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『
征
服
の
精
神
と
纂
奪

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
四

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J 四

-

. 
コ
ン
ス
タ
ン

バ
ン
日
ン
ャ
マ
ン

第
二
部

纂
奪
に
つ
い
て

七第
一
章

纂
奪
と
君
主
政
と
を
比
較
す
る
こ
と
の

精
確
な
目
的

本
書
に
お
け
る
私
の
目
的
は
統
治
の
多
様
な
形
態
を
吟
味
す
る
こ

と
で
は
な
い
。

私
は
正
当
性
を
有
す
る
政
治
形
態
（
向
。
C
2
3
0
5
0

三
芯

m
c
z
B

2

）
に
そ
れ
を
持
た
ぬ
政
治
形
態
を
対
置
し
た
い
の
で
あ
っ
て
、
正

当
な
政
治
形
態
同
士
の
比
較
を
行
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

我
々
は
君
主
政
を
自
然
に
反
す
る
権
力
と
指
差
す
時
代
に
は
も
は
や

生
き
て
い
な
い
。
そ
し
て
私
が
文
章
を
綴
っ
て
い
る
国
に
お
い
て
も
、

共
和
政
は
反
社
会
的
な
体
制
で
あ
る
と
言
明
せ
よ
な
ど
と
命
じ
ら
れ

堤堤

林林

恵剣
/ 
訳

る
こ
と
は
な
い
。

今
か
ら
二
十
年
前
、
思
い
出
す
も
お
ぞ
ま
し
い
あ
る
男
が
｜
｜
死

が
こ
の
人
物
に
正
義
を
も
た
ら
し
た
以
上
、
も
は
や
そ
の
名
で
書
物

が
汚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｜
｜
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
を

考
察
す
る
な
か
で
こ
う
述
べ
た
。
「
私
は
そ
こ
に
王
の
姿
を
見
、
そ

(1
) 

し
て
恐
怖
に
後
退
り
す
る
」
。
ま
た
今
か
ら
十
年
前
に
は
、
こ
れ
と

(2
) 

同
様
の
批
難
が
あ
る
匿
名
の
者
に
よ
っ
て
共
和
政
体
に
向
け
ら
れ
た
。

あ
る
時
代
に
は
、
正
気
に
一
民
る
の
に
狂
気
の
輪
を
た
っ
ぷ
り
一
回
り

* 

遍
歴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
確
か
に
本
当
で
あ
る
。

＊
愚
か
な
党
派
的
精
神
と
無
知
蒙
昧
は
、
共
和
政
と
君
主
政
の
問
題
を

単
純
な
定
式
へ
と
還
元
し
た
が
る
も
の
で
あ
る
｜
｜
前
者
は
複
数
の

人
間
に
よ
る
統
治
で
あ
り
、
後
者
は
単
独
者
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
い

う
よ
う
な
。
こ
の
よ
う
な
定
式
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
な
ら
、
一
方

93 



11) 

は
休
息
を
約
束
せ
ず
、
他
方
は
自
由
を
保
証
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

ネ
ロ
や
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
や
ヘ
リ
オ
ガ
パ
ル
ス
の
統
治
す
る
ロ

l

マ

に
、
あ
る
い
は
デ
ィ
オ
ニ
ユ
シ
ウ
ス
の
支
配
す
る
シ
ラ
ク
サ
に
休
息

が
あ
っ
た
ろ
う
か
？
ル
イ
十
一
世
、
ま
た
シ
ャ
ル
ル
九
世
治
下
の

フ
ラ
ン
ス
に
は
？
十
人
委
員
会
や
長
期
議
会
、
国
民
公
会
、
総
裁

政
府
の
も
と
で
さ
え
、
は
た
し
て
自
由
は
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
？
一
見
自
ら
の
意
志
で
選
ん
だ
か
の
よ
う
な
人
々
に
統
治
さ
れ

て
い
な
が
ら
も
、
も
し
こ
の
人
々
が
囲
内
に
党
派
を
築
い
て
お
り
そ

の
権
力
が
無
際
限
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
国
民
が
何
ら

の
自
由
も
事
受
し
え
ぬ
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
同
様
に
、
単

独
の
支
配
者
の
統
治
下
に
あ
る
国
民
は
、
も
し
そ
の
支
配
者
が
法
に

よ
っ
て
も
世
論
に
よ
っ
て
も
抑
制
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
い
か
な
る

休
息
を
も
味
わ
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
他

方
、
秩
序
を
保
つ
に
十
分
な
政
治
的
権
威
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
共
和

政
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
君
主
政
に
つ
い
て
は
、

一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
。
一
貫
性
に
欠
け
不
完
全
な

は
び
こ

制
度
が
恋
意
的
支
配
を
広
め
暴
君
を
蔓
延
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

フ
ラ
ン
ス
の
共
和
政
の
試
み
で
は
、
つ
い
ぞ
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
ほ
ど
の
私
的
な
安
寧
と
政
治
的
権
利
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
は
こ
の
百
二
十
年
間
と
い
う
も
の
享
受
さ
れ
続
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
は
た
し
て
誰
が
否
定
で
き
よ
う
か
？

そ
れ
で
も
な
お
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
詳
細
な
議
論
の
何
と
多
い

こ
と
だ
ろ
う
！
は
る
か
昔
の
時
代
に
ま
で
建
国
の
時
を
遡
る
も
の

法学研究 81 巻 11 号（2008

と
近
年
の
日
付
が
記
さ
れ
た
も
の
と
は
、
一
体
同
じ
君
主
政
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
？
王
家
が
ユ

l

グ
・
カ
ベ
l

の
子
孫
の
ご
と
く
太
古

の
昔
に
起
源
を
持
っ
て
い
る
か
、
一
六
八
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
ご
と
く
異
境
出
身
の
者
が
国
民
の
希
望
に
よ
っ
て
王
座
へ
と
請
い

招
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
同
胞
の
群
衆
の
な
か
か
ら
幸

運
な
状
況
に
よ
っ
て
台
頭
し
た
全
く
新
し
い
家
系
で
あ
る
の
か
ー
ー

ま
た
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
ご
と
く
君

主
政
が
古
い
世
襲
制
の
貴
族
階
級
を
伴
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
た

っ
た
一
つ
の
家
系
が
単
独
で
台
頭
し
た
た
め
に
父
祖
を
持
た
ぬ
貴
族

階
級
を
大
急
ぎ
で
こ
し
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
仕
儀
と
な
る
の
か
｜
｜

あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
こ
の
貴
族
階
級
が
封
建
的
で
あ
る
か
、

フ
ラ
ン
ス
の
ご
と
く
純
粋
に
名
誉
の
み
の
存
在
で
あ
る
か
、
は
た
ま

た
貴
族
院
の
よ
う
な
あ
る
種
の
司
法
官
職
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る

の
か
、
等
々
、
等
々
？

94 

私
と
し
て
は
、
共
和
政
を
誹
誘
中
傷
す
る
人
々
の
列
に
加
わ
る
つ

も
り
は
な
い
。
人
間
の
能
力
が
か
く
も
広
範
に
発
展
を
遂
げ
、
活
力

と
誇
り
に
満
ち
溢
れ
た
人
々
が
持
て
る
力
の
か
ぎ
り
を
捧
げ
て
い
た

古
代
の
共
和
政
は
、
何
ら
か
の
資
質
を
具
え
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
魂

を
あ
る
種
の
深
く
特
別
な
感
情
で
満
た
し
て
く
れ
る
。
前
時
代
の
、

つ
ま
り
我
々
以
前
の
精
神
に
宿
っ
て
い
た
旧
び
た
要
素
も
、
こ
う
し

た
記
憶
の
な
か
で
は
我
々
の
う
ち
に
あ
り
あ
り
と
匙
る
よ
う
だ
。
我

ら
が
近
代
に
お
け
る
共
和
政
は
そ
れ
ほ
ど
輝
か
し
く
も
な
く
よ
り
平
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和
的
で
あ
る
が
、
能
力
に
別
様
の
発
展
を
促
し
、
異
な
る
美
徳
を
生

み
出
し
た
。
ス
イ
ス
の
名
は
五
世
紀
に
わ
た
る
私
的
な
幸
福
と
公
的

な
忠
誠
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
名
か
ら
は
、
内
紛

の
最
中
で
も
外
的
の
聴
の
も
と
で
も
失
わ
れ
な
か
っ
た
良
識
、
方
正
、

誠
の
実
直
さ
と
い
う
三
つ
の
資
質
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
か
弱
げ

な
ジ
ユ
ネ

l

ヴ
こ
そ
は
、
百
倍
も
広
大
で
強
力
な
帝
国
よ
り
は
る
か

に
豊
か
な
収
穫
を
科
学
、
哲
学
、
道
徳
の
研
究
に
も
た
ら
し
た
の
で

あ
っ
た
。

他
方
我
々
の
時
代
に
お
け
る
君
主
政
を
考
察
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は

国
民
と
国
王
と
が
相
互
の
信
頼
で
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
国
家

(3
) 

同
士
が
互
い
に
真
撃
な
同
盟
を
締
結
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我
々
と

し
て
は
こ
れ
に
喜
ん
で
敬
意
を
捧
げ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
つ

て
の
主
の
帰
還
が
こ
れ
ら
の
諸
国
民
に
も
た
ら
し
て
い
る
喜
び
を
冷

淡
に
眺
め
、
人
に
と
っ
て
も
一
つ
の
高
貴
な
喜
び
と
な
る
こ
の
忠
誠

へ
の
熱
情
を
眼
の
前
に
し
て
な
お
鈍
感
で
あ
る
よ
う
な
人
々
は
、
人

間
性
を
尊
ぶ
よ
う
に
は
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
君
主
国
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

こ
で
は
す
べ
て
の
市
民
的
権
利
が
不
可
侵
の
も
の
と
さ
れ
民
選
が
政

治
体
の
生
命
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
実
際
以
上
に
目
に
付
く
い
く
つ

か
の
悪
弊
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
版
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
才
能
に
は

成
功
が
約
束
さ
れ
、
そ
し
て
い
か
な
る
階
級
に
属
す
る
個
人
の
な
か

に
も
、
祖
国
の
法
に
護
ら
れ
て
い
る
人
間
の
誇
り
高
く
静
か
な
安
寧

が
宿
っ
て
い
る
こ
と
｜
｜
そ
れ
は
近
年
、
我
々
の
憐
れ
む
べ
き
大
陸

に
お
い
て
記
憶
の
最
後
の
片
鱗
ま
で
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
安

一
体
こ
の
よ
う
な
幸
福
を
保
障
し
て

く
れ
る
制
度
の
価
値
を
認
め
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
数
ヶ
月

前
に
は
誰
も
が
周
囲
を
見
回
し
な
が
ら
自
問
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
、

も
し
イ
ギ
リ
ス
が
降
伏
す
る
な
ら
ば
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
人
知
れ
ぬ

寧
で
あ
る
｜
｜
に
鑑
み
れ
ば
、

隠
れ
家
で
文
字
を
書
き
、
語
り
、
思
索
し
、
呼
吸
す
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
か
と
。

し
か
し
纂
奪
は
人
々
に
対
し
君
主
政
の
利
点
も
共
和
政
の
利
点
も

提
供
し
な
い
｜
｜
纂
奪
は
王
政
で
は
な
い
。
こ
の
真
実
が
見
落
と
さ

れ
が
ち
な
の
は
、
ど
ち
ら
に
も
権
力
を
掌
握
す
る
一
人
の
人
間
の
姿

を
み
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
ほ
か
に
は
何
ら
の
類
似
点
も
持
た
な
い
二

つ
の
事
柄
を
十
分
に
区
別
し
な
く
な
る
た
め
な
の
だ
。

第
二
章

* 
纂
奪
と
君
主
政
と
の
相
違

＊
纂
奪
に
関
す
る
私
の
定
義
に
は
い
く
つ
か
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
。

そ
の
な
か
の
あ
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
、
纂
奪
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
い
か
な
る
面
か
ら
も
そ
の
名
に
あ
た
ら
な
い
も
の
と
の
区

別
を
、
私
が
十
分
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
根
拠
を
置
い
て

い
た
。
そ
こ
か
ら
あ
る
才
能
溢
れ
た
著
述
家
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世

95 
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の
例
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
、
一
切
の
権
力
を
纂
奪
さ
れ
た
場
合
の
痛

ま
し
い
結
果
に
つ
い
て
私
が
述
べ
た
主
張
に
対
し
て
、
反
論
を
提
示

し
う
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
本
書
の
終

わ
り
に
こ
の
異
論
に
要
求
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
詳
論
を
付
け
加
え
、

私
が
誤
っ
て
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
本
質
的
な
欠
落
を
埋
め
る
こ
と

と
し
た
の
で
あ
る
。

慣
習
は
誰
の
心
を
も
奥
底
ま
で
見
透
か
し

畏
れ
で
打
ち
、
恐
怖
で
追
い
立
て

束
の
間
道
を
見
失
っ
た
盲
目
の
群
集
に

無
敵
に
し
て
神
聖
な
る
力
を
揮
う
。

時
の
遺
産
、
記
憶
の
賛
美
、

未
来
を
常
に
過
去
へ
と
召
還
す
る
そ
の
力
を
。

「
ワ
ル
ス
タ
イ
ン
』
第
二
幕
第
四
場

「
誰
に
し
ろ
、
新
規
に
力
を
握
っ
た
者
は
、
荒
々
し
い
の
が
習

い
だ
も
の
な
。
」

(5
) 

ア
イ
ス
キ
ユ
ロ
ス
『
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
半
の
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
君
主
政
は
、
時
間

と
と
も
に
修
正
を
蒙
り
慣
習
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
て
き
た
制
度
で

あ
る
。
こ
れ
を
支
え
る
と
同
時
に
抑
制
も
す
る
よ
う
な
中
間
団
体
が

君
主
政
を
取
り
巻
い
て
い
る
。
継
承
が
規
則
的
に
穏
や
か
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
服
従
は
よ
り
容
易
に
な
り
、
権
力
へ
の
猪
疑
心
が

抑
え
ら
れ
る
。
君
主
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
。

人
々
が
彼
の
な
か
に
見
る
の
は
個
々
の
人
間
で
は
な
く
王
の
血
統
そ

の
も
の
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
伝
統
な
の
だ
。

纂
奪
は
何
に
よ
っ
て
も
改
変
さ
れ
ず
、
緩
和
も
さ
れ
な
い
勢
力
で

あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
纂
奪
者
の
個
性
を
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
こ
の
個
性
は
か
つ
て
の
利
益
と
の
聞
に
存
在
す
る
対
立
関
係
ゆ
え

に
、
恒
久
的
な
不
信
と
敵
意
の
う
ち
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

君
主
政
は
他
者
を
犠
牲
に
し
て
ひ
と
り
の
人
間
に
与
え
ら
れ
る
よ

う
な
特
恵
で
は
な
い
。
こ
の
優
越
性
は
は
る
か
昔
に
確
立
し
た
も
の

で
あ
り
、
野
心
は
妨
げ
る
が
虚
栄
に
は
傷
を
つ
け
な
い
。
纂
奪
は
た

っ
た
一
人
の
た
め
に
す
べ
て
の
人
が
即
座
に
身
を
投
げ
出
す
こ
と
を

要
求
す
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
主
張
に
火
を
つ
け
、
あ
ら
ゆ

る
利
己
心
を
興
奮
に
投
げ
込
む
。
ペ
ダ
リ
ト
ス
が
あ
る
言
葉
を
三
百

人
の
市
民
に
向
か
っ
て
発
し
た
時
も
、
相
手
が
た
つ
た
一
人
し
か
い

* 

な
い
よ
り
は
心
安
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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＊
賛
同
を
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
議
会
を
去
り
な
が
ら
ベ
ダ
リ
ト
ス

は
こ
う
言
っ
た
の
で
あ
る
｜
｜
「
祖
国
に
私
よ
り
優
れ
た
市
民
が
三

百
人
も
い
る
こ
と
を
神
に
感
謝
す
る
」
。

自
分
が
世
襲
の
君
主
だ
と
自
ら
宣
言
し
た
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
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い
。
そ
う
あ
ら
し
め
る
の
は
継
承
さ
れ
た
王
座
で
あ
っ
て
、
継
承
さ

せ
た
い
と
望
ま
れ
た
王
座
で
は
な
い
の
だ
。
第
二
世
代
と
な
る
ま
で

人
は
世
襲
君
主
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
時
を
迎
え
る
ま
で
は
、
確

か
に
纂
奪
は
君
主
政
を
名
乗
る
か
も
し
れ
な
い
ー
ー
ー
だ
が
そ
れ
を
創

設
し
た
革
命
の
動
揺
は
内
在
し
つ
づ
け
る
。
こ
の
自
称
・
新
興
王
朝

は
過
激
な
党
派
と
同
じ
く
ら
い
の
混
乱
を
抱
え
、
暴
政
に
も
匹
敵
し

う
る
ほ
ど
高
圧
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
無
秩
序
か
、

あ
る
い
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ

1

プ
ル
の
専
制
政
治
か
。
そ
の
両
方
と

い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

父
祖
た
ち
の
占
め
て
き
た
王
座
に
昇
ろ
う
と
す
る
君
主
の
辿
る
道

は
、
彼
自
身
の
意
志
で
飛
び
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
名
声
を

獲
得
す
る
必
要
が
な
い
。
彼
は
そ
の
資
格
を
持
つ
唯
一
の
者
で
あ
る
。

誰
か
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
纂
奪
者
は
後
悔
、
嫉
妬
、
期
待

か
ら
生
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
比
較
に
身
を
晒
さ
れ
る
。
彼
は
自
分
の
昇

進
を
正
当
化
す
る
よ
う
迫
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
幸
運
か
ら

偉
大
な
成
果
を
導
き
出
す
こ
と
を
彼
は
暗
黙
の
う
ち
に
誓
約
し
た
の

で
あ
る
。
こ
ん
な
に
も
強
く
煽
り
立
て
て
し
ま
っ
た
人
々
の
期
待
を

裏
切
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
彼
を
常
に
苛
む
。
最
も
合
理

的
で
最
も
正
当
な
根
拠
を
有
す
る
無
為
が
、
彼
に
と
っ
て
は
危
険
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
に
誰
よ
り
も
精
通
し
て
い
た
あ
る

男
が
言
っ
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
三
ヶ
月
ご
と
に
何
か
新
し
い
も

(6
) 

の
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
言
葉
を
守

っ
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
、
も
し
公
益
に
求
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
偉
業
に
ふ

さ
わ
し
い
人
間
た
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
一
つ
の
美
点
で
あ
ろ
う
。
だ

が
公
益
が
要
請
し
な
い
場
合
、
自
ら
の
個
人
的
な
理
由
か
ら
こ
う
し

た
大
掛
か
り
な
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
悪
で
あ
る
。
人
々
は

怠
惰
な
王
た
ち
を
ひ
ど
く
罵
っ
た
も
の
だ
。
神
よ
、
纂
奪
者
の
熱
意

よ
り
も
む
し
ろ
彼
ら
の
無
為
を
我
々
に
与
え
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。

ひ
ず
み

ま
た
地
位
に
ま
つ
わ
る
不
都
合
に
人
格
上
の
歪
も
加
味
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
纂
奪
が
包
含
す
る
欠
陥
も
あ
れ
ば
、

纂
奪
の
生
み
出
す
欠
陥
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

何
と
い
う
姦
計
が
、
暴
力
が
、
偽
り
の
誓
い
が
纂
奪
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
か
！
踏
み
蹴
る
魂
胆
で
原
理
を
引
き
合
い
に
出
し
、
違
反

し
よ
う
と
望
む
誓
約
を
結
び
、
人
々
の
誠
意
を
蔑
ろ
に
し
て
は
他
の

誰
か
の
弱
さ
に
つ
け
こ
み
、
眠
っ
て
い
た
食
欲
さ
を
目
覚
め
さ
せ
、

陰
に
隠
れ
て
い
た
不
正
義
と
縮
こ
ま
っ
て
い
た
堕
落
に
勝
手
を
許
す

｜
｜
一
言
で
云
え
ば
、
一
切
の
罪
深
い
情
念
を
温
室
に
置
い
て
成
熟

を
急
が
せ
、
収
穫
を
よ
り
豊
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
！

君
主
は
気
高
く
堂
々
と
王
位
に
つ
く
。
し
か
し
纂
奪
者
は
泥
と
血

ま
み

に
塗
れ
て
そ
こ
に
滑
り
込
み
、
そ
の
地
位
を
手
に
し
た
時
に
は
彼
の

辿
っ
て
き
た
道
が
そ
の
汚
れ
た
上
衣
に
痕
を
残
し
て
い
る
。
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成
功
が
、
魔
法
の
杖
に
よ
っ
て
、
彼
を
過
去
か
ら
洗
い
清
め
て
く

れ
る
と
お
思
い
だ
ろ
う
か
？
だ
が
事
実
は
ま
っ
た
く
の
逆
で
あ
る

｜
｜
仮
に
そ
の
時
点
で
未
だ
堕
落
し
て
い
な
く
と
も
、
こ
の
成
功
だ

け
で
彼
の
類
廃
に
は
十
分
事
足
り
る
の
だ
。

王
子
た
ち
の
教
育
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
欠
陥
が
あ
り
う
る
に
せ

よ
、
ま
た
最
高
位
の
任
務
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
果
た
す
た
め
と
は

必
ず
し
も
い
え
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
輝
き
に
眼

を
舷
ま
せ
ぬ
よ
う
用
意
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
の
利
点
は
具
え
て
い
る
。

権
力
の
座
に
到
達
す
る
国
王
の
子
は
未
知
の
領
域
に
連
れ
出
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
誕
生
の
時
か
ら
自
ら
の
も
の
と
考
え
て
き
た
も
の

を
、
彼
は
冷
静
沈
着
に
享
受
す
る
。
腰
を
下
ろ
し
た
そ
の
高
さ
も
彼

に
は
舷
量
一
つ
引
き
起
こ
さ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
纂
奪
者
の
頭
脳

が
こ
の
突
然
の
昇
進
に
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
強
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
自
ら
の
全
存
在
を
一
変
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の
変
化
に
、

彼
の
理
性
は
決
し
て
耐
え
え
な
い
。
突
然
に
途
方
も
な
い
富
を
与
え

ら
れ
た
だ
け
で
も
人
聞
が
欲
望
や
気
紛
れ
、
無
秩
序
な
妄
想
に
囚
わ

れ
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
過
剰
な
富
裕
さ
が
彼
ら
を
酪

町
さ
せ
て
し
ま
う
、
富
は
権
力
と
等
し
く
一
つ
の
力
だ
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
し
て
同
じ
こ
と
が
非
合
法
的
に
一
切
の
力
を
奪
い
取
り
あ
ら
ゆ

る
財
宝
を
掌
握
し
た
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
と
い
え
よ
う
か
？

非
合
法
的
に
、
と
私
は
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
正
当
性
（
広
包
己
目
安
山
）

に
関
す
る
認
識
の
う
ち
に
何
か
し
ら
不
可
思
議
な
も
の
が
存
す
る
た

め
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
験
を
豊
か
に
積
ん
だ
我
々
の
世
紀

が
そ
の
知
識
の
な
か
か
ら
驚
く
べ
き
証
拠
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
人
物
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
一
方
は
国
民
の
望
み
と

国
王
か
ら
の
指
名
に
よ
っ
て
王
座
へ
と
招
か
れ
、
他
方
は
自
分
自
身

の
意
志
と
恐
怖
に
よ
り
力
づ
く
で
椀
ぎ
取
ら
れ
た
同
意
の
み
に
支
え

(7
) 

ら
れ
、
自
ら
そ
こ
に
登
り
つ
め
た
人
間
で
あ
る
。
前
者
は
自
信
に
満

ち
溢
れ
穏
や
か
で
あ
り
、
過
去
と
い
う
味
方
を
有
し
て
い
る
。
彼
は

自
分
を
受
け
容
れ
た
先
代
の
養
父
た
ち
の
栄
光
に
も
ひ
る
む
こ
と
な

く
、
自
分
自
身
の
栄
光
で
そ
れ
を
さ
ら
に
高
め
て
ゆ
く
。
後
者
は
不

安
と
苦
悩
に
苛
ま
れ
、
彼
が
横
奪
し
た
数
々
の
権
利
を
、
誰
も
が
そ

れ
を
認
識
す
る
よ
う
に
強
い
て
い
な
が
ら
自
ら
信
じ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
非
合
法
性
が
彼
を
亡
霊
の
ご
と
く
追
い
回
す
。
豪
者
を
誇
示

し
勝
利
す
る
こ
と
に
逃
げ
道
を
探
す
が
そ
れ
も
虚
し
い
。
幽
霊
は
壮

麗
さ
の
最
中
に
も
戦
場
に
あ
っ
て
も
彼
に
つ
き
ま
と
う
。
彼
は
法
律

を
公
布
し
、
そ
し
て
改
変
す
る
。
憲
法
を
制
定
し
、
探
欄
す
る
。
帝

国
を
築
き
、
転
覆
さ
せ
る
。
彼
は
自
分
の
建
て
た
砂
上
の
楼
閣
に
決

し
て
満
足
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
基
礎
は
深
淵
へ
と
呑
み
込
ま
れ

て
消
え
失
せ
る
。
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内
政
も
外
交
も
含
め
た
す
べ
て
の
行
政
の
細
部
を
総
覧
す
れ
ば
、

我
々
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
纂
奪
の
欠
陥
と
君
主
政
の
利
点
と
の
相
違
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を
見
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。

国
王
は
自
ら
の
軍
隊
を
指
揮
す
る
必
要
を
持
た
な
い
。
彼
の
た
め

に
他
の
人
聞
が
戦
う
そ
の
か
た
わ
ら
で
、
平
和
を
尊
ぶ
美
徳
が
彼
自

身
を
国
民
の
よ
り
深
い
敬
愛
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
纂
奪
者
は
常

に
親
衛
隊
の
指
揮
官
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
自
ら
そ
の
偶
像

た
り
え
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
｜
｜
「
ギ
リ
シ
ア
の
諸
共

和
国
を
腐
敗
さ
せ
た
人
々
が
必
ず
し
も
暴
君
（
倦
主
）
と
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
諸
共
和
国
を
腐
敗
さ
せ
た
人
々
が
軍
事

*(
8
) 

技
術
よ
り
も
雄
弁
術
に
専
念
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
。
だ
が

我
々
の
巨
大
な
共
同
体
に
お
い
て
雄
弁
さ
に
力
は
な
い
。
纂
奪
は
軍

事
力
の
ほ
か
に
支
え
を
持
た
な
い
。
実
現
の
た
め
ば
か
り
か
そ
の
維

持
に
も
こ
の
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

＊
『
法
の
精
神
』
〈
口H・
H・

そ
れ
ゆ
え
に
、
纂
奪
者
の
も
と
で
は
戦
争
が
止
む
こ
と
な
く
繰
り

返
さ
れ
続
け
る
の
だ
。
そ
れ
は
自
分
の
周
り
を
衛
兵
に
取
り
囲
ま
せ

る
た
め
の
口
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
衛
兵
た
ち
に
服
従
を
教
え
込

む
た
め
の
機
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
の
心
を
幻
惑
さ
せ
、
古
典
古

代
の
威
光
を
征
服
の
そ
れ
で
補
う
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
纂
奪
は

我
々
を
戦
争
の
体
制
へ
と
引
き
ず
り
込
む
。
し
た
が
っ
て
こ
の
体
制

に
お
い
て
我
々
が
蒙
る
一
切
の
不
都
合
を
呼
び
込
む
の
だ
。

正
当
な
君
主
（
ロ
ロB
。
ロ
ω
『
a
g
o－b
m目
立5
0

）
の
栄
光
は
、
そ
れ

を
取
り
巻
く
他
の
栄
光
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
。
大
臣
ら
を
十
全
な

敬
意
と
と
も
に
遇
す
る
こ
と
が
彼
の
利
益
と
な
る
。
彼
に
は
危
倶
す

べ
き
競
争
な
ど
存
在
し
な
い
。
つ
い
先
ご
ろ
ま
で
道
具
た
る
臣
下
た

ち
と
同
等
か
そ
れ
よ
り
下
位
に
い
た
纂
奪
者
の
ほ
う
は
、
彼
ら
を
庇

め
て
自
分
の
競
争
相
手
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
じ

使
役
す
る
た
め
に
彼
ら
を
挫
く
の
だ
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
誇
り
高
い

魂
が
こ
こ
か
ら
遠
ざ
か
る
点
を
注
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
！
｜
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
魂
が
去
る
な
ら
ば
、
後
に
は
何
が
残
る
だ
ろ
う
？

へ
つ
ら
う
こ
と
を
し
り
な
が
ら
弁
護
を
せ
ぬ
人
間
、
誉
め
そ
や
し
て

あ
ざ
け
の
の
し

い
た
指
導
者
が
失
墜
す
れ
ば
こ
れ
を
瑚
り
罵
る
よ
う
な
人
間
ば
か
り

* だ
。

＊
こ
の
箇
所
は
ボ
ナ
バ
ル
ト
が
失
脚
す
る
六
ヶ
月
前
に
書
か
れ
た
。

こ
の
た
め
に
纂
奪
は
君
主
政
よ
り
も
高
く
つ
く
の
で
あ
る
。
ま
ず

は
腐
敗
す
る
に
任
せ
る
た
め
、
そ
れ
か
ら
こ
の
腐
敗
し
た
臣
下
た
ち

が
再
び
有
用
と
な
る
た
め
に
、
彼
ら
の
給
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
金
銭
が
世
論
と
名
誉
の
代
わ
り
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
こ
の
ど
こ
ま
で
も
堕
落
し
熱
に
浮
か
さ
れ
た
臣
下
た
ち
は
、
統

治
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
も
、
彼
ら
と
等
し
く
新
参
者

の
指
導
者
も
、
問
題
を
解
決
す
る
術
を
知
ら
な
い
。
暴
力
は
彼
ら
に

と
っ
て
あ
ま
り
に
簡
便
な
手
段
で
あ
る
た
め
、
困
難
に
遭
遇
す
る
た
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ぴ
、
そ
れ
が
不
可
欠
と
さ
え
思
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
意
図

は
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
無
知
の
ゆ
え
に
彼
ら
は
暴
君
と
な
る
だ
ろ

う
。
君
主
政
に
お
い
て
は
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
同
一
の
制
度
が
存

続
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
纂
奪
者
は
と
い
え
ば
、
ま
る
で
新
米

で
堪
え
性
の
な
い
労
働
者
が
自
分
の
道
具
を
壊
し
て
し
ま
う
か
の
よ

う
に
、
自
ら
制
定
し
た
法
律
を
何
度
も
廃
止
し
確
立
し
た
ば
か
り
の

手
続
を
蔑
ろ
に
す
る
者
ば
か
り
で
あ
る
。

世
襲
君
主
は
、
歴
史
あ
る
輝
か
し
い
貴
族
階
級
の
傍
ら
に
、
さ
ら

に
い
え
ば
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
君
主
自
身
が
、

彼
ら
同
様
に
豊
か
な
記
憶
を
湛
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

君
主
が
支
え
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
、
纂
奪
者
は
敵
の
姿
を
見
る
。
自

分
よ
り
も
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の
貴
族
が
彼
に
不
安
を
抱

か
せ
ず
に
は
い
な
い
。
自
ら
の
新
興
の
王
朝
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
、

彼
は
新
し
い
貴
族
階
級
を
創
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
世
襲
制
を
生
み
出
す
こ
と
は
可
能
だ
と
結
論
づ
け
る
た

め
に
既
存
の
世
襲
制
の
利
点
を
引
き
合
い
に
出
す
人
物
に
は
、
観
念

の
混
乱
が
起
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
貴
族
階
級
が
あ
る
一
人
の
人

間
と
そ
の
子
孫
た
ち
に
捧
げ
る
の
は
、
将
来
の
尊
敬
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
の
時
の
同
時
代
的
な
敬
意
を
も
差
し
出
す
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
最
後
の
点
こ
そ
最
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
時
す
で

に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
取
り
決
め
を

受
け
入
れ
る
こ
と
も
た
や
す
く
で
き
よ
う
。
だ
が
も
し
自
分
が
利
益

を
受
け
る
立
場
に
な
い
の
な
ら
、
こ
の
契
約
に
立
会
い
こ
れ
を
甘
受
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す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。

世
襲
制
は
素
朴
な
時
代
、
あ
る
い
は
征
服
の
世
紀
に
お
い
て
導
入

さ
れ
る
。
だ
が
文
明
の
た
だ
な
か
で
創
設
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
設
立
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。
す
べ
て
の
威
信
あ
る
制
度
は
、
決
し
て
意
志
の

産
物
な
ど
で
は
な
い
｜
｜
そ
れ
は
状
況
の
所
産
で
あ
る
。
ど
ん
な
土

地
で
も
幾
何
学
的
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
絵

画
の
よ
う
な
眺
め
や
効
果
を
生
み
出
す
の
は
自
然
だ
け
で
あ
る
。
人

が
確
立
し
よ
う
と
す
る
世
襲
制
も
、
も
し
い
か
な
る
敬
意
に
値
す
る

ほ
と
ん
ど
神
秘
的
な
伝
統
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
ば

想
像
力
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
熱
情
は
武
器
を
下
ろ
さ

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
眼
の
前
で
自
分
た
ち
を
犠
牲
に
し
て
唐
突

に
築
か
れ
た
不
平
等
に
対
し
、
い
っ
そ
う
の
苛
立
ち
を
覚
え
る
だ
ろ

う
。
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
上
院
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
時
に
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
世
論
全
体
に
反
対
の
声
が
広
が
っ
た
。
か
つ
て
の
貴
族

院
議
員
た
ち
は
参
加
を
拒
み
、
国
民
の
ほ
う
も
招
待
に
応
じ
た
人
々

* 

を
貴
族
と
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

＊
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
時
代
の
い
わ
ゆ
る
上
院
議
会
に
反
対
す
る
も
の
と
し

て
出
版
さ
れ
た
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
こ
の
種
の
制
度
に
お
け
る
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政
治
的
権
力
の
無
力
さ
を
示
す
目
覚
し
い
証
拠
と
い
え
よ
う
。
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・

そ
れ
で
も
新
た
な
貴
族
た
ち
は
創
出
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、

と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
階
級
全
体
の
栄
誉
が

彼
ら
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
団
体

と
構
成
員
と
が
同
時
に
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
名
誉
の
起

源
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？

同
種
の
議
論
は
、
君
主
国
に
お
い
て
国
民
を
擁
護
し
代
表
す
る
議

会
に
関
し
て
も
や
は
り
適
用
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
王
は
議
会
の
中

に
あ
っ
て
な
お
敬
う
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
彼
が
単
な
る
一
個
人
で
は
な
い
た
め
に
他
な
ら

な
い
。
彼
は
先
ん
じ
る
王
た
ち
の
長
い
歴
史
を
代
表
し
て
お
り
、
国

民
の
代
理
人
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
光
を
遮
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ

が
群
衆
か
ら
脱
け
出
し
た
ひ
と
り
の
人
間
で
は
あ
ま
り
に
器
量
が
媛

小
で
あ
り
、
こ
の
対
照
性
を
維
持
し
続
け
る
た
め
に
は
自
ら
恐
怖
の

対
象
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
国
民
の
代
表
た
ち
も
、
纂
奪
者
の
も
と

で
は
、
彼
の
上
位
に
立
た
ぬ
よ
う
そ
の
奴
隷
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
一
切
の
政
治
的
な
災
禍
の
う
ち
で
最
も
お
ぞ
ま
し
い
の

は
、
た
だ
独
り
の
人
間
の
道
具
に
堕
し
た
議
会
で
あ
る
。
議
会
が
国

民
の
願
い
の
自
由
な
解
釈
者
と
自
称
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
物

が
自
ら
の
道
具
に
望
め
と
命
じ
た
も
の
を
望
む
の
に
、
あ
え
て
彼
の

名
を
持
ち
出
す
者
な
ど
誰
一
人
い
な
い
だ
ろ
う
。
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の

元
老
院
を
、
ヘ
ン
リ
l

八
世
の
議
会
を
想
像
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

貴
族
階
級
に
つ
い
て
私
が
述
べ
た
こ
と
は
、
土
地
所
有
に
も
等
し

く
当
て
般
ま
る
。
古
く
か
ら
の
地
主
た
ち
は
正
当
な
君
主
に
と
っ
て

自
然
な
支
え
で
あ
る
ー
ー
だ
が
纂
奪
者
に
と
っ
て
は
生
ま
れ
な
が
ら

の
敵
と
な
る
。
さ
て
、
あ
る
政
府
が
平
和
的
で
あ
る
た
め
に
は
権
力

と
財
産
と
が
一
致
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
は
す
で

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
も
し
こ
れ
ら
を
分
か
つ
な
ら
ば

闘
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
果
て
に
は
財
産
が
破
壊
さ
れ
る
か
政

府
が
転
覆
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
と
な
ろ
う
。

実
際
、
新
た
な
貴
族
を
生
む
よ
り
は
新
た
な
財
産
家
を
作
り
出
す

ほ
う
が
た
や
す
い
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
権
力
を
得
た

人
々
を
富
裕
に
す
る
の
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
富
を
持
つ
人
間
へ
権

力
を
与
え
る
の
と
同
じ
こ
と
と
は
言
え
な
い
。
富
に
は
遡
及
効
果
が

な
い
の
で
あ
る
。
唐
突
に
あ
る
人
物
に
授
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、
富

は
彼
に
対
し
、
そ
の
境
遇
に
存
す
る
安
心
感
も
偏
狭
な
利
益
関
心
の

欠
如
も
、
ま
た
そ
の
主
た
る
利
点
を
な
し
て
い
る
充
実
し
た
教
育
も

与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
財
産
家
の
精
神
は
、
財
産
ほ
ど
す
ば
や

く
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
か
と
い
っ
て
、
特
権
階
級
を
構
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成
す
る
の
は
富
裕
層
で
あ
る
べ
き
だ
な
ど
と
灰
め
か
す
つ
も
り
は
毛

頭
な
い
！
あ
ら
ゆ
る
天
与
の
才
能
は
、
一
切
の
社
会
的
優
位
と
等

し
く
政
治
組
織
の
う
ち
に
自
ら
の
適
所
を
見
出
す
べ
き
で
あ
り
、
才

能
と
い
う
宝
は
確
か
に
富
裕
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
よ

く
秩
序
立
て
ら
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
、
才
能
が
所
有
へ
と
導
く
こ

と
だ
ろ
う
。
古
く
か
ら
の
資
産
家
階
級
が
新
た
な
構
成
員
を
受
け
容

れ
る
、
そ
れ
こ
そ
が
、
緩
や
か
で
漸
進
的
か
つ
常
に
部
分
的
な
変
化

が
則
る
べ
き
唯
一
の
道
程
な
の
で
あ
る
。
正
当
な
財
産
を
ゆ
っ
く
り

と
段
階
的
に
獲
得
し
て
い
く
こ
と
と
、
奪
わ
れ
た
財
産
の
暴
力
的
な

征
服
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
勤
勉
や
能
力
に

よ
っ
て
富
を
殖
や
す
者
は
、
獲
得
し
た
も
の
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
こ

と
を
学
ぶ
。
略
奪
で
富
を
得
た
人
間
は
、
自
分
の
奪
っ
た
も
の
よ
り

も
下
等
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

か
つ
て
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
、
我
々
が
富
裕
な
者
た
ち
に
よ
る
政

府
を
懐
か
し
む
の
を
耳
に
し
た
束
の
間
の
支
配
者
た
ち
は
、
よ
り
統

治
に
相
応
し
い
者
と
な
る
た
め
に
自
ら
財
産
家
と
な
ろ
う
と
幾
度
か

試
み
た
。
だ
が
彼
ら
が
自
ら
法
と
呼
ぶ
意
志
に
よ
っ
て
ひ
と
と
き
莫

大
な
財
産
を
手
に
入
れ
る
と
、
国
民
も
彼
ら
自
身
も
、
法
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
法
は
こ
れ
を
取
り
返
す
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
財
産
は
制
度
を
擁
護
す
る
か
わ
り

に
、
制
度
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
他

の
も
の
と
同
じ
く
、
富
に
お
い
て
も
時
を
補
う
も
の
は
何
も
な
い
の

だ
。
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さ
ら
に
い
え
ば
、

一
部
の
人
間
に
富
を
与
え
る
た
め
に
は
他
の

人
々
を
貧
窮
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
た
な
富
裕
層
を
創
出
す
る
な

ら
古
い
財
産
家
た
ち
か
ら
奪
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
い
な
る
纂
奪
は
、

自
衛
の
予
防
策
と
し
て
、
部
分
的
な
纂
奪
を
重
ね
て
周
囲
を
固
め
ざ

る
を
え
な
い
。
だ
が
一
つ
の
利
益
を
陣
営
に
取
り
込
む
ご
と
に
、
十

の
利
益
の
刃
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
も
等
し
く
単
独
の
人
間
に
帰
せ
ら
れ
た
権

力
だ
と
い
う
、
纂
奪
と
君
主
政
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
か
の
ご
と

き
偽
り
の
類
似
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
互
い
に
か
け
離
れ

た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
に
力
を
与
え
る
も
の
一
切
が
前
者

を
脅
か
す
。
君
主
政
に
お
い
て
団
結
と
調
和
と
安
寧
の
原
因
と
な
る

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
纂
奪
に
お
い
て
は
抵
抗
、
敵
意
、
そ
し
て
動
揺

の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
理
は
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
共
和
政
に
も
劣
ら
ぬ
強

さ
で
作
用
し
う
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
共
和
政
も
君
主
政
と
同

様
に
伝
統
お
よ
び
習
俗
慣
習
の
遺
産
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
纂
奪
の
み
が
、
こ
う
し
た
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
裸
に
さ
れ
て
、

そ
の
恥
辱
を
覆
い
隠
そ
う
と
、
引
き
剥
が
す
時
に
自
ら
千
切
っ
て
血

塗
れ
に
し
て
し
ま
う
ぼ
ろ
き
れ
を
求
め
、
剣
を
片
手
に
あ
ら
ゆ
る
土



地
を
嘆
ぎ
回
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て
は
、
あ
て
も
な
く
訪
僅
し
続
け
る
の
だ
。
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）
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版
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、
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付

さ
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こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
ス
ウ
ェ
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デ
ン
、
プ
ロ
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ン
、

オ
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ス
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リ
ア
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中
心
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な
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一
八
一
三
年
に
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成
さ
れ
た
第
六
連
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へ
の
言
及
と
な
っ
て
い
る
。

（4
）
こ
の
コ
ン
ス
タ
ン
の
手
に
な
る
シ
ラ

l

の
「
ヴ
ア
レ
ン
シ
ユ
タ

イ
ン
』
の
改
作
は
一
八

O
九
年
に
出
版
さ
れ
た

o
g
S
H
R
R

M
J
Sミ
た

S
S
S
R
H
S
ミ

S
S
F
h
v
誌
の
ぬ
忌
偽b
c
ミ
右
足
旬

『
－S
§
ふ
き
的
旬
足
、
目
付
同
窓
是
認
。

N
N尽
き
お
弘
、
民
的
誌
な
た
§
～
〈
喜
二
ゃ

な
柚
J
S
S
P思
ユ
ω
υ
』
・
』
・
同
M
m
ω岳
。
邑
・
同
∞S
・
以
下
の
全
集
に
も
収

録
さ
れ
て
い
る
。
。
S

句
、2
8

選
、
尽
な
旬
、
。

s
e
w
、s
h
h
N
I
N
－
－
『
ロ
窓
口
・

m
g
H
Z
O
B
3
2
・
H
m甲
山
田
町
・
冨

y

町
立
l
a
H
・

（5
）
呉
茂
一
訳
「
縛
ら
れ
た
プ
ロ
メ

l

テ
ウ
ス
』
岩
波
文
庫
、

七
四
年
、
一
一
頁
。

九

（6
）
こ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
八
一
二
年
に
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
で
発
し
た

言
葉
で
あ
る
。

（7
）
「
国
民
の
望
み
と
国
王
か
ら
の
指
名
に
よ
っ
て
王
座
へ
と
招
か

れ
」
た
方
は
ベ
ル
ナ
ド
ッ
ト
を
、
「
自
分
自
身
の
意
志
と
恐
怖
に
よ

り
力
づ
く
で
椀
ぎ
取
ら
れ
た
同
意
の
み
に
支
え
ら
れ
、
自
ら
そ
こ
に

登
り
つ
め
た
」
方
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
示
唆
し
て
い
る
。

（8
）
実
際
は
『
法
の
精
神
』
の
第
八
編
第
二
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

前
掲
訳
書
二
二
五
l

二
二
六
頁
を
参
照
。
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