
Title バンジャマン・コンスタン『征服の精神と簒奪 :
ヨーロッパ文明との関わりにおいて』(一)

Sub Title De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la
civilisation européenne (traduction)

Author 堤林, 剣(Tsutsumibayashi, Ken)
堤林, 恵(Tsutsumibayashi, Megumi)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
2008

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.81, No.8 (2008. 8) ,p.109- 124 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-20080828-0109

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


『
征
服
の
精
神
と
纂
奪

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』

パンジャマン・コンスタン『征服の精神と纂奪一一ヨーロッパ文明との関わりにおいて』（一）

医竃圏

. 
コ
ン
ス
タ
ン

バ
ン
日
ン
ャ
マ
ン

解
題

こ
こ
に
訳
出
す
る
の
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
を
代
表

す
る
思
想
家
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
（
一
七
六
七
｜
一
八
三

O
）
の
手
に
な
る
政
治
的
著
作
『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
（
匂
句
、
号
、
3

．

H
h
r
s
sミ
な
ミ

忌
河
町
、
足
柄
足
、

h
v
G
足
。
ミ
札Q
3

・
切
な
さ
、
師
、
応
、
、
。
ミ
的
。

e
h河
内
向
。
の
な
む
な
お
足
。

a

S
3
X
S
ミ
、
以
下
『
征
服
の
精
神
』
と
略
記
）
で
あ
る
。

『
征
服
の
精
神
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
八
二
二
年
の
冬
、
ロ
シ

ア
遠
征
の
失
敗
と
ラ
イ
プ
ツ
イ
ツ
ヒ
で
の
敗
北
に
よ
っ
て
ナ
ポ
レ
オ

(1
) 

ン
支
配
の
終
罵
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
コ

ン
ス
タ
ン
は
一
八
O
二
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
護
民
院
を
追
放

,,,,--...., 

一
、、＿，，

堤堤

十
瓜r

・

4
R
1

十
瓜r

・

4
R
1

恵剣
/ 
訳

さ
れ
て
以
来
、
政
治
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
た
の
だ
が
、
右
の
よ
う

な
政
治
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、
突
如
政
界
に
復
帰
す
る
こ
と
を
決

意
す
る
。
彼
が
目
指
し
た
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
文
化
と
体
制
の
確
立
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
実

現
を
促
す
た
め
に
著
し
た
の
が
こ
の
『
征
服
の
精
神
」
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
全
篇
を
通
じ
て
痛
烈
な
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
が
展
開
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
眼
差
し
は
基
本
的
に
未
来
に
向

(2
) 

け
ら
れ
て
い
る
。

「
征
服
の
精
神
』
の
初
版
は
一
八
一
四
年
一
月
に
ハ
ノl
ヴ
ァ
l

で
刊
行
さ
れ
た
。
当
時
コ
ン
ス
タ
ン
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
皇
太
子
ベ

ル
ナ
ド
ッ
ト
を
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
に
擁
立
す
る
計
画
に
関
与
し
て
い

た
た
め
、
こ
の
版
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
と
ベ
ル
ナ
ド

ッ
ト
の
類
似
性
を
示
唆
す
る
形
で
後
者
へ
の
支
持
を
訴
え
る
章
が
含
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ま
れ
て
い
る
。
つ
づ
く
三
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
第
二
版
も
、

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
を
有
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
ま
も
な
く
べ

ル
ナ
ド
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
擁
立
が
現
実
性
を
失
う
と
、
コ
ン
ス

タ
ン
は
件
の
章
を
削
除
し
、
か
つ
フ
ラ
ン
ス
人
の
国
民
感
情
に
配
慮

し
て
一
部
の
表
現
を
改
め
た
う
え
で
、
四
月
に
パ
リ
で
第
三
版
を
刊

行
す
る
。
そ
し
て
七
月
に
は
同
じ
く
パ
リ
で
第
四
版
が
出
版
さ
れ
た

が
、
こ
れ
に
は
一
部
の
批
判
へ
の
応
答
を
含
む
二
つ
の
新
た
な
章
が

付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
訳
出
す
る
の
は
、
こ
の
決
定
版
と

も
い
わ
れ
る
第
四
版
で
あ
る
。
但
し
、
第
三
版
以
降
削
除
さ
れ
た
ウ

ィ
リ
ア
ム
三
世
に
関
す
る
章
に
関
し
て
は
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
鑑

み
て
、
最
後
に
附
録
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
征
服
の

精
神
」
は
頗
る
リ
ア
ル
な
政
治
状
況
の
な
か
で
、
具
体
的
な
政
治
的

効
果
を
狙
っ
て
著
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
政
治
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
近
い
書
物
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
他
方
、
そ
こ
で
展
開

さ
れ
る
議
論
が
単
な
る
時
政
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ン
ス
タ

ン
が
長
年
培
っ
て
き
た
政
治
思
想
の
表
出
と
な
っ
て
い
る
点
を
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
本
編
の
記
述
の
多
く
は
、
一
八

O
六
年

頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
大
部
の
手
稿
『
政
治
原
理
論
』
か
ら
の

抜
粋
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
こ
の
手
稿
は
、
後
に
刊

行
さ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
の
代
表
作
『
政
治
原
理
論
』
の
種
本
で
も

(4
) 

あ
る
）
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
征
服
の
精
神
」
は
歴
史
に
残
る
作
品
と

し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
コ
ン
ス
タ
ン
自
身
は
そ
の
時
政
的
性
格
を
意
識
し
て
か
、
あ

る
い
は
「
百
日
天
下
」
の
と
き
に
急
速
鞍
替
え
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

協
力
し
た
と
い
う
不
名
誉
な
過
去
の
記
憶
を
払
拭
す
る
た
め
に
か
、

数
年
後
に
出
版
し
た
四
巻
本
の
著
作
集
『
立
憲
政
治
論
集
』
に
は
あ

え
て
『
征
服
の
精
神
」
を
収
録
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
以
降
、
『
征

服
の
精
神
』
が
生
前
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
自
身
の
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
征
服
の
精
神
』
は
彼
の
死
後
十
年
程
経
っ
て
か
ら
征
服
・
専
制
批

判
の
古
典
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
九
世
紀
、
二
十
世
紀
を

通
じ
て
幾
度
と
な
く
再
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
九
世
紀
に
お

い
て
は
、
ま
ず
一
八
三
九
年
、
四
三
年
、
四
五
年
に
リ
プ
リ
ン
ト
が

出
た
。
そ
し
て
一
八
六
一
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
自
由
の
女
神
を
寄

贈
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
提
案
者
と
し
て
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
政
治

家
、
エ
ド
ゥ
ワ
l

ル
・
ラ
ブ
レ
l

編
纂
の
『
コ
ン
ス
タ
ン
立
憲
政
治

講
義
集
」
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
二
十

世
紀
に
入
る
と
、
両
世
界
大
戦
の
前
後
に
相
次
い
で
復
刻
版
が
刊
行

さ
れ
た
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
へ
の
翻
訳
版

が
多
く
出
版
さ
れ
た
点
に
も
注
目
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
リ
プ
リ

ン
ト
が
出
た
の
は
一
九
O
七
年
、

一
O
年
、

一
二
年
、
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四
年
、
一
八
年
、
一
九
年
、
二
O
年
、
二
三
年
、
二
四
年
、
三
一
年
、

三
五
年
、
四
二
年
、
四
三
年
、
四
四
年
、
お
よ
び
四
七
年
で
あ
り
、

英
語
訳
は
一
九
四
一
年
、
ド
イ
ツ
語
訳
は
一
九
四
二
年
、
四
六
年
、

四
七
年
、
四
八
年
、
イ
タ
リ
ア
語
訳
は
一
九
四
四
年
、
四
五
年
、
六

一
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
『
征
服

の
精
神
』
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
に
、
刊
行
当
時
の
文
脈
を
越
え
て
二

十
世
紀
に
登
場
し
た
専
制
・
独
裁
に
も
十
分
妥
当
す
る
だ
け
の
広
が

り
を
認
め
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。
い
み
じ
く
も
英
語
版

の
訳
者
リ
ッ
プ
マ
ン
が
そ
の
序
文
に
、
「
独
裁
と
侵
略
へ
の
抵
抗
に

つ
い
て
の
忘
れ
ら
れ
た
古
典
の
復
刊
は
、
精
神
を
啓
蒙
し
心
を
勇
気

づ
け
る
だ
ろ
う
」
と
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
下
、
本
翻
訳
は
一
八
一
四
年
に
ニ
コ
ル
杜
よ
り
出
版
さ
れ
た
第

四
版
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
慶
藤
義
塾
図
書
館
所
蔵
）
を
原
本
と
す
る
。

但
し
必
要
に
応
じ
て
、
近
年
ニ

l

メ
イ
ヤ
l

杜
よ
り
刊
行
中
の
『
コ

（
日
）

ン
ス
タ
ン
全
集
』
（
初
版
お
よ
び
第
四
版
所
収
）
に
収
め
ら
れ
た
ク

リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
デ
ィ
シ
ヨ
ン
を
参
照
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
四
版
の
た
め
の
端
書

ど
う
や
ら
、
本
書
の
な
か
で
主
張
し
た
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て

一
部
の
人
々
の
間
で
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
私
自
身

に
と
っ
て
も
そ
の
方
々
の
ご
意
見
は
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
版
の
終
わ
り
に
詳
説
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ

れ
は
以
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
を
巻
き
込
む
動
乱
の
中
で
は
そ
こ
ま

で
の
関
心
を
惹
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
、
と
い
う
危
倶
ゆ
え
に

削
除
し
て
い
た
箇
所
で
あ
る
。

初
版
前
書

（
日
）

本
書
は
、
大
分
前
に
書
き
上
げ
て
い
た
政
治
論
の
一
部
で
あ
る
。

当
時
、
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
は
お
よ
そ
そ
の
出
版
を
赦

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
思
想
を
迎
え
入
れ
る
安
息
の
地
、
人
類
の

尊
厳
の
名
高
き
避
難
所
、
か
の
高
貴
な
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
繋
が
り
を

一
切
断
た
れ
た
大
陸
は
、
ま
さ
に
一
個
の
巨
大
な
監
獄
と
化
し
て

い
た
。
だ
が
突
如
、
こ
の
地
平
の
両
の
極
か
ら
、
二
つ
の
偉
大
な
国

民
が
互
い
に
呼
び
掛
け
応
え
合
い
、
モ
ス
ク
ワ
の
炎
の
輝
き
が
世
界

の
自
由
の
曙
光
と
な
っ
た
。
こ
の
遍
き
解
放
に
フ
ラ
ン
ス
が
与
ら
ぬ

こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
希
望
の
火
が
灯
さ
れ
た
の
だ
。
剣
を
交

え
た
諸
国
に
敬
意
を
抱
か
せ
た
フ
ラ
ン
ス
、
そ
の
意
志
さ
え
あ
れ
ば

平
和
を
手
に
し
授
け
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ラ
ン
ス
。
今
や
各
人
が
自

ら
の
理
性
の
光
と
力
に
し
た
が
っ
て
存
分
に
貢
献
で
き
る
時
が
来
た

の
で
あ
る
。
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本
書
の
著
者
は
、
か
つ
て
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
国
民
の
受
託
者
の

一
人
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
地
位
よ
り
不
法
に
退
か
さ
れ
、
以
前
は
ほ

ぼ
無
力
に
等
し
か
っ
た
自
分
の
声
に
も
、
い
ま
国
を
覆
い
尽
く
し
て（

日
）

い
る
偽
り
の
合
意
を
破
り
綻
び
さ
せ
る
だ
け
の
力
は
あ
る
と
考
え
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
驚
き
と
非
難
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
の
合
意
は
、
フ
ラ

ン
ス
人
が
抱
く
恐
怖
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
対
し

こ
の
本
に
は
、
自
由
の
身
で
あ
れ
ば
大
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
喜
ん

で
賛
同
す
る
よ
う
な
文
の
ほ
か
一
行
た
り
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
、
彼
は
心
か
ら
の
確
信
を
も
っ
て
明
言
す
る
。

な
お
著
者
は
、
喫
緊
の
関
心
事
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
抜
き
出

し
、
純
粋
に
理
論
の
み
に
終
始
す
る
議
論
は
割
愛
し
た
。
よ
り
直
接

的
な
個
人
攻
撃
に
よ
っ
て
こ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
。

だ
が
彼
は
、
世
界
が
親
に
つ
な
が
れ
て
い
た
時
、
深
い
感
情
が
自
分

に
語
り
か
け
た
こ
と
を
誠
実
に
そ
の
ま
ま
保
つ
ほ
う
を
望
ん
だ
。
ま

た
彼
は
、
各
む
べ
き
繁
栄
よ
り
も
当
然
の
報
い
た
る
苦
難
に
対
し
て
、

自
分
の
筆
が
一
層
辛
疎
に
大
胆
に
な
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
潔
し
と

し
な
か
っ
た
。
も
し
国
家
的
な
災
厄
が
次
々
降
り
か
か
る
な
か
で
個

人
的
な
事
情
を
気
に
か
け
る
だ
け
の
精
神
的
余
裕
が
あ
る
な
ら
、
あ

る
い
は
こ
う
考
え
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
安
ら
ぎ
と
な
る
だ
ろ
う

｜
｜
誰
一
人
逆
ら
う
こ
と
な
く
、
完
全
な
隷
属
状
態
を
実
現
し
よ
う

と
人
々
が
躍
起
に
な
っ
て
い
た
頃
は
、
自
分
の
声
は
抹
殺
す
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
、
と
。
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一
八
一
三
年
一
二
月
コ
二
日

ハ
ノ
l

ヴ
ァ
l

に
て

四

第
三
版
前
書

本
書
は
一
八
二
二
年
の
一
一
月
に
ド
イ
ツ
で
著
さ
れ
、
翌
年
一
月

に
出
版
さ
れ
た
。
三
月
の
初
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
再
版
さ
れ
た
。
こ

の
〔
第
一
二
〕
版
に
加
え
ら
れ
た
変
更
は
わ
ず
か
な
も
の
だ
が
、
そ
れ

は
改
良
す
べ
き
箇
所
が
多
々
あ
る
と
判
断
し
な
か
っ
た
た
め
で
は
な

い
。
時
機
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
の
状
況

下
で
出
版
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
を
留
め
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。

フ
ラ
ン
ス
で
、
あ
る
い
は
今
日
こ
れ
を
著
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
論
点
に
対
す
る
私
の
表
現
は
一
つ
な
ら
ず
変
わ
っ
て
い
た
は

ず
だ
、
と
思
わ
ぬ
読
者
は
お
ら
れ
ま
い
。
ボ
ナ
パ
ル
ト
政
権
が
私
に

抱
か
せ
て
い
た
嫌
悪
感
に
は
、
あ
り
て
い
に
言
っ
て
、
親
を
背
負
っ

た
ま
ま
の
国
民
に
対
す
る
苛
立
ち
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
棚
が

祖
国
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
耐
え
難
い
も
の
か
、
私
は
他
の
誰
よ
り
も

よ
く
知
っ
て
い
た
。
勇
気
が
庇
め
ら
れ
、
隷
属
の
た
め
に
血
が
空
し

く
流
さ
れ
る
さ
ま
を
眼
に
し
て
私
は
祖
国
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
。
だ

が
私
を
さ
ら
に
苦
し
ま
せ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
自
ら
の
暴
君
に
対
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し
て
賛
辞
を
ま
き
ち
ら
し
、
そ
れ
が
他
国
の
眼
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
こ

う
む
る
運
命
も
自
業
自
得
で
あ
る
証
と
映
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
自
ら
の
利
益
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
本
性
、
お
の
ず
か

ら
際
立
つ
ほ
ど
の
優
美
、
そ
し
て
洗
練
さ
れ
た
名
誉
と
礼
節
の
感
性

を
も
裏
切
る
よ
う
な
祖
国
の
振
る
舞
い
に
、
私
は
憤
っ
て
い
た
の
だ

ー
ー
自
分
で
自
分
を
庇
め
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
弁
護
に
何
の
意
味

が
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
我
々
、
異
邦
に
身
を
寄
せ
る
無
力
な
亡
命
者

が
あ
え
て
そ
れ
を
試
み
て
も
、
「
モ
ニ
ト
ゥ
l

ル
』
誌
が
現
れ
て
空

（
凶
）

し
い
弁
明
を
打
ち
崩
す
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
苦
し
み
は
身
を
も
っ

て
知
っ
た
者
に
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
は
し

ば
し
の
表
現
に
嘆
息
が
濠
む
こ
と
も
た
や
す
く
お
赦
し
い
た
だ
け
よ

う
｜
｜
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
名
に
し
負
う
栄
誉
を
惜
し
め
ば
惜
し

む
ほ
ど
、
深
ま
っ
て
ゆ
く
苦
悩
に
思
わ
ず
も
れ
た
言
葉
だ
っ
た
の
だ

か
ら
。

一
八
一
四
年
四
月
二
二
日

パ
リ
に
て

五

は
じ
め
に

こ
れ
か
ら
、
人
類
の
今
日
の
状
況
お
よ
び
現
代
の
文
明
と
の
関
り

の
な
か
で
、
二
つ
の
害
悪
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
害
悪
の
一
つ
は
征
服
の
精
神
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
纂
奪
で
あ

る
。あ

る
特
定
の
時
代
に
は
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
、
他
の
時
代
で
は
も

は
や
不
可
能
に
な
る
｜
｜
往
々
に
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ

の
真
理
そ
の
も
の
は
い
つ
の
世
に
も
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。

世
界
の
命
運
を
そ
の
手
に
握
っ
て
い
る
者
た
ち
が
、
当
代
に
お
い

て
何
が
可
能
か
を
見
誤
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
深
刻
な
災
厄
と
な
る
。

経
験
は
力
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
を
損
な
い
惑
わ
せ
る
。
彼
ら
は

歴
史
に
眼
を
遣
り
、
先
人
の
行
い
を
知
る
が
、
そ
れ
が
い
ま
だ
許
さ

れ
る
行
為
か
ど
う
か
に
は
注
意
を
払
お
う
と
し
な
い
｜
｜
手
に
し
た

武
器
は
、
す
で
に
折
れ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
剛
情
が
、
あ
る
い
は

そ
う
言
い
た
け
れ
ば
天
才
が
、
そ
の
努
力
の
報
い
と
し
て
束
の
間
の

成
功
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
同
時
代
に
生
き
る
人
々
の
資
質
や
利

益
、
道
徳
的
生
と
雌
離
を
き
た
し
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
抵
抗
力
が

彼
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
い
つ
か
、
虐
げ

ら
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
長
い
時
間
だ
っ
た
と
し
て
も
歴

史
的
に
み
れ
ば
ほ
ん
の
ひ
と
時
の
の
ち
、
自
ら
の
犯
し
た
罪
と
引
き

起
こ
し
た
苦
難
だ
け
を
残
し
て
、
彼
ら
の
企
図
は
崩
れ
去
る
の
だ
。

い
か
な
る
権
力
も
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
永
ら
え
る
か
は
、
そ
こ
に
あ

る
精
神
と
時
代
と
の
均
衡
に
か
か
っ
て
い
る
。
各
々
の
時
代
は
い
わ

ば
自
ら
に
代
表
者
と
し
て
仕
え
る
人
間
を
求
め
る
。
こ
の
代
表
者
が
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現
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
現
れ
た
よ
う
に
思
え
る
と
き
、
そ
の
時
代

の
一
切
の
力
が
彼
の
も
と
に
集
う
。
も
し
彼
が
忠
実
に
一
般
精
神
を

体
現
す
る
な
ら
ば
成
功
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
が
、
逆
に
そ
れ

を
歪
め
る
な
ら
、
成
功
も
ま
た
危
う
く
な
る
。
そ
し
て
彼
が
あ
く
ま

で
間
違
っ
た
道
を
進
み
続
け
れ
ば
、
そ
の
権
力
を
形
作
っ
て
い
た
同

意
も
彼
を
見
捨
て
、
権
力
は
崩
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。

自
ら
を
不
敗
と
信
じ
、
人
類
に
手
袋
を
投
げ
つ
け
決
闘
を
挑
む
者
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
人
々
の
厭
う
動
乱
と
望
み
も
し
な
い
奇
跡
を
人
民

の
名
に
お
い
て
（
何
と
な
れ
ば
彼
ら
に
は
ほ
か
の
道
具
な
ど
あ
り
は

し
な
い
の
だ
か
ら
）
成
し
遂
げ
る
と
語
、
っ
者
｜
｜
汝
ら
に
こ
そ
災
い

あ
れ
。_L. 

ノ、

第
一
部

征
服
の
精
神
に
つ
い
て

第
一
章

あ
る
特
定
の
時
代
の
社
会
状
態
に
お
い
て

戦
争
と
両
立
し
う
る
徳
に
つ
い
て

人
類
愛
に
つ
き
う
ご
か
さ
れ
て
、
す
ば
ら
し
い
が
多
少
大
げ
さ
な

文
章
を
著
し
た
人
々
は
こ
れ
ま
で
幾
人
も
い
た
が
、
彼
ら
の
検
討
は

戦
争
の
悪
し
き
側
面
に
し
か
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
私

は
そ
の
〔
戦
争
の
〕
長
所
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。

戦
争
が
常
に
悪
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
真
実
で
は
な
い
。
人
類
の

経
て
き
た
い
く
つ
か
の
時
代
に
お
い
て
は
、
戦
争
は
人
間
の
本
性
に

根
づ
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
は
、
戦
争
は
人
間
の
最
も
美
し

く
最
も
偉
大
な
能
力
の
発
展
を
促
す
。
戦
い
の
女
神
は
か
け
が
え
の

な
い
喜
び
の
宝
庫
を
開
い
て
み
せ
る
。
彼
女
は
人
に
魂
の
偉
大
さ
を

伝
え
、
賢
さ
を
授
け
、
冷
静
と
勇
気
そ
し
て
死
を
怖
れ
ぬ
こ
と
を
教

え
る
。
こ
の
死
へ
の
軽
蔑
を
知
ら
ず
し
て
、
自
ら
が
い
か
な
る
卑
怯

な
振
る
舞
い
に
も
、
ひ
い
て
は
い
か
な
る
罪
に
も
身
を
染
め
ぬ
と
い

う
確
信
を
抱
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
争
は
人
々
を
英
雄
的
な
奉
仕

へ
と
導
き
、
気
高
い
友
情
に
身
を
捧
げ
さ
せ
る
。
人
は
彼
女
の
手
で
、

一
方
は
祖
国
へ
、
他
方
は
戦
友
へ
と
固
く
結
び
付
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
高
潔
な
行
い
か
ら
誉
れ
高
き
余
暇
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
戦
争
の
美
点
の
す
べ
て
は
あ
る
不
可
欠
の
条
件
に

か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
争
が
、
人
々
の
置
か
れ
た
状
況
お
よ
び

国
民
精
神
の
自
然
な
帰
結
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
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な
お
、
攻
撃
を
受
け
て
独
立
を
自
ら
の
手
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い

国
民
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
こ
う
し
た
国
民
が
最
上
の

徳
を
戦
争
の
熱
情
に
結
び
つ
け
う
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
い
や
む

し
ろ
、
戦
う
こ
と
へ
の
情
熱
そ
の
も
の
が
至
高
の
徳
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
だ
が
そ
れ
は
本
来
の
意
味
に
お
け
る
戦
争
で
は
な
い
。
そ
こ

に
あ
る
の
は
正
当
防
衛
、
つ
ま
り
祖
国
へ
の
愛
、
正
義
へ
の
愛
、
お

よ
そ
高
貴
で
神
聖
な
る
感
情
の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
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故
国
を
守
る
必
要
に
か
ら
れ
た
の
で
も
な
く
、
た
だ
状
況
や
国
民

性
の
ゆ
え
に
好
ん
で
争
い
を
目
的
と
す
る
遠
征
や
征
服
に
出
向
く
よ

う
な
国
民
で
さ
え
、
質
素
な
習
俗
、
者
修
へ
の
軽
蔑
、
寛
大
き
、
廉

直
、
誓
約
へ
の
忠
誠
、
勇
気
あ
る
敵
へ
の
敬
意
、
時
に
は
憐
み
そ
の

も
の
や
征
服
さ
れ
た
敵
に
対
す
る
配
慮
を
も
、
好
戦
的
な
精
神
と
結

合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
古
代
史
や
中
世
の
年
代
記
を
紐
解

け
ば
、
ほ
と
ん
ど
絶
え
ず
争
い
続
け
て
い
た
は
ず
の
多
く
の
国
民
の

う
ち
に
、
こ
う
し
た
輝
か
し
い
美
徳
を
見
出
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
お
か
れ
た
現
代
の
状
況
に

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
融
合
を
望
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
戦
争

を
愛
す
る
心
が
そ
の
国
民
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？
彼

ら
を
取
り
巻
く
状
況
が
は
た
し
て
こ
う
し
た
噌
好
を
生
む
だ
ろ
う

か
？も

し
こ
れ
ら
の
問
い
に
否
と
答
え
る
べ
き
な
ら
ば
、
今
日
に
お
い

て
諸
国
民
を
戦
争
と
征
服
へ
と
駆
り
立
て
る
た
め
に
は
彼
ら
の
環
境

を
一
変
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
多
く
の
不
幸
を
彼

ら
に
も
た
ら
し
そ
の
性
情
を
歪
め
、
ま
た
数
多
の
悪
徳
を
生
み
出
さ

ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
章

戦
争
に
関
す
る
近
代
の
諸
国
民
の

特
性
に
つ
い
て

古
典
古
代
に
お
い
て
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
人
々
は
、
多
く
が

そ
の
好
戦
的
な
気
質
を
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
に
負
っ
て
い
た
。

小
さ
な
部
族
集
団
に
分
か
れ
、
武
器
を
手
に
わ
ず
か
な
土
地
を
争
う
。

必
要
に
か
ら
れ
て
互
い
に
い
が
み
あ
い
、
絶
え
ず
戦
っ
た
り
脅
し
あ

っ
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
だ
。
征
服
者
に
な
る
こ
と
を
望
ま
ぬ

者
も
、
武
器
を
お
ろ
せ
ば
自
ら
が
征
服
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
。

誰
も
が
身
の
安
全
と
独
立
、
全
体
の
存
続
を
戦
争
に
よ
っ
て
贈
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
今
日
の
世
界
は
ま
さ
し
く
古
代
世
界
の
対
極
に

あ
る
。

か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
集
団
が
、
孤
立
し
た
あ
る
一
族
と
そ

の
生
ま
れ
な
が
ら
の
敵
で
あ
る
他
の
一
族
、
と
い
う
関
係
を
形
成
し

て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
現
在
は
、
た
と
え
大
勢
の
人
聞
が
さ
ま
ざ

ま
な
名
称
の
も
と
で
異
な
っ
た
様
式
の
社
会
に
暮
ら
し
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
本
性
は
同
質
で
あ
る
。
野
蛮
な
ま
ま
の
群
敵
な
ど
恐
れ

る
に
た
ら
な
い
ほ
ど
彼
ら
は
強
く
な
っ
た
が
、
十
分
な
文
明
化
を
遂

げ
た
彼
ら
に
と
っ
て
戦
争
は
い
ま
や
重
荷
で
あ
る
。
彼
ら
の
共
有
す

る
性
質
が
、
平
和
を
志
向
す
る
の
だ
。
こ
の
気
質
の
は
た
ら
き
を
鈍
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ら
せ
る
の
は
、
戦
い
を
好
む
伝
統
、
は
る
か
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
時
代

の
遺
産
、
そ
し
て
何
よ
り
統
治
の
失
策
で
あ
る
。
だ
が
平
和
へ
の
志

向
は
日
々
進
歩
し
て
ゆ
く
。
国
民
の
指
導
者
た
ち
が
こ
れ
に
敬
意
を

示
す
の
は
、
征
服
へ
の
渇
望
、
武
器
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る

栄
光
へ
の
欲
求
を
公
に
吹
聴
す
る
の
が
樺
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ

イ
リ
ッ
ポ
ス
の
息
子
も
も
は
や
、
全
世
界
の
侵
略
を
あ
え
て
臣
下
に

（
問
）

宣
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
ピ
ュ
ロ
ス
が
キ
ネ
ア

（
印
）

ス
に
言
い
放
っ
た
言
葉
も
嬬
慢
と
狂
気
の
極
み
と
思
え
る
だ
ろ
う
。

軍
事
的
な
栄
光
を
目
標
に
掲
げ
る
政
府
は
、
国
民
の
精
神
と
時
代

の
精
神
を
誤
解
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
時
代
を
千
年
ば
か
り
数
え
間
違
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
よ
し

ん
ば
彼
ら
が
初
め
に
成
功
を
収
め
た
と
し
て
も
、
我
々
の
世
紀
と
こ

の
政
府
、
二
つ
の
う
ち
ど
ち
ら
が
奇
妙
で
無
謀
な
こ
の
賭
け
に
勝
つ

か
は
、
な
か
な
か
の
見
物
と
い
え
よ
う
。

我
々
は
商
業
の
時
代
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
戦
争
の
世
紀
が
そ
の

先
触
れ
と
な
っ
た
の
も
必
然
な
ら
ば
、
商
業
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
る

の
も
ま
た
必
然
で
あ
る
。

戦
争
と
商
業
は
、
同
じ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
｜
｜
つ
ま
り
欲

す
る
物
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
｜
｜
二
つ
の
手
段
で
あ
る
。
商
業
と

は
、
所
有
を
求
め
る
者
が
所
有
者
の
力
に
対
し
て
払
う
敬
意
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
暴
力
で
征
服
す
る
こ
と
を
望
ま
な
く
な
っ
た
も
の
を
、

合
意
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
だ
。
最
強
の
地
位

を
常
に
保
つ
人
間
な
ら
ば
、
商
業
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
ろ
う
。

戦
争
、
つ
ま
り
他
者
の
武
力
に
武
力
で
立
ち
向
か
え
ば
常
に
多
く
の

抵
抗
と
挫
折
に
晒
さ
れ
る
、
と
教
え
る
経
験
こ
そ
が
、
彼
に
商
業
、

す
な
わ
ち
他
者
の
関
心
（
宮
忠
弘
同
）
を
誘
っ
て
自
分
の
利
益
（
吉
広
忠
同
）

に
沿
う
よ
う
同
意
さ
せ
る
、
よ
り
穏
や
か
で
確
実
な
手
段
を
採
ら
せ
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る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
戦
争
は
商
業
以
前
の
段
階
に
存
す
る
。
前
者
は
野

蛮
な
衝
動
だ
が
、
後
者
は
洗
練
さ
れ
た
計
算
で
あ
る
。
商
業
が
支
配

的
な
風
潮
に
な
る
ほ
ど
、
戦
争
へ
の
曙
好
が
廃
れ
て
い
く
こ
と
は
、

明
白
と
い
え
よ
う
。

近
代
の
諸
国
民
に
固
有
の
目
的
と
は
休
息
で
あ
り
、
休
息
に
と
も

な
う
ゆ
と
り
で
あ
り
、
ゆ
と
り
を
生
む
源
泉
と
し
て
の
産
業
で
あ
る
。

戦
争
は
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
力
を
日
ご
と
に
失
っ
て
ゆ
く
。
戦
争

と
い
う
手
段
は
す
で
に
個
人
に
も
固
に
も
、
平
和
時
の
労
働
や
安
定

し
た
交
易
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
利
益
を
も
た
ら
し
え
な
い
。
古
代
人

の
頃
に
は
、
戦
争
が
う
ま
く
運
べ
ば
、
新
た
な
奴
隷
や
貢
物
、
分
割

さ
れ
た
領
土
な
ど
が
公
共
お
よ
び
個
々
人
の
財
産
に
加
え
ら
れ
た
。

だ
が
近
代
に
お
い
て
は
、
た
と
え
運
に
恵
ま
れ
た
戦
争
で
あ
っ
て
も
、

確
実
に
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
利
益
以
上
の
代
償
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
。

ロ
ー
マ
の
共
和
国
は
、
商
業
も
な
く
教
養
も
な
く
、
芸
術
も
も
た
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ず
、
国
内
で
の
活
動
と
い
っ
て
も
農
業
の
ほ
か
に
な
く
、
住
民
の
数

に
対
し
て
あ
ま
り
に
手
狭
な
領
土
に
押
し
込
め
ら
れ
、
蛮
族
に
取
り

固
ま
れ
て
は
常
に
脅
し
脅
さ
れ
る
と
い
う
な
か
で
、
絶
え
ず
戦
争
の

企
て
に
身
を
投
じ
る
宿
命
に
し
た
が
っ
て
生
き
て
い
た
。
今
日
に
お

い
て
ロ
l

マ
共
和
国
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
政
府
に
は
、
自
国
民
に

逆
ら
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
で
敵
国
の
犠
牲
者
と
す
分
た
が
わ
ぬ
不

幸
を
自
分
の
手
足
と
な
っ
て
働
く
人
々
に
も
た
ら
す
、
と
い
う
別
の

運
命
が
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
か
よ
う
な
統
治
を
受
け
る
国

民
は
、
自
由
も
乏
し
け
れ
ば
圏
内
の
機
運
も
後
退
し
、
ま
た
そ
れ
が

た
や
す
く
犠
牲
を
許
す
こ
と
に
も
繋
が
り
、
か
つ
て
各
々
が
抱
い
て

て
い
た
領
地
の
分
有
と
い
う
望
み
も
失
せ
、
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う

に
危
険
で
不
安
定
な
生
を
ロ
1

マ
人
の
眼
に
美
し
く
見
せ
て
い
た
一

切
の
環
境
が
色
槌
せ
た
な
か
に
生
き
る
ロ
l

マ
人
民
と
な
る
。

商
業
は
戦
争
の
本
質
ま
で
変
容
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
、
商

業
中
心
の
国
家
は
好
戦
的
な
国
々
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
の
が
常
だ

っ
た
。
だ
が
今
日
で
は
、
迎
え
撃
つ
こ
う
し
た
国
家
の
ほ
う
が
優
勢

と
い
え
る
。
彼
ら
は
、
ま
さ
に
敵
国
の
国
民
の
う
ち
に
友
軍
を
見
出

す
の
で
あ
る
。
無
数
に
枝
分
か
れ
し
絡
ま
り
あ
っ
た
商
業
は
、
領
土

の
国
境
線
の
外
に
も
社
会
の
利
益
を
見
出
し
た
。
｜
｜
時
代
の
精
神

が
、
祖
国
愛
と
い
う
名
に
よ
っ
て
人
々
が
飾
り
立
て
よ
う
と
す
る
偏

狭
で
敵
対
的
な
精
神
に
勝
利
す
る
の
で
あ
る
。

古
代
に
お
い
て
ロ
l

マ
と
戦
っ
た
カ
ル
タ
ゴ
は
、
時
勢
そ
の
も
の

に
逆
ら
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
敗
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
が
も

し
戦
い
が
た
つ
た
今
ロ
1

マ
と
カ
ル
タ
ゴ
の
間
で
始
ま
れ
ば
、
全
世

界
の
祝
福
が
カ
ル
タ
ゴ
に
注
が
れ
る
だ
ろ
う
。
現
代
の
道
徳
慣
習
と
、

（
幻
）

世
界
の
精
神
が
味
方
す
る
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
近
代
人
の
情
勢
は
彼
ら
が
好
戦
的
な
特
質
を
も
つ

こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
し
て
個
別
の
理
由
そ
れ
ぞ
れ
が
ー
ー
も
ち
ろ

ん
ど
れ
も
人
類
の
進
歩
、
さ
ら
に
は
時
代
の
違
い
か
ら
引
き
出
さ
れ

た
も
の
だ
が
｜
｜
一
般
的
原
因
に
合
わ
さ
れ
て
ゆ
く
。

戦
争
の
新
し
い
形
式
、
武
器
の
変
化
す
な
わ
ち
大
砲
は
、
軍
人
の

生
が
ま
と
っ
て
い
た
最
も
魅
力
的
な
衣
を
剥
ぎ
取
っ
て
し
ま
っ
た
。

も
は
や
危
険
に
立
ち
向
か
う
戦
い
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
問
わ
れ
る

の
は
、
運
だ
け
な
の
だ
。
勇
猛
さ
に
は
諦
め
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
か
、

さ
も
な
く
ば
無
頓
着
の
産
物
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
古
代
の
英
雄

や
中
世
の
騎
士
た
ち
が
わ
が
身
を
さ
ら
す
戦
闘
を
愛
し
た
ゆ
え
ん
た

る
喜
び
、
意
志
の
力
と
行
為
、
身
体
的
な
力
と
道
徳
的
な
資
質
の
発

達
に
と
も
な
う
あ
の
喜
び
を
人
々
が
味
わ
う
こ
と
は
も
う
な
い
だ
ろ

、
内1
0ゆ

え
に
、
戦
争
は
有
用
性
と
ひ
と
し
く
そ
の
魅
力
ま
で
も
失
っ
た
。

利
潤
も
、
そ
し
て
情
熱
も
、
人
を
し
て
戦
い
に
身
を
捧
げ
さ
せ
る
こ

と
は
も
は
や
な
い
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
在
の
状
況
に
お
け
る

征
服
の
精
神
に
つ
い
て

第
三
章

し
た
が
っ
て
、
今
日
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
を
戦
争
や
征

服
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
政
府
は
、
致
命
的
か
つ
甚
だ
し
い
時
代

錯
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
国
民
の
聞
に
本
性
に
反
す

る
衝
動
を
か
き
た
て
よ
う
と
躍
起
に
な
る
が
、
か
つ
て
人
々
を
多
く

の
危
険
に
敢
然
と
立
ち
向
か
わ
せ
、
あ
ま
た
の
苦
難
を
耐
え
忍
ば
せ

た
動
機
の
数
々
は
、
一
つ
と
し
て
現
代
人
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
現
在
の
状
況
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
別
の
動
機

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
を
戦
い
に
赴
か
せ
る
の
は
喜
び
へ
の
噌

好
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
晴
好
は
そ
の
ま
ま
で
は
平
和
に

し
か
彼
ら
の
眼
を
向
け
さ
せ
な
い
。
一
切
を
実
利
と
い
う
物
差
で
の

み
測
る
我
々
の
世
紀
は
、
誰
か
が
こ
の
平
和
な
環
境
か
ら
自
分
を
連

れ
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
熱
意
が
本
物
で
あ
れ
偽
物
で
あ
れ
、
皮

肉
で
返
す
よ
う
な
時
代
で
あ
る
。
利
益
を
生
ま
な
い
不
毛
な
栄
光
に

浴
す
る
気
な
ど
き
ら
き
ら
な
く
、
他
の
ど
ん
な
こ
と
に
も
ま
し
て
こ

れ
を
求
め
る
の
は
、
す
で
に
我
々
の
慣
で
は
な
い
。
こ
の
栄
光
の
か

わ
り
に
快
楽
を
、
そ
し
て
勝
利
の
か
わ
り
に
戦
利
品
を
も
た
ら
さ
ね

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
動
機
の
み
に
基
づ
く
好
戦
的
な
精
神

の
何
た
る
か
を
考
え
れ
ば
、
人
々
は
身
震
い
す
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
か
ら
描
か
ん
と
す
る
図
式
の
な
か
で
、
祖
国
と
災

厄
の
は
ざ
ま
に
す
す
ん
で
身
を
投
げ
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
国
で
人
民
の

独
立
を
守
り
ぬ
い
た
英
雄
た
ち
を
庇
め
る
の
が
私
の
意
図
で
は
な
い

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
彼
ら
こ
そ
、
我
々
の
美
し
国
フ
ラ

(n
) 

ン
ス
を
輝
か
し
く
雄
々
し
く
守
護
し
た
英
傑
な
の
だ
か
ら
。
彼
ら
な

ら
私
を
誤
解
す
る
よ
う
な
恐
れ
は
な
い
。
魂
が
私
の
そ
れ
と
響
き
あ

い
、
私
の
思
い
の
す
べ
て
を
我
が
物
と
分
か
ち
合
っ
て
く
れ
る
人
、

こ
の
文
章
の
う
ち
に
己
が
秘
め
ら
れ
た
考
え
を
読
み
、
そ
の
作
者
に

自
ら
の
声
の
響
き
を
み
と
め
る
人
は
、
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
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第
四
章

利
益
に
よ
っ
て
の
み
行
動
す
る

戦
士
集
団
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
我
々
の
知
る
戦
闘
民
族
は
、
戦
争
か
ら
得
ら
れ
る
現

実
的
で
確
か
な
利
益
で
は
な
く
、
よ
り
高
貴
な
動
機
に
よ
っ
て
突
き

動
か
さ
れ
る
人
々
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
こ
ろ
で
は
宗
教
が
好

戦
的
な
衝
動
と
混
ざ
り
あ
い
、
ま
た
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
人
々
の
享

受
す
る
無
規
律
の
自
由
が
、
外
に
向
け
て
発
揮
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
あ
り
余
る
活
力
を
彼
ら
に
与
え
て
い
た
。
人
々
は
勝
利
の
観
念
を
、

自
分
た
ち
の
地
上
で
の
存
在
を
超
え
て
響
く
名
声
の
観
念
と
結
び
つ

け
た
。
ゆ
え
に
、
彼
ら
が
戦
っ
て
い
た
の
は
目
先
の
物
質
的
な
快
楽

へ
の
さ
も
し
い
飢
え
を
満
た
す
た
め
で
は
な
く
、
未
来
と
不
確
か
さ
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の
な
か
に
見
失
わ
れ
る
も
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
想
像

力
を
掻
き
立
て
て
や
ま
ぬ
、
な
ん
ら
か
理
想
的
な
希
望
の
た
め
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
真
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
我
々
の
眼
に
は
掠
奪
ば
か
り
に
明

け
暮
れ
て
い
た
と
映
る
民
族
に
と
っ
て
さ
え
、
富
の
獲
得
は
主
た
る

目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
｜
｜
新
た
な
武
勲
と
新
た
な
宝
を
求

め
て
後
継
の
世
代
が
征
服
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
自
分

た
ち
の
勝
ち
取
っ
た
宝
守
二
代
か
ぎ
り
で
焼
き
尽
く
し
た
ス
カ
ン
デ

イ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
英
雄
た
ち
の
よ
う
な
例
が
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て

彼
ら
に
と
っ
て
富
は
、
快
楽
の
象
徴
や
手
段
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
獲

得
し
た
勝
利
の
輝
か
し
い
証
と
し
て
貴
重
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
も
し
純
粋
に
戦
い
を
こ
と
と
す
る
戦
士
集
団
が
今
の
世
に

生
ま
れ
た
な
ら
、
彼
ら
の
熱
が
い
か
な
る
信
念
に
も
感
情
に
も
思
想

に
も
根
を
持
た
ず
、
か
つ
て
は
殺
裁
さ
え
誉
れ
と
し
た
賞
賛
の
所
以

も
一
切
彼
ら
に
は
無
縁
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
こ
の
集
団
が
糧
と
し

動
機
と
し
う
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
偏
狭
で
貧
欲
な
人
格
だ
け

で
あ
る
。
彼
ら
は
好
戦
的
な
精
神
の
残
酷
さ
を
備
え
な
が
ら
、
商
業

の
計
算
高
さ
も
失
わ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
匙
っ
た
ヴ
ア
ン
ダ
ル
族
は
、

自
分
た
ち
の
粗
野
な
先
祖
の
特
質
を
形
作
っ
て
い
た
者
修
へ
の
無
関

心
、
素
朴
な
習
俗
、
お
よ
そ
卑
劣
な
行
い
に
対
す
る
軽
蔑
な
ど
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
。
野
蛮
の
残
忍
性
に
は
逸
楽
の
洗
練
が
、
暴
力
の

横
行
に
は
貧
欲
な
計
略
が
調
合
さ
れ
る
の
だ
。

戦
い
あ
う
の
は
た
だ
略
奪
の
為
だ
と
は
っ
き
り
告
げ
知
ら
さ
れ
た

人
々
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
考
え
を
明
快
な
算
術
の
結
果
に
還

元
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
は
、
古
典
古
代
の
戦
士
た
ち
と
は
か
け
離

れ
た
存
在
と
な
る
だ
ろ
う
。

よ
く
訓
練
さ
れ
武
装
を
調
え
た
四
十
万
人
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、
自

分
た
ち
の
運
命
が
死
を
与
え
る
か
甘
ん
じ
て
受
け
る
か
の
ど
ち
ら
か

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
運
命
に
身
を
投
じ
る

ほ
う
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
よ
り
ま
し
だ
と
計
算
し
た
の
だ
が
、
そ
れ

は
命
令
を
下
し
た
暴
政
が
彼
ら
の
力
に
勝
る
か
ら
で
あ
る
。
せ
め
て

も
の
慰
め
に
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
約
束
さ
れ
た
報
酬
へ
と
眼
を
向

け
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
対
決
を
強
い
ら
れ
た
相
手
か
ら
奪
い

取
る
物
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
進
し
て
ゆ
く
彼
ら
に
あ
る
の

は
、
自
分
た
ち
自
身
の
力
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
最
良
の
部
分
を
引
き

出
そ
う
と
い
う
決
意
の
み
で
あ
る
。
敗
者
に
対
す
る
哀
れ
み
も
弱
者

へ
の
い
た
わ
り
も
あ
り
は
し
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
敗
者
は
ー
ー
ー
不

幸
な
こ
と
に
ー
ー
ー
何
か
し
ら
の
所
有
者
で
あ
り
、
勝
者
に
と
っ
て
は

目
の
前
に
お
か
れ
た
目
的
物
と
自
分
と
の
あ
い
だ
に
た
つ
障
害
物
と

し
か
思
え
な
い
の
だ
か
ら
。
打
算
は
彼
ら
の
魂
に
お
け
る
一
切
の
自

然
的
な
感
情
を
、
性
的
欲
望
の
み
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
殺
し
て
し
ま

っ
た
。
彼
ら
は
な
お
女
性
を
日
に
す
れ
ば
心
を
動
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
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が
、
対
象
が
老
人
や
子
供
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
精
通
し

て
い
る
分
野
の
実
践
的
な
知
識
が
、
殺
裁
や
強
奪
と
い
っ
た
判
決
を

よ
り
巧
み
に
練
り
上
げ
る
の
に
使
わ
れ
る
。
法
的
形
式
に
慣
れ
て
い

る
こ
と
は
不
正
行
為
に
法
律
の
冷
淡
さ
を
与
え
、
社
会
的
な
儀
礼
の

習
慣
が
自
分
た
ち
で
は
エ
レ
ガ
ン
ス
だ
と
思
っ
て
い
る
無
頓
着
と
軽

薄
さ
で
残
虐
な
行
い
を
塗
り
た
て
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
世
界
中
を

駆
け
巡
る
。
文
明
の
進
歩
を
文
明
自
身
に
背
か
せ
な
が
ら
、
自
分
た

ち
に
都
合
よ
く
裏
返
し
、
殺
人
を
手
段
に
選
び
遊
蕩
に
ふ
け
っ
て
暇

を
潰
し
、
陽
気
に
な
る
た
め
に
は
瑚
笑
を
浴
び
せ
か
け
、
略
奪
を
目

的
と
定
め
る
。
道
徳
の
荒
廃
が
彼
ら
を
他
の
人
聞
か
ら
遠
く
隔
て
る

が
、
彼
ら
の
間
に
も
、
家
畜
の
群
れ
へ
一
斉
に
襲
い
掛
か
る
捧
猛
な

野
獣
程
度
の
繋
が
り
し
か
存
在
し
な
い
。

成
功
を
収
め
た
彼
ら
の
姿
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ー
ー

で
は
、
失
敗
す
れ
ば
ど
う
な
る
と
い
う
の
か
？

彼
ら
に
あ
る
の
は
達
成
す
べ
き
目
的
の
み
で
、
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
大
義
な
ど
持
た
な
い
た
め
、
目
的
を
逸
す
れ
ば
彼
ら
を
支
え
る
良

心
の
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
拠
っ
て
立
つ
主
義
主
張
も
な
く
、
彼
ら

を
互
い
に
繋
ぎ
と
め
て
い
る
の
は
彼
ら
を
駆
る
物
理
的
必
要
だ
け
で
、

誰
も
が
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
術
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
と
も
に
運
命
を
分
か
ち
合
う
た
め
に
は
、
利
害
以
外
の
何

か
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
が
、
道
徳
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

利
害
が
人
を
孤
独
に
す
る
の
は
、
そ
こ
に
自
分
ひ
と
り
が
幸
せ
に
な

り
、
他
に
ぬ
き
ん
で
る
機
会
が
ち
ら
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
幸
運
な
う
ち
は
領
土
の
侵
略
者
た
ち
を
敵
に
対

し
て
冷
酷
に
さ
せ
、
不
運
に
あ
っ
て
は
戦
友
た
ち
の
こ
と
を
忘
れ
さ

せ
不
実
に
す
る
。
こ
の
精
神
性
は
、
最
も
身
分
の
高
い
将
校
か
ら
、

無
名
の
兵
卒
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
の
階
級
に
染
み
込
ん
で
い
る
。

誰
も
み
な
、
最
期
を
迎
え
て
苦
し
む
仲
間
の
姿
に
、
敵
国
で
の
略
奪

が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
埋
合
せ
を
見
る
の
だ
。
病
人
は
死
人

か
ら
奪
う
。
逃
亡
兵
は
病
人
か
ら
奪
う
。
障
害
者
と
怪
我
人
は
彼
ら

を
任
さ
れ
た
士
官
に
と
っ
て
は
ど
う
に
か
厄
介
払
い
し
た
い
煩
わ
し

い
重
荷
と
思
え
、
あ
る
将
軍
が
自
分
の
軍
隊
を
絶
望
的
な
状
況
に
陥

れ
た
と
し
て
も
、
彼
は
自
分
が
危
険
に
追
い
遣
っ
た
不
幸
な
人
々
に

対
し
て
何
の
義
務
も
感
じ
な
い
だ
ろ
う
。
彼
が
部
下
を
救
う
た
め
に

留
ま
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
見
捨
て
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
、
不
運

を
避
け
る
た
め
、
あ
る
い
は
失
敗
を
繕
う
た
め
の
い
た
っ
て
簡
便
な

手
段
な
の
で
あ
る
。
彼
が
軍
隊
を
指
揮
し
、
部
下
た
ち
が
彼
の
こ
と

ば
を
信
じ
て
命
を
彼
に
委
ね
、
瀕
死
の
手
で
最
期
ま
で
彼
を
守
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
何
だ
と
い
う
の
だ
？
役
に
立
た
ぬ
道
具
な
ら
壊

し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
？

お
そ
ら
く
、
専
ら
打
算
的
な
動
機
し
か
も
た
な
い
戦
争
の
精
神
の

こ
う
し
た
帰
結
が
そ
の
む
ご
い
翼
を
存
分
に
広
げ
る
こ
と
は
、
近
代
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の
い
か
な
る
国
民
の
間
で
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
｜
｜
征
服
の
体
制

が
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
続
か
ぬ
か
ぎ
り
は
。
天
の
ご
加
護
で
、

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
指
導
者
の
あ
ま
た
の
骨
折
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
の
導
か
ん
と
し
た
終
末
か
ら
遠
く
踏
み
止
ま
り
、
そ
し
て
こ
れ
か

（
幻
）

ら
も
止
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
文
明
が
培
い
育
ん
で
き
た

静
穏
な
徳
が
、
元
凶
た
る
征
服
の
興
奮
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

た
類
廃
と
悪
徳
を
圧
倒
し
、
打
ち
負
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
我
々
の

軍
隊
は
勇
猛
さ
ば
か
り
で
な
く
人
間
性
を
も
発
揮
し
、
諸
国
の
人
々

か
ら
親
愛
の
情
を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
あ
る
た
っ
た
一
人

の
男
の
過
ち
か
ら
、
以
前
は
こ
の
諸
国
民
を
征
服
せ
よ
と
命
じ
ら
れ
、

(M
) 

今
で
は
た
だ
そ
の
襲
来
を
押
返
す
こ
と
し
か
で
き
ず
に
い
る
。
だ
が

そ
う
し
た
支
配
に
逆
ら
う
の
が
国
民
の
精
神
で
あ
り
、
時
代
の
精
神

な
の
だ
。
も
し
こ
の
政
体
が
存
続
す
る
な
ら
ば
、
権
力
の
手
を
か
い

く
ぐ
っ
て
生
き
残
る
徳
は
、
不
服
従
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
利
得
が
秩
序
の
表
現
と
な
り
、
無
欲
さ
は
す
べ
て
反
抗
を
表
す

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
恐
る
べ
き
政
体
が
永
ら
え
る
ほ
ど
に
、

対
す
る
徳
は
力
を
失
い
、
影
を
ひ
そ
め
て
ゆ
く
の
だ
。

第
五
章

征
服
の
体
制
に
お
い
て
軍
人
層
が
堕
落
す
る

こ
と
の
も
う
一
つ
の
原
因

賭
博
師
が
人
間
の
な
か
で
最
も
不
道
徳
な
輩
だ
と
は
、
よ
く
い
わ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
々
、
持
て
る
も
の
の
す
べ
て
を
危
険

に
曝
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
確
か
な
未
来
な
ど
存
在
し
な
い
。
彼
ら

が
生
き
て
活
動
す
る
の
は
偶
然
の
帝
国
で
あ
る
。

征
服
の
体
制
の
な
か
で
は
兵
士
も
一
人
の
賭
博
師
と
な
り
、
た
だ

一
つ
の
違
い
は
そ
の
賭
け
金
、
す
な
わ
ち
彼
の
命
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
賭
け
金
は
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
遅
か
れ
早
か
れ

逆
転
す
る
は
ず
の
運
に
、
絶
え
ず
自
ら
の
命
を
さ
ら
し
つ
づ
け
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
も
や
は
り
未
来
は
存
在
し
な
い
。
偶

然
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
盲
目
で
冷
酷
な
主
人
と
な
る
。

し
か
し
道
徳
は
時
間
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
道
徳
は
噴

い
と
報
い
を
用
意
し
て
い
る
の
だ
。
一
刻
一
刻
に
生
き
る
者
、
あ
る

い
は
戦
場
か
ら
戦
場
へ
と
生
き
抜
く
者
に
は
時
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。

未
来
の
贈
い
な
ど
絵
空
事
に
す
ぎ
な
い
。
今
こ
の
時
の
快
楽
だ
け
が
、

い
く
ば
く
か
の
確
か
さ
を
具
え
て
い
る
。
二
重
に
適
切
な
表
現
を
使

え
ば
、
快
楽
は
す
べ
て
敵
に
対
す
る
勝
利
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
悦
楽
と
死
の
簸
取
り
は
必
ず
や
人
を
堕
落
に
誘
う
、
そ
う
思
わ
ぬ

者
が
あ
ろ
う
か
？

正
当
防
衛
と
征
服
の
体
制
と
の
聞
に
常
に
存
在
す
る
違
い
に
は
ご

注
意
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
相
違
は
こ
れ
か
ら
も
そ
こ
か
し
こ
に
姿

を
現
す
だ
ろ
う
。
祖
国
の
た
め
に
戦
う
兵
士
は
、
も
っ
ぱ
ら
危
険
が

通
り
過
ぎ
る
よ
う
力
を
尽
く
す
の
み
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
向
こ
う
に
、
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ム
Jti
’
件

1悪
『
醤
：

jell!長
関
纏
』

e
>J
心

平
）
~
時
。

（
ヨ
）

＋
＜
盟
荷
額
や
E
;
-
~
~
.
u
u
~
若
手
思

4みJI\毛
盤
。

（
出
）

n
入

rく
恥
入
込

1
<
0
1
1
社
~
ト
：

i寺
ム
ヤ
入

E;-~長
橋
~
ム
~
0

い
梢
国
ミ
鑑
ム

~.c--:!I自
主
芸
杓
~
~
＞

J
心
ど

E;-i~lIT肖
。
布
将
’

『
出
E壁
Q
禦

:1･:J 
E;-
~
帳
場~
~
t
i
＇
エ
れ

Jれ
J会
謡
釈
主
主
斗
「
て
入
：
入
品
’
P
入
・
L

b
・
n
入

Tく
恥
入
＝
弐
て
ト
そ
＼
’

1
 <0
1
1
叶
斗
糊

[]l:{鑑
吋
P
増
築

(elimine）
れ
）
~
~
穂
町

J
~/i;\;1~~ν

二
時
。

（
宮
）

『時，
I＼
ム

-t--~
；
ミ
』
棺
（
L
e
Moniteur universe｛）

古
’
誕
生

Q
華
摩
区
遺
言
。
ゃ
な
起
草
置
~
話
通
関
~
-
R
~
0
エ
ド
当
’
~
ト
~
.
＼
！
ぬ
底
。

A
n
d
r
e
 Cabanis, L

a
 presse sous le 

Consulat et 
/'Empire: 

Courtney, A
 Guide to 

the 
Published Works of Benjamin 

Constant, 
Oxford: Voltaire Foundation, 1985, pp.9-11; 

C.P. C
o
u
巾

iey,
A

 Bibliography of Editions of the Writings of 

Benjamin Constant to 
1833, London: M

o
d
e
m
 Humanities 

Research Association, 1981, pp. 26-33, 249. 
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 ー') 

必
至
~
’
曜
尽
e
鞍
馬
込
1
~
＜
0
暗
記

~t-<(
。
ν
会
占
吋
小

~'V'
叡
制
約
~
~
m
+
H
-
'
:
t
!
＇
『
岩

E壁
Q
挺
走

j
E;-魁
引
孟
制
輔
さ

2

m
ー
ロ
ト
て
と
L~ヰ

士
時
中
~
~
＋
＜
<Rm拡

布
ト
Q>J~~:i;::111m

＿＿＿）い
~'V'o

叩
鍾
＋
＜
竪
揺
「
m
ー
ロ
ト

tくわ＜
!
l
:
f
~
Q
~
刑
~
~
士
時
尉
蛍

Q:f::f¥:

~
蝋
噴
砂
：
1
0
ニ
ド
」
『
！
鰹
§
［
＋
＜
緋
岩
場
ト
纏
紺
』
線

11
同
銅
線

11
-
gr 

n)t>一
様

11..\J銅
線
川

n)t>'
1
 ~＜
 1

 ~＜
111社

。

（
ヨ
）

H
e
l
e
n
 Byrine L

i
p
p
m
a
n
 (trans.), Prophesy 斤

·om
the 

Past, 
N
e
w
 York: Reynal a

n
d
 Hitchcock, 1941, p.4. 

>J Q
輔〈

用E崖
苦
手
令
指

t-'o\♀
時
為
’

＞J
e
制
揺
杓
~
~
制
服
為
揺
栴
e
輔
図
~

喜
怒
K~I\毛

J
い
エ
時
~
；
二
吋
時
。
布
~
，
ト
：

1寺
ム
サ
マ
入
~
~
届
布
；

L

__Ji寺
小
主
〈
会

1ト、－
•
K
-
4
~
1
1
十
事
項

E;-<)+1垣
：
判
幡
・
題
紙
~
e
賑
三
重

主
盟
会

1課
曙

4眠
時
制
鍾
当
句
、
訴
~
時
。
$
.
＇
.
吋
包
~
ド
一
会

J.\l総
監
。

P
a
u
l

Johnson, Napoleon, N
e
w
 York: P

e
n
g
u
i
n
 P
u
t
n
a
m
,
 2002 

〔
細
ヨ
釈
ト
ド
馬
『
ト
：

l寺
ム
快
入

.I
：
！
回
全
話
抑
但
，

1
1
0
0
1
1
1
叶
〕
；

R.S.

Alexander, Napoleon, London: Arnold, 2001, pp.90-116. 
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;:::::) 
D
e
 /'esprit 

de conquete et 
de 

/'usurpation dans leurs 

rapports avec lα
civilisation europeenne, T

e
x
t
e
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e
 la 

premiere edition, in Oeuvres completes, Oeuvres VIII-1, ed. 
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～
m
w
u
u
l
N
∞
同
恥w
句
”
ユω
一
∞
。
の
町
内
ゆ

4け
か
門
目
。

ω

角
川
品
い
ロ
品
。

ω
『
。
σ
。
ω
匂
－
。
「
門
戸

ω
一
行
角
川

ω
・

一
戸
山
W吋
印
・

（
げ
）
こ
う
し
た
戦
争
に
関
す
る
議
論
は
手
稿
『
政
治
原
理
論
」

に
も
登
場
す
る
。
可

3
．
寄
金S
号
、
。S
S
R旬
、
宮
）
・
ω
ω
ω
l
ω
お
・

（
同
）
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
の
息
子
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
。

（
問
）
プ
ル
タ
ル
コ
ス
「
英
雄
伝
」
の
「
ピ
ュ
ロ
ス
伝
」
に
登
場
す

る
逸
話
。

（
却
）
こ
う
し
た
戦
争
と
商
業
と
を
対
比
す
る
言
説
は
、
コ
ン
ス
タ

ン
以
前
か
ら
す
で
に
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
有
名
な
の
が
、
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
第
四
部
第
二

O
編
第
二
章
（
「
商
業
の

精
神
に
つ
い
て
」
）
で
展
開
さ
れ
る
議
論
で
あ
る
。
「
商
業
の
自
然
の

効
果
は
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
緒
に
商
売
を
す
る

二
国
民
は
た
が
い
に
相
拠
り
相
助
け
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
が
買
う

こ
と
に
利
益
を
も
て
ば
、
他
方
は
売
る
こ
と
に
利
益
を
も
っ
。
そ
し

て
す
べ
て
の
結
合
は
相
互
の
必
要
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
野
田
良
之

他
訳
「
法
の
精
神
（
中
）
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
二
O
二
頁
）
。

コ
ン
ス
タ
ン
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
十
分

考
え
ら
れ
る
。

（
幻
）
ラ
プ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
カ
ル
タ
ゴ
と
ロ
l

マ
は
、
ロ

ン
ド
ン
と
パ
リ
に
対
応
し
て
い
る
。
円
。
H
h
a
号
、
ミ
注
意
内
向
。
宮
町
民

H
R，

及
。
ミ
芯m
w
E
h
y

円
・N
W同y
H
h
p
］
「
ロ
・
N
・

（
辺
）
初
版
で
は
「
我
々
の
美
し
国
フ
ラ
ン
ス
」
（
ロ
。
可
。
σ
色
。

P
B
2

）
が
単
に
「
フ
ラ
ン
ス
」
（
E
P
8
2

）
と
な
っ
て
い
る
。

（
お
）
こ
の
一
文
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
感
情
に
配
慮
し
て
付
け
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
版
、
第
二
版
に
は
登
場
し

な
し
。

（
泊
）
こ
の
一
文
も
初
版
、
第
二
版
に
登
場
し
な
い
。
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