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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
』
出

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』比）

藍置盟

． 
コ
ン
ス
タ
ン

バ
ン
日
ン
ャ
マ
ン

第
二
部

纂
奪
に
つ
い
て

七第

二

章

人
間
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
恋
意
的

支
配
が
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

恋
意
的
支
配
は
、
そ
の
行
使
が
た
だ
一
人
の
名
に
お
い
て
で
あ
れ

全
体
の
名
の
下
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
人
間
を
平
安
と
幸
福
に
至

る
あ
ら
ゆ
る
道
程
ま
で
追
及
し
て
や
ま
な
い
。

怒
意
的
支
配
は
道
徳
を
滅
ぼ
す
、
な
ぜ
な
ら
安
全
な
し
に
は
い
か

な
る
道
徳
も
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
愛
着
の
対
象
が
そ
の
潔
白
を
守

り
と
し
て
隠
れ
家
に
身
を
休
め
る
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん

な
優
し
い
愛
情
も
あ
り
え
な
い
。
恋
意
的
支
配
が
疑
わ
し
い
人
物
を

臨
時
踏
な
し
に
攻
撃
す
る
と
き
、
迫
害
さ
れ
て
い
る
の
は
個
人
だ
け
で

堤堤

林林

恵剣
／ 
訳

は
な
く
、
こ
の
支
配
が
ま
ず
憤
怒
を
招
き
、
し
か
る
の
ち
堕
落
さ
せ

る
と
こ
ろ
の
国
民
全
体
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
い
つ
で
も
苦
悶
を
逃

れ
よ
う
と
す
る
。
愛
す
る
も
の
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
愛
す

る
の
を
や
め
る
か
守
る
か
の
ど
ち
ら
か
だ
。
デ
・
ポ
l
氏
が
述
べ
て

（

1
）
 

い
る
。
ペ
ス
ト
に
襲
わ
れ
た
村
に
お
い
て
風
紀
は
突
然
に
類
廃
す
る
、

そ
こ
で
は
死
に
か
け
た
者
た
ち
が
互
い
に
盗
み
合
う
の
だ
、
と
。
道

徳
に
と
っ
て
の
恋
意
的
支
配
と
は
身
体
に
と
っ
て
の
ペ
ス
ト
で
あ
る
。

誰
も
み
な
、
自
分
に
す
が
ろ
う
と
す
る
不
幸
な
仲
間
を
追
い
払
う
。

か
つ
て
の
生
活
に
お
け
る
繋
が
り
を
公
然
と
断
ち
切
る
。
身
を
守
る

た
め
に
孤
立
し
、
助
け
を
請
う
弱
さ
や
友
情
の
う
ち
に
も
自
分
の
安

全
に
対
す
る
障
碍
の
ほ
か
何
も
見
な
い
。
変
わ
ら
ぬ
価
値
を
保
っ
て

い
る
も
の
は
た
だ
一
つ
だ
け
｜
｜
そ
れ
は
世
論
で
は
な
い
、
強
者
の

栄
光
も
犠
牲
者
へ
の
敬
意
も
も
は
や
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
正
義
で
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も
な
い
、
法
は
無
視
さ
れ
形
式
は
探
聞
さ
れ
て
い
る
｜
｜
た
だ
一
つ

変
わ
ら
ぬ
も
の
、
そ
れ
は
富
だ
。
富
裕
は
暴
政
に
武
装
を
解
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
政
府
の
役
人
の
あ
る
者
た
ち
を
堕
落
さ
せ
、
禁
則

を
軽
く
さ
せ
、
逃
亡
を
容
易
に
し
、
絶
え
間
な
い
脅
し
に
晒
さ
れ
て

い
る
日
々
の
生
活
に
も
ち
ょ
っ
と
し
た
束
の
間
の
快
楽
を
ち
り
ば
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
は
享
楽
す
る
た
め
に
貯
え
、
避
け
が
た
い

危
険
を
忘
れ
る
た
め
に
享
楽
す
る
。
他
人
の
不
幸
に
は
冷
酷
さ
を
も

っ
て
、
自
分
自
身
の
そ
れ
に
は
無
頓
着
で
応
じ
る
。
祝
宴
の
か
た
わ

ら
で
血
が
流
れ
て
い
る
の
を
眺
め
遣
り
、
共
感
は
極
端
な
禁
欲
主
義

者
の
よ
う
に
押
し
殺
し
、
放
蕩
と
悦
楽
の
喜
び
に
溺
れ
る
の
だ
。

あ
る
国
民
が
次
々
と
続
く
圧
制
の
暴
挙
を
冷
淡
に
熟
視
す
る
時
、

牢
獄
が
溢
れ
か
え
り
国
外
追
放
の
令
状
が
増
え
て
い
く
さ
ま
を
不
平

も
言
わ
ず
に
眺
め
て
い
る
時
、
こ
の
よ
う
な
唾
棄
す
べ
き
事
例
を
目

の
前
に
し
て
、
廉
直
か
つ
高
潔
な
感
情
を
再
び
燃
え
上
が
ら
せ
る
た

め
に
は
月
並
み
な
文
句
で
十
分
だ
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？

人
々
は
父
親
の
ご
と
き
権
力
の
必
要
性
に
言
及
す
る
、
し
か
し
息
子

の
第
一
の
義
務
と
は
虐
げ
ら
れ
た
自
分
の
父
を
護
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
子
供
た
ち
の
聞
か
ら
父
親
を
奪
う
な
ら
、
そ
の
子
供
ら
に
臆

病
極
ま
り
な
い
沈
黙
を
強
い
る
の
な
ら
ば
、
格
率
や
法
典
、
朗
々
た

る
演
説
、
そ
し
て
法
律
の
果
実
は
ど
ん
な
も
の
と
な
ろ
う
？
人
々

は
結
婚
の
神
聖
さ
に
敬
意
を
表
す
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
密
や
か
な

告
発
や
た
だ
の
疑
惑
に
基
づ
き
公
安
と
称
さ
れ
る
手
段
に
よ
っ
て
、

夫
を
妻
か
ら
、
妻
を
夫
か
ら
引
き
剥
が
す
の
だ
！
政
治
権
力
の
思

う
ま
ま
に
夫
婦
の
愛
情
が
消
え
た
り
点
っ
た
り
す
る
と
で
も
思
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？
人
々
は
家
族
の
紳
も
褒
め
称
え
る
。
だ
が
家

族
間
の
繋
が
り
の
基
盤
は
個
人
的
自
由
で
あ
り
、
正
義
が
市
民
に
保

障
す
る
保
護
の
も
と
共
に
暮
ら
し
、
自
由
に
生
き
る
こ
と
に
根
ざ
す

希
望
な
の
で
あ
る
。
家
族
の
鮮
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

父
親
、
子
供
た
ち
、
夫
、
妻
、
友
人
、
恐
意
的
支
配
の
抑
圧
に
あ
っ

て
い
る
人
々
に
近
し
い
間
柄
の
者
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
な
支
配
に
服

従
な
ど
す
る
、
だ
ろ
う
か
？
人
々
は
信
用
に
つ
い
て
、
商
業
や
工
業

に
つ
い
て
語
る
、
だ
が
逮
捕
さ
れ
た
人
間
に
は
そ
の
財
産
を
自
分
の

財
産
の
基
盤
と
し
て
い
る
債
権
者
が
お
り
、
彼
の
事
業
に
利
害
関
係

を
持
つ
出
資
者
た
ち
が
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
人
間
を
拘
留
す
る
こ

と
の
影
響
は
、
た
だ
一
時
的
に
彼
の
自
由
を
喪
失
さ
せ
る
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
彼
の
投
機
の
中
断
、
も
し
か
し
た
ら
彼
の
破
滅
さ
え
も

150 

た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
影
響
は
利
害
関
係
の
あ
る
す
べ
て
の
事
業

者
に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
こ
の
影
響
は
す

べ
て
の
意
見
に
衝
撃
を
与
え
、
す
べ
て
の
安
寧
を
動
揺
さ
せ
る
だ
ろ

う
。
有
罪
で
あ
る
と
確
定
せ
ぬ
ま
ま
個
人
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
と

な
れ
ば
、
知
性
を
失
っ
て
お
ら
ぬ
者
は
誰
し
も
自
分
が
脅
か
さ
れ
て

い
る
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
も
ま
た
正
当
で
あ
る
。
な
ん
と



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』（七）

な
れ
ば
保
証
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
人
々
は
口
を
喋
む
、

恐
怖
に
囚
わ
れ
て
ー
ー
だ
が
す
べ
て
の
商
取
引
に
そ
の
影
響
は
濠
み

出
る
。
地
面
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
人
々
は
怯
え
ず
に
そ
の
う
え
を
歩

＊
 

む
こ
と
が
で
き
な
い
。

＊
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
犯
し
た
大
き
な
過
誤
の
う
ち
の
一
つ
は
、
か
つ
て

一
度
も
個
人
的
自
由
に
十
分
な
重
要
性
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

点
に
あ
る
。
恋
意
的
支
配
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
れ
ば
人
々
は
こ
れ
に

対
し
て
不
満
を
口
に
し
た
が
、
そ
れ
も
不
正
義
と
い
う
よ
り
は
過
ち
と

し
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
長
き
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
の
継
起
に

お
い
て
も
、
自
分
と
異
な
る
党
派
に
属
す
る
個
人
の
た
め
に
抗
議
す
る
、

と
い
う
さ
さ
や
か
な
功
績
を
あ
げ
た
人
物
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
私
は
あ
い
に
く
、
こ
れ
ま
で
に
次
の
点
を
指
摘
し
た
著

述
家
が
い
た
か
ど
う
か
を
知
ら
な
い
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
個
人
の

所
有
権
は
国
益
に
反
し
て
ま
で
も
力
強
く
擁
護
し
た
が
、
そ
れ
に
比
べ

て
個
人
の
自
由
を
扱
う
際
に
は
ひ
ど
く
熱
意
を
欠
い
て
い
た
｜
｜
あ
た

か
も
人
間
は
財
産
ほ
ど
神
聖
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
。
注
意
力
散
漫
で

エ
ゴ
イ
ス
ト
な
国
民
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
と
い
う
権
利
が
所
有

権
ほ
ど
手
厚
く
保
護
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
一
つ
単
純
な
理
由

が
あ
る
。
自
由
を
奪
わ
れ
た
人
間
は
こ
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
一

切
の
方
策
を
椀
が
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
所
有
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
た

人
間
に
は
そ
れ
を
要
求
す
る
だ
け
の
自
由
が
残
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
由
は
虐
げ
ら
れ
た
者
の
味
方
に
よ
っ
て
し
か
擁
護
さ
れ
え
な
い

が
、
所
有
権
は
抑
圧
を
蒙
っ
た
本
人
に
よ
っ
て
護
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

の
だ
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
訴
え
の
強
さ
が
ど
れ
だ
け
異
な

る
か
は
容
易
に
見
て
取
れ
よ
う
。

我
々
の
多
く
の
共
同
体
に
お
け
る
か
く
も
複
雑
な
結
び
つ
き
の
な

か
で
は
、
何
も
か
も
が
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。
副
次
的
と
称
さ
れ
る

類
の
不
正
義
は
、
公
共
の
不
幸
の
尽
き
ぬ
源
泉
で
あ
る
。
そ
れ
を
限

ら
れ
た
領
域
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は
権
力
に
も
で
き
な
い
。
不

正
を
隔
離
す
る
術
は
な
い
の
だ
。
た
だ
一
つ
の
野
蛮
な
法
に
よ
っ
て

立
法
全
体
の
性
格
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
か
た
わ
ら
に
一

つ
で
も
不
法
な
手
段
が
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
正
し
い
法
も
不
可
侵
で

あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
人
々
に
自
由
を
拒
み
な
が
ら
、

他
の
人
々
に
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
罪
を
認
め
て
い

な
い
人
々
に
対
す
る
過
酷
な
措
置
を
想
定
す
れ
ば
、
一
切
の
自
由
が

不
可
能
と
な
る
。
出
版
の
自
由
？
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
無
実
か
も

し
れ
な
い
犠
牲
者
に
有
利
な
ほ
う
へ
人
々
の
心
を
動
か
す
の
に
用
い

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
個
人
的
自
由
？
追
わ
れ
る
者
は
、
追
跡
の
手
か

ら
逃
れ
る
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
。
産
業
の
自
由
？
追

放
さ
れ
た
人
間
に
資
力
を
提
供
す
る
手
段
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
榔
を
依
め
、
ま
た
等
し
く
根
絶
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
人
間
は
正
義
を
う
ま
く
誤
魔
化
し
、
何
か
障

害
が
あ
っ
た
時
に
は
一
日
く
ら
い
こ
の
領
域
を
抜
け
出
し
、
そ
れ
か

ら
ま
た
秩
序
の
も
と
へ
復
帰
す
る
こ
と
を
望
む
。
彼
ら
は
規
則
に
よ
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る
保
証
と
例
外
の
成
功
と
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
自
然
は
そ
れ
に
逆
ら

、
？
ー
ー
そ
の
体
系
は
完
全
で
あ
り
規
則
的
で
あ
る
。
た
っ
た
一
つ
の

逸
脱
が
、
こ
の
体
系
を
崩
し
て
し
ま
う
の
だ
。
幾
何
学
の
計
算
に
お

い
て
は
、
一
桁
の
数
字
の
間
違
い
も
千
の
位
の
間
違
い
も
等
し
く
結

果
を
歪
め
て
し
ま
う
の
と
同
じ
よ
う
に
。

第
一
二
章

怒
意
的
支
配
が
知
的
発
展
に
及
ぼ
す
影
響

に
つ
い
て

人
聞
が
必
要
と
す
る
の
は
た
だ
安
寧
、
勤
労
、
家
庭
の
幸
福
や
私

的
な
美
徳
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
然
は
彼
に
、
い
っ
そ
う
高
貴
と
は

い
え
な
い
ま
で
も
、
輝
か
し
き
で
は
劣
ら
ぬ
能
力
を
も
与
え
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
は
他
の
ど
れ
に
も
ま
し
て
恋
意
的
支
配
に
よ

っ
て
脅
か
さ
れ
る
｜
｜
暴
政
も
は
じ
め
は
自
分
の
用
途
に
従
わ
せ
よ

う
と
試
み
る
が
、
抵
抗
に
あ
っ
て
苛
立
つ
と
、
最
後
に
は
こ
れ
を
窒

息
さ
せ
る
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
述
べ
て
い
る
。
「
野
蛮
に
は
二
種
類
あ
る
、

一
つ
は
啓
蒙
の
時
代
（
】

g
低
か
の
－

g
b己
包
芯
ω
）
に
先
立
ち
、
も
う

（

2
）
 

一
つ
は
そ
の
後
に
続
い
て
や
っ
て
く
る
」
。
比
較
す
れ
ば
前
者
の
ほ

う
が
ま
だ
し
も
望
ま
し
い
状
態
と
い
え
よ
う
。
だ
が
今
日
に
お
い
て

恋
意
的
支
配
が
諸
国
民
を
引
き
連
れ
て
い
く
の
は
後
者
の
方
角
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
野
蛮
ゆ
え
に
彼
ら
の
堕
落
も
い

っ
そ
う
速
ま
る
の
だ
。
人
々
の
品
位
を
庇
め
る
の
は
能
力
を
持
た
ぬ

こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
捨
て
去
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

こ
の
よ
う
な
国
民
を
仮
定
し
て
み
よ
う
。
教
養
深
く
、
勤
勉
に
何

世
代
も
積
み
重
ね
ら
れ
た
業
績
に
よ
っ
て
豊
か
さ
を
得
、
あ
ら
ゆ
る

領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
の
傑
作
を
掲
げ
て
お
り
、
学
問
と
芸
術
に
お
い
て

偉
大
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る

D

も
し
政
治
権
力
が
、
思
想
の
表
明
や

精
神
の
活
動
に
棚
を
蔽
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
民
も
か
つ
て
の
資
源

に
、
つ
ま
り
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
に
鎚
っ
て
し
ば
ら
く
は
生
き

延
び
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
思
想
に
お
い
て
は
何
も
革
新
さ

れ
ぬ
ま
ま
と
な
る
だ
ろ
う
。
新
た
な
も
の
を
生
み
出
し
て
い
た
原
理

も
干
乾
び
て
し
ま
う
。
数
年
間
、
虚
栄
が
知
識
へ
の
愛
の
代
わ
り
に

な
る
だ
ろ
う
。
論
弁
家
ら
は
、
か
つ
て
文
学
上
の
成
果
が
栄
光
と
敬

意
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
う
わ
べ
だ
け
は
こ
の

同
じ
領
域
の
作
品
に
寄
与
す
る
は
ず
だ
。
だ
が
そ
れ
は
著
述
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
善
に
対
し
、
著
述
で
戦
い
を
仕
掛
け
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
由
主
義
的
な
原
理
の
痕
跡
が
何
か
し
ら
残
っ

て
さ
え
い
れ
ば
、
文
学
の
な
か
に
は
運
動
の
契
機
が
、
こ
の
よ
う
な

著
作
と
原
理
に
対
抗
す
る
あ
る
種
の
闘
争
が
宿
り
う
る
。
し
か
し
そ

の
運
動
は
瓦
解
し
た
自
由
の
遺
産
と
な
ろ
う
。
最
後
の
面
影
、
最
後

の
伝
統
が
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
攻
撃
を
続
け
る
利
点
も
成

功
の
望
み
も
薄
れ
ゆ
き
、
日
々
無
意
味
さ
を
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
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る
。
す
べ
て
が
消
え
去
れ
ば
闘
い
は
終
わ
る
、
な
ぜ
な
ら
闘
争
者
た

ち
は
も
は
や
敵
の
姿
を
眼
に
せ
ず
、
勝
者
は
敗
者
と
同
じ
く
沈
黙
を

守
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
沈
黙
を
強
い
る
の
が
得
策
と
政
府
当
局
が
判

断
し
な
い
か
ど
う
か
な
ど
、
一
体
誰
が
知
ろ
う
？
消
滅
し
た
記
憶

を
呼
び
覚
ま
し
た
り
放
置
さ
れ
た
問
い
を
討
議
し
た
り
す
る
の
は
、

彼
ら
の
お
気
に
召
さ
ぬ
は
ず
だ
。
熱
狂
が
す
ぎ
る
手
下
に
は
、
か
つ

て
敵
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
人
類

の
利
益
に
つ
い
て
書
き
綴
る
こ
と
は
、
た
と
え
当
局
の
意
図
に
沿
う

も
の
で
あ
っ
て
も
禁
止
す
る
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
の
信
心
深
い
政
府

が
、
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
禁
じ
た

の
と
同
じ
よ
う
に
。
ど
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
人
間
の
精
神
が
発

揮
さ
れ
う
る
か
は
明
確
に
言
い
渡
さ
れ
る
。
当
局
の
意
に
適
っ
た
囲

い
の
中
で
な
ら
ど
ん
な
に
跳
ね
回
っ
て
も
よ
ろ
し
い
と
お
許
し
が
出

る
、
た
だ
し
服
従
の
姿
勢
と
と
も
に
、
だ
。
し
か
し
人
間
精
神
が
こ

の
囲
い
を
越
え
よ
う
も
の
な
ら
激
し
い
叱
責
が
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る

だ
ろ
、
？
ー
ー
も
し
そ
の
崇
高
な
起
源
を
捨
て
去
ら
ず
禁
じ
ら
れ
た
思

索
に
身
を
傾
け
る
な
ら
ー
ー
も
し
自
分
の
最
も
高
貴
な
目
標
は
、
く

だ
ら
ぬ
対
象
を
器
用
に
飾
り
立
て
る
こ
と
で
も
巧
妙
な
お
世
辞
を
捻

り
出
す
こ
と
で
も
ど
う
で
も
よ
い
問
題
に
つ
い
て
朗
々
た
る
雄
弁
を

揮
う
こ
と
で
も
な
く
、
天
と
そ
の
本
性
が
築
い
た
永
遠
の
法
廷
、
一

切
が
分
析
さ
れ
、
一
切
が
吟
味
さ
れ
、
一
切
が
終
局
的
に
裁
定
さ
れ

る
あ
の
法
廷
に
あ
る
の
だ
、
な
ど
と
考
え
つ
こ
う
も
の
な
ら
ば
。
こ

う
し
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
思
想
の
活
動
は
決
定
的
に
封
印
さ

れ
る
。
教
養
あ
る
世
代
は
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
く
。
続
く
世
代
は

知
的
営
為
の
う
ち
に
何
ら
の
利
点
も
見
出
さ
ず
、
危
険
さ
え
感
じ
て
、

背
を
向
け
て
遠
ざ
か
り
二
度
と
振
り
返
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

あ
な
た
が
た
は
虚
し
く
も
こ
う
仰
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
精
神

は
軽
妙
な
文
学
に
お
い
て
も
な
お
輝
き
う
る
、
精
密
な
自
然
科
学
に

も
力
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
芸
術
に
だ
っ
て
身
を
捧
げ
ら
れ
る
で

は
な
い
か
、
と
。
自
然
は
、
人
聞
を
造
っ
た
と
き
政
治
的
権
威
に
相

談
な
ど
し
な
か
っ
た
。
我
々
の
能
力
す
べ
て
が
互
い
に
親
密
な
関
係

を
結
び
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
束
縛
を
受
け
れ
ば
他
の
す
べ
て
が
影
響

を
蒙
ら
ず
に
は
い
な
い
よ
う
、
そ
れ
が
自
然
の
望
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
。

思
想
の
自
立
は
軽
め
の
文
学
や
科
学
、
芸
術
に
お
い
て
も
、
身
体
的

生
命
に
と
っ
て
の
空
気
と
等
し
く
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
精

神
に
尊
厳
を
思
い
出
さ
せ
力
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
重
要
な
問
題

に
は
取
り
組
ま
せ
ず
に
、
そ
の
活
動
を
与
え
ら
れ
た
主
題
だ
け
に
限

定
す
る
く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
空
気
ポ
ン
プ
の
も
と
で
人
を
働
か
せ
、

呼
吸
せ
ず
に
腕
と
脚
を
動
か
せ
と
い
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
し
て
束
縛
を
受
け
た
物
書
き
は
最
初
の
う
ち
は
賛
辞
を
綴
っ

て
い
る
が
、
だ
ん
だ
ん
と
称
賛
す
る
こ
と
さ
え
困
難
と
な
り
、
文
学

ア
グ
ロ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ

は
畢
寛
ア
ナ
グ
ラ
ム
と
折
り
句
の
暗
号
に
な
っ
て
終
わ
る
。
学
者
は
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も
は
や
過
去
の
発
見
の
保
管
者
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
知
識
も
鉄
鎖
に
繋

が
れ
た
両
手
の
狭
間
で
綻
び
朽
ち
て
ゆ
く
。
芸
術
家
た
ち
の
才
能
の

源
泉
は
、
自
由
の
み
が
培
う
こ
と
の
で
き
る
栄
光
へ
の
希
望
と
と
も

に
枯
渇
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
し
う
る
と
人
々
が
思
い

込
ん
で
い
た
諸
事
物
聞
に
存
在
す
る
神
秘
的
だ
が
疑
う
余
地
の
な
い

あ
る
繋
が
り
ゆ
え
に
、
人
間
の
魂
が
品
位
を
庇
め
ら
れ
れ
ば
、
芸
術

家
た
ち
は
人
間
の
姿
形
を
高
貴
な
仕
方
で
表
現
す
る
能
力
を
失
っ
て

し
ま
う
の
だ
。

な
お
こ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
。
や
が
て
商
業
、
そ
し
て
最
も
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
職
業
お
よ
び
仕
事
が
こ
の
ア
パ
シ

l
の
悪
影

響
を
露
に
す
る
。
商
業
も
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
活
動
の
動
機
と
は

な
り
え
な
い
。
人
は
個
人
的
利
益
の
作
用
を
過
大
視
し
す
ぎ
て
い
る
。

個
人
的
利
益
が
活
動
す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
存
在

が
必
要
で
あ
る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
締
め
付
け
ら
れ
萎
れ
さ
せ
て
し
ま

っ
た
人
間
は
、
た
と
え
利
益
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
さ
ほ
ど
長
く
活

発
で
い
ら
れ
な
い
。
あ
る
種
の
自
失
状
態
が
彼
を
覆
っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
あ
た
か
も
麻
埠
が
身
体
の
一
部
か
ら
他
の
部
分
へ
と
広
が
る

よ
う
に
、
こ
の
昏
迷
も
我
々
の
あ
る
能
力
か
ら
別
の
能
力
へ
と
伝
染

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

オ
ピ
ニ
オ
ン
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
利
益
は
、
自
分
自
身
の
欲
求
だ

け
に
限
定
さ
れ
て
お
り
快
楽
に
も
容
易
に
満
足
を
覚
え
る
。
今
こ
の

瞬
間
に
必
要
な
だ
け
は
働
く
が
、
未
来
の
た
め
に
何
か
準
備
す
る
こ

と
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
抹
殺
し
た
い
と
望
み
利
益

関
心
を
焚
付
け
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
政
府
は
、
二
重
の
、
そ
し
て

不
手
際
な
措
置
に
よ
っ
て
、
両
方
の
息
の
根
を
止
め
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
気
づ
く
の
だ
。

恋
意
的
支
配
の
下
で
も
絶
え
ぬ
利
益
が
、
お
そ
ら
く
一
つ
存
在
す

る
。
だ
が
そ
れ
は
人
間
を
仕
事
に
導
く
類
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
人
を
し
て
物
乞
い
さ
せ
、
略
奪
に
誘
い
、
権
力
の
思
顧
で
私
腹
を

肥
や
し
弱
者
か
ら
奪
い
取
る
よ
う
唆
す
。
こ
の
利
益
は
、
勤
勉
さ
を

旨
と
す
る
階
級
に
必
要
な
動
機
と
は
何
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
。
暴

君
の
周
囲
に
は
激
し
い
活
力
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
産
業
の
振
興

に
対
し
て
も
商
業
の
推
進
に
対
し
て
も
い
か
な
る
方
策
も
提
供
す
る

ま
い
。
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知
性
の
自
立
は
軍
事
的
な
成
功
に
さ
え
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
国
民

の
公
共
精
神
と
軍
隊
の
規
律
お
よ
び
勇
猛
心
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す

る
連
関
は
、
一
瞥
で
は
気
づ
か
れ
な
い
が
、
し
か
し
不
変
的
か
つ
必

然
的
な
繋
が
り
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
人
々
は
、
巧
み
に
操
る
術

さ
え
覚
え
れ
ば
よ
い
従
順
な
道
具
と
し
て
し
か
兵
士
た
ち
の
こ
と
を

見
ょ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
は
あ
る
面
で
は
正
し
す
ぎ
る
真
実
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
兵
士
ら
は
、
自
分
た
ち
の
後
ろ
に
何
ら
か
の

世
論
が
存
在
す
る
と
い
う
意
識
を
間
違
い
な
く
抱
い
て
い
る
。
こ
の
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意
識
は
、
彼
ら
自
身
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
ぬ
ま
に
兵
士
た
ち
を
動
か
し

て
お
り
、
こ
の
兵
ら
が
響
き
に
合
わ
せ
て
敵
に
突
進
す
る
時
の
あ
の

音
楽
に
も
似
て
い
る
。
そ
の
響
き
に
一
貫
し
た
継
続
的
な
注
意
を
向

け
る
者
は
一
人
も
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
も
が
心
を
動
か

さ
れ
、
勇
気
づ
け
ら
れ
、
突
き
動
か
さ
れ
る
。
フ
リ

l
ド
リ
ヒ
大
王

は
、
そ
の
軍
隊
と
と
も
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
公
共
精
神
を
も
っ
て
、
同

盟
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
撃
退
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
公
共
精
神
は
、

か
の
君
主
が
常
に
知
的
能
力
の
発
展
に
許
し
て
い
た
自
立
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
七
年
戦
争
の
あ
い
だ
に
彼
は
幾
度

も
敗
北
を
喫
し
た
。
首
都
は
陥
落
し
、
軍
隊
は
潰
走
し
た
。
だ
が
彼

と
そ
の
国
民
と
の
聞
に
は
、
彼
ら
を
結
ぶ
不
可
思
議
な
回
復
力
が
存

在
し
て
い
た
。
臣
民
の
願
い
が
護
り
手
た
ち
を
感
化
し
た
。
世
論
の

ム
l
ド
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
臣
民
は
彼
ら
を
支
援
し
、
励
ま
し
、

＊
 

そ
の
力
を
倍
増
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

＊
八
年
前
に
私
が
記
し
た
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
そ
の
時
以
来
、
真
の
原

理
が
収
め
た
確
定
的
な
勝
利
の
際
立
っ
た
証
を
示
し
て
く
れ
た
。
啓
蒙

さ
れ
た
国
民
の
道
徳
的
力
を
表
す
例
と
し
て
私
が
描
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン

は
、
突
知
と
し
て
そ
の
精
力
と
勇
猛
な
徳
を
失
っ
た
か
に
見
え
た
。
私

が
著
作
を
送
り
届
け
た
友
人
た
ち
は
、
イ
エ
ナ
の
戦
い
の
後
、
公
共
精

神
と
勝
利
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
尋
ね
て
き
た
。
だ
が
数
年

が
経
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
そ
の
失
墜
か
ら
再
び
立
ち
上
が
り
諸
国
列
強

の
第
一
線
に
並
ぶ
ま
で
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
未
来
の
世
代
か
ら
の
感
謝
、

人
類
の
す
べ
て
の
友
の
尊
敬
と
熱
烈
な
賛
辞
に
対
す
る
権
利
を
獲
得
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
あ
る
著
述
家
た
ち
の
集
団
か
ら
は
物
笑
い
の
種
と

し
か
思
わ
れ
ぬ
こ
と
を
何
行
か
綴
っ
て
い
て
も
、
私
に
は
自
分
を
偽

る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
。
彼
ら
は
、
人
類
の
政
府
に
は
道
徳
な

ど
か
け
ら
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
力
の
限
り
に
訴
え
る
。
持
て
る
能

力
の
す
べ
て
を
、
そ
う
し
た
能
力
の
無
益
と
無
力
と
を
証
明
す
る
の

に
用
い
る
。
そ
し
て
わ
ず
か
ば
か
り
の
非
常
に
単
純
な
要
素
で
社
会

状
態
を
構
成
し
て
み
せ
る
｜
｜
す
な
わ
ち
、
人
々
を
欺
く
偏
見
、
怖

れ
を
よ
ぶ
煩
悶
、
堕
落
さ
せ
る
渇
望
、
品
性
を
庇
め
る
軽
薄
き
、
支

配
し
操
る
た
め
の
専
断
、
わ
け
で
も
欠
か
せ
な
い
の
が
、
こ
の
恋
意

的
支
配
を
巧
み
に
利
用
す
る
た
め
の
実
利
的
な
知
識
と
厳
密
な
学
問

で
あ
る
。
こ
れ
が
四
十
世
紀
聞
に
も
及
ぶ
営
み
の
行
き
着
く
果
て
だ

と
は
、
私
に
は
ど
う
に
も
信
じ
ら
れ
な
い
の
だ
が
。

思
想
（
E
旬
。
白
m
w
b
o
）
こ
そ
は
す
べ
て
の
も
の
の
原
理
で
あ
る
。

産
業
に
も
兵
学
に
も
、
す
べ
て
の
学
問
、
す
べ
て
の
技
芸
に
そ
れ
は

適
用
さ
れ
、
進
歩
を
促
す
。
し
か
る
の
ち
こ
の
進
歩
を
分
析
し
な
が

ら
、
思
想
は
自
ら
の
地
平
を
広
げ
て
ゆ
く
。
も
し
恋
意
的
支
配
が
こ

れ
を
拘
束
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
は
い
く
ら

＋
m
T
 

か
の
健
全
さ
を
、
事
実
認
識
は
精
確
さ
を
、
科
学
は
そ
の
発
展
に
お
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け
る
活
発
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
失
い
、
兵
学
は
歩
み
を
遅
ら
せ
、
産
業

は
新
た
な
発
見
に
よ
っ
て
富
を
得
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

＊
パ
ロ

l
の
中
国
旅
行
〔
印
可
』
。
『
回
国
号

5
4『

wMzssr宮
町
、
町

S
F

F
。ロ品。
P
H∞
。
品
〕
は
、
支
配
的
権
威
に
よ
っ
て
無
気
力
に
追
い
込
ま

れ
た
国
民
が
、
他
の
す
べ
て
の
側
面
と
同
様
、
道
徳
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
存
在
と
成
り
果
て
る
か
を
証
明
す
る
の
に
有
益
で
あ
ろ
う
。

最
も
高
貴
な
部
分
に
攻
撃
を
受
け
た
人
間
存
在
は
、
す
ぐ
さ
ま
い

ち
ば
ん
遠
い
部
位
に
ま
で
毒
が
回
っ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
る
。
せ
い
ぜ

い
高
貴
さ
を
空
虚
な
自
由
に
閉
じ
込
め
る
か
、
無
用
な
見
栄
を
奪
う

だ
け
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
、
有
毒
な
武
器
が
そ
の
心
臓
を
一
突
き

に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

人
々
が
し
ば
し
ば
口
に
す
る
循
環
の
輪
の
こ
と
は
、
私
も
一
応
知

っ
て
い
る
。
人
間
精
神
は
そ
こ
を
巡
っ
て
お
り
、
循
環
は
避
け
が
た

い
運
命
に
よ
っ
て
開
明
の
次
に
は
無
知
で
文
明
に
続
い
て
野
蛮
へ

と
導
く
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
仕
組
み
に
と
っ
て
は
不
運

な
こ
と
に
、
暴
政
は
常
に
こ
れ
ら
の
時
代
の
聞
に
忍
び
込
ん
で
く
る

の
だ

l
lそ
う
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
革
命
が
包
含
す
る
何
事
か
の

ゆ
え
に
、
こ
の
侵
入
を
非
難
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
よ
う
な
仕
方
で
。

諸
国
民
の
歴
史
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
有
為
転
変
の
真
の
理
由
は
、

人
間
の
知
性
が
定
常
し
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
引
留
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
知
性
は
前
進
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が

引
留
め
れ
ば
後
退
し
て
し
ま
う
。
気
概
を
殺
ぐ
よ
う
な
こ
と
を
す
れ

け
だ
る

ば
、
ど
ん
な
対
象
に
も
気
怠
げ
に
し
か
働
か
な
く
な
る
。
人
々
は
言

う
、
知
性
は
自
己
の
本
来
あ
る
べ
き
領
域
か
ら
排
斥
さ
れ
た
こ
と
に

憤
慨
し
、
高
貴
な
自
殺
に
よ
っ
て
自
分
に
加
え
ら
れ
た
恥
辱
に
復
讐

し
よ
う
と
す
る
の
だ
、
と
。
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自
分
の
都
合
や
一
時
の
幻
想
に
ま
か
せ
て
諸
国
民
を
ま
ど
ろ
ま
せ

た
り
目
覚
め
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
権
威
の
権
力
に
も
許

さ
れ
て
い
な
い
。
生
は
、
誰
か
が
代
わ
る
代
わ
る
取
り
上
げ
た
り
返

し
た
り
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

も
し
も
政
府
が
、
束
縛
さ
れ
た
世
論
の
自
然
な
働
き
を
自
分
自
身

の
活
動
に
よ
っ
て
補
お
う
と
欲
す
る
な
ら
、
あ
た
か
も
限
ら
れ
た
空

間
の
な
か
で
繋
い
だ
ま
ま
の
馬
を
円
柱
の
あ
い
だ
に
後
ろ
足
で
立
た

せ
る
が
ご
と
き
困
難
な
仕
事
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
全
く
人
為
的
な
興
奮
と
い
う
も
の
は
持
続
さ
せ
る
の
に

高
い
代
価
を
要
求
す
る
。
各
々
の
人
間
は
自
由
で
あ
る
時
、
自
分
の

為
す
こ
と
、
語
る
こ
と
、
書
き
綴
る
こ
と
に
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
を

楽
し
ん
で
い
る
。
だ
が
国
民
の
大
多
数
が
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
観
客

の
役
回
り
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
こ
の
観
客
が
喝
采
す

る
た
め
、
あ
る
い
は
単
に
彼
ら
が
眼
を
向
け
る
た
め
に
で
も
、
見
物

の
支
配
人
は
ど
ん
で
ん
返
し
と
場
面
転
換
に
よ
っ
て
そ
の
好
奇
心
を

目
覚
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
紛
い
物
の
盛
況
は
実
態
と
い
う
よ
り
外
見
上
の
も

の
で
あ
る
。
一
切
が
動
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
命
令
と
脅
し
に
よ
っ

て
に
過
ぎ
な
い
。
何
も
か
も
が
容
易
く
運
ば
な
い
の
は
、
何
も
か
も

が
自
発
的
で
な
い
か
ら
だ
。
政
府
は
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
服
従
の
対
象
と
な
る
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
中
断
で
も
す
べ
て
の

歯
車
は
停
止
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
チ
ェ
ス
の
駒
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
権
力
の
手
が
そ
れ
を
動
か
す
。
ど
の
駒
も
抵
抗
し
な
い
。
だ

が
も
し
一
瞬
で
も
腕
が
止
ま
れ
ば
、
そ
れ
は
完
全
に
不
動
と
な
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
世
論
を
欠
い
た
国
民
の
麻
痔
状
態
は
必
ず
や
そ

の
政
府
に
ま
で
伝
染
す
る
で
あ
ろ
う
、
た
と
え
何
を
ど
う
し
よ
う
と

も
。
国
民
の
眼
を
覚
ま
さ
せ
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局

政
府
は
彼
ら
と
と
も
に
眠
り
込
む
。
し
た
が
っ
て
、
誰
も
が
沈
黙
し
、

衰
弱
し
、
退
歩
し
、
隷
属
化
し
た
思
想
を
持
っ
た
国
民
の
も
と
で
は

そ
う
し
て
一
人
残
ら
ず
堕
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
遅
か
れ
早
か
れ
こ

の
よ
う
な
帝
国
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
乾
い
た
砂
に
重
く
伸
し
掛
か
り

静
ま
り
返
っ
た
砂
漠
を
支
配
す
る
、
か
の
エ
ジ
プ
ト
の
平
野
の
ご
と

き
様
相
を
呈
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
我
々
が
描
き
出
し
た
歩

み
、
そ
れ
は
理
論
で
は
な
く
、
歴
史
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
帝
国
の
歴

史
、
ロ
ー
マ
の
後
継
と
し
て
膨
大
な
実
力
と
知
識
の
一
切
を
授
け
ら

れ
、
恋
意
的
な
権
力
を
そ
の
安
定
性
に
と
り
最
も
有
利
な
根
拠
の
す

べ
て
を
用
い
て
確
立
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
あ
ら
ゆ
る
専
断
は

衰
亡
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
定
め
に
し
た
が
っ
て
衰
退
し
滅
び
去
っ

た
、
か
の
帝
国
の
歴
史
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
、
自
然

と
運
命
の
恵
み
を
享
け
た
こ
の
国
の
歴
史
と
も
な
ろ
う
ー
ー
も
し
専

制
政
治
が
、
長
い
あ
い
だ
対
外
的
な
勝
利
の
虚
し
い
輝
き
で
偽
っ
て

＊
 

き
た
隠
然
た
る
抑
圧
に
固
執
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
。

＊
も
し
よ
り
多
く
の
証
拠
を
挙
げ
る
気
が
あ
れ
ば
、
私
は
こ
こ
で
も
中

国
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
ろ
う
。
こ
の
国
の
政
府
は
思
想
を
純

粋
な
道
具
に
変
じ
る
ほ
ど
の
支
配
に
成
功
し
た
。
学
問
は
命
令
に
基
き
、

政
府
の
指
導
と
統
制
に
従
つ
て
の
み
研
究
さ
れ
た
。
新
た
な
道
を
あ
え

て
切
り
拓
い
た
り
、
命
じ
ら
れ
た
見
解
の
方
向
性
か
ら
逸
れ
た
り
す
る

者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
中
国
は
、
数
で
は
中
国
人
に

劣
る
異
民
族
か
ら
の
侵
略
を
幾
度
も
繰
り
返
し
蒙
っ
て
い
た
。
精
神
の

発
展
を
滞
ら
せ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
自
身
と
彼
ら
の

政
府
と
を
守
る
の
に
役
立
っ
て
い
た
原
動
力
を
挫
く
こ
と
だ
っ
た
。
ベ

ン
サ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
無
名
の
民
の
首
長
た
ち
は
そ
の

狭
窄
で
臆
病
な
政
略
の
犠
牲
者
と
な
っ
て
果
て
る
の
が
常
で
あ
っ
た
、

と
高
ミ
湾
守
的
忌
h
h
h
号室
e
s
L戸
出
）
。
こ
れ
ら
幼
く
し
て
年
老

い
た
諸
国
民
は
、
支
配
し
や
す
い
よ
う
に
彼
ら
の
愚
か
さ
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
い
た
後
見
人
た
ち
の
支
配
下
で
、
最
初
に
訪
れ
た
侵
略
者
に
対

し
い
つ
で
も
安
価
な
生
費
を
提
供
し
た
の
だ
っ
た
。

最
後
の
考
察
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
、
こ
こ
に
も
そ
れ
な

り
の
重
要
性
は
あ
る
。
思
想
に
ま
で
手
を
掛
け
た
恋
意
的
支
配
は
、
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才
能
に
対
し
そ
の
最
も
美
し
い
舞
台
の
扉
を
閉
め
切
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
才
覚
あ
る
人
々
の
誕
生
を
妨
げ
る
術
ま
で
は
持
た
ぬ
以
上
、

彼
ら
の
活
動
は
必
ず
や
活
路
を
見
い
だ
す
。
果
た
し
て
何
が
起
き
る

だ
ろ
う
？
彼
ら
は
二
つ
の
集
団
に
分
か
た
れ
る
。
自
ら
の
本
来
の

使
命
に
忠
実
な
人
々
は
政
治
的
権
威
を
攻
撃
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

他
の
者
は
エ
ゴ
イ
ス
ム
に
身
を
投
じ
、
自
分
た
ち
に
残
さ
れ
た
唯
一

の
慰
め
と
し
て
、
快
楽
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
掻
き
集
め
る
の
に
そ
の

卓
越
し
た
能
力
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
暴
政
は
才
気

の
あ
る
人
聞
を
二
つ
に
分
か
つ
。
一
方
は
叛
徒
と
な
り
、
他
方
は
堕

落
す
る
。
彼
ら
は
罰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
も
避
け
が
た
い
罪

に
よ
っ
て
。
も
し
彼
ら
の
野
心
が
そ
の
高
潔
な
希
望
と
努
力
の
た
め

に
自
由
の
余
地
を
見
出
し
て
い
た
な
ら
、
前
者
は
な
お
平
和
的
で
あ

り
、
後
者
は
な
お
品
位
を
保
っ
た
だ
ろ
う
に
。
歩
み
を
進
め
る
権
利

を
持
っ
た
自
然
の
路
上
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
罪
深

い
道
を
あ
え
て
求
め
た
り
は
し
な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
私
は
彼
ら

が
そ
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
と
言
お
う
、
な
ん
と
な
れ
ば
顕
揚
、
名

声
、
栄
光
は
人
類
に
具
わ
っ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
。
誰
も
こ
う
し
た

も
の
を
同
胞
か
ら
正
当
に
奪
う
こ
と
は
で
き
ず
、
生
に
輝
き
を
与
え

る
も
の
を
引
き
剥
が
し
卑
し
め
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
の
だ
。

人
間
に
与
え
ら
れ
る
報
い
を
彼
自
身
を
も
超
え
た
と
こ
ろ
に
置
い

か
の
と
ら
え
が
た
い
栄
光
の
光
輝
（

g拝
。
出
m
B自。

た
こ
と
、

宮《同
A

山内宮町
m
m
E
O
《目。－
m
m宮
町
。
）
を
人
の
心
の
中
に
灯
し
た
こ
と

は
、
自
然
の
定
め
た
美
し
い
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
偉
大
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な
行
為
の
源
泉
と
な
り
一
切
の
悪
徳
を
斥
け
さ
せ
る
、
そ
し
て
ま
た

世
代
と
世
代
と
を
結
び
人
間
と
宇
宙
と
を
繋
ぐ
べ
き
高
貴
な
る
望
み

を
糧
と
し
て
、
蛮
野
な
欲
求
の
数
々
を
は
ね
つ
け
卑
し
い
快
楽
を
軽

蔑
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
輝
き
、
燃
焼
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
聖
な
る
炎
を
消
す
者
に
禍
あ
れ
か
し
！
彼
は
こ
の
世
に
お
い
て

悪
し
き
原
理
の
は
た
ら
き
を
担
う
。
彼
は
鋼
鉄
の
手
を
も
っ
て
我
々

の
額
を
地
へ
と
怖
か
せ
て
し
ま
う
｜
｜
頭
を
高
く
掲
げ
て
歩
み
、

星
々
を
挑
め
て
思
い
を
致
す
よ
う
天
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
は
ず
の

我
々
で
あ
る
の
に
。

第
一
三
章

恋
意
的
支
配
の
下
に
あ
る
宗
教
に
つ
い
て

人
は
言
う
だ
ろ
う
、
最
も
横
暴
な
統
治
形
態
の
も
と
で
さ
え
一
つ

の
避
難
所
が
人
間
に
は
残
さ
れ
て
い
る
と
ー
ー
ム
示
教
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
密
か
な
苦
悶
を
吐
き
出
し
、
最
後
の
希
望
を
託
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
い
か
な
る
権
戚
も
こ
の
隠
れ
家
ま
で
追
っ
て
来
ら
れ
る

ほ
ど
に
巧
妙
か
つ
鋭
敏
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で

（

3
）
 

も
暴
政
の
手
は
人
を
追
っ
て
こ
こ
ま
で
届
く
で
あ
ろ
う
。
政
府
に
と

っ
て
は
独
立
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
一
切
合
財
が
苛
立
た
し
い
の

だ
、
自
由
な
も
の
は
何
も
か
も
自
分
を
脅
か
す
が
ゆ
え
に
。
か
つ
て
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暴
政
は
宗
教
的
な
信
念
を
統
御
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
こ
か
ら
好
き

に
義
務
や
ら
罪
や
ら
を
こ
し
ら
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
今
日
で

は
経
験
か
ら
よ
く
学
ん
だ
結
果
、
も
は
や
宗
教
に
対
し
直
接
的
な
迫

害
を
指
揮
し
た
り
は
し
な
い
か
わ
り
、
こ
れ
を
庇
め
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。

時
に
暴
政
は
、
国
民
に
対
し
て
の
み
宗
教
を
必
要
な
も
の
と
し
て

奨
励
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
政
府
は
、
国
民
が
自
分
の
頭
上

の
趨
勢
を
不
謬
の
直
観
で
悟
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
上
位
に
立
つ

人
々
が
軽
蔑
す
る
も
の
に
敬
意
を
払
っ
た
り
せ
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
人

真
似
か
自
尊
心
か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
を
低
い
地
位
へ
と
お

し
ゃ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
十
二
分
に
意
識
し
て
い
る
。
ま
た

あ
る
時
に
は
宗
教
を
自
分
の
気
紛
れ
に
し
た
が
わ
せ
、
暴
政
は
そ
こ

か
ら
一
個
の
奴
隷
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
も
は
や
地
を
轟
か
し
改
め

る
た
め
に
天
か
ら
降
り
来
る
、
神
聖
な
力
で
は
な
い
。
従
順
な
従
者
、

臆
病
な
道
具
と
な
っ
て
宗
教
は
権
力
に
脆
き
、
そ
の
振
舞
を
伺
い
命

令
を
仰
ぎ
、
自
分
を
軽
蔑
す
る
相
手
に
へ
つ
ら
っ
て
、
諸
国
民
に
永

遠
の
真
理
を
説
く
時
に
も
権
威
の
意
向
に
従
う
ば
か
り
で
あ
る
。
聖

職
者
た
ち
は
鎖
に
繋
が
れ
た
祭
壇
の
下
で
改
賞
さ
れ
た
文
句
を
口
鑑

き
ゅ
う
り
ゅ
う

る
。
古
の
寄
蔭
を
勇
気
と
良
心
の
調
べ
で
鳴
り
響
か
せ
る
こ
と
な

ど
と
て
も
で
き
な
い
。
ボ
シ
ュ
エ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
の
権
力
者
に

向
か
っ
て
王
の
裁
き
手
た
る
厳
格
な
神
に
つ
い
て
講
ず
る
ど
こ
ろ
か
、

彼
ら
は
支
配
者
ら
の
軽
蔑
し
き
っ
た
視
線
の
な
か
に
、
ど
う
や
っ
て

彼
ら
の
神
に
つ
い
て
語
る
べ
き
か
を
怯
え
な
が
ら
探
る
の
が
せ
い
ぜ

い
な
の
だ
。
彼
ら
が
非
人
間
的
な
法
律
や
略
奪
者
の
命
令
を
宗
教
的

裁
可
に
よ
っ
て
支
持
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ま
だ
し
も
幸

い
だ
っ
た
も
の
を
！
鳴
呼
こ
の
恥
辱
！
平
和
な
宗
教
の
名
に
お

い
て
侵
略
と
虐
殺
を
命
じ
、
政
治
上
の
論
弁
で
聖
な
る
書
物
の
崇
高

を
穣
し
、
福
音
の
説
教
を
声
明
文
へ
と
歪
め
、
罪
の
勝
利
の
た
め
に

天
を
称
え
、
共
謀
を
吹
聴
し
て
神
の
意
志
を
冒
演
す
る
｜
｜
そ
れ
が

衆
目
の
ま
え
で
彼
ら
の
為
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
数
々
の
卑
屈
な
振
舞
が
彼
ら
を
侮
辱
か
ら
免
れ
さ
せ
た

な
ど
と
は
お
考
え
に
な
ら
ぬ
よ
う
。
留
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
ぬ
人
間

は
時
に
突
然
の
錯
乱
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
た
め
に
い
か
な

る
抵
抗
も
彼
に
理
性
を
取
り
戻
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
儀

式
の
な
か
に
ア
ヌ
ピ
ス
神
の
像
を
運
び
込
ま
せ
た
コ
モ
ド
ゥ
ス
は
、

突
如
こ
の
虚
像
を
梶
棒
に
変
え
、
彼
に
付
き
従
っ
て
い
た
エ
ジ
プ
ト

＊
 

の
神
宮
を
殴
り
倒
そ
う
と
思
い
つ
い
た
。
こ
の
象
徴
的
な
出
来
事
は
、

我
々
の
眼
下
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
l
上
思
議
し
て
い
る
も
の

を
虐
待
し
命
じ
た
ば
か
り
の
内
容
を
庇
め
る
こ
と
で
密
か
な
勝
利
を

味
わ
お
う
と
す
る
、
あ
の
尊
大
で
気
紛
れ
な
庇
護
者
の
姿
を
克
明
に

描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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宗
教
は
こ
れ
ほ
ど
の
堕
落
と
こ
れ
ほ
ど
の
陵
辱
に
耐
え
う
る
も
の

で
は
な
い
。
愛
想
を
つ
か
し
た
眼
は
そ
の
荘
厳
さ
か
ら
逸
れ
、
萎
れ

き
っ
た
魂
は
そ
の
希
望
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
。

次
の
点
を
認
め
ぬ
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
開
明
を
遂
げ
た
国
民
に

と
っ
て
は
、
暴
政
が
摂
理
の
実
在
に
対
す
る
最
も
強
力
な
反
論
と
な

る
の
だ
。
そ
れ
が
開
明
を
遂
げ
た
国
民
に
と
っ
て
の
こ
と
だ
と
言
う

の
は
、
未
だ
無
知
な
国
民
で
あ
れ
ば
宗
教
的
信
念
を
庇
め
ぬ
ま
ま
抑

圧
に
従
う
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る

D

し
か
し
一
度
で
も
人
間
の

精
神
が
合
理
的
思
考
の
道
に
踏
み
込
め
ば
、
そ
し
て
不
信
仰
が
生
を

享
け
た
な
ら
、
暴
政
の
光
景
は
こ
の
不
信
仰
が
主
張
す
る
こ
と
を
恐

る
べ
き
明
証
さ
で
基
礎
づ
け
る
よ
う
に
映
る
だ
ろ
う
。

不
信
心
は
人
間
に
語
っ
て
き
た
。
い
か
な
る
正
し
き
存
在
も
自
ら

の
運
命
に
心
を
配
る
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
そ
の
運
命
は
事
実
、
人

間
の
最
も
樺
猛
で
下
劣
な
気
紛
れ
の
ま
え
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
と
。
美
徳
の
報
い
、
罪
の
被
る
罰
、
叶
わ
な
か
っ
た
信
仰

の
約
束
、
そ
う
し
た
一
切
の
も
の
は
脆
弱
で
卑
屈
な
想
像
力
の
生
み

出
し
た
幻
影
に
過
ぎ
な
い
。
報
い
を
受
け
る
の
は
罪
で
あ
り
、
罰
せ

ら
れ
る
の
は
美
徳
の
ほ
う
で
あ
る
。
こ
の
束
の
間
の
生
、
奇
妙
な
出

番
を
務
め
る
あ
い
だ
、
過
去
も
未
来
も
な
く
現
実
と
も
思
え
ぬ
ほ
ど

の
わ
ず
か
な
時
間
に
お
い
て
最
も
価
値
あ
る
行
為
と
い
え
ば
、
我
々

を
飲
み
込
も
う
と
待
ち
構
え
る
奈
落
に
対
し
て
眼
を
膜
る
た
め
、
利

（

4
）
 

那
を
味
わ
い
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
。
専
制
政
治
も
ま
た
同
じ
教
訓
を

そ
の
一
挙
手
一
投
足
で
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
災
禍
で
人
間
を
取
り

囲
み
、
し
か
る
の
ち
彼
を
逸
楽
へ
と
誘
い
込
む
。
今
を
生
き
よ
、
次

に
は
ど
ん
な
時
間
が
続
く
の
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

叡
智
と
善
性
の
支
配
は
蔭
に
隠
れ
、
眼
に
映
る
の
は
苛
酷
と
狂
気
の

支
配
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
そ
の
下
で
希
望
を
抱
く
に
は
よ
く
よ
く
強

力
な
信
仰
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
う
し
た
力
強
い
不
屈
の
信
仰
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
あ
る
古

い
国
民
の
運
命
と
は
な
り
え
な
い
。
開
明
を
遂
げ
た
人
々
の
集
団
は

反
対
に
、
不
敬
度
の
う
ち
に
自
分
た
ち
の
隷
属
に
対
す
る
惨
め
な
埋

合
せ
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
大
胆
さ
を
装
い
、
も
は
や
畏
怖
を
抱
か

な
く
な
っ
た
権
力
に
挑
み
か
か
る
こ
と
で
、
憧
れ
て
い
る
ほ
う
の
権

力
に
対
し
卑
屈
な
態
度
を
取
り
な
が
ら
も
自
分
が
い
く
ら
か
軽
蔑
す

べ
き
状
態
か
ら
脱
し
た
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
。
来
世
が
存
在
し
な
い

と
い
う
確
信
は
彼
ら
に
と
っ
て
現
世
に
お
け
る
汚
名
の
慰
め
に
な
る
、

と
さ
え
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
当
代
の
啓
蒙
を
、
霊
的
権
力
の
崩
壊

を
、
国
家
と
教
会
と
の
闘
争
が
全
面
的
に
終
結
し
た
こ
と
を
褒
め
そ

や
す
。
私
自
身
は
、
誓
っ
て
言
う
が
、
も
し
ど
ち
ら
か
選
ば
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
宗
教
の
親
の
ほ
う
を
政
治
的
専
制
よ
り
も
好
む
。
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前
者
の
も
と
で
は
少
な
く
と
も
奴
隷
の
う
ち
に
は
信
念
が
宿
り
、
腐

敗
し
て
い
る
の
は
た
だ
暴
君
の
み
で
あ
る
。
だ
が
抑
圧
が
一
切
の
宗

教
的
観
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
れ
ば
、
奴
隷
も
ま
た
支
配
者
た
ち
と
同

じ
よ
う
に
堕
落
し
卑
し
く
成
り
果
て
る
の
だ
。

迷
信
と
無
知
と
い
う
重
荷
に
背
を
屈
め
て
い
る
国
民
は
憐
れ
む
べ

き
だ
が
、
敬
意
を
表
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国

民
は
そ
の
誤
謬
の
な
か
に
誠
意
を
留
め
て
い
る
。
今
な
お
義
務
の
感

覚
が
彼
ら
を
導
き
、
た
と
え
誤
っ
た
方
向
へ
導
か
れ
る
と
し
て
も
美

徳
を
そ
の
身
に
具
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
不
信
心
の
召
使
た

ち
は
従
順
に
這
い
障
り
、
熱
狂
に
突
き
動
か
さ
れ
、
神
々
を
否
認
し

な
が
ら
一
人
の
人
間
の
ま
え
に
怯
え
、
原
動
力
と
い
え
ば
恐
怖
ば
か

り
、
自
分
た
ち
を
抑
圧
す
る
王
座
の
高
み
か
ら
投
げ
渡
さ
れ
る
給
料

の
み
を
唯
一
の
動
機
と
し
て
い
る
の
だ
。
自
ら
望
ん
だ
退
行
の
路
程

を
歩
む
あ
い
だ
、
気
分
を
高
揚
さ
せ
る
幻
想
も
弁
明
と
な
る
誤
謬
も

持
た
ぬ
人
種
、
こ
の
よ
う
な
人
々
は
摂
理
が
人
類
に
与
え
た
地
位
か

ら
転
げ
落
ち
て
い
っ
た
。
人
類
に
残
さ
れ
た
能
力
お
よ
び
彼
ら
の
示

す
知
性
は
、
人
類
に
と
っ
て
も
世
界
に
と
っ
て
も
、
た
だ
不
幸
と
恥

の
上
塗
り
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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）
わ
。
B
O
E
－－ω
品。同
M
M
Z
H
d
『
を
指
し
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い
る
と
思
わ
れ
る
。
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作

同

R
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伺
専
守

shv惨さ
S
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回
。
忌
P
H斗
∞
∞
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
「
古
代
人
の
自
由
」
観
の
重
要

な
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
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）
宮
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5
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（3
）
初
版
で
は
「
暴
政
」
（
号
号
。
民
ω
目
立
が
「
恋
意
的
支
配
」

（R
V昨
日
町
。
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
初
版
で
は
「
専
制
政
治
」
（
号
8
2
z
s
o）
が
「
恋
意
的
支

配
」
（
常
V
昨
日
町
立
と
な
っ
て
い
る
。
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