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序
章

一
七
九
五
年
の
憲
法
（constitution

）
）
（
（

は
、〔
革
命
下
の
〕
そ
れ
に
先
立
つ
諸
憲
法
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
人
間

0

0

の
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
世
に
人
間

0

0

な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
私
は
生
涯
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ロ

シ
ア
人
、
等
々
に
は
出
遭
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
お
か
げ
で
、
ペ
ル
シ
ア
人
が
存
在
し
う
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
え
知
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
人
間

0

0

に
関
し
て
は
、
私
は
生
涯
に
お
い
て
出
遭
っ
た
こ
と
が
な
い
と
宣
言
す
る
。
も
し
存
在
す
る
と
し
て

も
、
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
…
す
べ
て
の
諸
国
民
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
憲
法
は
、
ど
の
国
民
の
た
め
に
も
つ
く
ら
れ

て
い
な
い
の
だ
。（CF: 235
）

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
、
し
ば
し
ば
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
と
並
ん
で
取
り
挙
げ
ら
れ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・

メ
ー
ス
ト
ル
（Joseph de M

aistre: （753-（82（
）
の
言
葉
の
う
ち
で
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
一
節
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
七
九
七
年
の
『
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
考
察
』（
以
下
『
考
察
』）
に
お
け
る
メ
ー
ス
ト
ル
の
こ
の
い
わ
ゆ
る

人
権
批
判
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
バ
ー
ク
が
早
く
も
一
七
九
〇
年
に
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』
に
お
い
て

提
起
し
た
「
人
間
の
権
利
」
へ
の
疑
義
を
、
表
現
を
変
え
て
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
を

こ
の
一
節
に
集
約
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
バ
ー
ク
の
人
権
批
判
に
巧
み
な
文
彩
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
正
当
に
も

見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
メ
ー
ス
ト
ル
理
解
は
、
後
年
の
大
作
『
教
皇
論
』（
一
八
一
九
年
）
に
眼
を
向
け
る
な
ら
再
考
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。な
ぜ
な
ら
同
書
に
お
い
て
は
、教
皇
主
権
と
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
君
主
政
秩
序
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
規
模
の
あ
る
種
の
「
普
遍
的
共
和
国
」
の
再
生
が
、「
人
間
」
一
般
の
「
自
由
」
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
普
遍
主

義
的
な
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
主
権
が
、
宗
教
的
友
愛
に
よ
っ
て
、
至
高
の
精
神
的
権
威
の
穏
和
な
主
導
の
下
に
、
一
種
の
普
遍
的

共
和
国
（république universelle

）
へ
と
結
び
つ
く
と
い
う
仮
説
、
こ
の
仮
説
は
、
私
に
い
わ
せ
れ
ば
、
何
ひ
と
つ
と
し
て

衝
撃
的
な
と
こ
ろ
は
な
く
、〔
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
〕
隣
保
同
盟
（A

m
phictyons

）
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
、
理
性
に
対

し
て
現
れ
さ
え
す
る
も
の
で
あ
る
（D

P: 2（5

）。
／
こ
の
〔
教
皇
の
〕
権
威
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
動
し
、
可
能
な
限
り
国
民

0

0

間
の
相
違
を
消
し
去
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
人
類
の
不
朽
の
恩
人
と
し
て
、
教
皇
は
、
主
権
の
神
的
性
質
お
よ
び
人
間
の
正
統
な
自
由
、
同

時
に
こ
の
二
つ
の
た
め
に
闘
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。（D

P: 287　

傍
点
引
用
者
）

本
稿
が
試
み
る
の
は
、メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
に
お
け
る
、こ
の
い
わ
ば
個
別
主
義
と
普
遍
主
義
へ
の
分
裂
を
、彼
が
置
か
れ
た「
反

革
命
」
と
い
う
問
題
状
況
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
前
者
か
ら
後
者
へ
の
思
想
的
深
ま
り
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

革
命
と
い
う
世
界
史
的
な
出
来
事
に
対
し
て
、
一
方
で
自
国
に
お
い
て
持
続
す
る
固
有
の
国
制
（
憲
法
）
の
「
保
守
」
を
訴
え
る

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
の
「
古
来
の
国
制
」
論
が
、
革
命
の
普
遍
主
義
に
抗
す
る
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
「
反
革
命
」
を
示
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
他
方
で
、
固
有
の
国
制
そ
の
も
の
が
転
覆
し
た
状
況
を
起
点
と
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
反
革
命
」
は
、
そ
れ
と
は
別
の

課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
革
命
の
普
遍
主
義
へ
の
対
抗
と
し
て
、
も
は
や
実
効
性
を
も
た
な
い
個
別
の
国
制
を

拠
り
所
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
に
お
け
る
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
時
間
の
試
練
に
耐
え
た
普
遍
的
反
革
命
原
理

を
「
発
見
」
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
的
亀
裂
は
、
革
命
に
対
す
る
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
対
抗
原
理
の
あ
い
だ
の
逡
巡
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。
革
命
の
渦
中
に
お
い
て
そ
れ
へ
の
思
想
的
抗
争
と
し
て
、
バ
ー
ク
の
影
響
の
下
、
国
制
の
持
続
性
お
よ
び
個
別
性
を
強

調
す
る
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
同
時
に
、
革
命
後
の
君
主
政
の
正
統
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
模
索
す
る
。
そ
し
て
こ
の
模
索
の
中
で
、

最
終
的
に
は
彼
は
個
別
的
な
国
制
へ
の
信
頼
と
は
別
の
形
の
よ
り
普
遍
主
義
的
な
正
統
性
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
革
命
期
か
ら
復

古
王
政
期
に
か
け
て
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
的
営
み
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
稿
は
、
革
命
後
の
反
革
命
的

保
守
思
想
に
お
け
る
普
遍
主
義
の
可
能
性
を
捉
え
た
い
。

そ
の
際
、
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
に
対
す
る
視
点
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制

は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
い
て
理
想
的
な
国
制
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
た
。
メ
ー
ス
ト
ル
も
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
バ
ー

ク
に
類
似
す
る
伝
統
主
義
的
な
心
性
に
お
い
て
こ
の
国
制
の
価
値
を
称
え
る
が
、
同
時
に
こ
の
国
制
を
あ
く
ま
で
も
一
国
に
固
有

の
個
別
的
な
も
の
と
見
な
す
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
と
は
異
な
る
普
遍
的
な
秩
序
原
理
を
探
求
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
国
制
の
限
界
に
つ
い
て
の
メ
ー
ス
ト
ル
の
理
解
を
具
体
的
に
検
討
す
る
題
材
と
し
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
国
制
に
対
す
る
彼
の
頻
繁
な
言
及
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
に
す
る

）
2
（

。

以
下
で
は
、
ま
ず
反
革
命
の
問
題
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
彼
が
バ
ー
ク
的
な
保
守
思
想
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
（
第
一

章
）、
そ
し
て
『
教
皇
論
』
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
そ
れ
と
は
別
の
視
点
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
か
（
第
二
章
）、
順
に
見
て
い
く
。

　
　
　
　
　
第
一
章
　
反
革
命
論
に
お
け
る
憲
法

第
一
節
　
バ
ー
ク
の
反
革
命
論
に
お
け
る
憲
法

一
七
八
九
年
に
勃
発
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
結
果
と
し
て
王
政
を
破
壊
し
、
人
民
主
権
に
基
づ
く
共
和
政
を
樹
立
し
た
。
革

命
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
人
民
主
権
や
人
権
の
原
理
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
動
乱
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
国
外
の
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人
々
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
革
命
の
原
理
の
波
及
に
よ
っ
て
自
国
の
国
制
が
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
へ
の

恐
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
保
守
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
必
要
最
低
限
、
保
守
思
想
の
始
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
エ

ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
革
命
批
判
を
確
認
し
て
お
こ
う

）
3
（

。

バ
ー
ク
が
革
命
批
判
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
革
命
勃
発
後
間
も
な
い
一
七
九
〇
年
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
青
年
に
よ
っ
て
革
命

へ
の
評
価
を
尋
ね
ら
れ
た
バ
ー
ク
は
、そ
れ
へ
の
返
信
書
簡
と
い
う
体
裁
で
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』
を
執
筆
す
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
進
歩
派
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
バ
ー
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
も
好
意
的
で
あ
る
と
期
待
さ
れ

て
い
た
が
、
実
際
に
は
彼
は
徹
底
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
を
そ
こ
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ク
が
批
判
の
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
支
持
を
集
め
て
い
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ス
の
革
命
論
で

あ
る
。
プ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
形
づ
く
っ
た
の
は
一
六
八
九
年
の
名
誉
革
命
に
よ
る
王
権
の
交

代
で
あ
り
、フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
原
理
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実
践
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
考
え
で
は
、名
誉
革
命
と
は
「
わ

れ
わ
れ
自
身
の
諸
統
治
者
を
選
定
し
、
非
行
の
ば
あ
い
に
か
れ
ら
を
罷
免
し
、
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
で
統
治
を
構
成
す
る
権

利
」
に
立
脚
し
て
い
る

）
（
（

。
こ
の
原
理
に
基
づ
く
名
誉
革
命
体
制
を
擁
護
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
の
原
理
に
基
づ
く
フ
ラ
ン
ス

革
命
を
も
支
持
す
る
べ
き
で
あ
る
。

バ
ー
ク
は
、
名
誉
革
命
の
正
統
性
を
承
認
す
る
点
で
は
プ
ラ
イ
ス
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
民
が
国
王
を
み
ず
か
ら

選
び
う
る
と
い
う
人
民
主
権
的
な
原
理
を
肯
定
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
国
王
の
統
治
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
古
く
か
ら
継
承
さ
れ

て
き
た
国
制
（「
古
来
の
国
制
」）
よ
っ
て
、
そ
の
権
利
を
得
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ク
の
考
え
で
は
、
名
誉
革
命
に
お
い
て

廃
さ
れ
た
国
王
は
こ
の
国
制
か
ら
逸
脱
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
修
繕
し
本
来
の
国
制
へ
と
戻
す
も
の
と
し
て
名
誉
革
命
が
な
さ

れ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
革
命
は
正
統
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、「
人
間
の
権
利
」
と
い
う
抽

象
的
原
理
に
よ
っ
て
従
来
の
国
制
を
根
本
的
に
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
革
命
の
原
理
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
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に
導
入
さ
れ
た
な
ら
、
統
治
の
権
利
そ
の
も
の
の
基
盤
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

）
5
（

。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
の
特
徴
と
し
て
、
と
り
わ
け
そ
の
保
守
主
義
的
な
側
面
に
絞
っ
て
こ
こ
で
は

次
の
三
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
こ
の
国
制
は
記
憶
を
超
え
た
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の

時
代
と
人
間
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
然
権
思
想
の
よ
う
に
、「
人
間
」
一
般
に
生
来
的
に

付
与
さ
れ
て
あ
る
権
利
で
な
く
、
膨
大
な
時
間
を
か
け
て
一
つ
ひ
と
つ
具
体
的
に
獲
得
し
て
き
た
権
利
（「
時
効
取
得
」）、
そ
の

集
積
と
し
て
の
国
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
そ
の
時
々
の
（
瞬
間
的
な
）
都
合
や
、非
歴
史
的
な
（
永

遠
の
）
原
理
に
よ
っ
て
い
か
に
不
都
合
に
見
え
よ
う
と
も
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

国
家（com

m
onw

ealth

）を
構
築
し
た
り
、刷
新
し
た
り
、再
構
成
し
た
り
す
る
学
問
は
、他
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
科
学
と
同
じ
く
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
う
し
た
実
践
的
学
問
を
わ
れ
わ
れ
が
身
に
つ
け
る
の

も
、
一
朝
一
夕
の
経
験
に
お
い
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
的
諸
原
因
の
現
実
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、
常
に
必
ず
直
接

的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
初
は
偏
見
と
思
え
た
も
の
が
、
遠
く
離
れ
た
作
用
に
お
い
て
は

優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
手
始
め
に
生
み
出
し
た
悪
い
結
果
そ
れ
自
体
か
ら
優
れ
た
も
の
が
立
ち
上
が
る
と
い
う

こ
と
さ
え
も
あ
る
。
…
国
家
（states

）
に
は
、
し
ば
し
ば
何
か
し
ら
目
立
た
な
い
、
ほ
と
ん
ど
潜
伏
し
て
い
る
諸
原
因
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
事
柄
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
大
し
て
重
要
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
ま
さ
に

そ
れ
ら
に
こ
そ
、
国
家
の
繁
栄
な
い
し
衰
亡
の
き
わ
め
て
大
き
な
部
分
が
最
も
本
質
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
の
で
あ
る

）
（
（

。

バ
ー
ク
が
一
見
し
て
合
理
的
理
由
の
な
い
「
偏
見
（prejudice

）」
―
―
貴
族
政
、
騎
士
道
、
宗
教
な
ど
―
―
を
擁
護
す
る
の
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も
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
反
対
に
、「
人
間
の
権
利
」
な
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
基
礎
を
い
っ
さ

い
も
た
な
い
。
こ
の
非
歴
史
的
原
理
に
よ
っ
て
「
不
正
」
を
正
し
て
い
く
な
ら
ば
、
終
局
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
が
偏
見
に
も

と
づ
く
も
の
と
し
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
権
利
と
は
「
人
間
」
の
権
利
で
は
な
く
「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
」
の
権
利
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
第
二
に
、
バ
ー
ク
の
あ
る
種
の
「
反
啓
蒙
的
」
な
主
張
が
生
ま
れ
る

）
7
（

。
す
な
わ
ち
、
先
に
「
記
憶
を
超
え
た

（im
m

em
orial

）」
と
さ
れ
た
古
来
の
国
制
の
、
実
際
の
起
源
を
詮
索
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
記

憶
を
超
え
た
と
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
は
、
実
際
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
に
お
い
て
は
、
大
陸
の
ノ
ル
マ
ン
公
ウ
ィ
リ
ア
ム

一
世
の
征
服
に
よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（「
一
〇
六
六
年
の
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」）。
だ
が
こ
の
事
件
は
、「
古

来
の
国
制
」
論
に
と
っ
て
は
否
定
な
い
し
相
対
化
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
本
来
記
憶
を
超
え
た
も
の
で
あ
る

べ
き
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
始
ま
り
」
を
確
定
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
国
制
の
「
始
ま
り
」
の
暴
露
は
、そ
の
同
じ
国
制
の
「
終

わ
り
」
を
も
示
唆
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
国
制
の
安
定
を
揺
る
が
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
第
三
に
、
バ
ー
ク
は
、
古
来
の
国
制
の
保
守
を
訴
え
な
が
ら
も
、
改
革
を
否
定
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
保
守
す
る

た
め
の
改
革
を
求
め
る
。

何
ら
か
の
変
更
の
手
段
を
も
た
な
い
国
家
は
、
そ
れ
自
身
を
保
守
す
る

0

0

0

0

（conservation

）
手
段
を
も
た
な
い
国
家
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
手
段
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
は
、
み
ず
か
ら
が
最
も
大
切
に
維
持
し
た
い
と
欲
し
て
い
る
憲

法
の
肝
心
要
の
部
分
を
失
う
危
険
性
を
冒
す
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。
保
守

0

0

と
修
正

0

0

（correction

）
の
二
つ
の
原
理
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
国
王
が
い
な
く
な
っ
た
王
政
復
古
と
名
誉
革
命
の
二
つ
の
危
局
に
お
い
て
強
烈
に
機
能
し
た
。
こ
の
二
つ
の

時
期
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
国
民
は
、
彼
ら
の
古
く
か
ら
の
建
造
物
を
統
一
す
る
紐
帯
を
喪
失
し
て
い
た
が
、
し
か
し
彼
ら
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は
建
物
全
体
を
解
体
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
反
対
に
、
彼
ら
は
こ
の
二
つ
の
局
面
に
お
い
て
、
古
い
憲
法
の
欠
陥
部
分
を
、
損

傷
を
受
け
て
い
な
い
諸
々
の
部
分
を
通
じ
て
再
生
さ
せ
た

0

0

0

0

0

（regenerated

）
の
で
あ
る

）
8
（

。（
傍
点
引
用
者
）

国
家
は
、
そ
の
「
欠
陥
部
分
」
を
適
切
に
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
健
全
性
を
維
持
す
る
。
歴
史
的
に
継
承
さ
れ
た
も

の
の
す
べ
て
を
や
み
く
も
に
墨
守
す
る
の
で
は
な
く
、部
分
の
修
正
に
よ
っ
て
全
体
を
保
守
し
て
い
く
と
い
う
こ
の
態
度
に
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
保
守
思
想
の
真
髄
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
、
バ
ー
ク
と
は
異
な
る
状
況
に
置
か
れ
た
メ
ー
ス
ト
ル
が
、
し
か
し
こ
の
バ
ー
ク
の
保
守
的
議
論
に
強
く
影
響

を
受
け
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
反
革
命
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
い
こ
う
。

第
二
節
　
メ
ー
ス
ト
ル
の
反
革
命
論
に
お
け
る
憲
法

メ
ー
ス
ト
ル
が
反
革
命
的
な
主
張
を
展
開
し
た
の
は
、
バ
ー
ク
よ
り
も
い
く
ら
か
遅
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
革
命
の
勃
発
時
に

居
住
し
て
い
た
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
王
国
サ
ヴ
ォ
ア
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
亡

命
の
道
を
選
ぶ
。
そ
の
後
、
恐
怖
政
治
が
猛
威
を
振
る
い
だ
す
一
七
九
三
年
頃
よ
り
、
彼
は
亡
命
先
の
ス
イ
ス
に
お
い
て
革
命
批

判
の
文
書
に
着
手
し
（『
人
民
主
権
論
』
等
の
未
完
の
草
稿
と
し
て
残
る
）、
恐
怖
政
治
後
の
総
裁
政
府
期
に
入
っ
て
か
ら
、
摂
理

主
義
的
な
革
命
論
を
展
開
す
る
『
考
察
』
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
る
。

恐
怖
政
治
後
の
新
体
制
の
樹
立
と
い
う
こ
の
革
命
の
局
面
に
お
い
て
思
想
的
・
実
践
的
な
課
題
と
し
て
広
く
意
識
さ
れ
て
い
た

の
は
、
革
命
を
終
わ
ら
せ
安
定
し
た
秩
序
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
革
命
の
終
結
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
共
和

派
の
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
現
存
の
共
和
政
（
総
裁
政
府
）
を
擁
護
す
る
こ
と
で
そ
れ
は
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い

た
）
（
（

。
メ
ー
ス
ト
ル
が
目
指
す
の
は
、
こ
れ
に
抗
し
て
、
む
し
ろ
君
主
政
の
回
帰
と
い
う
「
反
革
命
」
に
よ
っ
て
こ
そ
こ
の
安
定
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が
訪
れ
る
と
い
う
視
点
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

共
和
派
の
意
図
に
お
い
て
、
恐
怖
政
治
へ
の
反
目
に
よ
っ
て
革
命
の
成
果
と
し
て
の
共
和
政
そ
の
も
の
が
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
が
何
よ
り
も
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
革
命
か
ら
恐
怖
政
治
を
切
り
離
し
、
前
者
を
断
固
と
し
て

擁
護
す
る
。
他
方
、
王
党
派
は
、
恐
怖
政
治
を
革
命
の
本
質
と
考
え
、
恐
怖
政
治
の
崩
壊
を
契
機
と
し
て
共
和
政
そ
の
も
の
の
転

覆
を
図
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
原
則
と
し
て
後
者
の
立
場
を
取
る
が
、
彼
の
思
想
の
独
自
性
を
な
す
の
が
そ
の
方
法
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
仮
に
亡
命
貴
族
が
唱
え
る
よ
う
に
、
恐
怖
政
治
に
対
す
る
報
復
と
し
て
反
革
命
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
革
命
の
終
結
よ
り

も
む
し
ろ
報
復
の
連
鎖
に
よ
る
混
乱
の
深
化
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
恐
怖
政
治
は
革
命
の
本
質
で
あ
り
な

が
ら
も
、
し
か
し
そ
れ
自
体
が
革
命
の
終
わ
り
に
向
け
て
の
「
神
の
罰
」
で
あ
る
と
い
う
、
宗
教
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
の

で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
『
考
察
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
人
間
は
み
ず
か
ら
を
自
由
と
考
え
、
実
際
に
自
由
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の

配
剤
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
神
の
秩
序
を
―
―
い
わ
ば
神
の
従
順
な
道
具
と
し
て
―
―
意
図
せ
ず
し
て
構
築
し
て
い
る
と
い
う
世

界
観
を
掲
げ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
暴
力
的
局
面
、
と
り
わ
け
恐
怖
政
治
と
い
う
出
来
事
は
、
一
見
し
て
革
命
の
首
謀
者

た
ち
の
意
志
の
産
物
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
い
ず
れ
の
制
御
を
も
離
れ
た
自
律
的
な
運
動
と
し
て
、

あ
る
種
の
超
越
的
な
意
図
を
帯
び
て
彼
ら
に
襲
い
掛
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
悲
惨
な
出
来
事
は
、
神
が
定
め
た
秩
序
に
叛
逆

す
る
一
八
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
神
の
罰
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
恐
怖
政
治
そ
れ
自
体
が
罰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
攻
撃
は
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
罪
に
対
す
る
罰
は
、
罪
を
浄
化
す
る
た
め
に
下
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
に
続
く
の
は
更
生
で
あ
る
。
同
様
に
恐

怖
政
治
も
ま
た
、
報
復
さ
れ
る
べ
き
罪
と
し
て
よ
り
も
、
そ
れ
自
体
が
更
生
の
た
め
の
神
の
愛
に
基
づ
く
罰
と
し
て
理
解
し
う
る
。

そ
の
こ
と
は
、
恐
怖
政
治
の
首
謀
者
が
例
外
な
く
互
い
の
相
打
ち
に
よ
っ
て
自
壊
し
て
い
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
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そ
の
到
来
を
待
つ
の
み
で
あ
る
の
は
、
恐
怖
政
治
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
反
革
命
（「
反
対
の
革
命
」）
で
は
な
く
、
恐
怖
政
治

と
い
う
反
動
か
ら
の
再
生
と
し
て
の
安
定
し
た
秩
序
の
実
現
（「
革
命
の
反
対
」）
な
の
で
あ
る

）
（1
（

。

さ
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
こ
の
反
革
命
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
制
に
つ
い
て
の
、
彼
の
あ
る
種
党
派
的
と
も
呼
び
う
る
よ
う
な
ひ

と
つ
の
見
解
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
彼
の
摂
理
主
義
的
な
革
命
論
に
お
い
て
は
、
共
和
政
は
い
ず

れ
崩
壊
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
安
定
を
も
た
ら
す
国
制
は
君
主
政
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
が
前

提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
は
当
時
の
共
通
了
解
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
、『
考
察
』

の
複
数
の
章
に
お
い
て
、
国
家
の
根
本
法
と
し
て
の
国
制
（
憲
法
）
な
る
も
の
が
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
に
持
続
し
て
き
た
も
の
で

あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
お
い
て
創
出
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
バ
ー
ク
に
類
似
し
た
主
張
を
―
―
そ
の
名
に
も
し
ば

し
ば
言
及
し
な
が
ら
―
―
大
々
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
に
い
わ
ゆ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
な
る
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
政
治
的
国
制
に
お
け
る
神
的

影
響
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
同
書
の
第
六
章
と
、
後
に
そ
れ
を
詳
述
し
た
『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理
に
つ
い
て
の
試
論
』
を

題
材
に
し
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
人
間
は
そ
も
そ
も
国
制
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
植
物
と
の
類
比
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。

人
間
は
み
ず
か
ら
の
活
動
の
領
域
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
を
修
正
す
る
（m

odifier

）
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
人
間
は
何
を

創
造
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
道
徳
的
領
域
と
物
理
的
領
域
と
に
共
通
す
る
人
間
の
掟
で
あ
る
。
／
人
間
は
、
疑
い

も
な
く
、
種
を
蒔
き
、
樹
を
育
て
、
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
そ
れ
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
間
は
、
け
っ
し
て
、

み
ず
か
ら
に
樹
木
を
つ
く
り
だ
す
力
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
／
〔
そ
れ
な
ら
ば
〕
ど
う
し
て
人
間
は
、
国
制
を
つ

く
る
力
が
自
分
に
あ
る
な
ど
と
想
像
し
た
の
だ
ろ
う
か
。（CF: 232

）
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こ
の
よ
う
な
類
比
に
依
拠
し
な
が
ら
、メ
ー
ス
ト
ル
は
、フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
、熟
議
に
基
づ
く
国
制
（
憲

法
）
の
創
造
と
い
う
作
業
を
批
判
す
る
。
で
は
、
国
制
と
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
彼

は
、
ま
さ
に
バ
ー
ク
的
と
い
う
ほ
か
な
い
理
論
を
展
開
す
る
。
先
に
バ
ー
ク
の
理
論
と
し
て
示
し
た
三
点
に
則
っ
て
整
理
し
て
み

よ
う
。
第
一
に
、統
治
の
諸
権
利
と
い
う
も
の
は
、人
々
の
「
熟
議
（délibération

）」
の
結
果
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
状
況
（circonstance

）」
に
よ
っ
て
時
間
を
か
け
て
生
成
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
（CF: 232

）。
人
々
が
自
覚
的
に
で
は
な
く
、

長
い
期
間
を
か
け
て
知
ら
ず
に
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
の
が
国
家
の
根
本
的
な
掟
で
あ
っ
て
、
前
も
っ
て
の
計
画
に
基
づ
い
て
全
体

を
一
挙
に
体
系
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。「
政
治
的
国
制
の
形
成
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
余
地
に
つ
い
て

検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
間
の
行
為
は
そ
こ
に
お
い
て
、
限
り
に
な
く
従
属
し
た
仕
方
で
、
た
ん
な
る
道
具
の
よ
う
に
し
て
し

か
関
与
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ひ
と
は
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
」（ESP: 372

）。

も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
に
は
、
国
制
が
成
文
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
権
利
が

つ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、も
と
も
と
不
可
視
的
に
存
在
し
て
い
た
権
利
に
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
、
権
利
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
攻
撃
さ
れ
弱
体
化
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
言
葉
に
よ
っ
て
確
認
す
る
必

要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。「
書
け
ば
書
く
ほ
ど
、
制
度
は
弱
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で

あ
る
。
法
は
、
権
利
の
宣
言
に
ほ
か
な
ら
ず
、
権
利
は
、
そ
れ
が
攻
撃
さ
れ
た
と
き
に
し
か
宣
言
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
書
か

れ
た
国
制
法
の
多
さ
は
、
衝
突
と
、
破
壊
の
危
険
性
の
多
さ
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（CF: 233

）。

メ
ー
ス
ト
ル
が
こ
の
よ
う
な
国
制
の
生
成
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
で
あ
る
。
こ
の
国
制
に
つ

い
て
は
、
当
時
、
と
り
わ
け
そ
の
三
権
分
立
の
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
自
由
を
称
賛
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
制
定

に
お
い
て
も
さ
か
ん
に
参
照
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
し
か
し
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
国
制
が
ま
さ
に
状
況
の
産
物
で
あ
っ
て
、
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他
国
へ
と
容
易
に
移
植
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
何
ら
か
の
政
治
的
国
制
、
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
作
ら
れ
た

の
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
国
家
に
お
け
る
人
間
が
招
集
さ
れ
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま

い
。「
三
つ
の
権
力
を
つ
く
り
だ
そ
う
。
そ
れ
ら
を
、
こ
れ
こ
れ
の
仕
方
で
均
衡
さ
せ
よ
う
、
云
々
」。
誰
も
そ
ん
な
こ
と
は
考

え
も
し
な
か
っ
た
。（EPG: 373

）

第
二
に
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
バ
ー
ク
に
お
け
る
国
制
の
「
起
源
」
に
つ
い
て
の
態
度
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
国
制
の
始

ま
り
は
「
雲
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
す
る
（ESP: 382

）。「
国
制
は
神
の
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
メ
ー
ス
ト
ル
の
言
葉
は
、
こ
の

文
脈
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る（ESP: 3（8
）。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、神
が
啓
示
に
よ
っ
て
直
接
に
法
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
人
間
に
は
そ
の
始
ま
り
や
意
図
を
十
全
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
メ
ー

ス
ト
ル
は
、
国
制
の
始
ま
り
が
こ
の
よ
う
に
見
通
せ
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
そ
れ
を
自
由
に
変
更
し
た
り
、
廃
止
し
た
り
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

メ
ー
ス
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
国
制
の
実
際
の
起
源
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
強
制
力
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

国
制
の
正
統
性
は
、
そ
の
起
源
の
あ
り
方
と
は
無
関
係
に
、
む
し
ろ
そ
の
後
に
い
か
に
支
持
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
（
彼

は
、
簒
奪
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
国
制
が
時
間
の
中
で
正
統
性
を
獲
得
す
る
帰
趨
を
「
正
統
な
簒
奪
」
と
名
づ
け
て
い
る
）（EPG: 

3（（

）。
そ
れ
は
裏
を
返
す
な
ら
ば
、
国
制
の
起
源
が
人
民
の
合
意
と
い
う
正
し
い

0

0

0

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
国
制

と
し
て
の
正
統
性
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
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「
そ
の
起
源
の
正
統
性
を
正
当
化
し
う
る
状
態
に
あ
る
主
権
と
言
う
も
の
は
実
に
少
な
い
」
と
、
私
は
何
処
か
で
読
ん
だ
よ
う

に
思
う
。
こ
の
主
張
の
正
し
さ
を
認
め
よ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
行
為
が
い
く
つ
か
の
異
議
を
蒙
り
う
る
よ
う
な
首
長
の
継
承
者

た
ち
に
と
っ
て
の
、
わ
ず
か
の
汚
れ
を
も
帰
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
…
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
主
権
は
あ
ら
ゆ
る
人
民
の
熟
議
の

お
か
け
で
し
か
、
つ
ま
り
人
民
の
恩
義
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
か
、
正
統
に
支
配
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

（ESP: 382

）

こ
の
よ
う
に
、
国
制
の
正
統
性
は
そ
の
起
源
で
は
な
く
、
時
間
の
中
で
そ
れ
が
担
っ
て
き
た
実
効
的
役
割
の
程
度
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て
保
守
主
義
的
な
視
点
を
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
バ
ー
ク
と
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
第
三
に
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
バ
ー
ク
と
同
じ
く
、「
改
革
」
の
余
地
を
限
定
的
な
が
ら
も
認
め
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
そ
れ

を
「
神
的
」
な
改
善
と
呼
ぶ
。「
人
間
の
権
力
は
お
そ
ら
く
、悪
を
、そ
こ
か
ら
善
を
引
き
出
す
た
め
に
取
除
い
た
り
、そ
れ
と
闘
っ

た
り
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
し
、
悪
に
そ
の
本
性
に
従
っ
て
、
発
芽
す
る
力
を
与
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
い

う
よ
う
に
、「
人
間
に
お
い
て
は
、
何
も
の
も
神
的
に
し
か

0

0

0

0

0

改
善
し
な
い
」」（ESP: 388

）。
こ
こ
で
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
神
の
直
接

的
な
介
入
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
革
命
に
お
け
る
人
間
に
よ
る
秩
序
形
成
と
の
対
比
に
お
い
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
、
時
間
の
中
で
の
無
自
覚
か
つ
有
用
な
修
繕
が
「
神
的
」
と
呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
メ
ー
ス
ト
ル
の
国
制
論
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
意
図
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
（
国
制
）
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
共
和
派
の
試
み
は
必
然
的
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
で
あ
る

）
（（
（

。
メ
ー
ス
ト
ル
は

こ
の
目
的
の
た
め
に
こ
そ
、
バ
ー
ク
の
古
来
の
国
制
論
を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
の
引
用
は
ま
さ
に
そ
の
文
脈
に
お

い
て
記
さ
れ
た
一
節
に
ほ
か
な
ら
な
い

）
（2
（

。

し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
バ
ー
ク
と
は
異
な
り
、
革
命
に
対
し
て
守
る
べ
き
国
制
の
姿
を
明
確
に
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描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
人
間
が
独
力
で
な
し
う
る
の
は
「
破
壊
」
の
み
で
あ
る
と
し
て
、
あ
く
ま

で
も
憲
法
制
定
の
試
み
へ
の
消
極
的
批
判
に
傾
注
す
る
。
な
ら
ば
、
す
で
に
国
制
が
破
壊
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
渦
中
に
お
い

て
、
い
か
に
し
て
国
制
は
「
再
生
」
し
う
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
に
明
確
な
答
え
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、
バ
ー
ク
的
な
保
守
思

想
を
フ
ラ
ン
ス
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
秩
序
が
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
絶
望
へ
と
人
々
を
追
い
込
む
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
な
隘
路
へ
と
対
峙
す
る
な
か
で
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
秩
序
の
再
生
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
同
時
に
二
つ
の
道
を
探

る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
潜
在
し
て
い
る
は
ず
の
「
古
来
の
国
制
」
を
回
復
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
が
、
も
は
や
一
国
に
固
有
の
国
制
に
は
依
拠
せ
ず
に
、
よ
り
普
遍
的
な
視
座
に
お
い
て
正
統
性
を
模
索
す
る
方
向
で
あ
る
。

そ
し
て
王
政
復
古
が
な
さ
れ
た
後
の
『
教
皇
論
』
に
お
い
て
採
用
さ
れ
か
つ
洗
練
さ
れ
て
い
く
の
が
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
の
後
者

の
道
で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
個
別
主
義
的
な
国
制
論
の
枠
組
み
を
放
棄
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
正

統
性
の
あ
り
方
を
探
る
の
か
、
順
に
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
章
　
メ
ー
ス
ト
ル
の
普
遍
主
義
的
保
守
思
想

第
一
節
　
君
主
政
論
に
お
け
る
普
遍
主
義
的
契
機

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
反
動
の
の
ち
の
総
裁
政
府
期
に
公
刊
さ
れ
た
メ
ー
ス
ト
ル
の
初
期
の
主
著
『
考
察
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
宗

教
的
に
解
釈
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
選
挙
に
お
け
る
王
党
派
へ
の
支
持
を
目
的
と
し
た
政

治
色
の
強
い
著
作
で
も
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
反
革
命
に
よ
っ
て
到
達
す
る
べ
き
秩
序
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

古
来
の
国
制
の
再
生
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
よ
そ
国
制
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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国
家
に
お
い
て
時
間
を
か
け
て
そ
の
固
有
性
を
維
持
し
つ
つ
生
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
新
規
の
国
制
を
フ
ラ
ン
ス

に
導
入
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
古
来
の
国
制
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

反
革
命
と
は
、
ひ
と
た
び
転
覆
さ
れ
た
こ
の
国
制
を
再
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ

の
時
期
の
メ
ー
ス
ト
ル
が
個
別
主
義
的
な
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
と
同
じ
時
期

に
、
別
の
著
作
に
お
い
て
別
の
枠
組
み
で
の
議
論
も
展
開
し
て
い
る
。

ま
ず
、『
考
察
』
に
お
い
て
メ
ー
ス
ト
ル
が
、
革
命
後
に
再
生
す
る
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
制
を
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。『
考
察
』
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
古
来
の
国
制
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
第
八
章
に
お
い
て

）
（3
（

、メ
ー

ス
ト
ル
は
、フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
古
来
の
国
制
の
存
在
そ
の
も
の
の
有
無
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
る
。
彼
は
、

こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
古
来
の
国
制
を
も
た
な
い
」
と
主
張
す
る
派
と
、「
古
来
の
国
制
を
も
つ
」、
な
い
し
は
「
観
察
さ
れ
て
い

な
い
が
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
派
と
を
対
比
し
た
う
え
で
、
後
者
に
与
す
る
と
述
べ
る
（CF: 2（2

）。
そ
し
て
、
そ
の
傍
証
と
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
王
権
が
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
限
定
さ
れ
た
書
物
か
ら
の
引
用
―
―
そ
の
な
か
に

は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
評
価
も
含
ま
れ
る

）
（（
（

―
―
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
仮
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
古
来
の
国
制
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
は
た
し
て
革
命
後
に
お
い
て
そ
れ
が
実
効

的
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
別
の
章
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

一
七
世
紀
の
革
命
お
よ
び
王
政
復
古
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
と
の
相
違
と
し
て
主
題
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

革
命
に
お
い
て
王
権
は
継
続
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
は
根
こ
そ
ぎ
に
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
。「
ひ

と
は
し
ば
し
ば
、
前
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
革
命
の
成
功
を
引
く
。
し
か
し
、
な
ん
た
る
違
い
で
あ
ろ
う
！　

イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
君
主
政
（M

onarchie

）
は
転
覆
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
君
主
（M

onarque

）
だ
け
が
、
別
の
君

主
に
場
を
譲
る
た
め
に
消
え
去
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
／
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
反
対
に
、
政
府
は
〔
も
は
や
〕
君
主
政
で
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は
な
い
」（CF: 2（5

）。
だ
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
が
た
だ
ち
に
言
い
足
す
の
が
、
そ
の
よ
う
な
断
絶
を
さ
え
踏
み
越
え
る
フ
ラ
ン
ス

王
権
の
正
統
性
の
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ボ
ン
王
家
の
血
筋
の
正
統
性
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
混
乱
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、

そ
の
本
領
を
発
揮
し
て
、
内
乱
を
鎮
め
他
国
か
ら
の
攻
撃
を
抑
制
す
る
効
果
を
生
み
だ
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（CF: 2（5-（（

）。

し
か
し
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
古
来
の
国
制
の
実
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
主
張
す
る
メ
ー
ス
ト
ル
自
身
、

け
っ
し
て
確
信
に
満
ち
た
態
度
を
取
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。議
会
選
挙
に
お
け
る
王
党
派
の
勝
利
を
願
っ
て
書
か
れ
た『
考

察
』
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
君
主
政
は
そ
の
固
有
の
国
制
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
体

制
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
理
に
適
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
『
考
察
』
の
文
章
に
お
い
て
さ
え
、

彼
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
疑
い
を
み
ず
か
ら
に
許
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
麗
し
い
法
〔
＝
フ
ラ
ン
ス
の
古
来
の
国
制
〕
は
、
少
し
も
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
ひ
と
は
い
う
だ
ろ
う
か
。
こ

の
場
合
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
過
ち
で
あ
る
。
も
は
や
彼
ら
に
は
自
由
へ
の
希
望
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
あ
る

人
民
が
そ
の
根
本
法
か
ら
利
益
を
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
民
が
他
の
根
本
法
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
求
め
る
こ
と
は

ま
っ
た
く
も
っ
て
無
益
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
人
民
が
、
自
由
の
た
め
に
は
つ
く
ら
れ
て
な
い
こ
と
、
あ
る
い

は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
腐
敗
し
て
い
る
こ
と
の
印
で
あ
る
。（CF: 2（（

）

こ
こ
に
お
い
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
来
の
国
制
と
い
う
議
論
が
、
そ
れ
を
破
壊
し
た
革
命
を
消
極
的
に
批
判
す
る
以
上

の
―
―
革
命
後
の
来
る
べ
き
秩
序
の
支
え
と
な
る
よ
う
な
―
―
積
極
的
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
図
ら
ず
も
吐
露

し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

）
（5
（

。

そ
こ
で
、
次
に
眼
を
向
け
た
い
の
が
、
国
制
へ
の
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
前
提
に
し
た
う
え
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
同
時
期
の
出
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版
さ
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
草
稿
群
（『
自
然
状
態
論
』、『
人
民
主
権
論
』）
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
れ

ら
の
草
稿
で
は
、
個
別
主
義
的
な
国
制
論
の
実
効
性
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
お
い
て
、
よ
り
普
遍
的
視
座
に
立
っ
た
君
主
政

の
擁
護
を
行
っ
て
い
る

）
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
個
々
の
国
制
の
固
有
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
な
国
制
に
共
通

す
る
普
遍
的
構
造
と
し
て
君
主
政
の
優
位
を
示
す
と
い
う
「
実
験
的
政
治
学
（politique expérim

entale

）」（D
EN

: 81, EPG: 

3（3
）
と
い
う
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
実
験
的
政
治
学
」
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
著
作
の
中
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
方
法
で
あ
り
、
彼
の
政
治
学
に
お
い
て
中
心
に

位
置
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。『
自
然
状
態
論
』
で
は
、
そ
れ
に
は
形
而
上
学
的
な
理
想
論
に
対
す
る
、
実
際
の
歴
史
的
事
実
に
基

づ
く
政
治
学
と
い
う
程
度
の
定
義
が
さ
れ
て
い
る
。
政
治
学
は
、
一
見
非
合
理
に
見
え
る
制
度
―
―
た
と
え
ば
世
襲
君
主
政
―
―

も
、
歴
史
の
中
で
そ
れ
が
も
た
ら
す
安
定
や
幸
福
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
実
験
的
政

治
学
」
こ
そ
が
唯
一
の
政
治
学
な
の
で
あ
る

）
（7
（

。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
人
民
主
権
論
』
に
お
け
る
メ
ー
ス
ト
ル
の
次
の
よ
う
な
議

論
が
そ
の
よ
り
具
体
的
な
手
法
を
示
し
て
い
る
。

物
理
学
に
お
け
る
探
求
に
お
い
て
、
変
数
を
計
算
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る

0

0

0

0

0

そ
の
た
び
ご
と
に
、
ひ
と
は
そ
れ
を
平
均
量

（quantité m
oyenne

）
へ
と
還
元
す
る
。
と
り
わ
け
天
文
学
に
お
い
て
は
、
人
は
常
に
平
均
的
距
離
お
よ
び
平
均
的
時
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

つ
い
て
語
る
。
／
政
体
の
功
績
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
も
、
同
じ
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。
／
何
ら
か
の
政
体
は

変
数
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
限
界
内
に
お
い
て
可
変
的
な
効
果
を
生
み
出
す
。
そ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
特
定
の
瞬

間
に
お
い
て
そ
の
効
果
を
考
察
し
て
は
な
ら
な
い
。
全
体
の
期
間
に
わ
た
っ
て
見
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ

ラ
ン
ス
の
君
主
政
を
健
全
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
す
べ
て
の
王
の
美
徳
と
悪
徳
の
総
体
を
計
算
し
、
そ
れ
を

六
六
で
割
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
が
一
人
の
平
均
的
王

0

0

0

0

（un roi m
oyen

）
で
あ
る
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
君
主
政
に



19

フランス革命期における保守思想の諸相

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。（D

SP: 238-23（

）

こ
こ
で
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
君
主
政
の
歴
史
に
つ
い
て
の
「
平
均
的
」
要
素
を
取
り
出
す
方
法
論
に
基
づ
い
て
、
君
主
政
の
最
善

性
を
擁
護
す
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
同
じ
手
法
に
お
い
て
他
国
の
君
主
政
も
ま
た
弁
証
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
に
固
有
の
国
制
と
し
て
君
主
政
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、い
っ
さ
い
存
在
し
な
い
。

メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
手
法
を
採
用
し
た
『
人
民
主
権
論
』
に
お
い
て
、
国
制
に
お
け
る
固
有
の
要
素
（
古
来
の
慣
習
）
に
対

し
て
の
信
頼
を
前
提
に
し
な
い
議
論
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
点
を
如
実
に
示
す
の
が
、
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
に
つ
い
て
の
評

価
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
国
制
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
三
権
分
立
が
、
ま
さ
に
時
間
の
中
で
の
無

自
覚
な
実
践
の
蓄
積
の
産
物
で
あ
っ
て
、
一
朝
一
夕
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
非
歴
史
的
な
制
度
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
し
う
る
よ
う
な
抽
象
的
な
制
度
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
風
土
に
基
い
て
の
み
有
効

に
機
能
し
う
る
と
い
う
慣
習
で
あ
る
と
い
う
、個
別
主
義
的
な
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
実
験
的
政
治
学
」

の
手
法
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
般
的
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
さ
え
も
こ
の
分
割
が
機
能
し
な
い
と
い
う
普
遍
主
義
的
な
指

摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

メ
ー
ス
ト
ル
が
指
摘
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
体
に
お
い
て
、
一
見
権
力
が
分
割
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は

権
力
の
絶
対
性
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
主
権
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
絶
対
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
人
な

い
し
数
人
の
人
の
上
に
お
こ
う
と
も
、
分
割
し
よ
う
と
も
、
好
む
が
ま
ま
に
諸
権
力
を
編
成
し
よ
う
と
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
相
変

わ
ら
ず
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
悪
を
な
し
う
る
一
つ
の
絶
対
権
力
が
残
る
」。
つ
ま
り
権
力
と
は
、
原
理
的
に
い
え
ば
「
語
の
あ

ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
専
制
的

0

0

0

（despotique

）」
な
の
で
あ
る
（D

SP: （7（
）。
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
で
あ
る
。
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ど
の
よ
う
に
し
て
主
権
が
定
義
さ
れ
配
置
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
常
に
単
一
、
不
可
侵
、
絶
対
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政

府
を
例
に
と
ろ
う
。
そ
れ
を
構
成
す
る
政
治
的
三
位
一
体
（trinité politique

）
の
類
型
は
、
そ
の
主
権
が
単
一
で
あ
る
こ
と

を
、
他
の
場
所
に
お
い
て
と
同
様
こ
こ
に
お
い
て
も
、
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
諸
権
力
は
互
い
に
均
衡
す
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
が
ひ
と
た
び
同
意
す
る
な
ら
ば
、
他
の
い
か
な
る
法
的
意
志
に
よ
っ
て
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
た
だ
一
つ
の
意
志
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
正
し
く
も
述
べ
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
王
と
議
会
は
手
を
携
え
た
な
ら
ば
何
で
も

0

0

0

で
き
る

0

0

0

。（D
SP: （7（-（81

）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
三
権
分
立
に
お
い
て
も
、そ
こ
に
お
け
る
権
力
の
抑
制
を
支
え
る
慣
習
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、原
理
的
に
は
「
専

制
的
」
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
立
っ
た
う
え
で
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
権
力
の
絶
対
性
を
制
約
し
う
る
も
の
と
し
て
、
個
々
の

国
制
で
は
な
く
、
君
主
政
一
般
を
普
遍
的
視
点
に
お
い
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
恐
怖
政
治
後
の
総
裁
政
府
期
に
お
い
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
来
る
べ
き
反
革
命
に
お
け
る
君
主
政
の
正
統
性

を
再
認
す
る
方
法
と
し
て
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
立
場
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
古
来

の
国
制
へ
の
回
帰
と
い
う
視
点
、
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
血
の
継
承
と
は
別
の
よ
り
普
遍
的
視
座
に
お
け
る
君
主
政
の
有

用
性
へ
の
視
点
と
に
で
あ
る
。
そ
し
て
王
政
復
古
が
実
現
し
て
の
ち
に
、
実
際
に
彼
が
復
古
王
政
の
正
統
性
の
基
礎
と
し
て
提
示

し
、よ
り
詳
細
に
そ
の
あ
り
方
を
展
開
し
た
の
が
、こ
の
個
別
主
義
と
普
遍
主
義
の
う
ち
、後
者
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、『
教
皇
論
』

の
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
普
遍
主
義
が
選
ば
れ
て
い
く
帰
趨
を
探
っ
て
い
こ
う
。
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第
二
節
　
憲
法
か
ら
教
皇
主
権
へ
の
転
回

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
祖
国
サ
ヴ
ォ
ア
を
追
わ
れ
亡
命
生
活
を
続
け
て
い
た
メ
ー
ス
ト
ル
が
、
長
年
の
あ
い
だ
サ
ル
デ
ィ
ニ

ア
王
の
使
節
と
し
て
居
を
定
め
た
の
が
、
ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
と

失
脚
な
ら
び
に
一
八
一
四
年
の
王
政
復
古
を
経
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
故
国
へ
と
戻
る
。
そ
し
て
こ
の
地
で
、
王
政
復
古
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
新
た
な
秩
序
構
想
と
し
て
、
教
皇
の
役
割
の
重
要
性
を
説
く
『
教
皇
論
』
を
完
成
さ
せ
公
刊
に
漕
ぎ
着
け
る
。

す
で
に
王
政
復
古
と
い
う
い
わ
ゆ
る
反
革
命
が
な
さ
れ
た
以
上
、
革
命
後
の
秩
序
の
あ
り
方
の
問
題
は
解
決
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
秩
序
に
ど
の
よ
う
に
し
て
正
統
性
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
問
わ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
課
題
に
対

し
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
復
古
王
政
の
正
統
性
を
新
た
に
普
遍
主
義
的
に
基
礎
づ
け
る
理
論
的
・
歴
史
的
作
品
を
世
に
問
う
の
で

あ
る
。

ま
ず
メ
ー
ス
ト
ル
が
『
教
皇
論
』
に
お
い
て
古
来
の
国
制
論
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
、
同
書
に
お
け
る
国
制
に
つ

い
て
の
い
く
つ
か
の
言
及
に
触
れ
て
見
て
お
き
た
い
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
同
書
の
第
二
部
に
お
い
て
、
憲
法
（
国
制
）
な
い
し
根

本
法
に
よ
っ
て
主
権
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
、「
憲
法
的
熱
病
（fièvre constitutionnelle

）」
と
名
づ
け
、
そ
の
原
理

的
困
難
を
指
摘
し
て
い
る
（D

P: （（（, cf. （2（

）。

「
主
権
的
権
力
（pouvoir souverain

）
を
、
破
壊
せ
ず
し
て
抑
制
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
」。
／
ひ
と
は
た

だ
ち
に
答
え
た
。「〔
そ
の
抑
制
の
た
め
に
は
、〕
根
本
法
（lois fondam

entales

）
が
必
要
で
あ
る
、
ひ
と
つ
の
憲
法
が
必
要

で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
こ
の
根
本
法
、
そ
れ
を
誰
が
樹
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
誰
が
行
使
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
力
を
も
つ
団
体
な
い
し
個
人
〔
こ
そ
〕
は
、
主
権
者
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、〔
既
存
の
〕
主
権
者
よ
り
も
強

い
者
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
に
、〔
根
本
法
の
〕
樹
立
の
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
そ
れ
を
破
壊
し
て
し
ま
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う
で
あ
ろ
う
。（D

P: （2（

）。

メ
ー
ス
ト
ル
の
こ
こ
で
の
理
路
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
主
権
者
を
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
す
る
と
い

う
試
み
に
は
、
そ
の
憲
法
の
創
出
者
た
る
別
の
、
よ
り
上
位
の
主
権
者
が
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
も
う
ひ
と
り

の
主
権
者
が
無
制
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
権
者
の
制
約
と
い
う
問
題
自
体
は
未
解
決
の
ま
ま
に
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ

の
第
二
の
主
権
者
を
縛
る
さ
ら
に
別
の
憲
法
、
な
ら
び
に
そ
の
憲
法
を
制
定
す
る
第
三
の
主
権
者
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
む
ろ

ん
こ
の
第
三
の
主
権
者
も
ま
た
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
よ
り
い
っ
そ
う
上
位
の
主
権

者
が
無
限
背
進
的
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
が
主
権
者
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
憲
法

に
よ
る
主
権
者
の
制
約
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
憲
法
の
「
樹
立
」
は
、
そ
れ
自
体
が
そ
の
「
破

壊
」
と
同
断
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
メ
ー
ス
ト
ル
が
、
憲
法
に
よ
る
主
権
の
制
約
を
試
み
る
立
場
に
対
し
て
、
そ
の
憲
法
概
念
そ
の
も
の

の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憲
法
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
樹
立
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
受
け
入
れ

た
う
え
で
、
そ
の
意
味
で
の

0

0

0

0

0

0

憲
法
に
よ
る
主
権
の
制
約
と
い
う
考
え
方
に
と
も
な
う
原
理
的
不
可
能
性
を
論
難
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
制
定
憲
法
に
よ
る
主
権
制
約
に
猛
進
す
る
「
憲
法
的
熱
病
」
の
苛
烈
さ
に
直
面
し
て
、

歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た
樹
木
の
ご
と
き
根
本
法
と
い
う
そ
の
対
極
に
あ
る
憲
法
概
念
の
復
活
を
、
い
ま
や
選
択
肢
と
し
て
さ
え

顧
慮
せ
ず
に
初
め
か
ら
断
念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
主
権
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
の
憲
法
（
国
制
）
に
対
す
る
疑
念
は
、
革
命
の
生
じ
た
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
に
の
み
向

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
を
、
始
ま
り
を
定
か
に

せ
ず
に
歴
史
の
中
で
生
成
し
た
優
れ
た
国
制
の
典
型
と
し
て
論
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、『
教
皇
論
』
に
お
い
て
彼
は
、
こ
の
イ
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ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

主
権
的
権
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
多
く
の
試
み
は
、
そ
れ
を
模
倣
し
た
い
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
仕
方
に
お
い
て
は
決
し

て
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
を
ひ
と
は
見
て
い
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
が
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
海
洋
と
、
こ
の
例
外
に
適
し

た
国
民
的
性
格
の
お
か
げ
で
、
こ
の
種
の
事
柄
に
何
ら
か
の
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
国
制
は
、
未
だ
時
間

0

0

0

0

の
試
練
を
受
け
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。（D

P: （2（　

傍
点
引
用
者
）

か
つ
て
バ
ー
ク
に
倣
っ
て
、
時
間
に
よ
る
正
統
性
を
得
た
も
の
と
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
は
、
こ
こ
で
は
未
だ
に
「
時
間

の
試
練
」
を
乗
り
越
え
て
い
な
い
も
の
と
し
て
読
み
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
国
制
の
限
界
と
い
う
の
は
、
ど
こ
に
お
い

て
も
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、『
人
民
主
権
論
』
で
述

べ
ら
れ
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
専
制
的
な
主
権
が
存
在
す
る
と
い
う
議
論
を
こ
こ
で
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し

た
う
え
で
（「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
主
権
を
構
成
す
る
（constituer

）
三
つ
の
権
力
が
一
致
し
た
な
ら
、
そ
れ
ら
は
何
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
と
も
に
答
え
よ
う
、
す
べ
て
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
。
こ
れ
ら
に
抗
し
て
、
合
法
的
に
何
が
な
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
も
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

」）、
こ
う
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
ロ
ン
ド
ン
」
で
も
「
マ
ド
リ
ッ
ド
」
で
も

同
様
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
普
遍
的
問
題
で
あ
る
と
（D

P: （27
）。

し
か
し
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
憲
法
（
国
制
）
概
念
そ
の
も
の
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
の
一
端
に
つ
い
て
理
解
す
る
う
え
で
示
唆
を
与
え
る
の
が
、『
教
皇
論
』の
序
文
で
あ
る
。メ
ー
ス
ト
ル
は
、そ
こ
に
お
い
て
、

革
命
が
終
わ
っ
た
は
ず
の
復
古
王
政
期
の
い
ま
な
お
「
革
命
精
神
（esprit révolutionnaire

）」
は
残
存
し
続
け
て
い
る
の
み

な
ら
ず
、
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
認
識
を
示
す
。 
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フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
の
不
幸
の
頂
点
は
、
革
命
が
終
わ
っ
た
と
信
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
支
柱
は
再
建
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
〔
新
し
い
も
の
に
〕
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
信
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
革
命
精
神
は
、
数
年
前
よ
り
も
、

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
よ
り
強
く
、
よ
り
危
険
に
な
っ
て
い
る
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（D

P: X
X

X
V

I

）

こ
こ
で
い
う
革
命
精
神
な
る
も
の
は
、「
反
宗
教
的
」
な
精
神
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

人
間
の
力
で
憲
法
を
創
出
し
た
り
維
持
し
た
り
し
う
る
と
す
る
よ
う
な
あ
る
種
の
制
定
憲
法
論
的
心
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
一
節
に
続
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
「
悪
魔
的

0

0

0

（satanique

）」
な
性

質
を
も
つ
と
い
う
自
著
『
考
察
』
で
の
議
論
へ
の
参
照
を
促
す
。『
考
察
』
で
悪
魔
的
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
を
ま
さ
に
そ
の
「
反
宗
教
的
性
格
（caractère anti-religieux

）」
に
お
い
て
考
察
す
る
第
五
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
主

と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
革
命
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
の

0

0

0

非
宗
教
性
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
直
後
の
二
つ

の
章
を
割
い
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
純
粋
な
人
間
の
産
物
と
し
て
の
憲
法
が
い
か
に
無
力
か
つ
持
続
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
が

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
く

）
（8
（

。
こ
う
し
た
消
息
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
革
命
精
神
と
は
、
あ
く
ま
で
も
憲
法

の
由
来
お
よ
び
効
力
を
め
ぐ
る
論
脈
に
お
い
て
、
国
家
の
根
本
原
理
が
神
な
ら
ぬ
人
間
の
熟
議
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
う
る
と
請
け

合
う
よ
う
な
傲
慢
な
時
代
的
信
念
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

革
命
精
神
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
革
命
後
に
そ
れ
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
メ
ー
ス

ト
ル
は
、
王
政
復
古
と
と
も
に
制
度
と
し
て
の
君
主
政
が
回
帰
し
て
も
な
お
、
そ
れ
を
支
え
か
つ
制
約
す
る
よ
う
な
古
来
の
国
制

は
実
効
的
な
も
の
と
し
て
再
生
し
て
は
い
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う

）
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
お
そ
ら
く

こ
の
制
定
憲
法
論
的
心
情
そ
れ
自
体
を
も
は
や
抗
い
よ
う
の
な
い
時
代
的
所
与
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
主
権
に
対



25

フランス革命期における保守思想の諸相

す
る
制
約
を
憲
法
に
で
は
な
く
、
世
俗
主
権
の
上
位
に
鎮
座
す
る
精
神
主
権
た
る
教
皇
に
託
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実

際
、彼
は
先
に
触
れ
た
「
憲
法
的
熱
病
」
に
つ
い
て
批
判
し
た
う
え
で
、「
私
は
〔
憲
法
よ
り
も
〕
教
皇
の
方
を
好
む
」
と
述
べ
て
、

あ
え
て
両
者
を
対
比
す
る
仕
方
で
教
皇
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
い
る
（D

P: （（（

）。
つ
ま
り
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
教
皇
主
権

は
、
憲
法
に
代
わ
っ
て
君
主
政
を
支
え
る
正
統
性
の
原
理
―
―
革
命
へ
の
「
対
抗
原
理
（principe contraire

）」
―
―
と
し
て
、

き
わ
め
て
自
覚
的
に
選
び
取
ら
れ
た
構
想
な
の
で
あ
っ
た
（D

P: X
X

X
V

I

））
21
（

。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
憲
法
に
代
え
て
教
皇
へ
と
期
待
を
託
す
メ
ー
ス
ト
ル
に
お
い
て
、
教
皇
主
権
は
い
か
に
し

て
君
主
政
の
正
統
性
を
支
え
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
見
て
い
こ
う
。

第
三
節
　
教
皇
主
権
に
よ
る
普
遍
的
秩
序
構
想
　

『
教
皇
論
』
に
お
け
る
メ
ー
ス
ト
ル
の
最
も
論
争
的
な
所
説
の
ひ
と
つ
は
、
教
皇
（
精
神
主
権
）
に
は
、
教
会
に
対
す
る
主
権

の
み
な
ら
ず
、国
家
（
世
俗
主
権
）
に
対
し
て
介
入
す
る
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
同
書
第
二
巻
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。

た
だ
し
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
お
い
て
、
こ
の
介
入
権
は
、
宗
教
的
教
義
そ
の
も
の
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
こ
の
介
入
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
君
主
政
が
「
保
守
」
さ
れ
る
と
い
う
、
政
治
的
秩
序
構
想
に
基
づ
い
て

導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
教
皇
論
』
は
、
全
四
巻
か
ら
成
る
が
、
ま
ず
第
一
巻
に
お
い
て
、
教
皇
が
主
権
を
有
す
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
か
が

説
明
さ
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
教
皇
の
「
主
権
」
と
は
、
後
者
の
「
最
終
決
定
」
の
「
不
可
謬
性
」
を

世
俗
的
に
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

精
神
的
次
元
に
お
け
る
不
可
謬
性

0

0

0

0

と
、
世
俗
的
次
元
に
お
け
る
主
権

0

0

と
は
、
完
全
に
同
一
の
二
つ
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
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れ
も
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
領
域
を
完
全
に
支
配
す
る
高
度
な
権
力
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
以
外
の
す
べ
て

の
権
力
が
引
き
出
さ
れ
る
、
統
治
は
す
る
が
統
治
さ
れ
な
い
、
裁
き
は
す
る
が
裁
か
れ
は
し
な
い
、
そ
う
い
っ
た
権
力
で
あ
る
。

（D
P: 2

）

　

世
俗
主
権
と
の
類
比
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
皇
の
不
可
謬
性
と
は
法
的
に
定
義
づ
け
ら
れ
う
る
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
い
か
な
る
共
同
体
に
お
い
て
で
あ
れ
統
治
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
こ
か
で
最
終
決
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
は
い
わ
ば
不
可
謬
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る

0

0

0

0

0

。
世
俗
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
君
主
が
最
終
決
定
を
握
り
、
教
会
に
お
い
て
は
、

教
義
に
関
し
て
、
教
皇
が
最
終
決
定
を
握
る
。
教
皇
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
不
可
謬
性
を
有
す
る
。

主
権
は
、
疑
い
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
形
態
を
取
る
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
お
い
て
は
ロ
ン
ド

ン
に
お
け
る
よ
う
に
は
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
主
権
が
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
で
あ
れ
、
そ
の
持
ち
前
の
仕
方
で
語
っ
た
な
ら
、

〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
の
〕
そ
の
法
案
（bill

）
は
、〔
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
お
け
る
法
的
難
問
に
対
す
る
専
門
家
（m

ufti

）
の

所
見
で
あ
る
〕
フ
ァ
ト
ワ
ー
（fetfa

）
の
よ
う
に
、
最
終
決
定
（sans appel

）
で
あ
る
。
／
教
会
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
集
合
体
と
同
じ
く
、
何
ら
か
の
仕
方
で
統
治
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
も
は
や

い
か
な
る
集
団
も
、
い
か
な
る
集
合
体
も
、
い
か
な
る
統
一
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
統
治
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
性
か

ら
し
て
不
可
謬
、
つ
ま
り
絶
対

0

0

で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
統
治
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。（D

P: 2

）

カ
ト
リ
ッ
ク
圏
外
の
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
」
と
い
う
地
名
や
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
の
用
語
で
あ
る
「
フ
ァ
ト
ワ
ー
」
と

い
う
概
念
が
こ
こ
で
類
比
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
お
い
て
教
皇
の
不
可
謬
性
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
固
有
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の
教
義
と
い
う
よ
り
は
、物
事
の
決
定
そ
の
も
の
に
ま
つ
わ
る
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

世
俗
組
織
と
宗
教
組
織
は
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
精
神
的
次
元
と
世
俗
的
次
元
の
二
つ
の
不
可
謬
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、
続
け
て
第
二
巻
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る

の
が
両
者
の
関
係
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
教
皇
主
権
と
、
世
俗
の
問
題
を
扱
う

君
主
主
権
と
は
い
っ
さ
い
関
連
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
世
俗
の
主
権
者
が
極
度
の
不
正
へ
と
染

ま
る
局
面
を
、
こ
の
両
者
が
接
触
す
る
場
と
し
て
主
題
的
に
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
俗
の
主
権
者
が
そ
の
権
力
を
「
濫
用
」

す
る
場
合
に
臣
民
に
は
果
た
し
て
抵
抗
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
、
政
治
思
想
史
上
幾
度
と
な
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
難
題
が
こ
こ
で

問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
不
正
権
力
に
対
す
る
臣
民
の
抵
抗
を
め
ぐ
る
「
一
般
」
と
「
例
外
」
と
い
う
区
別
を

導
入
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
俗
の
権
力
の
不
正
は
、
一
般
的
な
原
則
と
し
て
は
我
慢
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
悪
政
の
た

び
に
抵
抗
が
な
さ
れ
た
な
ら
、
安
定
し
た
統
治
は
維
持
さ
れ
得
な
い
。
だ
が
主
権
者
が
極
度
の
不
正
に
陥
っ
た
と
き
も
ま
た
、
臣

民
は
そ
れ
を
甘
受
す
る
べ
き
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
主
権
者
へ
の
服
従
と
い
う
「
一
般
法
」
は
そ
の
場
合

「
例
外
」
的
に
解
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
は
完
全
で
は
あ
り
え
ず
、
主
権
者
の
絶
対
性
と
い
う
法
も
、

そ
れ
が
秩
序
維
持
の
最
低
条
件
で
あ
る
と
は
い
え
、
例
外
な
く
通
用
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
外
時
に

は
、
臣
民
は
主
権
者
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
例
外
の
判
定
は
お
の
ず
と
一
致
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
は
主
権
権

力
に
抵
抗
し
、
そ
れ
を
そ
の
限
界
内
に
戻
す
権
利
を
有
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
決
定
し
て
も
（
私
は
想
定
上
そ
れ
に
同
意
す
る
）、

ま
だ
何
も
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
権
利
を
行
使
し
う
る
の
は
い
つ

0

0

で
あ
り
、
ど
の

0

0

人
々
が
そ
れ
を
行
使
す
る

権
利
を
有
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（D

P: （23
）。
例
外
と
は
主
権
者
が
「
暴
君
」
と
な
っ
た
場
合
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で
あ
る
と
い
う
回
答
は
、
正
し
い
が
し
か
し
無
意
味
で
あ
る
。
暴
君
の
定
義
が
次
の
問
い
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
暴

君
と
は
何
か
。
た
だ
一
つ
の
行
為
が
、
そ
れ
が
凶
悪
で
あ
れ
ば
、
こ
の
名
称
を
呼
び
起
こ
し
う
る
の
か
。
も
っ
と
必
要
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
、
何
回
必
要
な
の
か
」（D

P: （23

）。
そ
れ
を
規
定
す
る
法
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
判
断
を
す
る
存
在
が
必
要
と
な
る
。

教
皇
権
力
に
よ
る
世
俗
主
権
に
対
す
る
介
入
と
い
う
メ
ー
ス
ト
ル
の
構
想
は
、
か
く
の
ご
と
き
政
治
的
考
察
の
帰
結
と
し
て
き

わ
め
て
論
理
的
に
導
か
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
世
俗
の
主
権
者
と
臣
民
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
中
立
的
な
教
皇

に
こ
そ
、
主
権
者
の
「
暴
君
」
化
の
認
定
、
お
よ
び
暴
君
へ
の
臣
民
の
抵
抗
を
裁
可
す
る
公
平
な
判
断
が
可
能
で
あ
る
。
む
ろ
ん

教
皇
は
、
原
則
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
つ
い
て
の
判
定
者
で
あ
る
が
、
世
俗
の
君
主
が
あ
ま
り
に
も
道
徳
を
逸
脱
し
た

場
合
に
は
、
抵
抗
の
可
否
の
判
定
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
介
入
を
、
中
世
史
上

の
教
皇
に
よ
る
世
俗
君
主
へ
の
干
渉
に
範
を
取
り
な
が
ら
、
君
主
に
対
す
る
臣
民
の
服
従
義
務
を
暫
時
免
除
す
る
「
解
除
権
力

（puissance dispensante

）」
の
行
使
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
と
っ
て
教
皇
主
権
に
よ
る
世
俗
主
権
に
対
す
る
こ
の
制
約
は
、
あ
く
ま

で
も
後
者
の
揺
る
ぎ
な
い
足
場
を
築
く
た
め
に
こ
そ
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
職
位
と
し
て
の
「
主
権

（Souveraineté

）」
と
そ
の
担
い
手
た
る
「
主
権
者
（Souverain

）」
と
の
混
同
に
対
し
て
繰
り
返
し
注
意
を
促
し
て
い
る

）
2（
（

。
す

な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
教
皇
の
介
入
の
対
象
は
、
世
俗
の
主
権
者0

で
あ
っ
て
主
権
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
教
皇
が
裁

く
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
職
位
を
濫
用
し
た
人
物
と
し
て
の
前
者
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
主
権
者
へ
の
こ
の
裁
き
の
権
利
が
教

皇
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
職
位
と
し
て
の
主
権
の
地
位
は
安
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
教
皇
は
し
ば
し
ば
主
権
者
と
闘
っ
た
が
、
主
権
と
闘
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
教
皇
が
臣
民
の
臣
従
の
誓
い
を
解
除
し

た
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
、
主
権
の
不
可
侵
性
を
宣
言
し
て
い
た
」（D

P: （3（
）。
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か
く
し
て
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
主
権
者
に
対
す
る
制
約
に
よ
っ
て
主
権
へ
と
正
統
性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
教
皇
権
力
を
位
置

づ
け
る
。
教
皇
権
力
に
よ
る
介
入
が
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
世
俗
の
主
権
者
は
し
ば
し
ば
暴
君
と
化
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
危

懼
す
る
臣
民
の
規
則
な
き
抵
抗
に
よ
っ
て
無
秩
序
が
生
ま
れ
も
す
る
（D

P: （2（

）。
つ
ま
り
、精
神
主
権
た
る
教
皇
は
、こ
の
「
暴

政
」
と
「
無
秩
序
」
の
両
極
を
防
ぎ
、世
俗
の
主
権
を
健
全
に
維
持
す
る
と
い
う
、優
れ
て
政
治
的
な
役
割
を
担
う
存
在
で
も
あ
る
。

こ
の
認
識
に
立
っ
て
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
教
皇
に
、
個
別
の
国
制
と
同
じ
く
、
し
か
し
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
普
遍
的
な
仕
方
に
お

い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
君
主
政
秩
序
の
正
統
性
を
支
え
る
、い
わ
ば
超
国
家
的
（supranational

）
な
「
保
守
権
力
（puissance 

conservateur

）」
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
（D
P: （33

））
22
（

。

　
　
　
　
　
結
び
に
代
え
て

以
上
、
本
稿
は
、
革
命
期
か
ら
王
政
復
古
期
に
か
け
て
反
革
命
思
想
家
と
し
て
活
躍
し
た
メ
ー
ス
ト
ル
が
、
各
国
固
有
の
「
古

来
の
国
制
」
の
維
持
を
唱
え
る
バ
ー
ク
の
保
守
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
よ
り
普
遍
的
な
構
造
と
し
て
の
教
皇
主

権
に
基
づ
く
君
主
政
秩
序
の
擁
護
へ
と
到
達
し
て
い
く
帰
趨
を
み
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
思
想
家
と
し
て
の
メ
ー

ス
ト
ル
は
、
彼
が
各
国
固
有
の
神
的
な
国
制
へ
の
信
頼
を
喪
失
し
た
果
て
に
、
中
世
の
秩
序
体
系
を
主
権
論
的
枠
組
み
に
お
い
て

再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
い
え
る
。
最
後
に
、
結
び
に
代
え
て
、
彼
が
最
終
的
に
辿
り
着
い
た
こ
の
独
自
の
保
守

的
立
場
の
思
想
的
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

中
世
の
教
皇
と
君
主
と
の
関
係
性
を
主
権
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
返
す
メ
ー
ス
ト
ル
の
視
座
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
的
現
実

を
正
確
に
映
し
取
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う

）
23
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
時
代
的
隔
た
り
を
あ
え
て
踏
み
越
え
て
で
も

教
皇
の
権
力
を
主
権
論
的
に
再
解
釈
す
る
の
は
、
歴
史
的
実
質
に
基
づ
か
な
い
形
で
の
普
遍
的
原
理
な
る
も
の
の
存
在
を
い
っ
さ
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い
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
個
別
的
歴
史
か
ら
よ
り
普
遍
的
な
原
理
へ
と
軸
足
を
移
し
な
が
ら
も
な
お
、

歴
史
的
な
経
験
の
中
に
の
み
真
の
原
理
が
あ
り
う
る
と
い
う
保
守
的
立
場
を
放
棄
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
メ
ー
ス
ト
ル
以
外
の
諸
々
の
保
守
思
想
に
も
、
そ
れ
が
思
想
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史

の
中
の
普
遍
性
へ
の
志
向
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
国
制
論
に
よ
っ
て
メ
ー
ス
ト
ル
に
影
響
を
与
え
た

バ
ー
ク
に
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
固
有
の
古
来
の
国
制
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
そ
の
も
の
の
歴
史
的
遺
産
を

基
盤
に
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
種
の
普
遍
主
義
的
姿
勢
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

）
2（
（

。
だ
が
、
本
稿
で
重
視
し
た
の
は
、
メ
ー

ス
ト
ル
が
個
別
の
国
制
の
限
界
に
向
き
合
う
中
で
、
き
わ
め
て
自
覚
的
に
、
そ
れ
へ
の
代
替
物
と
し
て
の
普
遍
主
義
的
な
原
理
を

歴
史
上
に
探
究
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
秩
序
の
彼
の
再
解
釈
は
、
こ
の
探
究
の
帰
結

と
し
て
導
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

実
際
、『
教
皇
論
』
と
い
う
著
作
は
、
そ
の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
自
体
に
も
、
い
さ
さ
か
奇
妙
に
も
映
る
ほ
ど
の
普
遍
主
義
的
衝

迫
が
貫
通
し
て
い
る
。
同
書
で
は
、
反
革
命
、
反
啓
蒙
、
反
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
び
う
る
明
ら
か
な
党
派
性
を
帯
び
た

主
張
が
展
開
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
ボ
シ
ュ
エ
ら
の
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
よ
り
以
上
に
、

啓
蒙
主
義
者
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
ら
の
言
葉
な
の
で
あ
る

）
25
（

。
す
な
わ
ち
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
教

皇
の
至
高
性
と
い
う
も
の
が
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
家
た
ち
で
さ
え
意
図
せ
ず
し
て
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
ほ
ど
に
「
普
遍

的
世
論
（opinion universelle

）」
の
支
持
を
集
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
（D

P: （8（, cf. 

（88

）。
な
ぜ
な
ら
、そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
教
皇
は
、あ
ら
ゆ
る
党
派
性
を
超
え
た
真
の
意
味
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
性
―
―
つ
ま
り
「
カ

ト
リ
ッ
ク
（catholic

）」
の
原
義
と
し
て
の
普
遍
性
（universalité
）
―
―
を
具
現
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
普
遍
性
の
標
榜
を
、
み
ず
か
ら
の
党
派
性
を
「
普
遍
」
の
名
で
糊
塗
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
む
ろ
ん
可
能
で
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あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
対
し
て
中
立
的
な
普
遍
性
な
る
も
の
が
存
在
し
う
る
か
は
、
き
わ
め
て
論
争
的
な

問
い
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、何
ら
か
の
固
有
の
文
化
を
守
る
と
い
う
姿
勢
に
お
い
て
な
お
も
普
遍
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
、

た
ん
な
る
欺
瞞
と
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
メ
ー
ス
ト
ル
の
『
教
皇
論
』
は
、
普
遍
性
の
追
求
が
も

つ
困
難
と
可
能
性
の
両
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
の
、
豊
か
な
題
材
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
誌
情
報

＊
メ
ー
ス
ト
ル
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
記
す
。

＊
引
用
文
に
お
け
る
傍
点
は
、特
に
断
り
の
な
い
限
り
、原
文
に
お
け
る
イ
タ
リ
ッ
ク
な
い
し
大
文
字
表
記
で
あ
る
。
ま
た
、「
…
」
は
引
用
時
の
中
略
を
、

「
／
」
は
原
文
に
お
け
る
改
行
を
表
す
。

CL :  『
サ
ヴ
ォ
ア
の
王
党
派
に
よ
る
同
朋
へ
の
第
五
の
手
紙
』（（7（（

）

Cinquièm
e lettre d’un royaliste savoisien à ses com

patriotes, Revue des études m
aistriennes, （

 (（（78).
D
SP : 『

人
民
主
権
論
』（（7（（-（7（5; ed. posthum

e, （871
）

De la souveraineté du peuple, édition critique de Jean-Louis D
arcel. Presses U

niversitaires de France, （（（2.  
D
EN

 : 『
自
然
状
態
論
』（（7（5; éd. posthum

e, （871

）

De l’état de nature, texte établi, présenté et annoté par Jean-Louis D
arcel. Revue des études m

aistriennes, 2
 (（（7（), pp. 

（-（71. 
CF :  『

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
省
察
』（（7（7

）

Considérations sur la France, in Œ
uvres : suivies d’un dictionnaire Joseph de M

aistre, texte établi, annoté et présenté par 
Pierre Glaudes, Paris : Robert Laffont, 2117.
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EPG : 『
政
治
的
国
制
の
生
成
原
理
に
つ
い
て
の
試
論
』（（81（; éd. （8（（

）

Essai sur le principe générateur des constitutions politiques, in Œ
uvres : suivies d’un dictionnaire Joseph de M

aistre, texte 
établi, annoté et présenté par Pierre Glaudes, Paris : Robert Laffont, 2117.

D
P :  『

教
皇
論
』（（8（（

）

Du Pape, Lyon : Jean-Baptiste Pélagaud et Cie, （882. 

［
付
記
］

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
（
分
科
会E

−
４

「
フ
ラ
ン
ス
近
代
政
治
思
想
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ブ
リ
テ
ン
）
と
ア

メ
リ
カ
」）
の
た
め
の
報
告
原
稿
「
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
反
革
命
と
保
守
」
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
企
画
者
お
よ
び
報
告

者
の
川
出
良
枝
先
生
を
は
じ
め
、
司
会
の
関
口
正
司
先
生
、
報
告
者
の
永
見
瑞
木
先
生
、
そ
し
て
討
論
者
と
し
て
有
益
な
論
点
を
提
起
い
た
だ
い
た

髙
山
裕
二
・
小
畑
俊
太
郎
両
先
生
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

＊
本
稿
は
、
令
和
三
年
度
専
修
大
学
長
期
研
究
員
制
度
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
（
）constitution

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
文
脈
に
応
じ
て
、「
国
制
」、「
憲
法
」、「
構
成
的
」
等
の
訳
語
を
使
い
分
け
る
。
た
だ
し
、
大
ま
か

な
方
針
と
し
て
は
、
歴
史
的
に
生
成
す
る
も
の
と
し
て
のconstitution

を
「
国
制
」、
自
覚
的
に
制
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
を
「
憲
法
」

と
訳
す
こ
と
と
す
る
。
両
者
の
区
別
が
困
難
な
際
に
は
、「
国
制
（
憲
法
）」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
場
合
も
あ
る
。

（
2
）
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
を
バ
ー
ク
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
る
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
両
者
の
思
考
様
式
の
相
違
を
特
に
的
確
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
松
本
礼
二
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
の
系
譜
―
―
一
七
八
九–

一
八
三
〇
」『
社
会
科
学
研
究
』
二
九
巻
四
号
、
一
九
七
七

年
、
一
「〈
反
革
命
〉
の
革
命
論
」：
宇
野
重
規
「
保
守
主
義
」『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』
福
田
有
広
・
谷
口
将
紀
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、



33

フランス革命期における保守思想の諸相

二
〇
〇
二
年
を
参
照
。

（
3
）
な
お
、
近
年
「
保
守
主
義
の
父
」
と
し
て
の
バ
ー
ク
像
は
大
幅
に
見
直
さ
れ
始
め
て
い
る
。
犬
塚
元
「
受
容
史
・
解
釈
史
の
な
か
の
バ
ー
ク
」

中
澤
信
彦
・
桑
島
秀
樹
編
著
『
バ
ー
ク
読
本
―
―
〈
保
守
主
義
の
父
〉
再
考
の
た
め
に
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
七
年
を
参
照
。
本
稿
は
、
バ
ー
ク
の

国
制
（
憲
法
）
論
に
絞
っ
た
き
わ
め
て
限
定
的
な
バ
ー
ク
像
を
メ
ー
ス
ト
ル
と
の
対
比
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
バ
ー
ク
自
身
に
も
あ
る
普

遍
主
義
的
な
い
し
啓
蒙
的
要
素
を
踏
ま
え
た
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（
）Richard Price, A

 Discourse on the Love of Our Country, Rutherford, N
.J.: Publishers D

istribution Center, （（（2, p. 3（.

（
永

井
義
雄
訳
『
祖
国
愛
に
つ
い
て
』
未
來
社
、
一
九
六
六
年
、
四
八
頁
）

（
5
）「
古
来
の
国
制
」
論
に
つ
い
て
の
古
典
的
研
究
の
一
つ
と
し
て
、J. G. A

. Pocock, The A
ncient Constitution and the Feudal Law

: 
A

 Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century: A
 Reissue w

ith a Retrospect, Cam
bridge: Cam

bridge 
U

niversity Press, （（87
を
参
照
。
ま
た
同
じ
著
者
に
よ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
の
観
点
か
ら
の
バ
ー
ク
研
究
と
し
てJ. G. A

. Pocock, “Burke 
and the ancient constitution: a problem

 in the history of ideas”, in Politics, Language, and Tim
e: Essays on Political Thought 

and History, N
ew

 York: A
theneum

, （（7（

を
参
照
。　

 

（
（
）Edm

und Burke, Reflections on the Revolution in France, ed. J. G. A
. Pocock, Indianapolis, Ind.: H

ackett Publishing Com
pany, 

（（87, p. 53.

（
半
澤
孝
麿
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
新
装
版
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
、
七
八
頁
：
中
野
好
之
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に

つ
い
て
の
省
察
』
上
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
三
頁
：
二
木
麻
里
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、

二
〇
二
〇
年
、
一
三
四
―
三
五
頁
。
た
だ
し
、
既
訳
を
参
照
し
て
訳
し
変
え
た
。）

（
7
）
小
島
秀
信
『
伝
統
主
義
と
文
明
社
会
―
―
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
政
治
経
済
哲
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、二
〇
一
六
年
、第
一
章
を
参
照
。

（
8
）Burke, op. cit., p. （（.

（
半
澤
訳
、
二
九
頁
：
中
野
訳
、
四
五
頁
：
二
木
訳
、
四
八
頁
。
た
だ
し
、
既
訳
を
参
照
し
て
訳
し
変
え
た
。）

（
（
）
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
一
七
九
六
年
の
「
現
在
の
政
府
の
力
と
そ
れ
に
協
力
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
こ
の
主
張
を

し
て
い
る
。Benjam

in Constant, De la force du gouvernem
ent actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier(（7（（), Des 

réactions politiques, Des effets de la Terreur(（7（7), préface et notes de Philippe Raynaud, Paris : Cham
ps Flam

m
arion, （（88.

（
（1
）
メ
ー
ス
ト
ル
の
反
革
命
論
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
世
界
―
―
革
命
・
戦
争
・
主
権
に
対
す
る
メ
タ
ポ
リ
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テ
ィ
ー
ク
の
実
践
の
軌
跡
』
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
、
第
二
章
を
参
照
。

（
（（
）
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
熟
議
」
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
が
到
底
持
続
し
う
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
「
予
言
」
し
て
い
る
。「
私
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
〔
全
体
〕
の
安
定
性
を
ま
っ
た
く
信
じ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
個
々
別
々
の
諸
建
設
も
、
私
に
い
か
な
る
信
頼
も
呼
び
起
こ
し
は
し
な
い
。
…
人
々
は
、
政
府
の
本
拠
地
と
な
る
べ
き
新
た
な
都
市

の
建
設
を
決
意
し
た
。
人
々
が
選
ん
だ
の
は
、
大
河
の
沿
岸
に
面
し
た
最
も
好
ま
し
い
地
で
あ
っ
た
。
人
々
は
、
そ
の
都
市
を
ワ
シ
ン
ト
ン

0

0

0

0

0

と
名

づ
け
る
こ
と
に
決
め
た
。
あ
ら
ゆ
る
公
的
な
建
築
物
の
場
所
が
定
め
ら
れ
た
。
…
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
に
は
、
人
間
の
範
疇
に
収
ま
る

力
を
凌
駕
す
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
は
、
あ
る
ひ
と
つ
都
市
を
建
築
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
た
び
の
経い

き
さ
つ緯

に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
熟
議
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
間
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

（hum
anité

）
が
あ
っ
た
。
万
が
一
に
も
、

そ
の
都
市
は
建
築
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
さ
れ
た
と
し
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン

0

0

0

0

0

と
は
呼
ば
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
議
会
は
そ
こ

に
は
置
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」（CF: 2（2

）。

（
（2
）
な
お
、
こ
の
一
節
は
、
草
稿
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
、「
人
間
」
を
対
象
と
し
た
国
制
（
憲
法
）
に
基
づ
く
権
利
の
実
効
性
へ
の
疑
い
示

す
も
の
と
し
て
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
市
民
（Citoyen

）
と
切
り
離
さ
れ
た
人
間

0

0

（l’HOM
M

E

）
な
る
存
在
は
、
私
は
ま
っ
た
く
理

解
で
き
な
い
。
私
は
生
涯
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
、
ロ
シ
ア
人
、
等
々
と
は
出
遭
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
私
は
、
あ
る
有
名
な
書
物
に
よ
っ
て
、
ペ
ル
シ
ア
人
が
存
在
し
う
る
こ
と
さ
え
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
人
間

0

0

に
は
出
遭
っ
た
こ

と
が
な
い
。
も
し
彼
が
権
利

0

0

（Droit

）
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
を
意
に
介
し
は
し
な
い
。
私
と
彼
は
、
決
し
て
と
も
に
生
き
る
べ

き
で
は
な
い
。
彼
は
そ
の
権
利
を
架
空
の
空
間
に
お
い
て
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
」（CL: （（

)

（
（3
）
正
式
に
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
古
来
の
国
制
に
つ
い
て
。
国
王
に
つ
い
て
お
よ
び
一
七
九
五
年
七
月
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
宣
言
に
つ
い
て
の

脱
線
」
と
い
う
題
で
あ
る
。

（
（（
）
メ
ー
ス
ト
ル
が
引
用
す
る
の
は
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。「
こ
の
国
〔
フ
ラ
ン
ス
王
国
〕
が
安
泰
な
歩
み
を
続
け
て
い
る
の
は
、フ
ラ
ン
ス
国
王
〔
ル

イ
十
二
世
〕
が
全
国
民
の
民
生
安
定
を
約
束
し
て
い
る
無
数
の
法
律
を
厳
守
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
こ
の
体
制
を
与
え
た

彼
は
、
次
の
よ
う
に
阿
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
王
と
い
う
も
の
は
、
軍
隊
や
金
は
思
い
の
ま
ま
に
動
か
せ
る
と
し
て
も
、
そ
の

他
の
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
法
律
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
、
と
」（『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
―
―
「
ロ
ー
マ
史
」
論
』
永
井
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三
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
第
一
巻
一
七
章
、
一
〇
四
頁
）。

（
（5
）
な
お
、
断
言
を
避
け
る
こ
う
し
た
両
義
的
な
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
文
章
に
散
見
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
冒
頭
に
挙
げ
た
一
文

に
お
け
る
「
し
か
し
、
人
間
に
関
し
て
は
、
私
は
生
涯
に
お
い
て
出
遭
っ
た
こ
と
が
な
い
と
宣
言
す
る
。
も
し
存
在
す
る
と
し
て
も
、
私
の
知
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
修
辞
的
な
語
り
口
に
ど
の
よ
う
な
思
想
的
な
内
実
を
認
め
る
か
は
、
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）
小
野
紀
明
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
お
け
る
こ
の
国
制
論
（「
保
守
主
義
的
、
伝
統
主
義
的
側
面
」）
と
主
権
論
（「
決
断
主
義
的
な
部
分
」）
と
の
分

裂
を
指
摘
し
て
い
る
。「
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
、
ボ
ナ
ー
ル
、
コ
ル
テ
ス
―
―
十
九
世
紀
反
動
思
想
に
お
け
る
メ
タ
政
治
学
的
考
察
」
田
中
浩
編
『
現

代
世
界
と
国
民
国
家
の
将
来
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
三
〇
三
頁
。

（
（7
）
そ
れ
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
科
学
的
、
統
計
学
的
手
法
は
近
年
の
研
究
で
も
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。Cf. Carolina 

A
rm

enteros, “From
 hum

an nature to norm
al hum

anity: Joseph de M
aistre, Rousseau, and the origins of m

oral statistics”, 
Journal of the History of Ideas, （8, （

 (2117); “Parabolas and the fate of nations: early conservative historicism
 in Joseph de 

M
aistre’s D

e la souveraineté du peuple”, History of Political Thought, 28, 2
 (2117).

（
（8
）
各
章
の
題
は
、
第
六
章
「
政
治
的
国
制
に
お
け
る
神
的
影
響
に
つ
い
て
」、
第
七
章
「
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
お
け
る
無
力
さ
の
徴
に
つ
い
て
」
で
あ

　

る
。

（
（（
）
実
際
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
復
古
王
政
の
憲
法
と
し
て
、
古
来
の
国
制
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
「
憲
章
（Charte

）」
を
布
告
し

た
ル
イ
一
八
世
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、拙
著
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
世
界
』
前
掲
、第
五
章
を
参
照
。

（
21
）
と
こ
ろ
で
、
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、『
考
察
』
に
お
い
て
は
、
革
命
の
「
反
宗
教
」
的
精
神
の
標
的
と
し
て
、
教
皇
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス

と
い
う
一
国
が
狙
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
第
二
章
で
は
、
反
キ
リ
ス
ト
教
を
核
心
と
す
る
こ
の
革
命
が
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
生
じ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
牙
城
（citadel

）」
で
あ
る
こ
と
を
、
革
命
の
担
い
手
た
ち
こ
そ
が
誰
よ
り
も
理

解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（CF: 2（（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、『
教
皇
論
』
に
な
る
と
、
革
命
の
「
反
宗
教
」
的
勢
力
が
攻
撃
を
結
集

さ
せ
た
の
は
、「
教
会
（sacerdoce

）」
な
い
し
「
教
皇
座
」
へ
向
け
て
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
あ
ら
ゆ
る
真
理
お

よ
び
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
制
度
に
対
抗
し
た
前
世
紀
〔
＝
一
八
世
紀
〕
の
反
宗
教
的
種
族
は
、
と
り
わ
け
教
皇
座
（Saint-Siège

）
へ
と
攻
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撃
を
集
中
さ
せ
た
。
彼
ら
は
、
…
キ
リ
ス
ト
教
が
教
皇
主
権
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
ら
は
、
こ
の
教
皇
主
権
に
対
し
て
そ
の
全
勢
力
を
差
し
向
け
た
の
で
あ
る
」（D

P: X
X

X
V

III

）。
い
ず
れ
の
著
作
に
お
い
て
も
、

革
命
に
よ
っ
て
中
心
的
な
攻
撃
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
存
在
こ
そ
が
革
命
の
真
の
「
対
抗
原
理
」
た
り
う
る
と
い
う
逆
説
的
論
理
に
基
づ
く
主
張

が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、『
考
察
』
か
ら
『
教
皇
論
』
に
か
け
て
は
、
攻
撃
が
向
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
肝
心
の
対
象
が
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
教
皇
へ
と
転
回
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
も
、
メ
ー
ス
ト
ル
に
お
け
る
個
別
主
義
的
な
国
制
へ
の
信
頼
が
、
普
遍
主

義
的
な
教
皇
主
権
に
対
す
る
期
待
へ
と
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2（
）
本
章
の
本
文
中
に
引
用
し
た
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
に
つ
い
て
メ
ー
ス
ト
ル
が
指
摘
す
る
「
君
主
政
」
と
「
君
主
」
の
区
別
も
、こ
の
「
主
権
」

と
「
主
権
者
」
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。

（
22
）
実
際
、メ
ー
ス
ト
ル
は
、教
皇
を
君
主
政
に
対
す
る
あ
る
種
の
保
護
権
力
と
し
て
、次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、教
皇
は
、「
主

権
を
担
う
家
系
〔
た
る
君
主
〕
の
栄
光
の
た
め
に
、威
厳
の
た
め
に
、そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
保
守

0

0

（conservation

）
の
た
め
に
、す
べ
て
を
行
っ

た
の
で
あ
る
」
と
（D

P: （55
）。

（
23
）
た
と
え
ば
、
松
本
礼
二
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
「
教
皇
権
至
上
論
」
に
つ
い
て
、「
主
権
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
普
遍
秩
序
を
解
体
し
た
政
治
的

概
念
に
よ
っ
て
教
皇
の
権
威
を
基
礎
づ
け
る
論
法
ほ
ど
、カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
正
統
的
世
界
像
か
ら
遠
い
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
松
本
礼
二
・

川
出
良
枝
『
近
代
国
家
と
近
代
革
命
の
政
治
思
想
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
七
年
、
一
一
三
頁
）。

（
2（
）
た
と
え
ば
、
土
井
美
徳
「
国
家
・
古
来
の
国
制
・
文
明
社
会
」『
バ
ー
ク
読
本
』
前
掲
、
第
一
〇
章
、
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

本
稿
の
原
型
と
な
る
学
会
報
告
に
対
す
る
小
畑
俊
太
郎
氏
の
ご
指
摘
か
ら
貴
重
な
示
唆
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
25
）
と
こ
ろ
で
、ポ
ー
コ
ッ
ク
の
「
保
守
的
啓
蒙
」
と
い
う
枠
組
み
は
メ
ー
ス
ト
ル
の
啓
蒙
的
側
面
を
理
解
す
る
う
え
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ｇ

　
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
「「
保
守
的
啓
蒙
」
の
視
点
―
―
英
国
の
啓
蒙
と
米
・
仏
の
革
命
」『
思
想
』
福
田
有
広
訳
、
七
八
二
号
、
一
九
八
九
年
を
参
照
。

「
保
守
的
啓
蒙
」
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
啓
蒙
を
、「
熱
狂
（enthusiasm

）」
へ
の
批
判
お
よ
び
世
俗
主
権
の
擁
護
と
い
う
保
守
的
姿
勢
―
―
「
知

性
に
自
己
抑
制
を
求
め
る
態
度
」
―
―
に
求
め
る
枠
組
み
で
あ
る
が
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
バ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
の
う
ち
に
こ
の
啓
蒙
的
潮

流
の
一
つ
の
「
到
達
点
」
を
見
て
い
る
（
七
九
、九
〇
頁
）。
こ
こ
で
バ
ー
ク
思
想
の
背
景
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古

来
の
国
制
よ
り
も
、む
し
ろ
古
代
の
「
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
」
と
対
比
さ
れ
る
、近
代
以
降
の
歴
史
に
お
い
て
育
ま
れ
た
「
マ
ナ
ー
」、「
礼
儀
正
し
さ
」、「
社
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フランス革命期における保守思想の諸相

交
性
」
と
い
っ
た
社
会
倫
理
で
あ
る
（
七
八
頁
）。
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
も
ま
た
、
そ
れ
が
知
性
の
「
自
己
抑
制
」
と
い
う
意
味
で
の
啓
蒙
的
立
場

を
継
承
し
な
が
ら
、
革
命
の
「
熱
病
（fièvre

）」
を
批
判
し
か
つ
世
俗
主
権
を
擁
護
す
る
限
り
で
は
、「
保
守
的
啓
蒙
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
た
だ
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
メ
ー
ス
ト
ル
が
最
終
的
に
依
拠
す
る
も
の
が
教
皇
主
権
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
こ
の
枠
組
み

に
た
だ
ち
に
は
収
ま
ら
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
関
連
し
て
、
同
じ
く
バ
ー
ク
お
よ
び
メ
ー
ス
ト
ル
の
「〈
反
革
命
〉」
を
、「
反0

啓
蒙
」
で
は

な
く
、む
し
ろ
啓
蒙
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
試
み
と
し
て
、髙
山
裕
二
「〈
反
革
命
〉
は
反
知
性
主
義
か
？
」
和
田
泰
一
・
髙
山
裕
二
編
『
政

治
思
想
と
啓
蒙
―
―
そ
の
光
と
影
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
三
年
も
参
照
。


	政治学の諸問題Ⅺ
	空白ページ

	空白ページ



