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解　

題
は
じ
め
に

　

本
書
はRichard T

uck, T
he Sleeping Sovereign: T

he Invention of M
odern D

em
ocracy

（Cam
bridge U

ni-
versity Press, 2016

）
の
全
訳
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ー

リ
ー
記
念
講
義
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
は
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
を
中
心
と
す
る

一
七
、一
八
世
紀
の
政
治
思
想
史
を
専
門
と
す
る
著
名
な
思
想
史
家
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
に
属
す
る
代

表
的
人
物
で
あ
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
勤
め
た
の
ち
、
現
在
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
在
籍
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
に

お
け
る
第
一
人
者
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
も
こ
れ
ま
で
二
冊
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（
田
中
浩
・
重
森
臣
広
訳
『
ト
マ

ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
』（
未
來
社
、
一
九
九
五
年
）、
萩
原
能
久
監
訳
『
戦
争
と
平
和
の
権
利
』（
風
行
社
、
二
〇
一
五
年
））。
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本
書
の
内
容

　

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
本
書
の
主
題
は
主
権
論
で
あ
る
。
タ
ッ
ク
に
よ
る
主
張
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
り
、

以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
主
権
者
の
権
力
は
国
家
の
統
治
全
般
に
及
ぶ
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法

に
関
す
る
領
域
で
の
決
定
権
お
よ
び
統
治
者
（
政
府
）
の
選
任
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
主
権
者
と
統
治
を
行
う
政
府
の
次

元
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
統
治
者
は
主
権
者
の
選
任
を
受
け
、
一
定
期
間
、
統
治
の
ほ
ぼ
全
領
域

を
司
る
。
そ
し
て
統
治
者
（
政
府
）
が
再
び
選
任
さ
れ
る
と
き
が
く
る
ま
で
、
原
則
と
し
て
主
権
者
は
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
が
「
眠
れ
る
主
権
者
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
権
と
統
治
（
政
府
）
の
区
分
こ
そ
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
が
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
近
代
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
本
的
前
提
だ
と
い

う
。
ま
た
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
主
権
論
は
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
以
来
、
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ル

ソ
ー
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
や
独
立
後
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
と
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

主
権
論
は
も
と
も
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
政
体
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

る
政
体
分
類
論
、
特
に
混
合
政
体
論
を
批
判
し
た
の
が
ボ
ダ
ン
だ
と
さ
れ
る
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
主
権
と
は
憲
法
レ
ベ
ル

の
領
域
で
の
決
定
権
お
よ
び
統
治
者
（
政
府
）
の
選
任
を
行
う
権
限
を
意
味
す
る
。
日
常
の
統
治
を
行
う
権
限
は
主
権
と
は

別
に
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
政
体
を
分
類
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
誰
が
政
治
上
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
か
を
分
析
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
実
権
を
誰
が
与
え
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
主
権
を
分
有

す
る
も
の
と
し
て
の
混
合
政
体
な
ど
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。



207

　

主
権
と
政
治
の
実
権
は
異
な
る
た
め
、
主
権
の
レ
ベ
ル
で
は
民
主
政
で
あ
り
な
が
ら
、
統
治
の
レ
ベ
ル
で
は
君
主
政
と
い

う
国
家
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
ボ
ダ
ン
は
君
主
政
を
擁
護
す
る
た
め
に
主
権
論
を
提
唱
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
統
治
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
君
主
政
の
擁
護
で
あ
っ
て
、
主
権
が
人
民
に
あ
り
う
る
可
能
性
も
理
論
的
に
は
認

め
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ボ
ダ
ン
は
近
代
国
家
の
た
め
の
主
権
理
論
を
準
備
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
君
主
主
権
、
お
よ
び
君
主
に
よ
る
統
治
を
擁
護
す
る
ボ
ダ
ン
の
議
論
か
ら
は
、
近
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お

い
て
主
権
―
統
治
理
論
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
タ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ボ
ダ
ン
の
主
権

―
統
治
の
区
分
論
を
近
代
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
文
脈
に
位
置
づ
け
て
再
生
し
た
の
が
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
に
他

な
ら
な
い
。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
影
響
を
与
え
た
『
市
民
論
』
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
と
同
様
に
混
合
政
体
論
を
否

定
し
、
主
権
の
所
在
を
政
体
の
基
準
と
し
た
。
ボ
ダ
ン
と
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
国
家
の
起
源
は
人
民
主

権
で
あ
り
、
君
主
政
も
貴
族
政
も
そ
こ
か
ら
移
行
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
人
民
」
と
は
、

意
思
決
定
機
関
で
あ
る
会
議
体
（convention
）
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
多
数
決
に
よ
っ
て
単
一
の
意
思
を
も
つ
主
体
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
人
民
と
は
、
ば
ら
ば
ら
の
大
衆
で
は
な
く
、
統
一
的
な
意
思
決
定
を
前
提
と
し
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
君
主
と
互
換
可
能
な
主
体
な
の
で
あ
る
。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
人
民
を
後
継
者
の
い
な
い
絶
対
君
主
に
た
と
え
て
い
る
。
こ
の
人
民
＝
君
主
は
会
議
を
開
き
、
日
常
の

統
治
を
行
う
者
を
任
命
し
、
再
び
そ
の
後
任
を
任
命
す
る
と
き
が
く
る
ま
で
あ
ら
わ
れ
な
い
。
い
わ
ば
「
眠
る
」
の
で
あ
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
用
い
た
こ
の
比
喩
に
由
来
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
次
に
い
つ
会
議
を
開
く
か
を
約
束
し

な
い
人
民
は
、
眠
っ
た
ま
ま
起
き
る
こ
と
の
な
い
君
主
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
主
権
を
も
は
や
も
た
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
君
主
政
や
貴
族
政
へ
の
移
行
が
生
じ
る
。
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タ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
も
こ
う
し
た
主
権
―
統
治
の
区
分
論
を
引
き
継
い
で
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
『
社

会
契
約
論
』
を
始
め
と
す
る
ル
ソ
ー
の
国
家
論
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、『
社
会
契
約
論
』
に
お

い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
主
権
者
で
あ
る
人
民
は
集
会
を
開
き
、
多
数
決
で
意
思
決
定
を
行
う
主
体
で
あ
り
、
日
常
の
統
治
者
で

あ
る
政
府
を
任
意
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
が
ホ
ッ
ブ
ズ
と
異
な
る
の
は
、
主
権
は
人
民
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
『
社
会
契
約
論
』
に
よ
れ
ば
、
主
権
者
で
あ
る
人
民
が
一
般
意
思
に
基
づ
き
法
律
を
制
定
す
る
。
法
律
は
一
般
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
適
用
、
執
行
す
る
の
は
特
殊
、
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
主
権
者
の
任
務
、
後
者
は
政
府
の
任
務

で
あ
る
。
そ
し
て
政
府
は
法
律
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
い
う

「
法
律
」
を
、
現
代
で
い
う
議
会
制
定
法
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
い
う

「
法
律
」
は
、
主
権
者
の
多
数
決
で
決
定
す
る
法
規
範
で
あ
る
か
ら
、
現
代
で
い
う
憲
法
に
相
当
す
る
規
範
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
るi
。

　

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
権
―
統
治
論
は
、
近
代
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
構
想

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
近
代
と
は
、
各
人
が
自
ら
の
生
計
を
立
て
、
個
人
的
利
害
の
た
め
に
必
死
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
世
界
だ
と
さ
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
源
流
と
さ
れ
る
古
代
の
ア
テ
ネ
や
ロ
ー
マ
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
世
界

で
は
、
人
民
が
日
常
的
な
統
治
に
つ
い
て
日
々
集
ま
り
、
意
思
決
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
民
に
で
き

る
こ
と
は
、
主
権
者
と
し
て
、
一
定
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
基
本
的
な
法
律
を
制
定
し
、
統
治
を
行
う
者
を
選
任
す
る
と
い
う

任
務
し
か
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
ボ
ダ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ル
ソ
ー
の
主
権
―
統
治
論
の
系
譜
を
辿
る
第
一
章
か
ら
第
三
章
の
前
半
ま
で
を
、

本
書
に
お
け
る
い
わ
ば
理
論
編
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
章
の
後
半
か
ら
第
四
章
は
、
実
践
編
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
と
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し
て
の
主
権
―
統
治
論
が
現
実
の
政
治
に
い
か
に
反
映
さ
れ
た
の
か
が
中
心
に
描
き
出
さ
れ
る
。

　

ル
ソ
ー
も
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
治
論
』
な
ど
で
具
体
的
な
国
家
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
提
言
を
行
っ
て
い
た
が
、
実
現
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
主
権
―
統
治
論
が
現
実
味
を
帯
び
る
の
は
、
大
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
主
権
者
で
あ
る

人
民
の
多
数
決
に
よ
る
意
思
決
定
と
い
う
理
念
が
、
人
民
投
票
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
化
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
れ
を
担
っ
た
の
は
、
ブ
リ
ソ
や
コ
ン
ド
ル
セ
ら
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ロ
ン
ド
派
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
、
ジ
ロ
ン
ド

派
は
、
特
に
新
憲
法
の
制
定
を
念
頭
に
置
き
、
代
表
者
た
ち
に
よ
る
議
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
人
民
の
多
数
決
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
。
ジ
ロ
ン
ド
派
に
よ
る
憲
法
草
案
は
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
政
争
に
よ
っ
て
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
は
結
局
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
新
憲
法
が
人
民
の
投
票
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
念
は
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
定
着
し
た
と
タ
ッ
ク

は
主
張
す
る
。

　

そ
し
て
、
実
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
、
ア
メ
リ
カ
の
邦
（state

）
で
も
人
民
投
票
に
よ
る
新
憲
法
の
制
定
な
い
し
は
改
正

が
現
実
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
や
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
と
い
っ
た
邦
で
は
、
実
際
に

人
民
投
票
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
は
ま
だ
連
合
規
約
が
結
ば
れ
る
前
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
邦
は
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
の
独
立
し
た
主
権
国
家
に
相
当
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
タ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人
民
投
票
に
よ
る

人
民
の
意
思
決
定
と
い
う
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
成
立
し
て
か
ら
も
、
各
州
の
州
憲
法
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
現
在
の
合
衆
国
憲
法
に
は
人
民
投
票
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
憲
法
修
正
の
手
続
を
定
め
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
第
五
条
は
人
民
投
票
を
要
求
せ
ず
、
各
州
の
州
議
会
や
特
別
に
招
集
さ
れ
る
会
議
体
に
よ
る
承
認
で
憲
法
修
正
は
成
立
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す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
―
統
治
論
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
合
衆
国
憲
法
は
、
主
権
者
で
あ
る
人
民
の

決
定
権
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
タ
ッ
ク
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
主
権
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
人

民
は
ま
さ
に
「
眠
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
再
び
起
き
上
が
る
た
め
の
制
度
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

タ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
現
状
に
明
ら
か
に
批
判
的
で
あ
る
。
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
決
定
を
下
す
権
限
は
主
権
者
に
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
人
民
投
票
の
よ
う
な
制
度
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
タ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
本
書
で
描
き
出
し

た
主
権
論
は
、
現
代
に
お
い
て
も
妥
当
す
べ
き
理
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
ッ
ク
は
、
自
身
の
理
論
か
ら
合
衆
国
憲
法
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
憲
法
解
釈
方
法
論
に
ま
で
踏
み
込
み
、
人
民
の
主
権
を
前
提
と
し
た
独
創
的
な
議
論
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
壮
大
な
政
治
思
想
史
研
究
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
あ
り
方
を

模
索
す
る
、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
書
物
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
評
価

　

主
権
と
統
治
（
政
府
）
の
区
分
と
い
う
考
え
方
自
体
は
、
ボ
ダ
ン
や
ル
ソ
ー
な
ど
個
別
の
論
者
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
指
摘

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
いii
。
タ
ッ
ク
の
著
作
の
独
自
性
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
シ
ィ
エ
ス

ら
、
主
権
と
統
治
の
区
別
を
認
め
な
い
論
者
の
系
譜
と
対
比
し
な
が
ら
、
主
権
―
統
治
区
分
論
を
ボ
ダ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ル

ソ
ー
に
通
底
す
る
思
想
と
し
て
描
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
論
に
ま
で
敷
衍
し
た
点
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
タ
ッ
ク
と
似
た
よ
う
な
主
権
と
統
治
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
研
究
も
近
年
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
るiii
。

　

本
書
の
出
版
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
評
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
本
書
の
独
創
性
や
現
代
政
治
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
批
判
や
疑
問
を
提
起
す
る
書
評
を
若
干
紹
介
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
ホ
ッ
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ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
を
主
題
に
し
た
著
書
も
出
版
し
て
い
る
ロ
ビ
ン
・
ダ
グ
ラ
ス
〔Robin D

ouglass

〕
は
、
ル
ソ
ー
と
ホ
ッ
ブ

ズ
の
関
係
に
つ
い
て
、
タ
ッ
ク
は
連
続
性
を
強
調
し
過
ぎ
て
お
り
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
断
絶
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
す
るiv
。

主
要
な
点
に
絞
っ
て
紹
介
す
れ
ば
、
第
一
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
権
と
統
治
を
区
別
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ル
ソ
ー
の
用
語
法

は
、
立
法
権
と
執
行
権
と
で
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
的
用
語
法
で
あ
り
、
伝
統
的
な
政
治
思
想
史
が
位
置
づ
け
る

よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
系
譜
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
タ
ッ
ク
は
ル
ソ
ー
の
法
律
（loi

）
を
基

本
法
、
す
な
わ
ち
憲
法
で
あ
る
と
す
る
が
、
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
第
二
編
第
一
二
章
で
、
民
法
と
刑
法
も
ま
た
法
律

に
分
類
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
ッ
ク
の
限
定
は
恣
意
的
で
は
な
い
か
。
第
三
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
権
者
が
数
十
年
に

も
わ
た
る
か
な
り
の
長
期
間
「
眠
る
」
こ
と
も
認
め
る
が
、
ル
ソ
ー
は
政
府
に
主
権
を
簒
奪
さ
れ
な
い
よ
う
に
定
期
的
な
人

民
の
集
会
を
提
唱
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
に
連
続
性
を
認
め
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

第
四
に
、
ル
ソ
ー
が
主
権
は
人
民
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
は
些
細
な
相
違
で

は
な
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
断
絶
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
ダ
グ
ラ
ス
の
批
判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
筆
者
は
判
断
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
ホ
ッ
ブ
ズ
と

ル
ソ
ー
の
断
絶
を
強
調
す
る
と
し
て
も
、
主
権
と
統
治
の
区
分
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
枠
組
み
が
も
っ
た
歴
史
的
意
義
は
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
タ
ッ
ク
は
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ

ズ
の
議
論
を
近
代
的
な
民
主
主
義
の
た
め
に
前
に
進
め
た
と
い
う
評
価
を
し
て
お
り
（
本
書
一
〇
五
頁
）、
単
純
な
継
承
関
係

に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
タ
ッ
ク
自
身
、
別
の
論
文
で
、
あ
ら
た
め
て
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
の
連
続
性
を
強

調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
がv
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
も
議
論
が
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
うvi
。

　

ま
た
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
な
ど
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
思
想
史
を
専
門
と
す
る
ポ
ー
ル
・
セ
ー
ガ
ー

〔Paul Sager

〕
に
よ
れ
ば
、
タ
ッ
ク
の
一
八
世
紀
に
関
す
る
議
論
は
ル
ソ
ー
に
し
か
着
目
し
て
お
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
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ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
思
想
家
、
と
り
わ
け
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
を
等
閑

視
し
て
い
るvii
。
彼
ら
は
、
政
府
の
背
後
に
は
主
権
ど
こ
ろ
か
何
も
存
在
せ
ず
、
た
だ
「
人
々
の
意
見
（opinion of m

an-
kind

）」、
い
わ
ば
世
論
の
み
が
存
在
す
る
と
論
じ
た
。
主
権
と
は
、
人
民
の
多
数
決
に
よ
る
究
極
的
な
権
威
で
は
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
世
論
に
よ
る
権
力
闘
争
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
正
当
性
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ル
ソ
ー
が
排
除
し
た

も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
商
業
社
会
に
お
け
る
人
民
の
要
求
に
こ
た
え
る
方
策
と
し
て
の
選
挙
権
の
拡
大
と
い
う
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
歴
史
を
よ
り
よ
く
説
明
で
き
る
の
は
、
世
論
に
よ
る
政
治
と
い
う
概
念
で
は
な
い
か
、
と
セ
ー
ガ
ー
は
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
ル
ソ
ー
的
な
人
民
投
票
は
現
代
に
お
け
る
標
準
装
備
と
は
い
え
ず
、
実
際
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
タ
ッ
ク
も

認
め
る
と
お
り
人
民
投
票
規
定
を
も
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
呈
す
る
。

　

セ
ー
ガ
ー
の
批
判
も
興
味
深
い
が
、
タ
ッ
ク
は
、
終
章
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
議
会
主
権
の
原
理
に
よ
っ
て
、
本
来
は

政
府
に
過
ぎ
な
い
議
会
が
憲
法
事
項
を
変
更
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
も
そ
も
主
権
と
統
治
の
領
域
が
未
分
離
で
あ
る
た

め
、
そ
の
点
で
前
近
代
的
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
イ
ギ
リ
ス
圏
の
政
治
思
想
が
評
価
さ
れ
な
い
要
因
と
も
考

え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
人
民
投
票
規
定
を
も
っ
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
が
近
代
的
な
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
と
い

え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
真
剣
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
が

行
わ
れ
、
ま
さ
に
本
書
で
い
う
よ
う
な
主
権
者
人
民
が
決
定
を
下
し
た
よ
う
に
み
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
、
こ
の
後
に
紹
介

す
る
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
の
議
論
が
妥
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
るviii
。
今
後
は
ブ
レ
グ
ジ
ッ

ト
を
経
験
し
た
イ
ギ
リ
ス
も
射
程
に
入
れ
た
議
論
が
必
要
に
な
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
本
書
は
憲
法
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。
タ
ッ
ク
の
主
権
論
は
憲
法
論
に
大
き
な

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
構
成
か
ら
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
現
代
の
民
主
主
義
論
、
人
民
主
権
論

の
あ
り
方
に
強
い
関
心
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
著
名
な
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
で
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あ
る
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
〔Sanford Levinson

〕
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
に
本
書
の
議
論
を
適
用
し
て
い
るix
。

特
に
重
要
な
の
は
、
二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
の
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
人
民
主
権
の
原
理
に
よ
っ

て
長
年
維
持
さ
れ
て
き
た
議
会
主
権
の
原
則
が
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
レ
ヴ
ィ

ン
ソ
ン
は
、
狭
義
の
政
治
学
者
の
み
な
ら
ず
、「
主
権
」
や
「
民
主
主
義
」
を
考
え
る
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
本
書
が
有

益
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　

他
、
人
民
を
「
主
権
者
」
と
し
て
実
体
化
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
か
ら
、
現
代
で
は
む
し
ろ
シ
ィ
エ
ス
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を

再
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
実
践
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
やx
、
タ
ッ
ク
の
議
論
は
主
権
者
人
民
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る

前
提
条
件
を
無
視
し
、
人
民
を
所
与
の
も
の
と
し
て
単
純
化
す
る
こ
と
で
多
数
決
主
義
に
還
元
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
批

判
す
る
も
の
が
あ
るxi
。
今
後
も
タ
ッ
ク
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

憲
法
学
者
が
本
書
を
翻
訳
す
る
意
義

　

さ
て
、
本
書
の
訳
者
た
ち
も
ま
た
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
と
同
様
、
政
治
思
想
や
歴
史
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
、
も

っ
ぱ
ら
実
定
法
と
し
て
の
憲
法
を
研
究
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
思
想
史
研
究
と
し
て
の
厳
密
な
評
価

は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
に
委
ね
る
他
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
が
本
書
を
翻
訳
す
る
の
は
、
本
書
の
主
題
が
、
す

で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
憲
法
学
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
訳
者
た
ち

も
含
め
、
タ
ッ
ク
の
議
論
を
素
材
に
し
た
研
究
が
憲
法
学
に
お
い
て
続
々
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
うxii
。

で
は
、
本
書
が
憲
法
学
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
も
た
ら
す
の
か
。
い
く
つ
か
簡
単
に
提
示
し
て
み
た
い
。

　

第
一
に
、
国
民
主
権
の
解
釈
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
国
民
主
権
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
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し
、
そ
こ
で
い
う
主
権
の
意
味
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
憲
法
学
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
主
権
理
論
も
踏
ま
え
て
、
か
つ

て
活
発
な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
論
争
を
経
た
現
在
、
定
評
の
あ
る
憲
法
学
の
教
科
書
で
は
、
国
民
主
権

に
つ
い
て
、
国
民
が
自
ら
統
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
定
す
る
と
い
う
権
力
性
の
要
素
と
、
国
家
権
力
を
正
当
化
し
権
威

づ
け
る
根
拠
が
国
民
で
あ
る
と
い
う
正
当
性
の
要
素
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
るxiii
。

　

本
書
の
主
権
論
を
前
提
に
す
る
と
、
国
民
主
権
は
そ
の
権
力
性
の
要
素
こ
そ
が
本
質
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
の
「
国
民
」
は
抽
象
的
で
理
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
投
票
行
動
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
権
者
団
を
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
最
終
的
に
」
決
定
す
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
憲
法
改
正
や
統
治
者
の
選
任

と
い
っ
た
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
の
決
定
権
を
有
す
る
と
い
う
意
味
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
日
常
的
な
権
力
行
使
に

つ
い
て
は
、
選
任
し
た
統
治
者
（
政
府
）
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
国
憲
法
が
タ
ッ
ク
の
い
う
主
権
理

論
を
採
用
し
て
い
る
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
が
、
通
説
的
見
解
に
新
た
な
光
を
照
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
憲
法
制
定
権
力
で
あ
る
。
シ
ィ
エ
ス
『
第
三
身
分
と
は
な
に
か
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
憲
法
制
定
権
力
は
、

憲
法
学
に
お
い
て
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
主
権
と
の
異
同
や
憲
法
制
定
権
力
論
そ
の
も
の
の
意
義
に

つ
い
て
、
憲
法
学
内
部
に
明
確
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
シ
ィ
エ
ス
の
憲
法
制
定
権
力
論
を
額
面
ど
お
り

受
け
取
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
国
民
が
憲
法
を
制
定
す
る
権
力
で
あ
り
、
本
書
が
前
提
と
す
る
主
権
そ
の
も
の
で
あ

る
と
評
価
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
制
定
権
力
論
は
主
権
論
に
還
元
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
本
書
で
は
、

シ
ィ
エ
ス
は
実
際
に
は
主
権
―
統
治
論
の
系
譜
で
は
な
く
、
代
表
の
理
論
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
す
な
わ
ち
人

民
に
よ
る
決
定
権
を
否
定
的
に
解
し
た
論
者
で
あ
り
、
実
際
に
は
統
治
の
領
域
に
の
み
関
心
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
シ
ィ
エ
ス
や
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
再
検
討
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が
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
の
関
係
で
あ
るxiv
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
五
条
に
よ
れ
ば
、
人
民
で
は
な
く
連
邦
議

会
の
発
議
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
人
民
で
は
な
く
州
議
会
な
い
し
は
州
の
憲
法
会
議
の
四
分
の
三
の
賛
成
に
よ
っ
て
、
憲
法
修

正
は
成
立
す
る
。
本
書
の
第
四
章
か
ら
結
論
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
わ
れ
ら
人
民
（W

e the People

）」
に
よ
っ

て
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
憲
法
典
は
、
憲
法
の
改
廃
か
ら
人
民
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

実
際
に
は
憲
法
修
正
自
体
も
稀
で
あ
り
、
む
し
ろ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
憲
法
の
内
容
が
実
質
的
に
決
定
な
い

し
は
変
更
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
主
権
者
は
眠
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
ど
の
よ

う
に
評
価
す
べ
き
か
、
人
民
の
直
接
投
票
（
民
主
主
義
）
よ
り
も
憲
法
典
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
典
の
解
釈
（
立
憲
主

義
）
を
優
先
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
に
お
け
る
最
大
の
論
点
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
いxv
。

　

本
書
の
主
権
論
は
、
立
憲
主
義
よ
り
も
民
主
主
義
を
優
先
す
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
人
民
投
票
に
よ
る
多

数
決
主
義
こ
そ
が
民
主
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
本
書
の
議
論
に
は
異
論
も
あ
り
う
る
。
特
に
、
人
権
保
障
や
法
の
支
配
の
確

保
を
任
務
の
一
つ
と
す
る
憲
法
学
の
伝
統
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
主
権
者
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
存

在
で
あ
る
と
も
評
価
で
き
る
。
実
際
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
主
権
と
は
「
マ
サ
カ
リ
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り

「
精
密
使
用
に
耐
え
る
剃
刀
」
で
は
な
いxvi
、
と
か
、
主
権
と
い
う
「
魔
力
か
ら
の
解
放
」
が
必
要
で
あ
るxvii
と
い
っ
た
一
種
の

主
権
不
要
論
が
伝
統
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
憲
法
典
を
解
釈
し
、
運
用
の
方
針
を
示
そ
う
と
す
る
憲
法
学
が
、
定
義
か
ら

し
て
実
定
法
破
壊
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
曖
昧
で
あ
っ
た
主
権
論
に
対
し
て
警
戒
す
る
の
は
あ
る
意
味

当
然
と
も
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
書
の
人
民
主
権
論
は
、
従
来
の
主
権
論
と
は
異
な
り
、
人
民
投
票
に
よ
る
基
本
法
の

制
定
・
改
廃
を
行
う
も
の
と
い
う
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
て
お
り
、
従
来
の
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
に
新
た
な

視
点
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
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第
四
に
、
現
代
政
治
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
タ
ッ
ク
は
、
原
著
の
出
版
後
、
母
国
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
問

題
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
と
し
て
は
異
例
な
こ
と
に
、
離
脱
賛
成
派
と
し
て
論
陣
を
張
っ
たxviii
。
彼
に
と

っ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
憲
法
秩
序
は
、
各
国
の
主
権
に
基
づ
く
民
主
主
義
的
決
定
の
た
め
の
障
壁
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
去
す
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
民
主
主
義
を
重
視
す
る
左
派
こ
そ
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
に
賛
成
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
本
書
の
主
権
論

を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
状
況
や
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
に
積
極
的

に
主
権
―
統
治
論
を
適
用
す
る
タ
ッ
ク
の
議
論
は
、
思
想
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
政
治
に
対
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
を
も
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
憲
法
改
正
手
続
を
定
め
る
日
本
国
憲
法
第
九
六
条
の
解
釈
論
や
、
国
民
投
票
法
の
制
度

設
計
に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
理
論
的
に
は
、
憲
法
改
正
に
限
界
は
あ
る
の
かxix
、
と
い
っ
た

伝
統
的
な
論
点
や
憲
法
改
正
権
と
憲
法
制
定
権
の
相
違
な
ど
に
つ
き
、
本
書
の
議
論
か
ら
、
従
来
の
通
説
が
問
い
直
さ
れ
る

可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
論
点
は
、
憲
法
学
か
ら
み
た
本
書
の
意
義
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
が
、
本
書
が
政
治
思
想
の
み
な
ら
ず
憲
法
学
に

も
き
わ
め
て
豊
か
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
本
書
を
な
ぜ
憲
法
学
者
た
ち
が
翻
訳

し
た
の
か
の
理
由
で
あ
り
、
そ
し
て
、
日
々
変
化
し
続
け
る
現
代
の
民
主
主
義
や
立
憲
主
義
の
あ
り
方
を
考
え
る
人
々
に
と

っ
て
、
本
書
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
理
由
で
も
あ
る
。

　

最
後
に
、
勁
草
書
房
の
山
田
政
弘
さ
ん
に
は
本
書
の
出
版
に
際
し
て
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

訳
者
を
代
表
し
て　
　

春　

山　
　

習


