
て
は
、
古
典
的
共
和
主
義
と
契
約
論
と
い
う
二
種
類
の
言
説
が

関
わ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
後
者
の
「
共
和
国
臣
従
契
約
」
に
関
し
て
は
様
々
な
立
場
の
論
者
が
加
わ
っ
た
一
大
論
争
が
起
こ
っ
た
。
危

機
的
な
状
況
に
臣
民
の
忠
誠
宣
誓
を
求
め
る
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
伝
統
的
な
手
法
で
あ
っ
た
が）

1（
（

、
こ
の
「
臣
従
契
約
」
が
か

つ
て
な
い
規
模
の
物
議
を
醸
し
た
の
は
、「
国
王
殺
し
」
と
国
制
の
破
壊
と
を
如
何
に
正
当
化
し
う
る
か
と
い
う
深
刻
な
決
議
論
的
難

題
へ
の
解
答
を
契
約
（
署
名
）
当
事
者
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
こ
で
ひ
と
際
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
が
、
デ
・
フ
ァ
ク
ト
理
論

で
あ
っ
た
。
長
老
派
議
員
で
あ
り
な
が
ら
「
契
約
」
に
署
名
し
た
Ｆ
・
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
無
秩
序
の
回
避
こ
そ
が
最
重
要
課

題
な
の
で
あ
っ
て
、
現
行
の
権
力
が
不
正
で
あ
る
こ
と
は
服
従
を
拒
む
理
由
に
は
な
ら
な
い）

11
（

。
こ
れ
は
、
現
政
権
へ
の
服
従
行
為
は
正

邪
や
罪
の
問
題
か
ら
自
由
な
「
無
規
定
事
項
」（adiaphora

）
だ
と
す
る
示
唆
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
プ
議
会
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
ニ
ー

ダ
ム
と
な
る
と
さ
ら
に
露
骨
な
議
論
が
現
れ
る
。
彼
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
の
主
張
』
の
な
か
で
、「
剣
の
力
こ
そ
が
統
治
権
の
礎
」

で
あ
り
、
人
々
の
服
従
義
務
は
統
治
権
力
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
負
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
否
定
す
れ
ば
保
護
も
秩

序
も
成
り
立
た
な
い
と
主
張
す
る）

11
（

。
こ
こ
か
ら
彼
が
導
き
出
す
の
が
征
服
理
論
で
あ
っ
た
。
い
わ
く
、
征
服
者
は
被
征
服
者
の
意
志
を

考
慮
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
そ
の
地
域
で
機
能
し
て
い
た
法
や
国
制
に
従
う
必
要
も
な
く
、
た
だ
自
ら
の
保
全
に
最
も
役
立
つ
統

治
形
態
を
樹
立
し
て
よ
い）

11
（

。
彼
は
こ
の
原
則
か
ら
内
戦
に
勝
利
し
た
現
政
権
を
征
服
者
と
位
置
づ
け
、
被
征
服
民
の
「
同
意
」
で
は
な

く
、「
獲
得
方
式
」（by w

ay of acquisition

）
に
よ
る
統
治
権
力
の
正
統
性
を
前
面
に
押
し
出
す
。「
征
服
者
が
ど
の
よ
う
な
統
治

を
好
ん
で
立
て
よ
う
と
も
、
人
民
は
選
挙
権
を
失
っ
て
い
る
以
上
、
あ
た
か
も
人
民
の
同
意
が
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
、
そ
れ
は
デ
・
ユ
ー

レ
に
妥
当
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
デ
・
フ
ァ
ク
ト
理
論
は
、
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
論
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法
に
徹
頭
徹
尾
依
拠
す
る
限
り
「
臣
従
契
約
」
な
ど
と
い
う
面
倒
な
手
続
き
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
征
服
者
が
共
和
政
体
を
選
択

し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
必
然
性
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
理
論
で
は
共
和
国
を
弁
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
軍
に
は
国
王
処
刑
以
前
か
ら
の
共
和
国
樹
立
の
シ
ナ
リ
オ
が
あ
っ
た
。
一
六
四
七
年
十
～
十
一
月
の
軍
総
評
議
会

（General Council of the A
rm

y

）
と
そ
の
関
連
委
員
会
、通
称
「
パ
ト
ニ
ー
討
論
」（Putney D

ebate

）
に
お
い
て
、ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
と
そ
の
右
腕
Ｈ
・
ア
イ
ア
ト
ン
（H

enry Ireton, 1611-51

）
は
Ｔ
・
レ
イ
ン
バ
ラ
（T

hom
as Rainsborough, 1610-48

）、
Ｊ
・

ワ
イ
ル
ド
マ
ン
（John W

ildm
an, c.1621-93

）、Ｍ
・
ぺ
テ
ィ
（M

axim
ilian Petty, 1617-61?

）
ら
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
論
客
た
ち
と
、

後
者
の
提
案
す
る
一
院
制
の
共
和
制
モ
デ
ル
を
採
っ
た
成
文
憲
法
草
案
『
人
民
協
約
』
の
審
議
を
行
う
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
王
制
廃
止

後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
青
写
真
の
検
討
で
あ
っ
た）

11
（

。
本
稿
で
は
こ
れ
を
共
和
主
義
の
一
類
型
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る）

11
（

。『
人
民
協

約
』
は
内
戦
に
あ
る
現
状
を
前
国
家
的
な
自
然
状
態
と
み
な
し
、
こ
れ
に
賛
同
し
て
「
署
名
」
＝
契
約
す
る
者
を
公
民
と
な
し
、
彼
ら

の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
単
一
の
代
議
院
（Representative

）
に
よ
り
統
治
を
行
う
国
家
、
す
な
わ
ち
社
会
契
約
に
よ
る
共
和

制
の
樹
立
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
既
存
の
国
家
へ
の
服
従
を
求
め
る
「
臣
従
契
約
」
と
は
正
反
対
の
発

想
を
有
し
て
お
り
、為
政
者
と
人
民
と
の
主
従
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
。『
人
民
協
約
』
の
代
議
院
に
は
立
法
権
、執
行
権
、外
交
権
等
々
、

す
べ
て
の
国
家
権
力
が
付
与
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
人
民
か
ら
の
「
信
託
権
力
」
に
過
ぎ
ず
、
人
民
の
持
つ
根
源
的
な
権
力
と
信
託
の
範

囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。『
人
民
協
約
』
は
人
民
が
国
家
設
立
後
も
常
に
不
可
侵
の
権
利
と
し
て
留
保
す
る
「
生
来
の
権
利
」（native 

Rights

）
と
し
て
、
①
宗
教
お
よ
び
神
礼
拝
に
つ
い
て
の
権
利
、
②
兵
役
拒
否
の
権
利
、
③
内
戦
中
の
言
動
に
つ
い
て
免
責
を
受
け
る

権
利
、
④
法
の
前
の
平
等
、
⑤
人
民
の
安
全
と
福
祉
に
対
し
て
破
壊
的
で
な
い
良
き
法
を
持
つ
権
利
、
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
が）

1（
（

、
こ

れ
ら
を
保
全
す
る
こ
と
が
国
家
の
義
務
と
な
る
。
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
は
こ
の
『
人
民
協
約
』
の
基
本
的
な
考
え
方
を
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
、
ア

イ
ア
ト
ン
ら
軍
の
幹
部
に
説
得
す
る
こ
と
に
一
応
成
功
を
収
め
た）

11
（

。
そ
し
て
、
軍
は
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
更
な
る
折
衝
の
後
、
紆
余
曲



一
三
二

折
を
経
て
ア
イ
ア
ト
ン
の
ま
と
め
た
成
文
憲
法
草
案
『
士
官
人
民
協
約
』
を
、
国
王
処
刑
の
十
日
前
、
一
六
四
九
年
一
月
二
十
日
に
ラ

ン
プ
議
会
に
審
議
を
求
め
て
提
出
す
る
の
で
あ
る）

11
（

、

―
も
っ
と
も
、『
士
官
人
民
協
約
』
は
結
局
の
と
こ
ろ
棚
上
げ
に
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
は
あ
る
が
。

　

他
方
、
実
際
に
採
用
さ
れ
た
方
の
「
臣
従
契
約
」
も
難
航
し
た
。
そ
れ
は
一
六
五
〇
年
一
月
一
日
ま
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
十
八
歳

以
上
の
全
男
性
に
忠
誠
の
署
名
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
署
名
者
が
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
ず
、
期
限
が
三
月
二
十
五
日
ま
で
に
延

長
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、当
初
は
議
会
の
粛
清
、国
王
裁
判
、国
王
処
刑
の
三
項
目
の
承
認
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
「
契
約
」
内
容
が
徐
々

に
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
き
、最
終
的
に
は
署
名
者
の
良
心
的
葛
藤
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、次
の
文
言
に
ま
で
簡
素
化
さ
れ
た）

11
（

。「
私

は
、
現
在
樹
立
さ
れ
て
い
る
国
王
や
貴
族
院
の
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
対
し
て
、
誠
実
に
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と

を
宣
言
し
約
束
す
る
」）

11
（

。
こ
の
こ
と
は
共
和
国
の
支
持
者
が
い
か
に
少
な
く
、
そ
の
共
同
体
的
基
礎
が
い
か
に
狭
隘
で
脆
弱
で
あ
っ
た

か
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
と
並
行
し
て
、
国
の
内
外
に
対
し
て
共
和
国
の
弁
護
を
展
開
し
た
の
が
、
政
府
の
広
報
官
ミ
ル
ト
ン
と
ニ
ー
ダ
ム
の

二
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
契
約
論
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
、
す
な
わ
ち
古
典
的
共
和
主
義
の
言
説
に
よ
る
共
和
国
擁
護

論
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
古
典
的
教
養
と
言
語
に
精
通
し
た
ミ
ル
ト
ン
が
対
外
的
に
ラ
テ
ン
語
で
出
版
し
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の

た
め
の
弁
護
』（Pro Populo A

nglicano D
efensio

）
は
、
①
聖
書
と
宗
教
改
革
者
の
著
作
（
Ｍ
・
ル
タ
ー
、
Ｍ
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
、
Ｊ
・

カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
Ｈ
・
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
、
Ｇ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
、
Ｆ
・
オ
マ
ン
等
々
）、
②
古
典
古
代
の
哲
学
（
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

サ
ル
マ
テ
ィ
ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
セ
ネ
カ
等
々
）・
歴
史
（
ア
テ
ナ
イ
や
ス
パ
ル
タ
の
僭
主
の
追
放
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
タ
ル
ク
ィ
ヌ
ス

の
追
放
、タ
キ
ト
ゥ
ス『
年
代
記
』の
記
述
等
々
）、そ
し
て
③
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
や
先
例
の
ト
リ
ア
ー
デ
で
全
体
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、

暴
君
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
と
国
民
に
よ
る
共
和
国
の
樹
立
は
①
～
③
の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
弁
護
で
き
る
と
す
る）

11
（

。
そ
の
解
釈



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
三
三

に
特
徴
的
な
の
は
、
①
と
②
の
一
致
が
公
理
の
ご
と
く
前
提
と
さ
れ
、
そ
れ
を
③
の
解
釈
原
理
と
し
て
援
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
②
の
著
作
や
事
例
に
引
照
す
る
思
想
を
無
差
別
に
古
典
的
共
和
主
義
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
概
念
の
意
味

を
著
し
く
不
明
瞭
に
し
か
ね
な
い
。
こ
こ
で
は
、
Ｐ
・
レ
イ
ヒ
や
Ｍ
・
ジ
ェ
ル
ザ
イ
ニ
ス
に
倣
い
、
そ
の
要
諦
を
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ

イ
デ
イ
ア
の
伝
統
に
連
な
る
公
民
の
知
育
＝
徳
育
の
重
視
に
求
め
た
い）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
知
（
理
性
）
と
徳
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
共
通

善
を
支
え
、
私
的
な
利
益
や
欲
望
が
そ
れ
を
腐
敗
・
堕
落
さ
せ
て
暴
政
を
生
む
と
い
う
思
考
様
式
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
共
和

国
の
公
民
の
政
治
参
加
は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
と
徳
の
発
展
段
階
に
対
応
し
て
制
約
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
ミ

ル
ト
ン
に
お
け
る
共
和
政
体
の
擁
護
は
あ
く
ま
で
国
民
一
般
が
有
徳
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
民

衆
の
徳
の
現
状
如
何
で
は
王
制
の
可
能
性
が
遮
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

11
（

。
ミ
ル
ト
ン
の
政
治
思
想
の
貴
族
主
義
的
傾
向
は
こ
こ

に
起
因
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
の
王
政
復
古
直
前
期
の
彼
の
政
治
ト
ラ
ク
ト
に
濃
厚
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
ニ
ー
ダ
ム
が
担
っ
た
の
は
専
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
に
向
け
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
共
和
政
体
そ
れ

自
体
の
擁
護
と
い
う
こ
と
で
は
、
ミ
ル
ト
ン
よ
り
明
快
な
論
理
が
展
開
さ
れ
る
。
先
に
デ
・
フ
ァ
ク
ト
理
論
の
脈
絡
で
言
及
し
た
『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
の
主
張
』
の
最
終
章
に
は
、「
王
制
的
統
治
に
対
す
る
自
由
な
国
家
の
優
越
性
」
と
い
う
題
が
付
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

こ
の
部
分
は
彼
が
編
集
す
る
政
府
広
報
紙
『
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（M

ercurius Politicus

）
の
論
説
の
な
か
で
拡
充

さ
れ
て
連
載
さ
れ
、最
終
的
に
は
一
六
五
六
年
に
『
自
由
な
国
家
の
優
越
性
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ミ
ル
ト
ン
と
比
較
し
た
場
合
の
ニ
ー

ダ
ム
の
議
論
の
特
徴
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
同
様
、
貴
族
よ
り
民
衆
寄
り
の
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
が
重
視

す
る
の
は
ス
パ
ル
タ
や
ロ
ー
マ
よ
り
も
ア
テ
ナ
イ
で
あ
る
。
賢
明
な
立
法
者
ソ
ロ
ン
は
す
べ
て
の
権
力
を
人
民
集
会
に
委
ね
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
由
な
国
家
の
様
式
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ロ
ー
マ
は
王
制
を
廃
止
し
た
後
も
終
身
の
元
老
院
を
残
し
た
た

め
、
私
的
利
益
に
よ
る
支
配
が
生
ま
れ
、
つ
い
に
暴
政
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
他
、
彼
は
古
典
古
代
や
前
時
代
の
諸



一
三
四

外
国
の
様
々
な
事
例
に
引
照
し
つ
つ
、「
自
由
な
国
家
」
＝
共
和
国
の
王
国
に
対
す
る
優
越
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る）

1（
（

。

　

さ
て
、
以
上
の
二
つ
の
共
和
主
義
の
相
違
は
、
従
来
か
ら
一
六
四
〇
年
代
の
急
進
派
と
し
て
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
、
一
六
五
〇
年
代

の
共
和
主
義
者
の
関
係
と
し
て
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
そ
れ
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
背
後
に
持
つ
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ

と
古
典
古
代
の
歴
史
や
哲
学
に
依
拠
す
る
共
和
主
義
と
い
う
、
本
来
的
に
背
反
す
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
二
つ
の
思
想
の

融
合
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る）

11
（

。
そ
れ
は
ま
た
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
「
良
心
の
自
由
」
論
、
宗
教
的
寛
容
論
か
ら
出
発
し

た
権
利
主
体
の
前
者
の
思
想
と
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
成
に
一
義
的
な
関
心
を
寄
せ
る
後
者
を
ど
う
関
係
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で

も
あ
っ
た）

11
（

。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
護
国
卿
体
制
の
問
題
と
し
て
以
下
考
察
し
て
み
た
い
。

　
三
、
護
国
卿
体
制
と
共
和
派

　

一
六
五
三
年
四
月
の
ラ
ン
プ
議
会
の
武
力
解
散
か
ら
十
二
月
の
護
国
卿
体
制
の
樹
立
は
、
多
く
の
人
々
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
暴

政
を
強
く
意
識
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
異
な
る
思
想
的
潮
流
に
属
し
て
き
た
活
動
家
・
思
想
家
た
ち
、
す
な
わ
ち
軍
の
下
級
士
官
、
旧
レ
ヴ
ェ

ラ
ー
ズ
、
急
進
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
宗
教
セ
ク
ト
、
古
典
的
共
和
主
義
者
、
そ
の
他
の
急
進
主
義
者
ら
を
反
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
旗
印
の

下
に
統
合
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
。
こ
の
「
反
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
」
は
、「
反
一
人
支
配
」
と
議
会
主
権
と
に
再
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
で
、

ひ
と
つ
の
緩
や
か
な
範
疇
を
構
成
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
範
疇
に
入
り
得
る
人
々
は
広
く
共
和
派
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、共
和
派
の
理
念
は
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
契
約
論
（
我
々
は
こ
れ
を
共
和
主
義
の
ひ
と
つ
の
型
と
先
ほ
ど
規
定
し
た
）

と
も
、
古
典
的
共
和
主
義
と
も
単
純
に
同
一
視
で
き
な
い
、
著
し
い
雑
種
性
を
帯
び
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
強
権
を
懸
念
す
る
雰
囲
気
は
ラ
ン
プ
議
会
の
解
散
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
解
散
の
ひ
と
月
後
に
ハ
リ
ン



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
三
五

ト
ン
の
『
オ
セ
ア
ナ
』
の
出
版
者
と
な
る
軍
の
主
計
総
監
Ｊ
・
ス
ト
リ
ー
タ
ー
（John Streater, d. 1687

）
は）

11
（

、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の

契
約
原
理
と
古
典
的
共
和
主
義
と
を
融
合
さ
せ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
批
判
の
共
和
主
義
ト
ラ
ク
ト
『
玉
石
の
光
』
を
出
版
し
た
。
彼
は
冒

頭
の
序
文
「
読
者
へ
」
に
お
い
て
、
上
位
者
の
権
力
は
「
大
多
数
（generality

）
の
相
互
的
同
意
に
よ
る
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
」

と
主
張
す
る
。
被
治
者
の
同
意
こ
そ
、「
法
を
執
行
し
、
共
通
の
自
由
［
公
共
善
］
の
主
人
に
な
る
た
め
に
選
出
さ
れ
る
人
々
の
手
に

優
位
を
置
く
唯
一
の
方
法
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
王
制
の
崩
壊
後
に
「
権
利
や
特
権
の
点
で
の
完
全
な
平
等
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
、

と
い
う
彼
の
認
識
が
関
係
し
て
い
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
を
彷
彿
さ
せ
る
原
理
に
、
彼
は
古
典
的
共
和
主
義
の
言
説

を
重
ね
て
い
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
が
示
す
通
り
、
王
制
は
軛
で
あ
る
。
そ
れ
を
振
り
解
い
た
後
、
ロ
ー
マ
人
は
全
官
職

の
一
年
交
代
制
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
者
が
共
通
の
自
由
の
主
人
に
な
り
、「
自
由
と
祖
国
の
有
能
な
擁
護
者
」
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

や
が
て
「
国
家
権
力
と
秘
密
の
国
家
理
性
」
が
「
少
数
者
も
し
く
は
一
人
」
に
握
ら
れ
る
と
、
ロ
ー
マ
の
没
落
が
始
ま
り
、
挙
句
「
カ

エ
サ
ル
が
永
遠
の
独
裁
者
に
な
っ
た
」。
ス
ト
リ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
良
き
反
面
教
師
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
れ
は
カ
エ
サ
ル
に
託
け
て
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
批
判
な
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
他
、
こ
の
ト
ラ
ク
ト
に
は
、
古
典
古
代
の
事
例
に
基
づ

い
た
数
々
の
現
状
批
判
、
提
言
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
。
人
間
は
知
恵
と
徳
と
で
統
治
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
長
い
官
職
の
任
期
は
避
け

よ
、
特
殊
利
益
や
腐
敗
を
生
む
党
派
は
作
る
な
、
特
定
人
物
の
強
大
化
は
国
家
の
私
物
化
を
生
む
ゆ
え
警
戒
せ
よ
、
等

）々
11
（

。
そ
う
し
た

教
訓
の
な
か
に
、
戴
冠
式
宣
誓
に
お
け
る
国
王
と
人
民
と
の
契
約
理
論
、
法
の
簡
素
化
の
要
求
、
根
源
的
な
自
然
法
に
基
づ
く
「
合
理

的
存
在
の
も
つ
否
定
し
え
な
い
権
利
」
の
存
在
、
自
然
的
で
平
等
な
権
利
を
も
つ
人
々
に
よ
る
頻
繁
な
「
直
接
選
挙
」（im

m
ediate 

election

）
に
よ
る
為
政
者
の
選
出
な
ど）

11
（

、
一
六
四
〇
年
代
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
専
売
特
許
に
し
て
い
た
数
々
の
主
張
・
要
求
が
挿
入

さ
れ
て
い
く）

11
（

。
そ
し
て
最
後
は
、
絶
対
者
が
生
み
出
す
人
々
の
「
奴
隷
精
神
」（slavish spirit

）
の
批
判
と
「
公
共
善
」（good of 

the public

）
に
反
し
て
絶
対
的
な
権
力
を
持
と
う
と
す
る
者
へ
の
武
力
抵
抗
、
そ
し
て
軍
の
文
民
へ
の
服
従
を
説
い
て
こ
の
ト
ラ
ク



一
三
六

ト
は
閉
じ
ら
れ
る）

1（
（

。
そ
の
後
も
ス
ト
リ
ー
タ
ー
は
批
判
の
手
を
緩
め
な
か
っ
た
。
彼
は
、
翌
月
の
ラ
ン
プ
議
会
解
散
後
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
は
「
以
前
の
如
何
な
る
王
よ
り
も
絶
対
的
な
権
力
を
行
使
す
る
王
に
、
否
、
自
身
が
他
の
人
た
ち
と
一
緒
に
暴
君
と
し
て
斬
首
刑
の

宣
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
の
先
王
の
よ
う
に
な
る
つ
も
り
だ
」
と
の
認
識
か
ら
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
面
前
で
士
官
た
ち
に
、
ラ
ン
プ
解
散

劇
を
批
判
す
る
十
カ
条
の
質
問
状
を
配
布
し
た）

11
（

。
そ
の
後
ス
ト
リ
ー
タ
ー
は
一
六
五
三
年
の
夏
に
逮
捕
さ
れ
、
指
名
議
会
で
尋
問
を
受

け
た
後
、
十
一
月
に
収
監
さ
れ
た）

11
（

。

　

ス
ト
リ
ー
タ
ー
の
『
玉
石
の
光
』
は
、
以
後
の
多
数
の
共
和
主
義
ト
ラ
ク
ト
・
文
書
の
出
版
の
呼
び
水
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

元
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
Ｊ
・
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
は
、
同
じ
く
ラ
ン
プ
議
会
解
散
の
翌
月
、
政
府
へ
の
細
か
な
質
問
と
提
言
を
ま
と
め
た
ト
ラ

ク
ト
を
出
版
し
た）

11
（

。
そ
れ
は
冒
頭
で「
権
力
は
一
次
的
か
つ
原
初
的
に
人
民
に
存
す
る
」と
謳
っ
た
後
、レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
を
彷
彿
さ
せ
る
、

二
年
毎
の
議
会
開
催
、
宗
教
的
迫
害
の
禁
止
、
人
民
の
生
得
権
（birth-right

）・
自
由
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
（proprieties

）
の
保
全
等
を

要
求
し
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、
こ
こ
に
は
「
一
人
支
配
」
の
否
定
や
議
会
主
権
の
主
張
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
の
筆
か
ら
そ

れ
が
現
れ
る
の
は
、
護
国
卿
体
制
成
立
後
に
出
さ
れ
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
自
由
民
の
宣
言
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
「
議
会
に
優
越
す
る
権
力
を
所
有
し
、
三
国
の
法
や
財
産
に
対
す
る
絶
対
的
な
権
力
を
行
使
」
し
て
お
り
、「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
私
人
を
自
分
の
臣
下
に
、
そ
し
て
議
会
を
奴
隷
に
し
て
い
る
」
と
論
難
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
は

①
簒
奪
権
力
の
廃
止
、
②
為
政
者
の
権
力
の
制
限
、
③
古
来
の
自
由
・
権
利
の
保
全
、
④
自
由
な
議
会
の
継
承
、
⑤
ひ
と
り
の
者
が
議

会
の
絶
対
的
な
主
人
に
な
ら
な
い
た
め
の
民
兵
制
の
確
立
、
と
い
う
五
つ
の
目
的
を
掲
げ
、
そ
の
た
め
の
武
力
抵
抗
を
も
呼
び
掛
け
て

い
る）

11
（

。
ま
た
、
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
の
よ
り
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
し
い
文
書
と
い
う
こ
と
で
は
、
Ｍ
・
ア
リ
ュ
ア
ー
ド
（M

attew
 A

lured

）、

Ｊ
・
オ
ー
ケ
イ
（John O

key

）、
Ｔ
・
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
（T

hom
as Saunders

）
と
い
う
三
人
の
大
佐
と
と
も
に
起
草
し
た
『
謙
虚

な
請
願
』が
極
め
て
興
味
深
い
内
容
を
提
示
し
て
い
る）

11
（

。
Ｂ
・
タ
フ
ト
は
こ
の
文
書
を「
最
後
の
軍
―
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
声
明
文
」に
し
て「
古



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
三
七

き
良
き
大
義
の
旗
印
の
下
に
軍
の
士
官
と
共
和
派
と
聖
徒
と
が
間
も
な
く
結
び
つ
く
こ
と
を
示
す
最
初
の
シ
グ
ナ
ル
」
と
評
価
し
て
い

る）
11
（

。
起
草
者
の
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
と
オ
ー
ケ
イ
と
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
、
一
六
四
八
年
十
二
月
か
ら
四
九
年
一
月
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
軍
と

が
『
人
民
協
約
』
の
審
議
を
行
っ
た
士
官
総
評
議
会
、
通
称
「
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
討
論
」
の
出
席
者
で
あ
り
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
政
治

思
想
に
精
通
し
て
い
た
。
こ
の
『
請
願
』
は
密
告
に
よ
っ
て
事
前
に
取
り
締
ま
ら
れ
た
た
め
三
人
の
大
佐
以
外
の
署
名
を
集
め
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、出
版
に
付
さ
れ
る
こ
と
で
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
方
面
に
ま
で
大
き
な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ

た
。
よ
っ
て
、
こ
の
文
書
が
一
六
五
九
年
の
「
古
き
良
き
大
義
」
の
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
の
評
価
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
思
わ

れ
る）

11
（

。
こ
の
文
書
の
主
張
も
基
本
的
に
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
自
由
民
の
宣
言
』
と
変
わ
ら
な
い
が
、「
統
治
章
典
」
の
規
定
が
よ
り
強
く

意
識
さ
れ
、
護
国
卿
の
軍
の
指
揮
権
の
強
さ
が
軍
を
傭
兵
軍
に
変
質
さ
せ
て
「
絶
対
的
な
暴
政
」
を
も
た
ら
す
こ
と
（
統
治
章
典
、
第

四
条
）、ま
た
護
国
卿
の
法
案
に
対
す
る
「
絶
対
的
な
拒
否
権
」
が
危
険
で
あ
る
こ
と
（
同
、第
二
四
条
）
が
懸
念
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、

Ｐ
・
レ
イ
ヒ
が
「
修
辞
上
の
傑
作
」
と
評
す
よ
う
に）

1（
（

、
こ
の
文
書
の
妙
は
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
そ
の
構
成
の
内
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
軍
が
最
も
急
進
化
し
て
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
接
近
し
た
と
き
に
公
表
し
た
一
六
四
七
～
四
八
年
の
二
つ
の
文
書
、『
軍
の
建

議
』）

11
（

と
『
軍
の
抗
議
』）

11
（

か
ら
の
引
用
文
を
冒
頭
に
お
く
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
護
国
卿
に
就
任
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
行
動
を
か

つ
て
の
彼
の
主
張
に
基
づ
い
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、そ
れ
は
最
後
の
段
で
、「
軍
総
評
議
会
は
先
の
議
会
［
ラ
ン
プ
議
会
］

に
提
案
し
た
『
人
民
協
約
』」
に
立
ち
返
れ
と
も
要
求
し
て
い
る
。

　

ス
ト
リ
ー
タ
ー
に
見
ら
れ
た
二
つ
の
共
和
主
義
の
融
合
も
、
こ
の
時
期
の
元
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
指
導
者
Ｊ
・
リ
ル
バ
ー
ン
（John 

Lilburne, 1614-57

）
の
ト
ラ
ク
ト
に
現
れ
た
。
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
亡
命
中
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
プ
ル
タ
ー
ク
等
の
著

作
に
触
れ
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
適
用
で
き
る
大
き
な
教
訓
を
得
た
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
今
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
は
腐
敗
し
た
時
代
で
あ
り
、
権
力
者
た
ち
と
渡
り
合
う
に
は
『
君
主
論
』
第
十
八
章
の
知
識
が
大
変
有
益
で
あ
る）

11
（

。
レ
ピ
ド
ゥ
ス
、



一
三
八

ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
三
頭
政
治
は
相
互
の
憎
悪
か
ら
「
全
世
界
の
な
か
で
も
最
も
有
名
で
素
晴
ら
し
く
誉
れ
高
き

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
う
ち
の
ひ
と
つ
」
に
虐
殺
や
戦
争
の
惨
事
を
も
た
ら
し
た
ば
か
り
か
、「
そ
の
自
由
を
悉
く
制
圧
」
し
、
最
終
的

に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
帝
政
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
直
後
に
ラ
ン
プ
議
会
解
散
の
不
正
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
共
和
国
の
大

義
を
裏
切
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
暴
政
の
暗
示
で
あ
る）

11
（

。そ
の
う
え
で
リ
ル
バ
ー
ン
は
、統
治
の
起
源
と
し
て
、①
神
の
直
接
的
な
啓
示
、

②
征
服
、
③
人
民
の
契
約
の
三
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
い
る
。
①
は
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
や
士
師
の
統
治
が
そ
の
典
型
で

あ
る
が
、
今
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
暴
力
的
な
起
源
を
も
つ
②
は
「
非
人
間
的
で
不
自
然

な
統
治
」
で
あ
り
、「
獣
や
狼
の
な
か
に
」
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
。
リ
ル
バ
ー
ン
は
、
先
の
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
の
『
謙

虚
な
請
願
』
同
様
、
一
六
四
七
～
四
八
年
に
軍
が
公
表
し
た
急
進
的
な
文
書
に
言
及
し
つ
つ
、
征
服
理
論
が
こ
れ
と
如
何
に
背
反
す
る

も
の
で
あ
る
か
を
力
説
し
て
い
る）

11
（

。
結
局
、
彼
が
支
持
す
る
の
は
本
来
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
原
理
で
あ
る
③
で
あ
っ
た
。「
人
間
は
理

性
的
な
被
造
物
に
生
ま
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
理
性
の
諸
原
理
に
合
っ
た
世
俗
統
治
を
選
ぶ
よ
う
に
神
に
任
さ
れ
て
い
る
」。
こ
の
命
題

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
長
い
間
「
是
認
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
慣
習
」
や
「
議
会
に
お
け
る
共
通
の
同
意
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
基
本
法
」
と
も
一
致
す
る）

11
（

。
こ
の
神
法
と
理
性
と
慣
習
の
一
致
こ
そ
、リ
ル
バ
ー
ン
の
政
治
思
想
の
最
大
の
特
色
で
あ
っ
た）

11
（

。「
議

会
が
…
…
議
会
自
身
の
同
意
以
外
に
は
解
散
で
き
な
い
」
の
は
慣
習
か
ら
も
、ま
た
「
自
然
と
理
性
の
原
理
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
っ
て
議
会
が
強
引
に
解
散
さ
せ
ら
れ
た
以
上
、
新
議
会
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
の
新
し
く
合
理
的
な

契
約
・
協
約
に
よ
っ
て
」
設
立
さ
れ
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
批
判
を
受
け
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
は
護
国
卿
体
制
の
正
当
性
を
国
民
に
承
認
さ
せ
る
手
立
て
を
考
え
る
こ
と
が
急
務

と
な
っ
た
。
そ
れ
は
聖
俗
二
方
面
で
追
求
さ
れ
た
。
ま
ず
、
世
俗
の
地
域
共
同
体
か
ら
の
支
持
と
い
う
こ
と
で
は
選
挙
に
よ
る
承
認
に

優
る
も
の
は
な
か
っ
た
。「
統
治
章
典
」
第
七
条
に
は
一
六
五
四
年
九
月
三
日
に
議
会
が
召
集
さ
れ
る
こ
と
、
第
九
条
以
降
に
は
新
し



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
三
九

い
選
挙
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
軍
は
そ
の
新
議
会
で
「
統
治
章
典
」
の
承
認
を
事
後
的
に
取
り
つ
け
る
つ
も
り
で
い
た
。
も
ち

ろ
ん
、
人
民
の
承
認
の
な
い
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
選
挙
の
有
効
性
は
、
先
の
リ
ル
バ
ー
ン
の
ト
ラ
ク
ト
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
疑

わ
し
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
州
選
挙
区
重
視
の
議
席
配
分
、
そ
し
て
動
産
ま
た
は
不
動
産
で
二
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
有
産
者
と
い
う

選
挙
権
規
定
か
ら）

1（
（

、
政
権
が
州
ジ
ェ
ン
ト
リ
（
治
安
判
事
）
の
代
表
、
す
な
わ
ち
内
戦
中
の
長
期
議
会
で
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
プ
ラ
イ
ド
大
佐
の
粛
清
」
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
（
政
治
的
）
長
老
派
を
議
員
に
呼
び
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
自
明
で
あ
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
護
国
卿
政
権
は
地
域
共
同
体
す
な
わ
ち
「
人
民
」
の
実
質
的
代
表
と
伝
統
的
に
み
な
さ
れ
て
き
た
階
層

に
よ
る
承
認
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
護
国
卿
第
一
議
会
は
共
和
派
を
強
制
的
に
排
除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
期
待
を
裏
切
り
、「
統
治
章
典
」
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
政
権
は
国
教
会
制
度
に
つ
い
て
も
幅
広
い
支
持
を
得
る
た
め
の
措
置
を
考
え
て
い
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
「
宗
教
に
お
け
る

良
心
の
自
由
」
を
「
自
然
権
」
と
呼
ぶ
が）

11
（

、
こ
れ
を
保
障
す
る
構
想
は
「
統
治
章
典
」
第
三
五
―
三
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
こ

で
信
仰
の
自
由
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
教
皇
制
、主
教
制
、放
縦
の
実
践
で
あ
る
が
、そ
れ
は
「
他
者
の
世
俗
的
な
損
害
」
や
「
公

共
の
平
和
の
撹
乱
」
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
り
、
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
主
教
制
支
持
者
で
も
穏
健
な
立
場
の
者
は
寛
容
さ
れ
た

し
、「
放
縦
の
実
践
」
の
対
象
も
当
時
不
穏
な
騒
動
を
起
こ
す
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
ク
ェ
ー
カ
ー
派
や
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
に
ほ
ぼ

限
定
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
だ
が
、こ
の
政
策
に
も
保
守
派
と
急
進
派
の
両
方
か
ら
批
判
が
起
こ
っ
た
。「
神
の
民
」と
目
さ
れ
た
多
様
な
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
諸
派
の
共
存
を
図
り
、
そ
れ
を
国
教
会
制
度
の
母
体
に
し
よ
う
と
す
る
構
想
は
容
易
に
は
実
現
し
な
か
っ
た）

11
（

。
焦
り
を
覚
え
た

政
権
は
、
治
安
の
維
持
と
「
神
の
国
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、
一
六
五
五
年
八
月
、
全
国
を
十
一
（
後
に
は
十
二
）
の
区
域
に
分
け
、

そ
の
各
々
に
中
央
か
ら
少
将
を
派
遣
す
る
少
将
制
（m

ajor-general system
）
を
実
施
に
移
す
が
、
そ
れ
は
地
域
共
同
体
と
の
軋
轢

を
増
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
政
権
内
の
文
民
の
間
に
軍
の
勢
力
伸
長
を
懸
念
す
る
声
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、



一
四
〇

一
六
五
六
年
九
月
に
召
集
さ
れ
た
議
会
は
多
く
の
反
政
府
派
の
議
員
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
護
国
卿
第
二
議
会
の
開
催
さ
れ
た
一
六
五
六
年
に
は
、
先
に
述
べ
た
ニ
ー
ダ
ム
の
『
自
由
な
国
家
の
優
越
性
』
の
ほ
か
に
、
共

和
派
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
二
つ
の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
セ
ア
ナ
』
と
共
和
派
の
中
心
人
物
Ｈ
・
ヴ
ェ
ー
ン

の
『
癒
し
の
案
件
』
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ン
の
著
作
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
軍
の
下
級
士
官
・
兵
卒
と
の
関
心
が
濃
厚
に
現
れ
出
た
共
和
派

の
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、「
古
き
良
き
大
義
」
と
い
う
言
葉
の
流
行
の
発
端
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
重
要
で
あ
っ
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共
和
国
の
人
民
に
は
共
通
の
敵
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
王
）
を
倒
し
た
際
に
得
た
征
服
権
（the right 

of Conquest

）
と
と
も
に
自
然
権
が
あ
る）

11
（

。
自
然
権
と
は
、
①
最
高
司
法
府
（Suprem

e Judicature

）
の
座
に
適
切
な
人
々
を
就

け
る
自
由
と
、
②
信
仰
の
自
由
で
あ
る
。
①
の
最
高
司
法
府
の
公
権
力
に
対
置
さ
れ
る
の
は
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
に
由
来
す

る
征
服
者
の
私
利
私
欲
に
基
づ
い
た
権
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
民
の
自
然
権
や
特
権
を
暴
力
で
否
定
し
、
国
益
と
公
共
の
利
益
を
損

な
い
、
家
の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る）

11
（

。
ま
た
、
②
は
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
で
得
ら
れ
る
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
為
政
者
が
こ
れ
に
介

入
す
る
権
利
は
元
々
な
い
。
こ
の
自
由
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
最
高
権
力
を
設
立
す
る
と
き
に
、
人
民
の
同
意
に
よ
り
基
本
法
と

し
て
制
限
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る）

11
（

。
ヴ
ェ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
自
然
権
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
統
治
の
根

幹
と
し
て
保
護
と
安
全
と
を
保
障
す
る
常
備
軍
が
確
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
軍
が
最
高
司
法
府
の
統
制
下
に

服
し
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
人
民
の
利
益
と
軍
の
利
益
と
が
一
致
し
て
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
だ
と
言
う）

11
（

。
ヴ
ェ
ー
ン
の
言
い
方
は
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
別
の
箇
所
で
最
高
司
法
府
を
「［
人
民
］
全
体
の
代
表
」（the 

Representative of the w
hole

）
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、要
す
る
に
自
然
権
を
も
っ
た
個
々
の
人
間
か
ら
な
る
人
民
に
「
根

源
的
な
」
主
権
を
認
め
、
そ
れ
の
選
出
す
る
議
会
に
「
見
え
る
主
権
」（visible sovereignty

）
と
し
て
の
最
高
権
力
（suprem

e 

pow
er

）
を
お
き
、
こ
れ
に
常
備
軍
を
統
制
さ
せ
る
と
き
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
平
和
と
安
全
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
こ



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
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和
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政
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七–

二
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一
四
一

の
「
代
表
」
は
一
人
で
あ
ろ
う
と
少
数
者
で
あ
ろ
う
と
人
民
の
同
意
に
よ
る
者
な
ら
構
わ
な
い
、と
言
う
。
た
だ
し
、特
定
の
者
が
「
剣

を
も
っ
て
」
選
出
プ
ロ
セ
ス
に
介
入
す
る
と
き
、
ア
ナ
ー
キ
ー
に
次
い
で
暴
政
が
起
こ
り
、
人
民
の
奴
隷
化
が
帰
結
す
る）

1（
（

。
ヴ
ェ
ー
ン

は
ラ
ン
プ
議
会
の
武
力
解
散
か
ら
護
国
卿
体
制
成
立
に
至
る
経
緯
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヴ
ェ
ー
ン

の
最
高
司
法
府
は
、
立
法
権
と
執
行
権
（
外
交
権
・
軍
の
指
揮
権
を
含
む
）
を
併
せ
持
っ
た
万
能
の
権
力
組
織
と
し
て
の
ラ
ン
プ
議
会

の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
。
さ
ら
に
ヴ
ェ
ー
ン
は
護
国
卿
体
制
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
最
高
司
法
府
か
ら
執
行
権
、
つ
ま
り
、「
統
治
章
典
」

で
規
定
さ
れ
て
い
る
終
身
で
常
設
の
国
務
会
議
や
護
国
卿
の
も
つ
職
能
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が）

11
（

、
実
は
ラ
ン

プ
議
会
の
万
能
性
こ
そ
、
長
い
間
そ
の
最
大
の
欠
点
と
し
て
論
難
さ
れ
て
き
た
性
質
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
問
題
は
護
国
卿
体
制
の
評
価
に

係
っ
て
く
る
こ
と
で
も
あ
り
、
次
節
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

四
、「
古
き
良
き
大
義
」
と
政
体
の
問
題

　

さ
て
、
護
国
卿
第
二
議
会
は
少
将
制
に
対
す
る
強
い
反
発
で
始
ま
っ
た）

11
（

。「
統
治
章
典
」
が
Ｊ
・
ラ
ン
バ
ー
ト
（John Lam

bert

）

を
中
心
に
し
た
、Ｃ
・
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
（Charles Fleetw

ood

）、Ｊ
・
デ
ィ
ズ
ブ
ロ
ウ
（John D

isbrow
e

）、Ｗ
・
シ
デ
ナ
ム
（W

illiam
 

Sydenham

）
ら
の
高
級
将
校
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
起
草
で
あ
っ
た
た
め）

11
（

、
こ
の
反
少
将
制
の
空
気
は
、
軍
事
色
の
強
い
「
統
治
章
典
」

に
代
わ
る
新
し
い
文
民
の
憲
法
の
策
定
を
目
指
す
動
き
を
醸
成
し
た）

11
（

。
そ
の
最
初
の
具
体
的
な
形
が
、
一
六
五
七
年
二
月
に
作
成
さ
れ

た
「
抗
議
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
書
の
骨
子
は
体
制
の
文
民
化
、
す
な
わ
ち
軍
事
的
背
景
を
も
っ
た
護
国
卿
体
制
を

改
め
て
王
制
に
戻
す
こ
と
、
そ
し
て
庶
民
院
に
加
え
第
二
院
（the O

ther H
ouse

）
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
国
王
と
議
会
両

院
か
ら
な
る
こ
の
国
の
古
来
の
国
制
は
、
こ
の
国
の
人
民
の
気
質
や
性
向
に
最
も
合
致
し
、
彼
ら
の
法
に
一
致
す
る
。
そ
れ
は
我
々
の



一
四
二

国
と
基
本
的
権
利
と
特
権
と
を
保
全
す
る
最
良
の
手
段
な
の
で
あ
る
」）

11
（

。
王
位
に
就
く
の
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
以
外
に
想
定
さ
れ
て
い
な

い
。
第
一
条
で
国
王
は
存
命
中
に
後
継
者
の
指
名
を
行
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
事
実
上
の
世
襲
制
が
保
証
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
第
二
院
が
貴

族
院
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
抗
議
」
が
「
古
来
の
国
制
」
へ
の
回
帰
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。「
古

来
の
国
制
」
へ
の
復
帰
は
「
ゴ
シ
ッ
ク
・
バ
ラ
ン
ス
」）

11
（

に
よ
る
古
来
の
三
身
分
の
立
憲
主
義
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
レ

ジ
ー
ム
全
体
の
基
調
を
共
和
制
の
公
的
支
配
か
ら
世
襲
王
朝
の
私
的
支
配
へ
と
変
質
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
軍
の
高
級
将
校
た
ち
の
危
機

意
識
は
絶
頂
を
極
め
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
「
抗
議
」
を
撥
ね
つ
け
る
よ
う
に
積
極
的
な
働
き
掛
け
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
か
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
は
王
位
を
拒
否
す
る
が
、
文
民
派
は
こ
れ
に
怯
ま
ず
、「
抗
議
」
を
「
謙
虚
な
請
願
と
勧
告
」）

（11
（

と
い
う
精
緻
な
成
文
憲
法
草
案

に
ま
と
め
あ
げ
、
一
六
五
七
年
五
月
、
つ
い
に
そ
の
正
式
な
発
布
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
五
八
年
一
月
、
新
憲
法
の
下
で

開
会
さ
れ
た
議
会
の
第
二
院
は
世
襲
貴
族
で
は
な
く
、
護
国
卿
の
指
名
す
る
四
十
二
人
の
議
員
で
構
成
さ
れ
た
。
だ
が
、
王
制
へ
の
回

帰
を
連
想
さ
せ
る
こ
の
体
制
へ
の
批
判
は
、
議
会
内
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
院
外
の
共
和
派
に
お
い
て
先
鋭
化
し
た
。
特
に
九
月
に
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
病
死
し
、
三
男
の
リ
チ
ャ
ー
ド
が
第
二
代
護
国
卿
に
就
任
す
る
や
、
そ
れ
は
護
国
卿
体
制
を
終
焉
さ
せ
、
共
和
国
再
生

と
一
院
制
議
会
（
つ
ま
り
、
一
六
四
九
年
成
立
の
ラ
ン
プ
議
会
）
復
活
の
絶
好
の
機
会
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。

　

一
六
五
九
年
か
ら
一
六
六
〇
年
の
春
は
、
ま
さ
に
共
和
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
古
き
良
き
大
義
」
を
テ
ー
マ
に
含
ん
だ
夥
し
い

数
の
ト
ラ
ク
ト
や
請
願
書
が
公
共
圏
に
流
布
し
た
。
共
和
派
の
文
書
の
特
徴
は
、
ヴ
ェ
ー
ン
の
『
癒
し
の
案
件
』
に
見
ら
れ
た
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
と
下
級
士
官
・
兵
卒
と
共
和
主
義
者
と
の
利
益
を
一
体
化
さ
せ
た
点
に
あ
っ
た）

（1（
（

。
ヴ
ェ
ー
ン
の
作
品
に
倣
っ
た『
二
十
五
の
質
問
』

は
些
細
な
こ
と
で
諍
い
を
せ
ず
に
、ラ
ン
プ
議
会
当
時
の
原
則
に
立
ち
返
っ
て
「
古
き
良
き
大
義
」
で
団
結
す
る
こ
と
を
訴
え
た）

（10
（

。
ま
た
、

『
古
き
良
き
大
義
に
好
感
を
も
つ
者
の
宣
言
』
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
は
自
由
民
で
あ
り
、
自
ら
の
権
威
の
真
の
源
泉
」
で
あ
る
と
述

べ
つ
つ
、「
軍
が
議
会
を
召
集
す
る
こ
と
な
ど
法
的
に
は
で
き
な
い
」
と
、
議
会
の
解
散
・
召
集
を
繰
り
返
す
護
国
卿
体
制
を
批
判
し
た
。



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
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五
十
七–

二
）　　
　

一
四
三

そ
の
う
え
で
、「
国
王
や
貴
族
院
の
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
最
高
権
威
」
と
し
て
団
結
す
る
こ
と
を
呼
び
掛
け
て 

い
る）

（10
（

。
こ
う
し
た
「
古
き
良
き
大
義
」
を
謳
っ
た
文
書
群
の
な
か
に
混
じ
っ
て
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
政
治
思
想
を
説
い
た
ト
ラ
ク
ト
も

多
数
出
版
さ
れ
た）

（10
（

。
そ
の
特
徴
は
先
に
見
た
、
一
六
五
〇
年
代
の
元
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
理
論
家
た
ち
の
ス
タ
イ
ル
に
一
致
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
執
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
一
六
五
九
年
二
月
出
版
の
『
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
』
は
そ
の
典
型
で
あ
り）

（10
（

、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
原
理
を
五
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
第
一
は
、法
の
支
配
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
は
法
に
よ
る
べ
き
で
、人
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
」

と
い
う
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
官
職
を
「
国
王
や
護
国
卿
の
な
す
が
ま
ま
に
」
さ
せ
な
い
こ
と
を
意
味
し
た）

（10
（

。
第
二
は
、
議
会
の
権
威
、

「
す
べ
て
の
法
、
課
税
、
戦
争
、
講
和
は
定
期
的
に
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
、
議
会
に
お
け
る
人
民
の
代
理
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
先
例
に
も
合
致
す
る
こ
と
で
あ
っ
た）

（10
（

。
第
三
は
法
の

前
の
平
等
、
第
四
は
民
兵
制）

（10
（

、
そ
し
て
最
後
は
信
仰
の
自
由
、
つ
ま
り
「
為
政
者
の
権
力
や
裁
き
の
及
ば
な
い
」
自
由
の
領
域
の
設
定

で
あ
る）

（10
（

。
そ
し
て
、
こ
の
ト
ラ
ク
ト
の
出
版
か
ら
間
も
な
い
四
月
二
十
二
日
、
軍
は
護
国
卿
に
圧
力
を
か
け
て
議
会
を
解
散
さ
せ
る
が
、

五
月
に
は
当
の
護
国
卿
体
制
自
体
が
あ
え
な
く
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
共
和
派
は
事
態
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
ヴ
ェ
ー
ン

の
邸
宅
で
会
合
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。
初
会
合
は
四
月
二
十
九
日
で
あ
り
、
ラ
ン
バ
ー
ト
、
Ｅ
・
ラ
ド
ロ
ー
（Edm

und Ludlow
,  

c. 1617-1692

）、
Ａ
・
ヘ
ジ
ル
リ
ッ
ジ
（A

rthur H
esilrige, 1601-1661

）
ら
が
出
席
し
た）

（（1
（

。
そ
の
間
も
「
古
き
良
き
大
義
」
や
レ
ヴ
ェ

ラ
ー
ズ
の
原
理
を
含
ん
だ
共
和
主
義
ト
ラ
ク
ト
の
出
版
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
Ｓ
・
ダ
ン
カ
ン
（Sam

uel D
uncon, fl. 

1600–1659

）
の
『
諸
提
案
』
は
全
部
で
二
十
項
目
に
及
ぶ
提
案
の
最
後
に
『
人
民
協
約
』
の
構
想
を
披
露
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

そ
れ
は
「
す
べ
て
の
人
が
署
名
す
る
世
俗
統
治
と
法
の
モ
デ
ル
」
の
提
案
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
外
的
事
物
に
お

け
る
す
べ
て
の
世
俗
の
法
と
統
治
に
つ
い
て
の
、
人
民
の
間
で
の
一
般
的
・
個
別
的
協
約
」
が
あ
る
べ
き
で
、「
人
民
の
自
由
の
保
護
者

た
ち
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
ら
の
名
前
を
記
す
こ
と
で
人
民
に
よ
っ
て
同
意
が
な
さ
れ
る
と
き
を
除
い
て
、
法
は
無
効
な
の
で
あ
る
」）

（（（
（

。
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と
こ
ろ
で
、こ
の
時
期
の
共
和
主
義
政
治
思
想
の
す
べ
て
が「
古
き
良
き
大
義
」一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
セ
ア
ナ
』
の
構
想
の
実
現
を
目
指
す
一
派
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
共
和

主
義
陣
営
を
二
分
さ
せ
た
の
が
、ほ
か
な
ら
ぬ「
謙
虚
な
請
願
と
勧
告
」に
よ
る
二
院
制
議
会
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

二
院
制
を
否
定
し
て
一
院
制
の
ラ
ン
プ
議
会
復
活
を
目
指
す
共
和
派
と
、『
オ
セ
ア
ナ
』
の
二
院
制
議
会
の
適
用
を
考
え
る
ハ
リ
ン
ト

ン
派
の
二
つ
の
共
和
主
義
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
六
五
九
年
一
月
下
旬
か
ら
四
月
半
ば
に
か
け
て
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
の
議
会
に
は
、
王
政
復
古
か
議
会
主
権
へ
の
回
帰
か
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
主
流
派
は
王
制
復
古
を
支

持
し
た
が
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
弟
子
と
も
言
え
る
Ｈ
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ル
は
『
オ
セ
ア
ナ
』
を
モ
デ
ル
に
し
た
二
院
制
議
会
（
元
老
院
と
民
会
）

に
よ
っ
て
後
者
を
実
現
し
よ
う
と
画
策
し
、
共
和
派
に
接
近
し
た）

（（0
（

。
だ
が
、
ラ
ン
プ
型
の
一
院
制
議
会
を
望
む
共
和
派
を
抱
き
込
む
の

は
容
易
で
は
な
く
、
ヘ
ジ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
れ
を
あ
っ
さ
り
と
撥
ね
つ
け
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
最
も
理
解
を
示
し
た
の
が
ヴ
ェ
ー
ン

で
あ
っ
た
。
彼
は
『
癒
し
の
案
件
』
に
お
い
て
、「
終
身
で
常
設
の
国
務
会
議
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
ハ

リ
ン
ト
ン
の
元
老
院
の
機
能
と
親
和
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

有
名
な
「
二
人
の
少
女
」
の
隠
喩
で
説
明
さ
れ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
議
会
構
想
は
、
討
論
と
提
案
の
機
能
を
元
老
院
、
議
決
の
機
能
を

民
会
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
民
衆
的
要
素
を
国
制
に
導
入
し
つ
つ
も
、
た
と
え
ば
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
問
題
に

さ
れ
た
ア
ナ
ー
キ
ー
招
来
の
防
止
が
図
ら
れ
て
い
た）

（（0
（

。
実
は
、
こ
れ
と
同
じ
懸
念
を
ヴ
ェ
ー
ン
も
抱
い
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
彼
は
ハ

リ
ン
ト
ン
の
理
論
を
彼
な
り
に
再
構
成
し
て
提
示
し
て
み
せ
る
。
彼
に
と
っ
て
団
体
と
し
て
の
人
民
を
構
成
す
る
個
々
の
人
間
は
「
堕

落
し
て
腐
敗
し
た
自
己
本
位
の
意
志
」の
持
ち
主
で
あ
り
、「
真
の
公
的
利
益
」を
信
奉
す
る
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た）

（（0
（

。そ
こ
で
彼
は
、

「
自
由
な
公
民
の
権
利
と
特
権
」
を
、「
内
な
る
神
の
御
霊
の
誕
生
の
お
か
げ
で
、
己
の
聖
な
る
正
し
い
原
理
の
点
で
自
由
に
生
れ
つ
い

た
人
々
」、
あ
る
い
は
ま
た
「
共
通
の
権
利
と
公
共
の
自
由
へ
の
、
試
練
を
乗
り
越
え
た
良
き
愛
情
と
忠
実
さ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
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防
衛
に
お
い
て
自
ら
の
武
器
を
持
ち
続
け
る
信
頼
に
値
す
る
人
々
」
の
み
に
与
え
ん
と
す
る）

（（0
（

。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
精
神
と
敬
虔
な
信

仰
心
、
す
な
わ
ち
共
和
主
義
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
を
併
せ
持
つ
者
が
彼
の
国
家
の
公
民
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
こ
か

ら
独
自
の
機
構
論
を
展
開
す
る
。
彼
の
国
家
の
執
行
権
は
「
元
老
院
あ
る
い
は
長
老
会
議
」
に
お
か
れ
、
そ
の
構
成
員
は
「
人
民
の
頭

に
な
る
に
相
応
し
い
適
切
で
有
能
な
人
々
」
で
あ
る
。
そ
の
機
能
と
し
て
は
法
の
執
行
は
も
と
よ
り
、人
民
に
選
出
さ
れ
る
「
代
理
人
・

代
議
院
」
に
法
案
を
提
案
し
、こ
れ
と
と
も
に
立
法
権
の
行
使
に
関
わ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
提
案
さ
れ
た
法
案
は
、こ
の
「
代

議
院
」
の
投
票
に
よ
っ
て
法
に
な
る
。
ヴ
ェ
ー
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
倣
っ
た
実
践
で
あ
っ

た）
（（0
（

。
し
か
し
、
同
じ
く
イ
ス
ラ
エ
ル
を
最
善
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
考
え
た
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
構
想
の
な
か
の
元
老
院
の
終
身
制

に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
。
終
身
制
は
寡
頭
制
を
生
む
と
言
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た）

（（0
（

。

 　

し
か
し
、
悲
し
い
か
な
、
こ
う
し
た
共
和
主
義
者
た
ち
の
動
向
は
政
局
に
は
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
議
論
と
は

無
関
係
に
時
代
は
王
政
復
古
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
立
役
者
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
方
面
軍
司
令
官
Ｇ
・
マ
ン
ク
（George 

M
onck, 1608-70

）
が
ロ
ン
ド
ン
に
入
城
し
た
翌
月
に
、ミ
ル
ト
ン
は
王
政
復
古
に
反
対
し
て
、『
自
由
な
共
和
国
の
建
設
』
を
著
し
た
。

そ
れ
は
終
身
制
議
会
を
基
調
に
し
た
古
典
的
共
和
主
義
の
国
家
論
で
あ
っ
た
。同
書
全
体
の
基
調
は
王
制
と
共
和
制
の
対
照
で
あ
っ
て
、

卑
屈
な
廷
臣
が
の
さ
ば
る
腐
敗
し
た
宮
廷
に
象
徴
さ
れ
る
王
制
の
恣
意
的
な
支
配
に
対
し
て）

（（0
（

、「
人
で
は
な
く
理
性
の
み
」
が
治
め
、「
国

民
自
身
が
選
出
す
る
十
分
で
自
由
な
評
議
会
」
に
お
い
て
幸
福
が
確
立
さ
れ
る
共
和
制
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
王
政
復
古
は
こ
の
観
点

か
ら
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
を
評
価
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
王
制
と
共
和
制
と
の
対
比
が
キ
リ
ス
ト
教
の
理

解
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
教
皇
が
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
代
理
人
を
詐
称
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
王
制
モ
デ

ル
と
し
て
批
判
す
る
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
が
直
接
支
配
を
行
う
教
会
を
理
想
と
し
て
い
る）

（（0
（

。
ミ
ル
ト
ン
は
後
者
を
共
和
制
型
と
は
言
わ

な
い
が
、
良
心
の
自
由
に
基
づ
い
た
自
由
な
聖
書
解
釈
が
行
わ
れ
、
信
仰
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
自
由
な
共
和
国
だ
け
で
あ
る
と
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す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
信
仰
の
自
由
が
許
さ
れ
る
対
象
者
は
「
神
が
人
間
の
な
か
に
植
え
つ
け
た
最
善
の
光
」
す
な
わ
ち
理
性
に
従
う

者
の
み
で
あ
る）

（01
（

。
つ
ま
り
、
ミ
ル
ト
ン
の
考
え
る
正
し
い
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
自
由
な
共
和
国
」
の
国
民
の
徳
や
正
義
と
一
致
す
る
の

で
あ
る）

（0（
（

。

　

ミ
ル
ト
ン
の
「
自
由
な
共
和
国
」
に
は
「
唯
一
人
」
も
第
二
院
も
存
在
せ
ず
、
人
民
の
選
出
す
る
有
能
で
有
徳
な
議
員
か
ら
成
る
終

身
制
の
「
大
評
議
会
」（Grand Counsel

）
が
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
ラ
ン
プ
議
会
を
こ
の
よ
う
な
議
会
に
育
て

あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
共
和
国
は
「
下
位
の
共
同
体
な
い
し
共
和
国
」
と
形
容
さ
れ
る
独
立
し
た
州
の
地
域
共

同
体
の
結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、大
評
議
会
の
議
員
は
こ
の
州
議
会
の
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
る）

（00
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

議
員
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
を
選
出
す
る
国
民
一
般
の
有
徳
性
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
教
育
機
関
の
充
実
が
力
説
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る）

（00
（

。
こ
こ
に
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
体
制
を
悩
ま
せ
た
地
域
共
同
体
と
中
央
政
府
と
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
と
の
利
害
の

対
立
は
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い）

（00
（

。
す
な
わ
ち
、
政
治
の
固
有
の
問
題
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
が
パ
イ
デ
イ
ア
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る）

（00
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
は
一
六
五
〇
年
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
共
和
派
な
い
し
共
和
主
義
者
に
通
底
し
て
い
る
問
題
で
も
あ
っ

た
。
我
々
は
最
後
に
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

五
、
総
括

　

こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
、
共
和
派
・
共
和
主
義
者
の
視
点
か
ら
護
国
卿
体
制
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
彼
ら
は
護
国
卿
体
制
に
お
け

る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
「
一
人
支
配
」
と
暴
政
を
公
共
性
の
観
点
か
ら
厳
し
く
批
判
し
た
。
最
後
に
ど
う
し
て
も
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
見
方
は
果
た
し
て
正
し
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
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て
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
。
特
に
、
Ｐ
・
リ
ト
ゥ
ル
や
Ｄ
・
Ｌ
・
ス
ミ
ス
等
に
よ
る
実
証
主
義
的
な
研
究
は
、
こ
の
体
制
が
高
級
将
校
、

議
員
、
国
務
会
議
員
、
顧
問
官
等
の
様
々
な
集
団
の
利
害
調
整
の
う
え
に
成
り
立
つ
、「
独
裁
」
と
は
お
よ
そ
掛
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

（00
（

。
ま
た
、
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
の
『
謙
虚
な
請
願
』
は
、「
統
治
章
典
」
に
お
け
る
護
国
卿
が
軍
を
自
ら
の

傭
兵
軍
に
す
る
と
か
、
法
案
に
対
す
る
「
絶
対
的
な
拒
否
権
」
を
持
つ
と
か
、
護
国
卿
へ
の
権
力
の
集
中
を
し
き
り
に
告
発
し
た
が
、

こ
れ
は
「
統
治
章
典
」
の
規
定
を
故
意
に
無
視
し
た
論
難
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。「
統
治
章
典
」
の
統
治
機
構
論
の
最
大
の
特
色

は
、
護
国
卿
と
国
務
会
議
（Council

）
と
議
会
と
の
間
の
「
抑
制
と
均
衡
」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（00
（

。
ワ
イ
ル
ド
マ
ン
の
指
摘
す
る

軍
の
指
揮
権
（
陸
海
軍
の
指
揮
権
と
戦
争
・
講
和
・
外
交
に
関
す
る
権
限
）
は
た
し
か
に
護
国
卿
が
握
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
行

使
に
あ
た
っ
て
は
議
会
開
会
中
は
議
会
の
同
意
が
、
閉
会
中
は
国
務
会
議
の
過
半
数
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
（
統
治
章
典
、
第
四

―
五
条
））

（00
（

。
ま
た
、
議
会
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
法
案
が
正
式
に
法
と
し
て
発
効
す
る
た
め
に
は
、
た
し
か
に
護
国
卿
の
承
認
が
基
本

的
に
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
護
国
卿
が
法
案
を
承
認
し
な
い
場
合
は
、
二
十
日
を
待
っ
て
そ
の
法
案
は
正
式
に
法
と
な
る
（
同
、
第

二
十
四
条
））

（00
（

。
つ
ま
り
、
護
国
卿
に
は
「
絶
対
的
な
拒
否
権
」
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
「
一
人
支
配
」
を
強
調
す
る

共
和
派
の
主
張
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
以
上
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
が
た
び
た
び
行
っ
た
議
会
の
武
力
解
散
は
、
確
か
に
正
当
化
の
し
え
な
い
暴
挙
に
見
え
る
。
た
だ
し
、

そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
強
制
解
散
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
当
の
議
会
そ
の
も
の
が
、
自
ら
の
正
当
性
を
主
張

し
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
六
四
九
年
三
月
の
共
和
国
宣
言
を
行
っ
た
ラ
ン
プ
議
会
は
い
か
な
る
原
理
に
も
支
え
ら
れ

て
い
な
い
、「
古
来
の
国
制
」の
残
骸
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
前
時
代
の
残
骸
に
国
王
を
裁
く
特
別
法
廷
を
設
置
し
て
処
刑
を
断
行
し
、

さ
ら
に
国
制
を
変
更
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
を
誰
も
デ
・
ユ
ー
レ
に
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
共
和
国
の
正
当
性
を
得
る
手
段
を
国
民

の
事
後
的
な
承
認
に
求
め
た
共
和
国
臣
従
契
約
も
結
局
は
上
手
く
い
か
ず
、
デ
・
フ
ァ
ク
ト
理
論
、
征
服
理
論
を
頼
り
に
し
た
。
し
か



一
四
八

し
、そ
の
理
論
で
は
共
和
国
と
い
う
政
体
そ
の
も
の
の
弁
証
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ラ
ン
プ
議
会
は
自
ら
の
保
身
か
ら
、
総
選
挙
に
よ
る
正
当
性
の
獲
得
の
道
を
拒
ん
だ
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
ラ
ン
プ
解
散
と
指
名
議
会
の

召
集
・
解
散
、
そ
し
て
護
国
卿
の
就
任
は
、
い
わ
ば
存
在
根
拠
の
な
い
も
の
を
存
在
根
拠
の
な
い
も
の
で
置
換
し
続
け
た
だ
け
だ
と
も

言
え
る
。
つ
ま
り
、
共
和
国
に
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
裏
切
ら
れ
る
よ
う
な
「
大
義
」
は
最
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と

す
る
と
、
共
和
派
の
「
古
き
良
き
大
義
」
は
全
く
の
虚
構
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
。
し

か
も
、
共
和
派
が
拠
り
所
に
し
た
一
六
四
九
年
の
一
院
制
ラ
ン
プ
議
会
の
体
制
を
強
権
に
よ
っ
て
生
ん
だ
の
は
、
彼
ら
が
「
一
人
支
配
」

と
し
て
批
判
を
向
け
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
中
心
と
す
る
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
軍
で
あ
っ
た
。
共
和
派
は
最
大
の
論
敵
が
作
っ
た
レ
ジ
ー
ム

の
枠
組
み
の
な
か
か
ら
出
ら
れ
ず
に
、
し
か
も
そ
の
建
設
者
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
し
か
自
ら
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
共
和
派
の
こ
う
し
た
性
格
が
、
本
来
起
源
を
異
に
す
る
多
様
な
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
軍
の
下
級
士
官
、
旧
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
、
急
進
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
宗
教
的
セ
ク
ト
、
古
典
的
共
和
主
義
者
、
等
々
を
そ
こ
に
包
摂
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
彼
ら
は
論

敵
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
共
通
の
敵
の
作
っ
て
く
れ
た
既
存
の
舞
台
で
安
ん
じ
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
独

自
の
レ
ジ
ー
ム
構
想
の
実
現
の
方
法
を
真
剣
に
練
る
必
要
も
、
そ
の
構
想
を
相
互
に
戦
わ
せ
る
必
要
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く

に
、
共
和
政
体
の
秀
逸
性
を
理
想
論
的
に
説
く
こ
と
を
旨
と
し
、
た
と
え
ば
前
国
家
的
な
自
然
状
態
か
ら
国
家
を
説
明
し
た
契
約
論
者

と
異
な
っ
て
、
そ
も
そ
も
政
治
社
会
の
設
立
原
理
の
構
想
を
打
ち
出
す
こ
と
を
不
得
手
と
す
る
古
典
的
共
和
主
義
に
と
っ
て
は
、
あ
る

意
味
で
活
動
し
易
い
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
見
た
ミ
ル
ト
ン
の
現
実
離
れ
し
た
「
大
評
議
会
」
構
想
や
教
育
政
策
な

ど
は
、
ま
さ
に
こ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
ニ
ー
ダ
ム
も
ミ
ル
ト
ン
も
護
国
卿
政
府
に
喜
ん
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
広
報
官
、
い
わ
ゆ
る
御

用
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
一
応
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
共
和
派
に
は
元
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
も
含
ま
れ
て

お
り
、『
人
民
協
約
』
の
主
張
ま
で
現
れ
た
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
が
ど
こ
ま
で
社
会
契
約
の
実
行
に
真
剣



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
四
九

だ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
一
六
四
九
年
の
ラ
ン
プ
議
会
体
制
は
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
を
弾
圧
し
た
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
も

し
真
剣
に
『
人
民
協
約
』
を
考
え
て
い
た
の
な
ら
、
一
六
四
九
年
で
は
な
く
、
国
王
処
刑
前
の
、
軍
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
最
も
接
近
し

た
一
六
四
七
～
四
八
年
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
共
和
派
の
活
動
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
死
と
と
も

に
終
わ
る
。
護
国
卿
体
制
の
崩
壊
後
の
混
乱
か
ら
、
彼
ら
は
現
実
味
の
あ
る
い
か
な
る
国
家
構
想
も
打
ち
出
す
こ
と
は
で
き
ず
に
、
王

政
復
古
を
迎
え
た
。
せ
い
ぜ
い
「
謙
虚
な
請
願
と
勧
告
」
の
二
院
制
議
会
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
ア
イ
デ
ア
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
程
度
で

あ
っ
た
。

　

他
方
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
側
で
は
、
何
と
か
護
国
卿
体
制
の
強
権
体
質
か
ら
脱
出
す
る
道
を
模
索
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
護

国
卿
体
制
の
正
当
性
は
、
当
初
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
も
選
挙
で
調
達
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
デ
・
ユ
ー
レ
な
基
礎
付
け
を
も
た
な
い
成
文

憲
法
に
規
定
さ
れ
た
、そ
の
意
味
で
正
当
性
を
も
た
な
い
選
挙
方
式
で
選
出
さ
れ
た
議
員
た
ち
は
、自
ら
の
地
位
の
根
拠
で
あ
っ
た
「
統

治
章
典
」
の
承
認
を
拒
む
と
い
う
自
己
否
定
の
道
を
選
ん
だ
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
こ
の
議
会
を
結
局
は
解
散
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ

う
し
た
自
己
矛
盾
の
連
鎖
に
終
止
符
を
打
ち
、
レ
ジ
ー
ム
の
安
定
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
の
統
治
機
構
論
の
整
備
で
は
な
く
、

何
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
承
認
と
支
持
を
広
く
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
こ
の
こ
と
を
痛
感
し
て

い
た
よ
う
に
思
う
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
州
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
多
様
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
派
の
レ
ジ
ー
ム
へ
の
包
摂
は
、
ま
さ
に
こ
の

た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、『
オ
セ
ア
ナ
』
の
宗
教
政
策
と
護
国
卿
体
制
の
そ
れ
と
の
類
似
性
で
あ
る）

（01
（

。
ハ
リ

ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
国
民
的
良
心
」
と
し
て
の
「
国
民
的
宗
教
」
な
く
し
て
共
和
国
も
個
人
の
「
良
心
の
自
由
」
も
成
り
立
た
な
い）

（0（
（

。

こ
れ
は
「
神
の
民
」
の
霊
的
一
致
の
な
か
で
、
諸
教
派
の
礼
拝
の
自
由
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
理
念
に
き
わ
め
て
近

い
。
ま
た
『
オ
セ
ア
ナ
』
で
は
俗
人
で
構
成
さ
れ
る
「
宗
教
評
議
会
」
が
国
民
的
宗
教
を
管
轄
し
、
人
々
の
多
様
な
信
仰
生
活
に
関
す

る
問
題
の
調
整
を
行
う
が
、
こ
れ
は
護
国
卿
体
制
の
「
聖
職
者
審
査
委
員
会
」
と
「
聖
職
者
追
放
委
員
会
」
が
担
お
う
と
し
た
役
割
そ



一
五
〇

の
も
の
で
あ
っ
た）

（00
（

。
こ
の
「
国
民
宗
教
」
制
度
の
下
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
偶
像
崇
拝
者
を
除
く
す
べ
て
の
教
会
の
集
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
自
発
的
で
自
由
な
礼
拝
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る）

（00
（

。
そ
し
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
こ
の
国
教
会
構
想
は
彼
の
共
和

国
の
構
想
と
一
体
化
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た）

（00
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
酷
似
し
た
護
国
卿
体
制
の
国
家
教
会
制
は
共
和
制

に
こ
そ
、
最
も
親
和
性
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
一
六
四
九
年
に
出
現
し
た
「
自
由
な
国
家
」
の
最
大
の
弱
点
は
、
そ
の
共
同
体

的
基
礎
の
脆
弱
性
に
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
護
国
卿
に
よ
る
強
権
支
配
は
、
共
和
国
の
共
同
体
的
基
礎
が
熟
し
て
く
る
ま
で
の
間
は

ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
実
際
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
護
国
卿
と
い
う
官
職
を
緊
急
時
の
臨
時
職
と
考
え
て

い
た）

（00
（

。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
護
国
卿
の
権
力
を
暴
走
さ
せ
ず
、
腐
敗
さ
せ
な
い
工
夫
が
「
統
治
章
典
」
の
「
抑
制
と
均

衡
」
の
意
味
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
文
憲
法
の
正
当
性
は
レ
ジ
ー
ム
の
安
定
の
持
続
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
事
後
的
に
獲
得

さ
れ
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
１
）  

本
稿
は
、以
下
の
三
つ
の
拙
稿
の
続
編
と
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
澤
麦「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
成
立
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の『
人

民
協
約
』：
英
国
共
和
主
義
思
想
に
お
け
る
社
会
契
約
論
」、『
法
学
会
雑
誌
』
五
二
―
一
、二
〇
一
一
年
。
大
澤
麦
「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

政
治
原
理
：「
国
王
殺
し
」
と
契
約
論
」、『
法
学
会
雑
誌
』
五
四
―
一
、二
〇
一
三
年
。
大
澤
麦
「
オ
リ
ヴ
ァ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
体
制

と
成
文
憲
法
」、『
法
学
会
雑
誌
』
五
六
―
一
、二
〇
一
五
年
。
よ
っ
て
、
本
稿
の
前
半
部
分
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
論
考
と
の
若
干
の
論
点
の

重
複
が
あ
る
。

（
２
）  

Instrum
ent of Governm

ent, 1653, in Gardiner, S. L., ed., T
he Constitutional D

ocum
ents of the Puritan R

evolution 1625-
1660, 3rd ed., O

xford U
. P., 1979, pp.405-6.

（
３
）  

ibid., p.406. 

（
４
）  

ibid., pp.406, 414.

（
５
）  

専
門
の
研
究
者
た
ち
の
間
に
お
い
て
も
、
二
十
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
は
、
こ
の
体
制
の
強
権
体
質
や
中
央
集
権
的
な
構
造
が
強
調
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五
一

さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
。Richardson, R. C., ‘

Crom
w
ell and the Inter-W

ar European D
ictators,’ in Richardson, R. C., 

ed., Im
ages of O

liver Crom
w
ell: E

ssays for and by R
oger H

ow
ell, Jr., M

anchester U
. P., 1993, pp.109ff. W

oolych, A
., ‘

T
he 

Crom
w
ellian Protectorate: A

 M
ilitary D

ictatorship?,’ in Sm
ith, D

. L., ed., Crom
w
ell and the Interregnum

, Blackw
ell, 

2003, pp.63-4. 

今
井
宏
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
政
治
過
程
』
未
来
社
、一
九
八
四
年
、第
三
―
五
章
。
こ
う
し
た
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
た
の
が
Ｈ
・

ト
レ
ヴ
ァ
ー
＝
ロ
ー
パ
ー
の
以
下
の
研
究
で
あ
っ
た
。T

revor-Roper, H
. R., ‘

O
liver Crom

w
ell and H

is Parliam
ents,’ in Pares, R. 

and T
ayler, A

. J. P., eds., E
ssays Presented to Sir Lew

is N
am

ier, M
acm

illan, 1956.

（
６
）  

Carlyle, T
., O

n H
eroes and H

ero W
orship and the H

eroic in H
istory, BiblioLife, 2008

［
老
田
三
郎
訳『
英
雄
崇
拝
論
』岩
波
文
庫
、

一
九
四
九
年
］. 
原
書
の
初
版
は
一
八
四
一
年
で
あ
る
。

（
７
）  

Richardson, ed., op.cit., chaps.1-4. D
avis, J. C., O

liver Crom
w
ell, A

rnold, 2001, chap.3. 

し
か
し
、本
稿
が
一
義
的
に
抱
く
関
心
は
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
い
う
人
物
に
で
は
な
く
、
彼
の
時
代
に
築
か
れ
た
政
治
制
度
と
し
て
の
護
国
卿
体
制
に
お
か
れ
て
い
る
。

（
８
）  

A
n A

ct D
eclaring England to be a Com

m
onw

ealth, 1649, in Gardiner, ed op.cit., p.388. 

こ
の
法
令
の
直
後
に
出
さ
れ
た
『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
の
宣
言
』
で
は
、「
共
和
国
」（Republique

）
と
も
呼
ば
れ
る
。A

 D
eclaration of the Parliam

ent of England, 
Expressing the Grounds of T

heir Late Proceedings, and of Setling the Present Governm
ent in the W

ay of a Free 
State, 1949, in M

alcom
, J. C., ed., T

he Struggle for Sovereignty, vol.1, Liberty Fund, 1999, p.243. 

ま
た
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
共

和
国
」（R

espublica A
nglicana

）
と
い
う
用
語
は
、
Ｇ
・
ウ
ィ
ザ
ー
に
よ
る
当
時
の
著
名
な
共
和
国
弁
護
論
に
見
ら
れ
る
。W

ither, G., 
R
espublica A

nglicana or T
he historie of the Parliam

ent in their late proceedings, London, 1650.

（
９
）  

こ
の
後
者
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
拙
い
分
析
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。
大
澤
、「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
原
理
：「
国
王
殺
し
」
と
契

約
論
」、
三
七
六
頁
以
下
。

（
10
）  

W
orden, B., Literature and Politics in Crom

w
ellian E

ngland: John M
ilton, A

ndrew
 M

arvell, M
archm

ont N
edham

, 
O
xford U

. P., 2007, p.256. 

（
11
）  

こ
の
用
語
自
体
は
、
す
で
に
一
六
五
三
年
の
春
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
暴
政
が
急
進
派
に
警
戒
さ
れ
始
め
る
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
以
下
を
参
照
せ
よ
。Streater, J., Secret R

easons of State in R
eference to the A

ffairs of the N
ations, London, 1659, p.18.

（
12
）  

Pocock, J. G. A
., Editorial and H

istorical Introductions to T
he Political W

orks of Jam
es H

arrington, Cam
bridge U

. 
P., 1977, p.5. W

orden, B., Introduction to N
edham

, M
., T

he E
xcellencie of a Free-State O

r, T
he R

ight Constitution of 
a Com

m
onw

ealth, Liberty Fund, 2011, p.16. 

今
井
宏
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
と
国
家
の
変
容
」、『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』

二
二
、二
〇
〇
一
年
、
一
三
―
四
頁
。



一
五
二

（
13
）  

Pocock, op.cit., p.15.

（
14
）  

W
orden, B., ‘M

ilton’s Republicanism
 and the T

yranny of H
eaven,’ in Bock, G., Skinner, Q

. and V
iroli, M

., eds., 
M
achiavelli and R

epublicanism
, Cam

bridge U
. P., 1990, p.227. Scott, J., ‘

T
he English Republic Im

agination,’ in M
orrill, 

J., ed., R
evolution and R

estoration: E
ngland in the 1650s, T

rafalgar Square, 1993, pp.35ff. N
orbrook, D

., W
riting the 

E
nglish R

epublic: Poetry, R
hetoric and Politics 1627–1660, Cam

bridge U
. P., 2000. 

実
際
、「
自
由
な
国
家
」
は
当
時
の
風
刺
文

学
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

（
15
）  

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
自
体
が
、
少
な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
は
、
共
和
派
の
視
点
に
立
っ
た
と
き
に
の
み
有
意
な
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
国
王
派
は
も
と
よ
り
、国
王
の
人
身
と「
古
来
の
国
制
」と
の
保
全
を
規
定
し
た「
厳
粛
な
同
盟
と
契
約
」（
一
六
四
三

年
）
に
「
手
を
至
高
の
神
に
向
か
っ
て
挙
げ
て
誓
い
」
つ
つ
署
名
を
行
っ
た
長
老
派
に
と
っ
て
も
、
一
六
四
九
年
の
共
和
国
自
体
が
「
自

由
」
の
名
に
値
し
な
い
反
逆
者
た
ち
の
創
造
物
で
あ
る
こ
と
は
、
護
国
卿
体
制
と
全
く
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。A

 Solem
n League and 

Covenant, 1643, in Jones, D
. M

., Conscience and A
llegiance in Seventeenth Century E

ngland, U
niversity Rochester Press, 

1999, p.276.  M
acK

enzie, K
. M

., ‘
O
liver Crom

w
ell and the Solem

n League and Covenant of the T
hree K

ingdom
s,’ in 

Little, P., ed., T
he Crom

w
ellian Protectorate, T

he Boydell Press, 2007, p.149. 

共
和
国
政
府
に
と
っ
て
の
最
大
の
懸
案
は
、
後
述
す

る
と
お
り
、
旧
革
命
陣
営
の
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
長
老
派
を
如
何
に
再
び
陣
営
に
取
り
込
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
16
）  

D
avis, G., T

he R
estoration of Charles II, 1658-1660, San M

arino, 1955. W
oolrych, A

., ‘
T
he Good O

ld Cause and the 
Fall of the Protectorate,’ Cam

bridge H
istorical Journal, 13, 1957. W

oolrych, A
, ‘

Last Q
uests for a Settlem

ent 1657-1660,’ 
in A

ylm
er, G. E., ed., T

he Interregnum
: T

he Q
uest for Settlem

ent 1646-1660, paperback ed., M
acm

ilan, 1990. T
aft, B., 

‘
T
hat Lusty Puss, the Good O

ld Cause,’ H
istorical Journal, 5-3, 1984. H

utton, R., T
he R

estoration: A
 Political H

istory of 
E
ngland and W

ales, 1658-1667, O
xford U

. P., 1985. M
ayers, R. E., 1659: T

he Crisis of the Com
m
onw

ealth, T
he Royal 

H
istorical Society, 2004. 

今
井
、
前
掲
論
文
。

（
17
）  

十
七
世
紀
英
国
共
和
主
義
の
「
カ
ノ
ン
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
ほ
か
に
Ｈ
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ル
、
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
、
Ｅ
・
ラ
ド
ロ
ー
、
Ａ
・
マ
ー

ヴ
ェ
ル（A

ndrew
 M

arvell, 1621-1678

）ら
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、彼
ら
の
実
践
家
と
し
て
の
活
躍
は
護
国
卿
体
制
下
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
、

文
筆
家
と
し
て
の
本
格
的
な
活
動
は
王
制
復
古
期
に
属
す
。

（
18
）  

Cf. W
orden, B., ‘

H
arrington’s ‘O

ceana’: O
rigins and A

fterm
ath, 1651-1660,’ in W

ootton, D
., ed. R

epublicanism
, 

L
iberty, and C

om
m
ercial Society, 1649-1776, Stanford U

. P., 1994, pp.126ff. Scott, J., C
om

m
onw

ealth P
rinciples: 

R
epublican W

riting of the E
nglish R

evolution, Cam
bridge U

. P., 2004, chaps.13-4. Rahe, P. A
., A

gainst T
hrone and A

lter: 



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
五
三

M
achiavelli and Political T

heory under the E
nglish R

epublic, Cam
bridge, U

. P., 2008, chap.7.

（
19
）  

Robbins, C., T
he E

ighteenth-Century Com
m
onw

ealthm
an: Studies in the T

ransm
ission, D

evelopm
ent and Circum

stance 
of E

nglish Liberal T
hought from

 the R
estoration of Charles II until the W

ar w
ith the T

hirteen Colonies, H
arvard U

. P., 
1959. Robbins, C. ed., T

w
o E

nglish R
epublican T

racts, Cam
bridge U

. P., 1969.

（
20
）  

Pocock, J. G. A
., T

he M
achiavellian M

om
ent, revised ed., Princeton U

. P., 2003

［
田
中
秀
夫
・
奥
田
敬
・
森
岡
邦
泰
訳
『
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
］.

（
21
）  

Pocock, J. G. A
., V

irtu, Com
m
erce, and H

istory, Cam
bridge U

. P., 1985

［
田
中
秀
夫
訳
『
徳
・
商
業
・
歴
史
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
三
年
］, pp.215ff. Skinner, Q

., Liberty before Liberalism
, Cam

bridge U
. P., 1998

［
梅
津
順
一
訳『
自
由
主
義
に
先
立
つ
自
由
』

聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
］, chap.1. W

orden, B., ‘
M
archam

ont N
edham

 and English Republicanism
,’ in W

ootton, 
ed. op.cit., pp.49-50. W

orden, B., ‘
English Republicanism

,’ in Burns, J. H
., ed., T

he C
am

bridge H
istory of P

olitical 
T
hought, 1450-1700, paperback ed., Cam

bridge U
. P., 1994, p.443. 

（
22
）  

Robbins, T
he E

ighteenth-Century Com
m
onw

ealthm
an, p.5.

（
23
）  

Pocock, T
he M

achiavellian M
om

ent, p.545. 

た
だ
し
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
考
察
の
線
か
ら
考
え
る
限
り
、
明
ら
か

に
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
勇
み
足
で
あ
る
。

（
24
）  

Cf. A
ppleby, J. O

., Capitalism
 and a N

ew
 Social O

rder: T
he R

epublican V
ision of the 1790s, N

ew
 Y

ork U
. P., 1984. 

D
iggins, J. P., T

he Last Soul of A
m
erican Politics: V

irtue, Self-Interest, and the Foundations of Liberalism
, Basic Books, 

1984. H
am

ow
y, R., ‘

Cato’s Letters, John Locke and the Republican Paradigm
,’ H

istory of Political T
hought, 11-2, 1990.  

K
ram

inc, I., R
epublicanism

 and B
ourgeois R

adicalism
: P

olitical Ideology in L
ate E

ighteenth-C
entury E

ngland and 
A
m
erica, Cornell U

. P., 1991. Rahe, P. A
., R

epublicanism
 A

ncient and M
odern: Classical R

epublicanism
 and the A

m
erican 

T
radition, U

niversity of N
orth Carolina Press, 1992. Breen, T

. H
., T

he Lockean M
om

ent: A
n Inaugural Lecture D

elivered 
before the U

niversity of O
xford, T

he Clarendon Press, 2001. Connell, W
., ‘

T
he Republican Idea,’ in H

ankins, J., ed., 
R
enaissance Civic H

um
anism

: R
eappraisals and R

eflections, paperback ed., Cam
bridge U

. P., 2003.

（
25
）  

Isaac, J. C., ‘
Republicanism

 vs Liberalism
? A

 Reconsideration,’ H
istory of Political T

hought, 9-2, 1988, pp.349ff. Patten, 
A
., ‘

T
he Republican Critique of Liberalism

,’ British Journal of Political Science, 26, 1994, pp.25ff. N
adon, C., ‘

A
ristotle 

and the Republican Paradigm
: A

 Reconsideration of Pocock’s M
achiavellian M

om
ent,’ Review

 of Politics, 58-4, 1996, 
pp.677ff. 

私
も
以
前
、
ス
キ
ナ
ー
の
言
う
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
ン
理
論
が
、
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
契
約
論
と
き
れ
い
に
区
分
け
ら
れ



一
五
四

な
い
点
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
以
下
を
参
照
せ
よ
。
大
澤
麦
「
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
著
『
自
由
主
義
に
先
立
つ
自
由
』
を
め
ぐ
っ

て
」、『
政
治
思
想
学
会
会
報
』
一
五
、二
〇
〇
二
年
、
一
九
―
二
〇
頁
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
ス
キ
ナ
ー
や
Ｐ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
は
Ｉ
・
バ
ー

リ
ン
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
、
自
由
主
義
と
区
別
さ
れ
る
共
和
主
義
の
特
質
を
「
非
支
配
」
と
い
う
自
由
観
に
求
め
る
考
察
を
展
開
し
、
大

き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
せ
よ
。Skinner, Q

., ‘
T
he Idea of N

egative Liberty,’ in Rorty, 
R., Schneew

ind, J. B., and Skinner, Q
.,eds., Philosophy in H

istory, Cam
bridge U

. P., 1984. Pettit, P., ‘
N
egative Liberty, 

Liberal and Republican,’ E
uropean Journal of Philosophy, 1, 1993. Pettit, P., R

epublicanism
: A

 T
heory of Freedom

 
and G

overnm
ent, O

xford U
. P., 1997. Skinner, Liberty before Liberalism

. Skinner, Q
., ‘

A
 T

hird Concept of Liberty,’ 
Proceedings of the British A

cadem
y, 117, 2002. Pettit, P., ‘

D
iscourse T

heory and Republican Freedom
,’ in W

einstock, 
D
. and N

adeau, C., eds., R
epulicanism

: H
istory, T

heory and P
ractice, Frank Cass, 2004. Larm

ore, C., ‘
Liberal and 

Republican Conception of Freedom
,’ in ibid. N

adeau, C., ‘
N
on-D

om
ination as a M

oral Ideal,’ in ibid. Skinner, Q
., H

obbes 
and R

epublican Liberty, Cam
bridge U

. P., 2008. 

ス
キ
ナ
ー
と
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
自
由
論
を
主
題
と
し
た
論
考
と
し
て
以
下
を
参
照
せ
よ
。

小
田
川
大
典
「
共
和
主
義
と
自
由:

ス
キ
ナ
ー
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
マ
ジ
ノ
線
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
」、『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
五
四
―

四
、二
〇
〇
五
年
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
点
は
リ
ベ
ラ
ル
＝
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
の
な
か
に
参
入
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
自
由
主
義
vs
共
和

主
義
と
い
う
図
式
の
な
か
で
問
題
の
再
定
式
化
の
試
み
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
の
論
文
集
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
下
で
考
察
さ

れ
た
興
味
深
い
諸
論
考
を
含
ん
で
い
る
。
佐
伯
啓
思
・
松
原
隆
一
郎
編
『
共
和
主
義
ル
ネ
サ
ン
ス
：
現
代
西
欧
思
想
の
変
貌
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、

二
〇
〇
七
年
。

（
26
）  

W
ootton, D

., ‘
T
he Republican T

radition: From
 Com

m
onw

ealth to Com
m
on Sense,’ in W

ootton, ed., op.cit. van 
Gelderen, M

. and Skinner, Q
., eds., R

epublicanism
: A

 Shared E
uropean H

eritage, 2 vols., Cam
bridge U

. P., 2002. 

田
中
秀
夫
・

山
脇
直
司
編
『
共
和
主
義
の
思
想
空
間:

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。

（
27
）  

Pocock, Editorial and H
istorical Introductions to T

he Political W
orks of Jam

es H
arrington, p.5. 

（
28
）  

W
orden, Introduction to T

he E
xcellencie of a Free-State O

r, T
he R

ight Constitution of a Com
m
onw

ealth, p.16.

（
29
）  

ウ
ォ
ー
デ
ン
に
よ
れ
ば
、republic

と
同
一
の
語
源
を
も
つcom

m
onw

ealth

は
、
当
時
に
お
い
て
、
国
家
一
般
を
表
す
と
と
も
に
、「
共

通
善
あ
る
い
は
公
共
善
」（com

m
on or public good

）
と
い
う
意
味
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
た
。W

orden, B., G
od’s Instrum

ents, 
O
xford U

. P., 2012, pp.274-5. 

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン
が
公
共
の
精
神
を
も
つ
有
徳
な
市
民
と
受
け

取
ら
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
注
意
す
べ
き
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン
が
か
つ
て
は
主
に
経
済
史
分
野
で
、

十
六
世
紀
の
「
囲
い
込
み
運
動
」
の
反
対
派
や
教
会
に
お
け
る
貧
民
救
済
等
の
社
会
改
革
に
携
わ
る
人
々
の
「
党
派
」
と
し
て
、
強
調
さ
れ
る



ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
体
制
に
お
け
る
共

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
＝
メ
ン

和
派
の
政
治
理
念

（
都
法
五
十
七–

二
）　　
　

一
五
五

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｍ
・
Ｌ
・
ブ
ッ
シ
ュ
や
Ｇ
・
Ｒ
・
エ
ル
ト
ン
の
研
究
以
後
、
こ
う
し
た
「
党
派
」
の
存
在
は
否
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。Bush, M

. L., T
he G

overnm
ent Policy of Protector Som

erset, Edw
ard A

rnold, 1975, pp.61ff. Elton, 
G. R., ‘

Reform
 and the “

Com
m
onw

ealth-M
en” of Edw

ard V
I’s Reign’, in Clark, P., Sm

ith, A
. G. T

. and T
yacke, N

., eds., 
T
he E

nglish Com
m
on-W

ealth 1547-1640, Leicester U
. P., 1979, pp.24-5. 

ま
た
、
エ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
も
、
十
六
世
紀
に
お
け
る 

‘
com

m
onw

ealth’ 

な
い
し ‘

com
m
onw

eal’ 

は
、「
共
通
善
」（com
m
on good

）以
上
の
意
味
は
持
ち
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
る（ibid., p.24

）。

こ
の
点
は
以
下
の
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。Early M

odern Research Group, ‘
Com

m
onw

ealth: 
T
he Social, Cultural, and Conceptual Contexts of an Early M

odern K
eyw

ord,’ H
istorical Journal, 54, 2011. 

た
だ
し
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
の
受
容
が
始
ま
っ
て
お
り
（W

eston, C. C., 
E
nglish Constitutional T

heory and the H
ouse of Lords, Colum

bia U
. P., 1965, p.10

）、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
時
代
に
は
王
国
を
共
通
善

の
保
た
れ
た
良
き
政
治
的
共
同
体
と
い
う
意
味
で‘com

m
onw

ealth’

や ‘
republic’ 

と
呼
ぶ
用
語
法
も
存
在
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る

（Collinson, P., ‘
T
he M

onarchical Republic of Q
ueen Ellizabeth I,’ Bulletin of the John R

ylands U
niversity of M

anchester, 
69, 1986, p.400

）。
ま
た
、
共
和
主
義
の
始
動
を
一
六
四
九
年
と
す
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
へ
の
反
論
を
意
図
し
て
、
古
典
的
人
文
主
義
を
淵
源
に

も
つ
「
市
民
意
識
」
の
存
在
を
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
求
め
る
研
究
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
せ
よ
。Collinson, P., 

D
e R

epublica  A
nglorum

: or, H
istory w

ith the Politics Put Back, Cam
bridge U

. P., 1990, pp.23-4. Peltonen, M
., Classical 

H
um

anism
 and R

epublicanism
 in E

nglish Political T
hought 1570-1640, Cam

bridge U
. P., 1995. 

佐
々
木
武「
近
世
共
和
主
義
」、

『
主
権
国
家
と
啓
蒙
』（
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
六
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。M

cD
iarm

id, J. F., ed., T
he M

onarchial R
epublic of 

E
arly M

odern E
ngland: E

ssays in R
esponse to Patrick Collinson, A

shgate, 2007. H
unt, A

., ‘T
he M

onarchical Republic of 
M
ary I’, T

he H
istorical Journal, 52-3, 2009. 
た
だ
し
、
護
国
卿
体
制
下
の
共
和
主
義
の
問
題
に
絞
っ
た
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
論
点
に

こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

（
30
）  

こ
の
点
の
詳
細
は
以
下
を
参
照
せ
よ
。
大
澤
、「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
成
立
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
人
民
協
約
』：
英
国
共
和
主
義
思
想

に
お
け
る
社
会
契
約
論
」。

（
31
）  
Jones, op.cit., chap.1.

（
32
）  

こ
の
論
争
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。W

allace, J. M
., ‘T

he Engagem
ent Controversy 1649-52,’ Bulletin of the 

N
ew

 Y
ork Public Library, 68, 1964. 

（
33
）  

Rous, F., T
he Law

fulness of O
beying the Present G

overnm
ent, 1649 in M

alcom
, ed., op.cit., p.251.

（
34
）  

N
edham

, M
., T

he Case of the Com
m
onw

ealth of E
ngland, Stated, ed. by K

nachel, P. A
., T

he U
. P. of V

irginia, 1969, 



一
五
六

pp.27-8.

（
35
）  

ibid., p.34.
（
36
）  

ibid., pp.38-9.
（
37
）  
こ
の
審
議
の
模
様
は
以
下
を
参
照
せ
よ
。「
パ
ト
ニ
ー
討
論
」、
大
澤
麦
・
澁
谷
浩
編
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
討
論
の
生
誕
：
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
「
パ
ト
ニ
ー
討
論
」』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
七
一
頁
以
下
所
収
。
私
は
こ
の
契
約
説
と
結
び
つ
い
た

共
和
国
の
構
想
を
、
古
典
的
共
和
主
義
と
別
系
譜
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
和
主
義
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。
詳
細
は
以
下
を
参
照
せ
よ
。
大
澤
、

「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
成
立
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
人
民
協
約
』」、九
七
―
八
頁
。
本
稿
も
、後
続
す
る
論
証
の
な
か
で
示
さ
れ
る
と
お
り
、

こ
の
テ
ー
ゼ
を
補
強
す
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
38
）  

Ｂ
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
は
、
一
六
四
〇
年
代
半
ば
か
ら
国
王
処
刑
に
至
る
ま
で
の
軍
や
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
、
せ
い
ぜ
い
国
王
を
人
民
の
「
官
吏
」

に
位
置
づ
け
る
に
止
ま
り
、共
和
制
の
具
体
的
な
構
想
を
示
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、彼
は
そ
こ
で
『
人
民
協
約
』
と
『
士
官
人
民
協
約
』

に
な
ぜ
か
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
軍
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
を
「
共
和
主
義
」
か
ら
放
逐
す
る
た
め
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
し
か
私
に
は
思
え

な
い
。W

orden, B., ‘
M
archam

ont N
edham

 and English Republicanism
,’ in W

ootton, ed., op.cit., pp.54-5.

（
39
）  

A
n A

greem
ent of the People for a Firm

 and Present Peace, upon G
rounds of Com

m
on-R

ight and Freedom
e, 1647, in 

W
olfe, D

., ed., Leveller M
anifestoes of the Puritan R

evolution, Frank Cass &
 Co. Ltd, 1967, pp.227, 232.  

邦
訳
は
大
澤
・
澁
谷

前
掲
編
訳
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）  

ibid., p.230.

（
41
）  

ibid., pp.227-8.

（
42
）  

W
oolych, A

., Soldiers and Statesm
en : T

he G
eneral Council of the A

rm
y and its D

ebates, 1647-1648, O
xford U

. P., 
1987, pp.243ff.

（
43
）  

Journal of the H
ouse of Com

m
ons: 1648-1651, vol. 6, 1802, p.122. 

（
44
）  

Barber, S., R
egicides and R

epublicanism
: Politics and E

thics in the E
nglish R

evolution, 1646-1659, Edinburgh U
. P., 

1998, pp.160-1, 176-83.

（
45
）  

Engagem
ent to be T

aken by A
ll M

en of the A
ge of Eighteen, 1650, in Gardiner, ed., op.cit., p.307.

（
46
）  

 M
ilton, J., A

 D
efence of the People of E

ngland, in John M
ilton Political W

ritings, ed. by D
zelzainis, M

., transl. by 
Gruzelier, C., Cam

bridge U
. P., 1991, pp.68-9, 76-7, 94, 113, 126-7, 147-8, 163-77, 227, 240-5.

［
新
井
明
・
野
呂
有
子
訳
『
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
国
民
の
た
め
の
第
一
弁
護
論
お
よ
び
第
二
弁
護
論
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
］。
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二
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一
五
七

（
47
）  

Rahe, A
gainst T

hrone and A
lter: M

achiavelli and Political T
heory under the E

nglish R
epublic, pp.23-6. D

zelzainis, 
M
., ‘

M
ilton’s Classical Republicanism

,’ in A
rm

itage, D
., H

im
y, A

. and Skinner, Q
., eds., M

ilton and R
epublicanism

, 
Cam

bridge U
. P., 1995, pp.13-4. 

な
お
、
レ
イ
ヒ
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
や
ウ
ォ
ー
デ
ン
に
反
し
て
、
こ
の
パ
イ
デ
イ
ア
の
伝
統
か
ら
の
離
脱
と

い
う
点
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
と
ニ
ー
ダ
ム
を
古
典
的
共
和
主
義
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
し
て
い
る
。

（
48
）  

M
ilton, op.cit., p.252.

（
49
）  

ibid., pp.180-1, 193-5.

（
50
）  

N
edham

, T
he Case of the Com

m
onw

ealth of E
ngland, Stated, chap. 5.

（
51
）  

N
edham

, T
he E

xcellencie of a Free-State, passim
,

（
52
）  

本
稿
に
お
い
て
は
、
両
者
を
つ
な
ぐ
Ｊ
・
ス
ト
リ
ー
タ
ー
の
意
義
を
初
め
て
明
瞭
に
提
示
し
た
Ｎ
・
ス
ミ
ス
の
研
究
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

Sm
ith, N

., ‘
Popular Republicanism

 in the 1650s: John Streater’s ‘
heroick m

echanicks’,’ in A
rm

itage, H
im

y and Skinner, 
eds., op.cit., esp. pp.138-40. 

そ
の
他
、
Ｓ
・
Ｄ
・
グ
ロ
ヴ
ァ
ー
は
一
六
四
〇
年
代
の
う
ち
か
ら
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
思
想
に
共
和
主
義
の
影

響
が
あ
る
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
。Glover, S. D

., ‘
T
he Putney D

ebates: Popular versus Elitist Republicanism
,’ Past and 

Present, 164, 1999, passim
. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
も
併
せ
て
参
照
せ
よ
。Sm

ith, N
., Literature &

 R
evolution in E

ngland, 
1640-1660, Y

ale U
. P., 1997, pp.178-82. 

ま
た
、
Ｊ
・
ス
コ
ッ
ト
も
同
様
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
な
か
に
共
和
主
義
思
想
の
言
説
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
彼
が
重
視
す
る
の
は
、
ニ
ー
ダ
ム
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
指
導
者
Ｊ
・
リ
ル
バ
ー
ン
と
の
直
接

的
な
人
的
交
流
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
両
者
の
思
想
的
区
別
が
全
く
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。Scott, Com

m
onw

ealth Principles, 
pp.243-9. 

こ
れ
に
対
し
Ｒ
・
フ
ォ
ク
ス
レ
ー
の
最
新
の
研
究
は
非
常
に
啓
発
的
で
あ
る
。
彼
は
一
六
四
〇
年
代
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
議
論

が
五
〇
年
代
の
共
和
主
義
に
ど
の
よ
う
に
入
り
込
ん
だ
か
と
い
う
角
度
か
ら
問
題
を
立
て
て
お
り
、
本
稿
の
趣
旨
と
か
な
り
近
い
。
最
終
的

に
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
の
も
つ
貴
族
主
義
と
が
反
目
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Foxley, R., T

he 
Levellers: R

adical Political T
hought in the E

nglish R
evolution, M

anchester U
. P., 2013, pp.196, 207, 220.

（
53
）  

Sm
ith, op.cit., p.144.

（
54
）  
Cf. Foxley, op.cit., pp.204-5.

（
55
）  

ス
ト
リ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
注（
52
）に
示
し
た
Ｎ
・
ス
ミ
ス
の
研
究
に
加
え
、
以
下
の
文
献
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。

Raym
ond, J., ‘

John Streater and the Grand Politic Inform
er,’ H

istorical Journal, 41-2, 1998. Johns, A
., T

he N
ature of the 

Print and K
now

ledge in the M
aking, T

he U
niversity of Chicago Press, 1998, chap.4.

（
56
）  

Streater, J., A
 G

lym
pse of T

hat Jew
el, Judical, Just, Preserving Libertie, London, 1653, T

o the Reader.
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（
57
）  

ibid., pp.1-2.

（
58
）  

ibid., pp.3-5.
（
59
）  

ibid., pp.2, 5, 9-10.
（
60
）  
こ
れ
ら
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
主
張
に
つ
い
て
の
詳
細
は
以
下
を
参
照
せ
よ
。
大
澤
麦
『
自
然
権
と
し
て
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
：
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革

命
に
お
け
る
急
進
主
義
政
治
思
想
の
展
開
』
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
、
第
二
章
。

（
61
）  

Streater, op.cit., pp.11, 15.

（
62
）  

Streater, Secret R
easons of State in R

eference to the A
ffairs of the N

ations, pp.3-5.

（
63
）  

Raym
ond, op.cit., p.570.

（
64
）  

Ｓ
・
バ
ー
バ
ー
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
批
判
の
ト
ラ
ク
ト
と
取
る
が
、
ス
ト
リ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
率
直
さ
は
な
く
、
む
し
ろ
政
府
へ
の
要
求
・
提

言
を
ま
と
め
た
も
の
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。Barber, op.cit., pp.204-5. 

（
65
）  

J. W
., ［W

ildm
an, J.,

］ A M
ite to the T

reasury, of Consideration in the Com
m
on-W

ealth, London, 1653, pp.3, 6.

（
66
）  

［W
ildm

an, J.,

］ A D
eclaration of the Free-born people of E

ngland, N
ow

 in A
rm

s against the T
yrannie and O

ppression of 
O
liver Crom

w
ell E

sq., London, 1654.

（
67
）  

T
o H

is H
ighness the Lord Protector, et&

. and O
ur G

eneral: T
he H

um
ble Petition of Several Colonels of the A

rm
y, 

London, 1654.

（
68
）  

T
aft, B., ‘

T
he H

um
ble Petition of Several Colonels of the A

rm
y: Character, and Results of M

ilitary O
pposition to 

Crom
w
ell’s Protectorate,’ T

he H
untington Library Q

uarterly, 42-1, 1978, p.15.

（
69
）  

ibid., pp.22, 33, 36-40.

（
70
）  

実
際
の
「
統
治
章
典
」
で
は
「
絶
対
的
な
拒
否
権
」
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

（
71
）  

Rahe, op.cit., p.223.

（
72
）  

A
 R

epresentation from
 H

is E
xellencie S. T

hom
as Fairfax, Cam

bridge, 1647.  

抄
訳
は
大
澤
・
澁
谷
前
掲
編
訳
書
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
73
）  

A
 R

em
onstrance of H

is E
xcellency T

hom
as Lord Fairfax, London, 1648.

（
74
）  

Lilburne, L., T
he U

pright M
ans V

indication, London, 1653, pp.7-8.

（
75
）  

ibid. p.9.

（
76
）  

ibid. pp.10-11.
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（
77
）  

ibid. pp.11-12.

（
78
）  

Frank, J., T
he Levellers, H

arvard U
. P., 1955, pp.92-3. 

大
澤
、『
自
然
権
と
し
て
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
』、
一
一
六
―
七
頁
。

（
79
）  

Lilburne, op.cit., p.12. 

そ
の
他
、
リ
ル
バ
ー
ン
は
以
下
の
同
一
時
期
の
ト
ラ
ク
ト
で
も
古
典
古
代
の
歴
史
に
引
照
し
つ
つ
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
原
理
を
説
く
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。Lilburne, J., L., L. Colonel John Lilburne revived, London, 1653, pp.9-10.

（
80
）  

Instrum
ent of Governm

ent, pp.406ff.

（
81
）  

ibid., pp.407-11.

（
82
）  

W
orden, G

od’s Instrum
ents, p.238.

（
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）  

Lom
as, S. C., ed., T

he Letters and Speeches of O
liver Crom

w
ell, M

ethen, 1904, vol.2, p.382.

（
84
）  

Instrum
ent of Governm

ent, p.416.

（
85
）  

W
orden, op.cit., pp.73-4.  Little, P. and Sm

ith, D
. L., Parliam

ents and Politics during the Crom
w
ellian Protectorate, 

Cam
bridge U

. P., 2007. pp. 201ff.

（
86
）  

 W
orden, op.cit., p.72. 

護
国
卿
体
制
の
初
年
度
に
「
共
和
国
臣
従
契
約
」
も
廃
止
に
な
る
が
、
こ
れ
が
長
老
派
の
体
制
へ
の
包
摂
を
妨
げ

て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
で
あ
っ
た
。W

orden, Literature and Politics in Crom
w
ellian E

ngland, p.304.

（
87
）  

V
ane, H

., A
 H

ealing Q
uestion Propounded and R

esolved upon O
ccasion of the Late Publique and Seasonable Call to 

H
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iliation, London, 1656, p.2.

（
88
）  

ibid., pp.4-5.
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）  

ibid., pp.5-7.

（
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）  

ibid., pp.7-11.

（
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ibid., pp.16-7.

（
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ibid., p.18.

（
93
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N
edham

, M
., A
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rue State of the Case of the Com

m
onw

ealth, London, 1654, pp.10-11, 22, 24. W
orden, B., T

he R
um

p 
Parliam

ent 1648-1653, Cam
bridge U

. P., 1977, p.360.

（
94
）  

D
urston, C., Crom

w
ell’s M

ajor-G
enerals, M

anchester U
. P., 2001, pp.210ff.

（
95
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Farr, D
., John Lam
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entary Soldier and Crom

w
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he Boydell Press, 2003, 
pp.111ff.

（
96
）  

 Little and Sm
ith, op.cit., pp.107, 109. Reece, H
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he A
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y in Crom
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ellian E
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xford U

. P., 2013, p.166. 
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H
arrington, J., T
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H
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W
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H
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