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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
』
回

パンジヤマン・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田

藍置置

． 
コ
ン
ス
タ
ン

バ
ン
日
ン
ャ
マ
ン

七

第
二
部

纂
奪
に
つ
い
て

第
三
章

纂
奪
が
最
も
絶
対
的
な
専
制
政
治
に
も
ま
し
て

害
あ
る
も
の
と
な
る
観
点
に
つ
い
て

私
が
専
制
政
治
の
支
持
者
で
な
い
こ
と
は
確
言
し
よ
う
。
だ
が
も

し
纂
奪
と
強
固
な
暴
政
と
の
間
で
選
択
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

あ
る
い
は
後
者
の
ほ
う
が
好
ま
し
く
思
え
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。

専
制
政
治
は
あ
ら
ゆ
る
形
態

2
2
5
2）
の
自
由
を
駆
逐
す
る
。

纂
奪
は
、
自
分
が
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
転
覆
さ
せ

る
た
め
に
こ
れ
ら
の
〔
自
由
の
〕
外
装

Q
2
B
g）
を
必
要
と
す

る
。
し
か
し
そ
れ
ら
〔
自
由
の
外
装
〕
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
由
は

庇
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
公
共
精
神
の
存
在
自
体
は
危
険
だ
が
そ
の

堤堤

十
A
Y

4
4
・

十
Ar

i
A
1
 

恵剣
／ 
訳

装
い
だ
け
は
必
要
な
の
で
、
纂
奪
は
片
手
で
真
の
世
論
を
窒
息
さ
せ

よ
う
と
国
民
を
打
ち
、
さ
ら
に
偽
り
の
世
論
と
い
う
幻
影
を
押
し
付

け
る
た
め
に
、
も
う
一
方
の
手
で
再
び
彼
ら
を
叩
く
の
で
あ
る
。

失
脚
し
た
大
臣
た
ち
に
ス
ル
タ
l
ン
が
紐
を
送
り
つ
け
る
時
に
は
、

死
刑
執
行
人
ら
も
犠
牲
者
と
同
じ
よ
う
に
口
を
喋
む
。
纂
奪
者
が
無

実
の
人
間
を
追
放
す
る
時
、
彼
は
誹
誘
中
傷
を
命
じ
、
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
そ
れ
が
ま
る
で
国
民
全
体
の
判
断
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ

か
け
よ
う
と
す
る
。
臓
旧
主
は
議
論
を
禁
じ
服
従
の
み
を
求
め
る
が
、

纂
奪
者
は
賛
同
の
前
置
き
と
し
て
う
わ
べ
だ
け
の
審
理
を
命
じ
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
紛
い
物
の
自
由
は
、
無
秩
序
と
奴
隷
制
と
の
あ
ら
ゆ
る

害
悪
を
一
緒
く
た
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
同
意
の
徴
を
無
理
や
り
引
き

出
そ
う
と
す
る
暴
政
に
限
界
は
な
い
。
穏
和
な
人
々
は
無
関
心
で
あ
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る
と
し
て
、
活
発
な
人
々
は
危
険
な
存
在
と
し
て
迫
害
さ
れ
る
。
隷

従
に
は
休
息
が
な
く
、
興
奮
は
歓
喜
を
と
も
な
わ
な
い
。
こ
の
興
奮

と
道
徳
的
な
生
と
の
共
通
点
な
ど
、
役
に
立
つ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

恐
ろ
し
い
だ
け
の
あ
る
技
術
に
よ
っ
て
、
蘇
生
も
さ
せ
ぬ
ま
ま
死
体

に
引
き
起
こ
さ
れ
る
あ
の
不
気
味
な
痩
撃
と
生
理
的
な
生
命
活
動
と

の
類
似
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
賛
同
と
称
さ
れ
る
も
の
、
祝
調
、
単
調
な
賛
辞
、
習
慣

化
し
た
貢
物
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
同
じ
よ
う
な
人
々
が
ほ

と
ん
ど
同
じ
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
全
く
対
照
的
な
仕
方
で
振
り

（

2
）
 

ま
い
て
き
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
発
明
し
た
の
は
纂
奪
で
あ
っ
た
。

恐
怖
が
そ
こ
に
加
わ
り
、
恥
辱
を
誇
り
不
幸
に
感
謝
す
る
た
め
に
勇

気
の
あ
ら
ゆ
る
外
見
を
模
倣
す
る
。
な
ん
と
奇
妙
な
策
略
で
あ
ろ
う
、

誰
一
人
と
し
て
編
さ
れ
る
者
は
い
な
い
の
だ
！
誰
に
も
畏
敬
の
念

を
起
こ
さ
せ
ぬ
陳
腐
な
芝
居
、
と
う
の
昔
に
瑚
笑
の
的
と
な
っ
て
息

絶
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
！
だ
が
瑚
笑
は
何
も
か
も
を
攻
撃
し

な
が
ら
、
何
も
破
壊
し
な
い
。
み
な
明
り
に
よ
っ
て
自
立
の
名
誉
を

回
復
し
た
も
の
と
思
い
込
み
、
自
ら
の
行
い
を
発
言
で
否
定
し
、
発

言
を
行
動
で
た
や
す
く
裏
切
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
の
だ
。

政
府
が
高
圧
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
恐
怖
に
囚
わ
れ
た
市
民
た

ち
は
ま
す
ま
す
、
注
文
ど
お
り
の
熱
意
で
政
府
へ
の
賛
辞
を
表
そ
う

と
す
る
｜
｜
こ
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
が
あ
ろ
う
か
！
ご
覧
に
な
ら

法学研究82巻3号（2009

な
い
だ
ろ
う
か
、
震
え
る
手
で
人
々
が
署
名
し
た
台
帳
の
傍
ら
に
立

つ
密
告
者
と
兵
士
た
ち
の
姿
を
？
反
対
票
を
投
じ
る
人
間
は
反
逆

的
で
反
抗
的
だ
と
宣
言
す
る
あ
の
布
告
を
お
読
み
に
な
ら
な
か
っ
た

ろ
う
か
？
牢
獄
の
な
か
で
、
そ
し
て
恋
意
の
支
配
す
る
帝
国
に
お

い
て
国
民
を
尋
問
す
る
の
が
、
体
制
へ
の
反
対
者
た
ち
を
特
定
し
思

う
ま
ま
攻
撃
す
る
た
め
に
名
簿
を
要
求
す
る
こ
と
で
な
い
な
ら
、
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体
何
で
あ
ろ
う
？

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
纂
奪
者
は
こ
の
喝
采
と
演
説
と
を
記
録
す
る

｜
｜
後
世
が
、
彼
の
建
立
し
た
記
念
碑
に
よ
っ
て
彼
を
審
判
に
か
け

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
言
う
だ
ろ
う
、
国
民
の
か
く
も
下
劣
で

あ
っ
た
時
代
な
ら
ば
、
必
ず
や
そ
の
政
府
も
暴
君
的
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
、
と
。
ロ
ー
マ
は
マ
ル
ク
ス
H

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
前
で
は
へ

つ
ら
わ
な
か
っ
た
が
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
と
カ
ラ
カ
ラ
に
は
こ
ぞ
っ
て

頭
を
下
げ
た
の
だ
。

専
制
政
治
は
出
版
の
自
由
を
窒
息
さ
せ
る
が
、
纂
奪
は
そ
れ
を
猿

真
似
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
出
版
の
自
由
が
完
全
に
押
し
潰
さ
れ
て
い

る
時
、
世
論
は
眠
り
に
つ
い
て
い
る
が
踊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ

が
逆
に
買
収
さ
れ
た
作
家
た
ち
が
そ
の
役
割
を
奪
う
な
ら
、
彼
ら
は

ま
る
で
説
得
が
必
要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
を
交
わ
し
、
反
論
さ

れ
た
か
の
よ
う
に
激
昂
し
、
人
々
が
異
論
を
唱
え
う
る
か
の
ご
と
く

侮
辱
し
罵
る
。
彼
ら
の
不
条
理
な
中
傷
は
乱
暴
き
わ
ま
り
な
い
有
罪
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宣
告
を
導
き
、
残
酷
な
冷
笑
が
不
当
な
量
刑
の
前
触
れ
と
な
る
。
彼

ら
の
身
振
り
手
振
り
っ
き
の
証
明
が
犠
牲
者
た
ち
の
反
抗
を
我
々
に

信
じ
さ
せ
る
の
だ
ー
ー
さ
な
が
ら
、
野
蛮
人
が
自
分
た
ち
の
拷
問
す

る
捕
虜
達
の
周
り
で
踊
っ
て
い
る
の
を
遠
巻
き
に
挑
め
な
が
ら
、
彼

ら
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
苛
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
不
幸
な

人
々
を
相
手
に
戦
っ
て
い
る
の
だ
、
と
言
う
か
の
よ
う
に
。

一
言
で
云
え
ば
、
専
制
政
治
は
沈
黙
に
よ
っ
て
支
配
し
、
人
々
に

口
を
喋
む
権
利
を
残
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
だ
が
纂
奪
は
人
々
に
強

い
て
喋
ら
せ
る
。
思
想
の
奥
底
に
あ
る
聖
域
ま
で
彼
ら
を
追
い
駆
け
、

良
心
に
対
し
て
嘘
を
吐
か
せ
、
被
抑
圧
者
に
残
さ
れ
た
沈
黙
を
守
る

と
い
う
最
後
の
慰
め
さ
え
も
奪
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

あ
る
国
民
が
奴
隷
に
身
を
落
と
さ
ざ
る
を
え
な
い
な
が
ら
も
、
な

お
品
性
を
堕
落
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、
事
態
を
少
し
で
も
改
善
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
も
し
何
ら
か
の
幸
運
な
状
況
が
そ
の
可
能
性

を
覗
か
せ
た
な
ら
、
自
分
が
そ
れ
に
値
す
る
こ
と
を
示
す
の
だ
。
専

制
政
治
は
こ
の
機
会
を
人
類
に
許
し
て
い
る
。
フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
圧

制
も
ア
ル
バ
公
の
処
刑
も
高
潔
な
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
を
堕
落
さ
せ
は

し
な
か
っ
た
。
し
か
し
纂
奪
は
国
民
を
抑
圧
す
る
と
同
時
に
、
そ
の

品
位
を
引
き
下
げ
る
。
自
分
た
ち
の
尊
ぶ
も
の
を
踏
み
胸
り
、
軽
蔑

し
て
い
る
も
の
に
阿
り
、
自
分
自
身
を
蔑
む
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
る
。

そ
し
て
少
し
で
も
纂
奪
が
永
く
支
配
す
れ
ば
、
そ
の
崩
壊
の
あ
と
で

一
切
の
自
由
と
改
善
が
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
コ
モ
ド

ゥ
ス
は
打
ち
倒
さ
れ
た
。
だ
が
皇
帝
の
親
衛
隊
が
帝
国
を
競
売
に
か

け
、
国
民
は
そ
の
買
手
に
服
従
し
た
。

幾
世
紀
も
の
あ
い
だ
人
々
が
我
々
に
誉
め
そ
や
し
て
き
た
纂
奪
者

た
ち
の
こ
と
を
考
え
る
に
つ
け
、
私
が
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
の
は
唯

一
、
人
々
が
彼
ら
に
向
け
る
称
賛
だ
け
で
あ
る
。
カ
エ
サ
ル
、
そ
し

て
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
呼
ば
れ
た
か
の
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
は
こ
う

し
た
人
物
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
は
ロ

l
マ
に
お
い
て
卓
越
し

て
い
た
も
の
一
切
を
禁
止
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
続
い
て
高
貴
な
も

の
す
べ
て
を
堕
落
さ
せ
、
仕
上
げ
に
ウ
ィ
テ
ィ
リ
ウ
ス
、
ド
ミ
テ
イ

ア
ヌ
ス
、
ヘ
リ
オ
ガ
パ
ル
ス
、
そ
し
て
ヴ
ア
ン
ダ
ル
族
と
ゴ

l
ト
族

を
世
界
へ
の
遺
産
と
し
て
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

え
Y
え、

第
四
章

文
明
の
栄
え
る
我
々
の
時
代
に
お
い
て
は

纂
奪
の
存
続
し
え
ぬ
こ
と

こ
の
よ
う
な
纂
奪
の
絵
図
の
あ
と
で
は
、
そ
れ
が
今
日
に
お
い
て

征
服
の
体
制
に
負
け
ず
劣
ら
ぬ
時
代
錯
誤
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が

慰
め
と
な
ろ
う
。

共
和
政
は
、
各
市
民
ら
が
自
分
た
ち
の
権
利
に
つ
い
て
抱
く
深
い

感
情
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
由
の
享
受
が
人
間
に
も
た
ら
す
幸
福
、
理

性
、
静
穏
と
精
力
と
の
ゆ
え
に
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
君
主
政
は
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時
と
慣
習
、
そ
し
て
過
ぎ
去
っ
た
世
代
の
神
聖
さ
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
る
。
だ
が
纂
奪
は
纂
奪
者
個
人
が
握
る
覇
権
（
ω
ロ
司
芯
自
己
ぽ
）

に
よ
っ
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
人
類
の
歴
史
上
に
は
、
纂
奪
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必

要
な
覇
権
が
存
在
を
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
時
代
が
い
く
つ
か

見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ベ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
追

放
か
ら
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
に
よ
る
支
配
ま
で
の
一
時
期

で
あ
り
、
あ
る
い
は
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
の
失
墜
か
ら
内
乱
ま
で
と
い

う
ロ

l
マ
の
最
初
の
五
世
紀
間
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
で
は
、
あ
る
個
性
を
そ
な
え
た
人
々
が
群
を
抜
き
ん
出

て
位
を
昇
り
、
人
民
を
導
い
て
い
た
。
そ
れ
は
才
能
に
よ
る
輝
か
し

い
支
配
で
は
あ
っ
た
が
、
争
い
と
奪
取
の
対
象
と
な
る
は
か
な
い
統

治
で
も
あ
っ
た
。
ペ
リ
ク
レ
ス
は
一
度
な
ら
ず
支
配
権
が
自
分
の
手

を
離
れ
そ
う
に
な
る
の
を
目
に
し
な
が
ら
も
、
伝
染
病
に
倒
れ
た
が

ゆ
え
に
権
力
の
頂
点
で
死
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
、

ア
リ
ス
テ
イ
デ
ス
、
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
、
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
は
、
動

乱
ら
し
い
動
乱
も
な
い
ま
ま
に
権
力
を
掌
握
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
失

っ
た
。ロ

ー
マ
に
お
い
て
は
個
々
人
の
覇
権
の
不
在
が
よ
り
際
立
っ
て
い

る
。
五
世
紀
間
と
い
う
も
の
、
こ
の
共
和
国
の
偉
大
な
人
々
か
ら
な

る
巨
大
な
群
集
の
う
ち
に
、
彼
ら
を
長
期
に
わ
た
っ
て
支
配
し
た
よ

う
な
人
物
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

し
か
し
そ
れ
と
は
反
対
に
他
の
時
代
に
は
、
人
民
の
政
府
も
最
初

に
名
乗
り
出
た
個
人
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

才
覚
と
豪
胆
さ
に
溢
れ
る
十
人
の
野
心
家
た
ち
が
ロ

l
マ
共
和
国
の

人
民
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
虚
し
い
試
み
を
繰
り
返
し
た
。
カ
エ
サ
ル

が
王
座
へ
の
道
に
至
る
た
め
に
は
、
二
十
年
に
お
よ
ぶ
危
険
と
苦
役
、

そ
し
て
勝
利
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
座
に
昇
る
直
前
に
暗

殺
者
の
手
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
も
械
訟
の
影
に

身
を
隠
し
た
が
兵
士
た
ち
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
だ
が
彼
は
皇
帝

で
あ
り
、
十
四
年
も
の
間
君
臨
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
永
く
続
い
た
奮
闘
の
果
て
に
人
々
を
捉
え
る
倦
怠

ば
か
り
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文
明
の
歩
み
に
も
結

び
付
い
て
い
る
の
だ
。

人
類
が
い
ま
だ
無
知
と
粗
野
の
深
い
淵
に
沈
み
こ
み
、
ほ
と
ん
ど

一
切
の
道
徳
的
能
力
を
持
た
ず
、
同
様
に
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
知
識
を
、
し
た
が
っ
て
物
理
的
な
手
段
を
欠
い
て
い
る
時
に
は
、

特
別
優
れ
た
美
点
を
具
え
た
人
物
ば
か
り
か
偶
然
に
よ
っ
て
群
集
の

前
に
投
げ
出
さ
れ
た
よ
う
な
人
間
に
さ
え
、
諸
民
族
は
ま
る
で
家
畜

の
群
れ
の
よ
う
に
付
き
従
う
。
知
性
が
進
歩
を
遂
げ
る
に
応
じ
て
、

理
性
は
偶
然
の
正
当
性
に
疑
い
を
見
出
し
、
熟
慮
は
比
較
を
通
じ
て

い
か
な
る
排
他
的
な
優
位
と
も
対
立
す
る
平
等
性
を
個
々
人
の
あ
い
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だ
に
認
識
し
て
い
く
。

こ
れ
こ
そ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
し
て
彼
の
時
代
に
は
真
の
王

国
と
呼
ぴ
う
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
、
と
言
わ
し
め
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
う
続
け
た
｜
｜
「
才
あ
る
者
も
今
日
で
は

複
数
の
同
輩
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
指
揮
と
い
う
特
権
を
自
分
一
人

の
た
め
に
要
求
し
う
る
ほ
ど
他
の
人
間
よ
り
優
れ
た
美
徳
を
有
す
る

＊
 

者
な
ど
誰
も
い
な
い
」
。
こ
の
く
だ
り
は
、
ス
タ
ゲ
イ
ラ
の
哲
学
者

が
そ
れ
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
で
綴
っ
た
と
い
う
だ
け
に
、

ま
す
ま
す
睦
目
に
値
す
る
。

＊
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
」
〈
・

5
・

野
蛮
な
ベ
ル
シ
ャ
人
を
従
え
る
た
め
に
キ
ュ
ロ
ス
が
費
や
し
た
苦

役
と
才
覚
と
は
、
あ
る
い
は
十
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
小
さ

な
僧
主
が
自
分
の
纂
奪
し
た
権
力
を
保
持
す
る
の
に
必
要
と
し
た
も

の
よ
り
少
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
の
助
言
さ
え

も
が
こ
の
増
大
す
る
困
難
を
証
言
し
て
い
る
。

個
人
の
覇
権
に
障
害
を
設
け
る
の
は
、
必
ず
し
も
〔
知
識
の
〕
程

度
で
は
な
く
、
知
識
の
均
等
な
広
が
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
先
に
我
々
が
述
べ
た
点
｜
｜
各
時
代
は
自
分
の
代
表
者
と
し

て
奉
仕
す
る
人
物
を
待
ち
望
む
、
と
い
う
主
張
と
少
し
も
対
立
し
な

い
D

た
だ
、
す
べ
て
の
時
代
が
そ
う
し
た
人
物
を
見
出
す
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
文
明
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
れ
を
代
表
す
る

の
は
難
し
さ
を
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
十
年
前
の
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
前
述
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
や
ロ

l
マ
の
状
況
に
似
通
っ
て
い
た
。

等
し
並
み
に
開
明
さ
れ
た
人
々
が
か
く
も
多
く
存
在
し
て
い
た
た
め

に
、
何
人
た
り
と
も
自
ら
の
個
人
的
な
優
越
か
ら
排
他
的
な
統
治
権

を
導
き
出
す
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
同
様
に
我
々
の
苦

ぬ
き

難
に
お
け
る
最
初
の
十
年
間
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
擢
ん
で
た
地
位
に

つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

不
幸
に
も
、
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
は
常
に
、
あ
る
危
険
が
人

類
を
脅
か
そ
う
と
す
る
。
大
量
の
冷
え
た
液
体
が
沸
騰
し
た
液
体
に

注
が
れ
る
と
そ
の
熱
は
弱
ま
る
｜
｜
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
文
明
化

さ
れ
た
国
民
が
蛮
族
の
侵
略
を
う
け
る
と
、
あ
る
い
は
無
知
な
大
衆

が
そ
の
中
心
に
傾
れ
込
み
そ
の
運
命
を
握
る
と
、
そ
の
歩
み
は
止
み
、

文
明
は
後
退
り
を
始
め
る
の
だ
。

ギ
リ
シ
ア
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
影
響
の
浸
透
で
あ

っ
た
。
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
は
披
征
服
民
の
相
次
ぐ
併
合
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
全
ロ

l
マ
帝
国
に
と
っ
て
は
北
方
民
族
の
侵
入
が
こ
の
種
の

出
来
事
を
意
味
し
て
い
た
。
個
人
の
覇
権
、
し
た
が
っ
て
纂
奪
は
再

ぴ
可
能
性
を
取
り
戻
す
。
皇
帝
を
生
み
出
す
の
は
ほ
ぼ
い
つ
で
も
蛮

族
か
ら
な
る
軍
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
革
命
の
騒
擾
が
政
府
の
中
に
無
教
養
な
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ノ
、
ド
レ

階
級
を
呼
び
込
み
教
養
層
の
気
を
挫
い
た
。
そ
し
て
こ
の
新
し
き
蛮

族
の
侵
入
は
同
一
の
効
果
を
及
ぼ
し
た
が
、
そ
れ
が
大
し
た
持
続
性

を
持
た
ず
に
済
ん
だ
の
は
、
不
均
衡
が
さ
ほ
ど
激
し
く
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
我
々
の
う
ち
で
纂
奪
を
画
し
た
人
物
は
、
ひ
と
と
き
文

明
の
道
か
ら
逸
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
は
他
の
時
代
へ

と
、
よ
り
無
知
な
諸
民
族
へ
と
遡
っ
た
。
彼
は
そ
こ
に
お
い
て
自
ら

の
優
位
性
の
基
礎
を
築
い
た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
無
知
と

野
蛮
と
を
導
き
い
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
を
野
蛮
と
無
知
に
改
変
し
う
る
か
と
う
か
を
知
ろ
う
と
し
て

（

4
）
 

彼
は
人
々
を
ア
フ
リ
カ
へ
と
引
連
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
権
威

を
保
持
す
る
た
め
に
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
退
歩
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

か
つ
て
諸
国
民
は
あ
る
人
物
ら
の
た
め
に
自
ら
を
犠
牲
に
し
、
そ

こ
か
ら
栄
光
を
勝
ち
取
っ
た
。
我
々
の
時
代
に
お
い
て
そ
う
し
た
人

物
は
、
自
分
が
あ
た
か
も
国
民
の
利
益
と
善
の
た
め
に
の
み
行
動
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
装
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
時
に
彼
ら
は
自
分
た
ち

に
つ
い
て
、
自
分
た
ち
の
よ
う
な
存
在
に
対
す
る
人
々
の
義
務
に
つ

い
て
語
り
、
カ
ン
ピ
セ
ス
や
ク
セ
ル
ク
セ
ス
以
来
廃
れ
き
っ
て
い
た

体
系
を
魁
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
誰
も
彼
ら
の
言
う
ま
ま
に
応
え

る
こ
と
は
な
く
、
追
従
者
た
ち
に
さ
え
沈
黙
に
よ
っ
て
見
放
さ
れ
、

否
が
応
で
も
平
等
の
尊
重
と
い
う
偽
善
の
殻
に
閉
じ
篭
ら
ざ
る
を
え

、、、‘ハ
ν

宇
匂
しも

し
外
見
上
は
自
分
た
ち
を
抑
圧
し
て
い
る
纂
奪
者
た
ち
に
服
従

し
て
い
よ
う
と
も
、
こ
う
し
た
国
民
の
陰
に
潜
ん
だ
部
分
を
つ
ぶ
さ

に
眺
め
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
眼
が
あ
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
直
観

に
従
う
よ
う
に
し
て
、
纂
奪
者
の
倒
れ
る
未
来
の
瞬
間
へ
と
向
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
熱
狂
は
分
析
と
瑚
り

の
奇
妙
な
調
合
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
確
信
に
信
を
お
か
ず
、
喝
采

に
酔
っ
払
う
と
同
時
に
瑚
り
で
埋
め
合
わ
せ
を
し
よ
う
と
努
め
つ
つ
、

自
ら
そ
の
威
光
が
消
え
去
る
時
を
予
感
し
て
い
る
の
だ
。

現
代
に
お
け
る
征
服
の
体
制
お
よ
び
纂
奪
の
二
重
の
不
可
能
性
を
、

事
実
が
ど
の
程
度
証
明
し
て
い
る
か
ご
覧
に
な
り
た
い
だ
ろ
う
か
？

こ
の
六
カ
月
の
あ
い
だ
に
我
々
の
眼
の
前
で
次
々
と
折
り
重
な
る
よ

う
に
生
起
し
た
出
来
事
を
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。
征
服
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
広
範
な
領
土
に
わ
た
っ
て
纂
奪
を
打
ち
立
て
た
。
そ
し
て
決

し
て
そ
れ
を
承
認
せ
ぬ
こ
と
こ
そ
利
益
と
な
っ
た
は
ず
の
人
々
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
、
正
当
と
み
な
さ
れ
た
こ
の
纂
奪
は
、
自
ら
を
強
化

す
る
の
に
役
立
つ
す
べ
て
の
形
式
を
身
に
纏
う
こ
と
に
し
た
。
あ
る

時
は
国
民
を
脅
か
し
、
あ
る
時
は
阿
っ
た
。
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
強

大
な
軍
隊
、
精
神
を
舷
ま
す
論
弁
、
良
心
に
平
安
を
与
え
る
条
約
を

そ
れ
ぞ
れ
掻
き
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
纂
奪
が
か
せ
い
だ
数
年

と
い
う
時
間
は
、
す
で
に
そ
の
出
発
点
を
覆
い
隠
し
始
め
て
い
た
。
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打
倒
さ
れ
た
政
府
は
共
和
政
で
あ
れ
君
主
政
で
あ
れ
、
目
に
見
え
る

と
こ
ろ
で
は
希
望
ひ
と
つ
、
方
策
ひ
と
つ
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

だ
が
そ
れ
ら
は
人
々
の
心
の
中
で
生
き
続
け
て
い
た
の
だ
。
数
多
く

の
敗
戦
も
そ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
た
っ

た
一
つ
の
戦
い
が
勝
ち
取
ら
れ
る
や
否
や
、
纂
奪
は
自
分
が
至
る
と

こ
ろ
か
ら
崩
壊
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

今
と
な
っ
て
は
、
こ
の
纂
奪
が
か
つ
て
何
ら
の
抵
抗
も
な
く
支
配
し

て
い
た
国
々
に
旅
行
者
が
そ
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
さ
え
難
し
い
で

あ
ろ
う
。第

五
章

纂
奪
が
力
に
よ
っ
て
生
き
延
び
る
こ
と
は

可
能
で
は
な
い
の
か
？

し
か
し
纂
奪
が
力
に
よ
っ
て
永
ら
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
？
他
の
す
べ
て
の
政
府
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
に
で
き
る
牢
番

と
鉄
鎖
、
そ
し
て
兵
士
た
ち
を
手
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
？

持
続
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
ほ
か
に
必
要
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う

ミカ
？こ

う
し
た
議
論
は
、
纂
奪
が
王
座
を
占
め
片
手
に
黄
金
、
片
手
に

斧
を
構
え
て
い
た
頃
か
ら
驚
く
ほ
ど
多
様
な
仕
方
で
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
経
験
自
体
も
こ
の
主
張
に
有
利
な
証
言
を
す
る

か
の
よ
う
に
思
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
あ
え
て
こ
の
経
験

に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
れ
ら
の
兵
士
、
牢
番
、
鎖
は
、
正
当
な
政
府
に
と
っ
て
は
極
端

な
最
終
手
段
で
あ
る
が
、
纂
奪
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
至
る
と
こ
ろ

で
障
害
に
道
遇
す
る
ゆ
え
、
常
套
手
段
と
な
る
。
前
者
の
ご
と
き
政

府
は
臣
民
た
ち
に
対
し
絶
対
的
権
力
（
号
号
oZω
自
立
の
行
使
を

間
歌
的
に
危
機
的
状
況
で
し
か
感
じ
さ
せ
な
い
が
、
こ
の
横
暴
は
纂

奪
に
と
っ
て
常
態
で
あ
り
、
日
常
的
な
実
践
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
絶
対
的
権
力
の
理
論
が
作
家
や
雄
弁
家
た
ち
に
自
ら

を
思
弁
的
に
擁
護
さ
せ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
過
ち
を
犯
し
う
る

言
葉
が
そ
の
従
順
で
扱
い
や
す
い
助
手
と
な
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
か
し
絶
対
的
権
力
の
恒
常
的
な
行
使
は
今
日
に
お
い
て
は
不

可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
征
服
や
纂
奪
と
並
ぶ
、
第
三
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ

ズ
ム
な
の
だ
。

こ
の
主
張
を
い
ま
少
し
展
開
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
な
ぜ
人
々

は
我
々
の
世
代
が
こ
う
し
た
専
制
を
甘
受
す
る
と
考
え
た
の
か
、
と

問
お
う
。
そ
れ
は
こ
の
世
代
が
、
無
知
と
強
情
、
粗
野
と
と
も
に
さ

ま
ざ
ま
な
形
態
の
｜
｜
す
で
に
不
可
能
と
な
っ
た
は
ず
の
｜
｜
自
由

を
与
え
ら
れ
、
然
る
の
ち
自
由
の
名
に
お
い
て
、
歴
史
が
そ
の
記
憶

を
伝
え
て
い
る
他
の
い
か
な
る
専
制
よ
り
も
恐
る
べ
き
暴
政
を
見
せ

（

5
）
 

つ
け
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
代
が
自
由
に
対
し
、

自
分
た
ち
を
最
も
卑
し
む
べ
き
隷
従
へ
と
突
き
落
と
し
た
絶
対
的
な
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恐
怖
を
抱
い
た
と
し
て
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
専
制
政
治
は
幸
い
に
も
、
そ
し
て
む
し
ろ
感
謝
さ
れ
る
べ
き

こ
と
に
、
我
々
を
こ
の
恥
ず
べ
き
過
ち
か
ら
癒
す
た
め
に
最
良
の
処

置
を
施
し
た
。
と
も
か
く
も
、
不
条
理
に
も
自
由
と
称
さ
れ
て
い
た

代
物
と
同
じ
く
ら
い
の
災
い
を
自
ら
が
も
た
ら
し
た
こ
と
を
、
さ
ま

ざ
ま
な
仕
方
で
、
一
切
の
偽
装
も
小
細
工
も
な
し
に
証
明
し
て
み
せ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
や
こ
の
論
点
に
関
し
て
何
ら
か
の

合
理
的
な
考
え
が
突
破
口
を
見
出
す
べ
き
時
が
来
た
の
だ
。

第
六
章

前
世
紀
末
に
お
い
て
人
々
に
示
さ
れ
た

（

6
）
 

種
類
の
自
由
に
つ
い
て

前
世
紀
の
終
わ
り
に
人
々
へ
提
示
さ
れ
た
自
由
は
、
古
代
の
共
和

政
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
代
物
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
古
代
人
の
好
戦

的
な
傾
向
の
原
因
と
し
て
本
書
の
第
一
部
で
明
ら
か
に
し
た
諸
状
況

は
、
も
は
や
我
々
に
は
不
可
能
な
類
の
自
由
を
可
能
に
す
る
際
に
も
、

少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
自
由
は
、
個
人
の
自
立
を
平
穏
無
事
に
享
受
す
る
こ
と
よ
り

も
む
し
ろ
集
合
的
権
力
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
意
味
し
て
い
た
。
そ

し
て
そ
の
参
加
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
享
受

の
大
部
分
を
市
民
ら
が
犠
牲
に
す
る
こ
と
さ
え
必
要
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
諸
国
民
が
到
達
し
た
当
代
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
犠
牲
を
要
求

す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
お
り
、
実
現
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ

る
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古
代
の
共
和
国
で
は
、
そ
の
領
土
の
小
さ
さ
ゆ
え
に
市
民
一
人
ひ

と
り
が
政
治
的
に
著
し
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
ポ
リ
ス
の
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
こ
そ
が
関
心
事
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の

人
の
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
。
全
市
民
が
法
の
制
定
に
参
与
し
、
判
決

を
宣
告
し
、
戦
争
と
平
和
の
決
定
を
下
し
て
い
た
。
国
民
主
権
に
対

し
て
個
人
が
果
た
す
役
割
は
現
在
の
ご
と
き
抽
象
的
想
定
で
は
な
か

っ
た
｜
｜
各
人
の
意
志
は
現
実
の
影
響
力
を
具
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
志
を
実
行
に
移
す
こ
と
は
一
つ
の
強
い
喜
び
で
あ
り
、
繰
り

返
し
享
受
さ
れ
た
。
こ
の
ゆ
え
に
、
古
代
人
た
ち
は
自
ら
の
政
治
的

影
響
力
と
国
家
行
政
に
お
け
る
役
割
を
保
持
す
る
た
め
に
、
す
す
ん

で
そ
の
私
的
な
自
立
性
を
投
げ
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
放
棄
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
国
民
に

い
っ
そ
う
広
範
囲
に
わ
た
る
政
治
的
権
利
を
与
え
る
に
は
、
つ
ま
り

各
市
民
に
主
権
の
一
端
を
担
わ
せ
る
た
め
に
は
、
平
等
を
保
ち
財
産

の
増
大
を
妨
げ
る
よ
う
な
諸
制
度
が
他
者
に
擢
ん
で
る
こ
と
を
禁
じ
、

富
と
才
能
、
時
に
は
美
徳
の
影
響
に
さ
え
も
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら

＊
 

な
い
か
ら
だ
。
だ
が
一
切
の
こ
う
し
た
制
度
は
自
由
を
制
限
し
、
個

人
の
安
全
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
陶
片
追
放
、
撤
横
追
放
、
土
地
均
分
法
、
検
閲
、
等
々
、
等
々
。
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ま
た
一
方
、
我
々
が
市
民
的
自
由
（
E
Z
2
b
巳
i
r）
と
名
づ
け

る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
古
代
人
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
の
共
和
国
は
み
な
、
よ
し
ア
テ
ナ
イ
を
例
外
と
す
る
に
せ

よ
、
諸
個
人
を
ほ
ぼ
無
際
限
の
社
会
的
権
限
に
服
従
さ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
同
様
の
束
縛
は
全
盛
期
の
ロ

l
マ
を
も
特

徴
づ
け
て
い
た
。
市
民
は
自
ら
が
帰
属
す
る
国
家
の
一
種
の
奴
隷
と

な
り
、
立
法
者
や
主
権
者
の
決
定
に
そ
の
身
を
捧
げ
つ
く
し
た
。
彼

は
そ
う
し
た
人
々
に
自
ら
の
行
為
す
べ
て
を
監
視
し
そ
の
意
志
を
強

制
す
る
権
利
を
許
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
順
番
さ
え
巡
っ
て
く
れ
ば

彼
自
身
が
こ
の
立
法
者
、
主
権
者
た
り
う
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
市
民

一
人
ひ
と
り
が
権
力
者
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
小
規
模
な
国
家
に

お
け
る
投
票
権
の
対
価
に
誇
り
を
持
ち
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
自
分
自
身
の
価
値
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
が
彼
に
と
っ
て
は

十
分
な
埋
め
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

十
よ
り
詳
し
い
証
拠
と
し
て
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
『
公
共
の
制
度
に
関
す

る
報
告
書
」
（

hhss．ミ
2
ミ
ミ
ミ
位
、
号
泣
き
h
v
S
R
Q義
）
、
お
よ
び

シ
ス
モ
ン
ド
H
シ
ス
モ
ン
デ
イ
の
『
イ
タ
リ
ア
共
和
政
史
』
（
匂
ゃ

な
守
向
島
崎
同

esNS義
的
同
宮
町
内
お
お
な
）
宅
一

ω斗
。
を
参
照
。
著
者
の

際
立
っ
た
才
能
と
等
し
く
高
貴
な
品
格
を
そ
な
え
た
こ
の
書
物
を
引

用
で
き
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る
。

±
近
代
の
改
革
者
た
ち
が
模
範
と
す
る
の
を
あ
え
て
避
け
た
の
が
ア
テ

ナ
イ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
は
ず
い
ぶ
ん
と
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

ア
テ
ナ
イ
が
あ
ま
り
に
我
々
に
似
す
ぎ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
そ
の

理
由
な
の
だ
。
彼
ら
は
よ
り
多
く
の
利
点
を
引
き
出
す
た
め
に
、
よ

り
い
っ
そ
う
の
相
違
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
人
た
ち
の
実

に
近
代
的
な
性
格
に
つ
い
て
得
心
し
た
い
と
望
む
読
者
は
、
何
よ
り

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

近
代
の
諸
国
家
に
お
い
て
そ
の
様
相
は
一
変
す
る
。
領
土
は
古
代

共
和
国
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
広
が
り
、
そ
の
結
果
住
民
の
大
部
分

は
、
い
か
な
る
形
態
に
せ
よ
彼
ら
の
受
け
容
れ
て
い
る
政
府
に
対
し

何
ら
の
積
極
的
な
役
割
も
担
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
せ
い
ぜ
い
代
表

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
虚
構
の
手
段
に
よ
っ
て
主
権
の
行
使
に
関
与
す

る
よ
う
求
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

古
代
人
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
自
由
の
利
点

と
は
、
実
際
に
統
治
者
の
一
員
と
な
る
こ
と
に
あ
る
。
陶
酔
さ
せ
る

よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
確
固
と
し
た
喜
び
と
い
う
、
現
実
の
利
益
だ
。

近
代
人
の
間
で
自
由
が
人
々
に
提
供
す
る
利
点
は
、
代
表
さ
れ
、
ま

た
自
分
の
選
択
を
通
じ
て
こ
の
代
表
の
過
程
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
確
か
に
利
益
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
一
個
の
保
証
だ
か

ら
だ
。
だ
が
直
接
に
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
喜
び
に
は
い
く
ぶ
ん
力

強
さ
が
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
権
力
の
喜
び
も
享
受
も

な
い
｜
｜
内
省
的
な
快
楽
で
あ
る
。
古
代
人
た
ち
の
そ
れ
は
活
動
と

105 



法学研究82巻3号（2009:3) 

し
て
の
喜
び
だ
っ
た
。
前
者
の
ほ
う
が
魅
力
薄
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
そ
の
獲
得
と
保
持
を
理
由
に
し
て
人
々
に
同
じ
だ
け
の
犠

牲
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
時
に
、
こ
の
犠
牲
は
よ
り
多
く
の
苦
痛
を
と
も
な
う
こ
と
と
な

る
だ
ろ
う
。
文
明
の
進
歩
、
時
代
の
商
業
的
傾
向
、
諸
国
民
間
の
交

流
は
、
個
々
人
の
幸
福
に
い
た
る
手
段
を
無
限
な
ま
で
に
増
大
さ
せ

多
様
化
さ
せ
た
。
幸
福
で
あ
る
た
め
に
人
々
が
望
む
の
は
、
彼
ら
の

仕
事
、
企
て
、
活
動
領
域
、
空
想
に
関
わ
る
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い

て
、
完
全
無
欠
の
自
立
性
の
う
ち
に
放
っ
て
お
か
れ
る
こ
と
だ
け
な

の
だ
。古

代
人
は
自
分
た
ち
の
公
的
存
在
に
よ
り
多
く
の
喜
び
を
見
出
し

て
い
た
し
、
私
的
な
存
在
と
し
て
は
さ
ほ
ど
の
も
の
を
感
じ
て
い
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
が
政
治
的
自
由
の
た
め
に
個
人
的
自
由

を
犠
牲
に
す
る
時
に
は
、
少
な
い
損
失
で
よ
り
大
事
な
も
の
を
手
に

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
人
の
喜
び
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
私
的

存
在
の
な
か
に
抱
懐
さ
れ
て
い
る
。
常
に
権
力
か
ら
排
除
さ
れ
る
圧

倒
的
多
数
者
は
、
必
然
的
に
ご
く
わ
ず
か
な
関
心
し
か
自
分
の
公
的

存
在
に
見
出
さ
な
い
。
ゆ
え
に
古
代
人
を
模
倣
す
る
と
き
、
近
代
人

は
よ
り
多
く
の
犠
牲
を
捧
げ
な
が
ら
よ
り
少
な
い
も
の
し
か
受
取
ら

な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
に
比
べ
、
社
会
的
関
係
性
は
は
る
か
に
複
雑
か
つ
広
範
に

な
っ
た
。
敵
同
士
と
思
わ
れ
る
集
団
で
さ
え
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
も
の
の
、
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
繋
が
り
に
よ
っ
て
結
び
付
け

ら
れ
て
い
る
。
財
産
は
人
間
の
存
立
基
盤
と
よ
り
緊
密
に
関
連
づ
け

ら
れ
、
そ
れ
〔
財
産
〕
へ
の
打
撃
は
よ
り
大
き
な
苦
痛
を
も
た
ら
す
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こ
と
に
な
る
。

我
々
は
、
知
識
に
お
い
て
獲
得
し
た
も
の
を
想
像
に
お
い
て
失
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
は
精
神
の
高
揚
を
長
続

き
さ
せ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
古
代
人
た
ち
は
道
徳
的
生
に
お
け

る
ま
っ
た
き
青
年
期
の
只
中
に
あ
っ
た
。
我
々
が
生
き
る
の
は
壮
年

期
、
も
し
か
す
る
と
老
年
期
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
ど
こ
に
行
く
に

も
、
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
何
ら
か
の
底
意
を
引
き
摺
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
情
熱
を
冷
ま
し
て
し
ま
う
。
熱
中
の
第
一
の
条
件
と
は
、
あ
ま

り
細
か
に
自
分
を
精
査
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
は
編
さ

れ
る
こ
と
に
、
何
よ
り
踊
さ
れ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
大
き
な

不
安
を
抱
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
も
っ
と
も
激
し
い
観
念
に
と
ら
わ

れ
て
い
る
と
き
で
さ
え
自
分
自
身
を
観
察
し
続
け
て
い
る
。
古
代
人

は
一
切
の
事
象
に
対
し
て
、
揺
る
が
ぬ
確
信
を
抱
い
て
い
た
。
我
々

は
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
に
つ
い
て
も
、
気
を
紛
ら
わ
せ
て
く
れ

る
か
と
虚
し
く
期
待
を
か
け
る
不
完
全
な
も
の
へ
の
、
あ
や
ふ
や
で

移
ろ
い
や
す
い
信
念
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
だ
。

幻
想
と
い
う
言
葉
が
い
か
な
る
古
代
語
に
も
存
在
し
な
い
の
は
、
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事
物
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
に
初
め
て
こ
の
単
語
が
生
み

出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

世
論
に
力
強
く
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
立
法
者
は
一
切

の
慣
習
の
転
覆
を
、
そ
の
試
み
に
い
た
る
ま
で
完
全
に
放
棄
せ
ね
ば

＊
 

な
ら
な
い
。
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
時
代
は
去
り
、
ヌ
マ
は
も
は
や
存
在

し
な
い
。

＊
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
述
べ
て
い
る
。
「
民
衆
政
体
の
も
と
に
生
活
し

て
い
た
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
家
た
ち
は
、
徳
の
力
以
外
に
は
こ
の
政
体

を
持
続
さ
せ
う
る
力
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
今
日
の
政
治
家
た
ち

が
わ
れ
わ
れ
に
語
る
こ
と
と
い
え
ば
、
手
工
製
造
業
や
商
業
や
財
政

や
富
、
さ
ら
に
は
者
修
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
」
『
法
の
精
神
』

E
、

3

〔
前
掲
訳
書
、
七
二
頁
〕
。
彼
は
こ
の
相
違
を
共
和
政
と
君
主
政

と
に
帰
し
て
い
る
ー
ー
だ
が
真
に
そ
の
因
を
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
、

古
代
と
近
代
と
の
対
立
す
る
精
神
で
あ
る
。
共
和
国
の
市
民
も
君
主

国
の
臣
民
も
、
誰
も
が
み
な
快
楽
を
求
め
、
社
会
の
現
状
に
お
い
て

は
そ
れ
を
欲
せ
ず
に
お
ら
れ
る
人
間
な
ど
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。

今
日
に
お
い
て
は
、
奴
隷
の
ご
と
き
人
民
か
ら
ス
パ
ル
タ
人
を
つ

く
り
出
す
ほ
う
が
、
自
由
〔
人
〕
に
よ
っ
て
ス
パ
ル
タ
人
を
形
成
す

る
よ
り
た
や
す
か
ろ
う
。
か
つ
て
自
由
が
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
で

は
、
人
々
も
窮
乏
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
今
や
困
窮
の

あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
人
々
が
こ
れ
を
甘
受
す
る
た
め
に
奴

隷
状
態
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。

近
代
で
は
、
も
っ
と
も
自
由
に
愛
着
を
持
つ
国
民
は
、
同
時
に
も

っ
と
も
快
楽
を
愛
す
る
国
民
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
何
よ
り
も
自
由
に

執
着
す
る
、
そ
こ
に
快
楽
の
保
証
を
見
出
す
に
充
分
な
ほ
ど
、
彼
ら

は
開
明
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

（1
）
紐
は
、
絞
首
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
絹
紐
を
意
味
す
る
。

（2
）
初
版
で
は
言
い
回
し
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
初
版
と
第
四
版

の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
初
版
一

λ
いが
ω
己
JMg弓
m

広島。ロ

向山口仲岱日
HMd『

mwロ件。。
02uo
匂円
A
m
H
O
ロ品
zoωω
ロの位。ロ《田口問》ゆロ℃－
0・。。
ω

包円。
ωωg
円

ω向田
Fb包。
P
丹江

σ
E
S。ロ。件。ロ
0・
s
z
d
g
E
g
－2

8
。向山口
g
L
g
B。
g
g
F。
自
由
g
匂
g
e
m
c
o口同州
WCM円
自
gcRω

－2
1
5
8吉
弘
2
・
＝
第
四
版
二
わ
が
ニ
ぜ
g
号
制
丘
。
ロ
内
山
口
ζ

片
岡

Mdゆロ件。。。
ω
同】吋血小
45ロ円四
coωωmwロの丘。ロ
ω・。。
ωω
色円。
ωωAWω
・。。
ω

同

b
E
a
s
z。ロ
ω
目。ロ。件。ロ
2
・可
F
E
E
Z
E巴
告
が

Z
E
g
－2

8
。門出口
g
L
g
s
h
M
B
a
g
s
s
g
官
。
島
問
5
E
W
同》
5
2
5
門官ロ
ω

－g
自の
B
g
B
o
g－
g
u円
B
2
5
2
－2
1
5
。
旬
。
。
忠
2
・3

（3
）
初
版
で
は
「
こ
の
よ
う
な
纂
奪
の
絵
図
」
（
g
g
z
g
c
号

円

g
c弓
巳
芯
ロ
）
が
「
こ
の
よ
う
な
纂
奪
の
正
確
な
絵
図
」
（

g

z
z
g口
出
品
。
宮
内
庁
可
g
c弓
巳
古
ロ
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
こ
こ
で
暗
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト

遠
征
と
そ
の
有
害
な
作
用
で
あ
る
。

（5
）
こ
の
箇
所
は
、
初
版
で
は
よ
り
冗
長
な
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
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ド
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監
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“Cette assertion surprendra peut-etre u
n
 

assez 
grand n

o
m
b
r
e
 de 

lecteurs. 
Je 

lui 
donnerai 

e
n
 

consequence quelques developpemens. Je dirai d’abord 

pourquoi I’o
n
 a

 pu
 croire 

que notre g
白
1eration

etait 

disposee a
 se resigner au despotisme. Je montrerai q

u
e
 

c’est parce q
u’o

n
 lui 

a
 offert avec ignorance, obstina-

tion, et rudesse ［…］．” 

c
~

） 
＊

船
長

d
糠
〈
掛
制
下

Je
縄纏：.＇：！＇

Hド
健
『
童
話
~
国
語
酎
纏
』

(Principes de ρ
olitique, 

pp. 
417-455) 

~
旧
制
品

J}ι
掛
川

J..lJ

Jν
：二時。

（的一

goshw
的網N∞駅宮糾逝’


