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本
書
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
（
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
）
の
政
治
思
想
を
「
君
主
の
鑑
」（「
理
想
の

君
主
」
像
を
主
題
と
し
た
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
）
と
い
う
観
点
か
ら
読

み
解
い
た
著
作
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
以
前
の
伝
統
的
な
ホ
イ
ッ

グ
史
観
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
は
い
わ
ゆ
る
「
王
権
神
授

説
」
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
議
会
の
存
在
を
無
視
し
、
神
に
王
権
を

授
与
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
恣
意
的
且
つ
絶
対
的
な
国
王
権
力

を
主
張
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
〇
年
代

以
降
の
「
修
正
主
義
」
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
精
神
に
歩
み
寄
る
こ
と
に

よ
っ
て
政
体
を
重
視
し
た
、
あ
る
い
は
彼
の
王
権
神
授
論
は
国
王

の
絶
対
的
権
力
を
主
張
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
服
従
の
義
務

を
正
当
化
し
て
抵
抗
権
論
を
否
定
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
「
ポ
ス
ト
修
正
主
義
」
の
研
究
は
、
強

固
な
王
権
を
説
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を
、
主
権
概
念
の
確

立
と
い
う
点
で
近
代
国
家
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
な
が
ら
、
彼

の
思
想
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
精
神
の
影
響
を
殆
ど
受
け
ず
、
国
王
へ
の

抵
抗
に
対
し
て
は
国
王
権
力
の
絶
対
性
を
掲
げ
た
が
、
必
ず
し
も
国

王
の
恣
意
的
権
力
の
行
使
を
認
め
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
「
穏
健

な
絶
対
主
義
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
先
行
研

究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
著
者
は
特
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を

一
六
四
〇
年
代
の
内
戦
と
結
び
付
け
が
ち
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
史

観
を
問
題
視
し
、（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
も
継
承
す
る
一
六
〇
三
年

以
前
の
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
の
政
治
思
想
を
検

証
し
よ
う
と
す
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
著
者
が
重
視
し

た
の
が
以
下
の
四
つ
の
「
理
想
の
君
主
」
像
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
著
者
は
「
神
聖
な
王
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
取
り
上

げ
て
お
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
に
は
中
世
に
端
を
発
す
る
王

権
の
神
授
的
起
源
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
神
の
代
理
人
像

が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
六
世
紀
後
半
の
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
王
権
の
神
授
的
起
源
を
強
調
す
る
政

治
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
王
権
の
起
源
を
人
民
に
求
め
る
理

論
が
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ジ
ェ

書
　
評

小
林
麻
衣
子
　
著

『
近
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
権

　
―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
と
「
君
主
の
鑑
」』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

山
根
　
明
大



－  197  －

史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

イ
ム
ズ
が
「
神
聖
な
王
」
と
い
う
「
理
想
の
君
主
」
像
を
掲
げ
た
の

は
、
①
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
人
民
の
抵
抗
権
を
積
極
的
に
擁

護
し
た
王
権
論
に
反
駁
す
る
た
め
、
②
教
会
の
霊
的
権
威
の
世
俗
的

権
威
か
ら
の
独
立
を
説
い
た
長
老
派
の
主
張
を
退
け
る
た
め
、
③
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
次
期
王
位
継
承
権
を
正
当
化
す
る
た
め
、で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
王
権
神
授
論
は
、
国
王
が
神
か
ら
直

接
王
権
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
上
記

の
三
点
を
目
的
と
し
て
お
り
、
決
し
て
恣
意
的
且
つ
絶
対
的
な
国
王

権
力
を
主
張
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
一
方
、ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、フ
ァ
ー
ガ
ス
王
の
征
服
と
い
っ
た
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
建
国
神
話
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、「
領
主
と
し
て

の
王
」
と
い
う
世
俗
的
王
権
の
起
源
を
示
そ
う
と
し
た
。
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
で
は
、
人
民
に
よ
る
王
権
の
確
立
と
い
う
世
俗
的
な
政
治
理

論
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
う
し
た

理
論
と
は
異
な
っ
た
形
で
世
俗
的
王
権
の
起
源
を
示
す
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
征
服
に
よ
る
簒
奪
者

が
国
王
と
な
る
こ
と
を
容
認
し
、
自
ら
の
王
権
の
論
拠
の
一
つ
と
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
国
王
権
力
の
絶
対
性
と
不
可
侵
の
世
襲

権
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

征
服
論
か
ら
（
立
法
権
を
付
与
さ
れ
な
が
ら
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
）

土
地
と
臣
民
に
対
す
る
絶
対
的
権
力
を
有
す
る
最
高
領
主
と
し
て
の

国
王
、
そ
し
て
、
征
服
し
た
国
王
の
制
定
法
を
通
じ
た
世
襲
制
を
根

拠
と
し
た
彼
の
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
位
は
無
論
の
こ
と
）
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
王
位
の
継
承
、
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
、
人
文
主
義
者
が
理
想
と
し
た
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
「
ス

ト
ゥ
デ
ィ
ア
・
フ
マ
ニ
タ
ー
テ
ィ
ス
」
を
幼
少
期
に
受
け
た
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
キ
ケ
ロ
の
「
枢
要
徳
」
を
重
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
有
徳
な
王
」
と
い
う
「
理
想
の
君
主
」
像
を
示
し
た
。
た

だ
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
提
示
し
た
君
主
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
重
き
を
置
い
た
北
方
人
文
主
義
者
の
そ
れ
と
類

似
し
て
お
り
、
彼
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
作
品
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
的
理
想
と
調
和
す
る
倫
理
的
要
素
の
み
を
抽
出
し
て
い
た

と
言
え
る
。「
真
の
高
貴
性
」
も
ま
た
人
文
主
義
者
が
好
ん
だ
テ
ー

マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
家
柄
と
富
に
高
貴
性

を
求
め
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
あ
る
い
は
有
徳
な
資
質
に
そ
れ
を
求

め
た
キ
ケ
ロ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
後
半
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
ほ
ど
熱
心
に
「
真
の

高
貴
性
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自

身
は
家
柄
と
徳
に
高
貴
性
を
求
め
、
そ
の
よ
う
な
資
質
を
備
え
な
が

ら
も
王
権
に
対
す
る
忠
誠
と
服
従
を
本
分
と
す
る
家
臣
を
理
想
と
し

て
い
た
。

　
加
え
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
に
は
、「
政
治
的
思
慮
」
を

駆
使
し
た
「
統
治
す
る
王
」
と
い
う
理
想
像
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

周
知
の
通
り
、一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、従
来
の
道
徳
観
（
と
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り
わ
け
宗
教
）
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
国
王
も
し
く
は
社
会
全
体
の

利
益
を
優
先
し
、
時
に
は
徳
を
無
視
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
容
認
し

た
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
流
の
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
普
及
し
て
い
た

の
だ
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
こ
う
し
た
実
践
的
な
統

治
術
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
リ

ア
リ
ズ
ム
の
普
及
の
結
果
、
知
恵
の
徳
目
と
し
て
の
「
思
慮
」
の
解

釈
に
変
化
が
生
じ
、自
己
あ
る
い
は
共
同
体
の
利
益
を
優
先
し
た「
政

治
的
思
慮
」
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
こ
の
「
政

治
的
思
慮
」
を
根
拠
に
国
家
を
最
優
先
さ
せ
る
議
論
を
展
開
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
こ
う
い
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
理
論

の
中
に
、必
ず
し
も
明
確
な
形
で
は
な
い
が
「
国
家
理
性
」（
た
だ
し
、

著
者
は
古
代
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
国
家
拡
大
を
目
的
と
す
る
「
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
型
」
国
家
理
性
と
、
国
家
の
維
持
を
目
的
と
し
た
「
ボ
テ

ロ
型
」
国
家
理
性
を
区
別
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
国
家
理
性
を
「
ボ
テ

ロ
型
」
と
み
な
し
て
い
る
）
を
見
出
し
、
彼
の
政
治
思
想
を
近
代
国

家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
位
置
付
け
た
の
だ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世

の
政
治
思
想
を
「
神
聖
な
王
」・「
領
主
と
し
て
の
王
」・「
有
徳
な

王
」・「
統
治
す
る
王
」
と
い
う
四
つ
の
「
理
想
の
君
主
」
像
を
掲
げ

た
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
視
座
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
政
治
思
想
を
恣
意
的
且
つ
絶
対
的

な
国
王
権
力
を
主
張
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
六
四
〇

年
代
の
内
戦
と
結
び
付
け
て
き
た
従
来
の
研
究
を
修
正
す
る
も
の
だ

と
言
え
る
。
ま
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を
一
六
世
紀
後
半
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
位
置
付
け
て
い
る
の
も

本
書
の
学
術
的
貢
献
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
評
者
の
専
門

分
野
で
あ
る
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治
思
想
史
と
い
っ
た
観
点

か
ら
、
本
書
が
抱
え
る
問
題
点
も
し
く
は
発
展
可
能
性
の
あ
る
論
点

に
つ
い
て
幾
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
本
書
は
上
述
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

知
的
潮
流
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想

の
起
源
・
出
処
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
一
方
、
彼
の
思
想
が
与
え
た

イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
政
治
思
想
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
流
の
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の

影
響
を
受
け
た
近
代
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
本
書
の
指
摘
は

斬
新
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
彼
の
政
治
思
想
は
（
本
書
の

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
明
示
す
る
如
く
）
主
と
し
て
「
君
主
の
鑑
」
と
い

う
、
君
主
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
い
た
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
形
式
を

取
っ
て
お
り
、
特
に
（
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に

象
徴
さ
れ
る
）
近
代
的
な
政
治
理
論
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
る
一
七

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
説
得
力
を
持
ち
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

同
時
に
、
著
者
自
身
が
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
テ
ク
ス
ト
の
中
で
マ
キ
ァ
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ヴ
ェ
ッ
リ
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
も
、
彼
の
著
作
に
言
及
し
、
引
用

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
」（
本
書
、
二
六
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
前
記
の
指
摘
は
必
ず
し
も
十
分
な
論
証
に
裏
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

　
ま
た
本
書
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
に
お
け
る
「
神
聖
な
王
」・「
領
主

と
し
て
の
王
」・「
有
徳
な
王
」・「
統
治
す
る
王
」
と
い
う
四
つ
の

「
理
想
の
君
主
」
像
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
関
係

性
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
る
。
尤
も
著
者
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
神

聖
な
王
権
の
起
源
と
世
俗
的
な
王
権
の
起
源
」
に
は
「
整
合
性
は
見

ら
れ
な
い
」（
本
書
、
二
七
二
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も

上
記
の
四
要
素
の
優
劣
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が
『
近
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
権
』

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、（
四
要
素
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
る
の

で
は
な
く
）
フ
ァ
ー
ガ
ス
王
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
建
国
神
話
や
「
人

民
と
の
契
約
」
と
い
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
特
有
の
政
治
的
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
を
強
調
し
た
叙
述
が
で
き
な
か
っ
た
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
性
に
関
し
て
言
う
な
ら

ば
、
本
書
は
（
内
戦
の
原
因
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム

ズ
一
世
の
政
治
思
想
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
）
一
六
〇
三
年
以
降
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
に
つ
い
て
沈

黙
を
守
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
彼
の
思
想
を
解
明
し
て
こ
そ
、

本
書
で
検
証
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
の
政
治

思
想
の
意
義
が
明
確
と
な
ろ
う
。
尤
も
著
者
は
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

で
育
ま
れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
知
の
潮
流

に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
き
、彼
の
思
想
に
変
化
が
見
ら
れ
た
」（
本

書
、
二
七
九
頁
）
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
著

者
に
よ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
思
想
の
更
な
る
探
究
に
期
待
す
る
し
か
な

い
。

　
加
え
て
、
本
書
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を
通
じ
、
近
世
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
権
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が

思
い
描
く
王
権
の
在
り
方
が
如
何
な
る
国
家
概
念
へ
帰
結
す
る
の
か

が
明
瞭
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
本
書
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
国
家
理
性

論
を
体
系
化
し
た
（「
ブ
リ
テ
ン
」
に
お
け
る
）
先
駆
者
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
（
本
書
、
二
五
〇
～
五
三
頁
）
の
は
注
目
に
値
し
、
こ

う
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
政
治
理
論
は
、
近
代
に
お
け
る
国
家
と
社

会
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即

ち
、
本
書
が
王
権
の
在
り
方
も
し
く
は
近
代
的
な
国
家
理
性
を
強

調
し
て
い
る
点
で  kingdom

/state 

と
い
う
国
家
概
念
を
主
題
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、
近
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
と
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
）
に
は  com

m
onw

ealth 

と
い
う
（
国
家
概
念
で
あ
る
と
同

時
に
）
社
会
的
な
意
味
合
い
を
強
く
持
っ
た
概
念
が
存
在
し
て
い

た
。
こ
の
点
に
関
し
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
の
中

で
、
君
主
が
主
権
を
保
持
す
る
政
治
社
会
を  kingdom

/state 

と
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小
林
麻
衣
子
　
著
『
近
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
権
―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
と
「
君
主
の
鑑
」』（
山
根
）

呼
び
な
が
ら
否
定
的
に
捉
え
る
一
方
、
い
わ
ゆ
る
社
会
契
約
説
に

立
っ
て
自
ら
が
理
論
構
成
し
た
政
治
社
会
を  com

m
onw

ealth 

と

し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
が
理
論
構
成
し
た
政
治

社
会
は
支
配
‐
被
支
配
の
統
治
関
係
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で 

kingdom
/state 

と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
敢
え
て
そ

れ
を
キ
ヴ
ィ
タ
ス ( civitas) 

や
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ ( res publica) 

に
重
な
る
、
人
的
共
同
体
と
し
て
の  com

m
onw

ealth 

と
呼
ん
だ

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、（
本
書
に
お
け
る
議
論
に
依
拠
す
る

な
ら
ば
）
近
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
政
治
理
論
は
王
権
の
在
り
方
、

あ
る
い
は
国
王
と
臣
民
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
点
で
、
主
と
し
て 

kingdom
(state) 

と
い
う
国
家
概
念
に
帰
結
す
る
の
に
対
し
、
近

世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
人
的
共
同
体  com

m
onw

ealth 

に
つ
い

て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
本
書
は
一
六
世
紀
後
半
の
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
知
的
潮
流
と
し
て
王
権
の
起
源
を
人
民
に
求
め
る
理
論

を
（
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
見
ら
れ
な
い
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
独
自
の
も
の
と
し
て
）
強
調
し
て
い
る
が
、
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
政
治
理
論
は
王
権
の
在
り
方
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
社
会
の

在
り
方
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
王
権
が
盤
石
で
は
な
か
っ
た
一
六
世
紀
後
半
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
自
ら
の
王
権
を
理
論
的

に
補
強
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
比
較
的
強
い
王
権

が
存
在
し
た
一
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
王
権
で
は

な
く
社
会
の
在
り
方
を
論
じ
る
意
義
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
修
了
生
）


