
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』(八)
Sub Title De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne

(traduction) (8)
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 2009
Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and

sociology). Vol.82, No.6 (2009. 6) ,p.175- 185 
JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20090628-

0175

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
』
同

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』 ω

E董盟

． 
コ
ン
ス
タ
ン

バ
ン
ぃ
ン
ャ
マ
ン

第
二
部

纂
奪
に
つ
い
て

七第
一
四
章

い
か
な
る
形
態
に
お
い
て
も
、
人
聞
が
す
す

ん
で
恋
意
的
支
配
を
甘
受
す
る
の
は
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
し
こ
う
し
た
こ
と
が
恋
意
的
支
配
の
作
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど

ん
な
形
態
を
纏
っ
て
い
よ
う
と
も
、
人
々
は
す
す
ん
で
こ
れ
を
受
け

容
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
自
由
と

名
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
怒
意
的
支
配
の
一
形
態
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

恋
意
的
支
配
の
別
の
形
態
で
あ
る
専
制
政
治
を
甘
受
す
る
こ
と
も
ま

た
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
自
由
と
称
さ
れ
る
も
の

堤堤

林林

恵剣
／ 
訳

が
専
制
政
治
と
は
異
な
る
形
態
の
恋
意
的
支
配
だ
っ
た
と
述
べ
る
と

き
、
私
は
必
要
以
上
に
譲
歩
し
て
い
る
の
だ
。
実
際
そ
れ
は
、
異
な

る
名
を
冠
し
た
専
制
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
革
命
政
府
に
つ
い
て
叙
述
す
る
人
々
が
こ
れ
を
ア
ナ

ー
キ
ー
、
す
な
わ
ち
政
府
の
不
在
と
呼
ん
だ
の
は
ま
っ
た
く
の
誤
り

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
革
命
政
府
に
も
革
命
法
廷
に
も
反
革
命
容
疑
者

法
の
な
か
に
も
、
政
府
の
不
在
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
こ

に
あ
っ
た
の
は
残
虐
な
政
府
の
恒
常
的
か
つ
普
遍
的
な
存
在
だ
っ
た

の
だ
。ア

ナ
ー
キ
ー
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
専
制
政
治
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現

在
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
支
配
者
が
そ
こ
で
実
例
の
示
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
方
策
を
模
倣
し
、
当
時
発
布
さ
れ
た
す
べ
て
の
法
律
を
維
持
し
た

と
い
う
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
法
律
の
廃
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止
を
、
し
ば
し
ば
自
分
で
公
約
に
掲
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
だ
か

ん
だ
と
常
に
避
け
た
。
時
に
は
そ
の
施
行
を
中
断
す
る
と
い
う
功
績

を
自
画
自
賛
し
つ
つ
も
、
そ
の
行
使
権
は
自
分
の
た
め
に
確
保
し
て

い
た
。
そ
し
て
自
分
自
身
が
制
定
者
で
あ
る
こ
と
は
全
面
的
に
否
定

し
な
が
ら
も
、
自
ら
そ
の
受
遺
者
と
し
て
名
乗
り
を
あ
げ
た
の
だ
っ

た
。
そ
れ
は
彼
が
好
き
勝
手
に
放
棄
し
た
り
取
り
戻
し
た
り
す
る
、

毒
の
充
満
し
た
武
器
庫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
は
ま
る
で
雲
で
蔽

わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
べ
て
の
人
々
の
頭
上
に
漂
い
、
最
初
の

合
図
で
ま
た
す
ぐ
に
も
飛
び
出
せ
る
よ
う
伏
兵
と
な
っ
て
潜
み
続
け

て
い
た
。

こ
う
書
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
一
八
二
二
年
一
一
一
月
二
七
日
の
デ
ク

（

1
）
 

レ
を
受
取
り
、
私
は
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
条
文
を
見
つ
け

た
。
「
四
、
我
々
の
特
別
委
員
（

Z
2
8
5
B宮
g町
2
認
可
g
E
r

g
－Bω
）
は
、
諸
状
況
と
公
共
の
秩
序
維
持
に
必
要
な
高
等
警
察

（
E
C
Z
3
E
B）
に
よ
る
措
置
の
一
切
に
対
し
て
、
そ
の
命
令
権

を
有
す
る
。
五
、
同
様
に
彼
ら
は
、
軍
事
委
員
会
（

g
B
B宮
巴
。

g

g
E
S町
g）
を
組
織
し
、
敵
を
帯
助
し
内
通
し
た
罪
、
あ
る
い
は

公
共
の
安
寧
に
対
し
陰
謀
を
企
て
た
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の

人
聞
を
、
こ
の
委
員
会
あ
る
い
は
特
別
法
廷

2
2
8
R
ω

eba色。
ω
）
に
召
喚
す
る
権
限
も
有
す
る
。
六
、
彼
ら
は
布
告
を

制
定
し
法
令
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
の
法
令
は
す
べ
て

の
市
民
に
対
し
拘
束
力
を
有
す
る
。
司
法
、
文
民
、
軍
事
当
局
は
こ

れ
に
服
従
し
施
行
さ
せ
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
」
。
果
た
し
て

こ
れ
は
国
民
公
会
の
独
裁
官
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
？
我
々
は
こ

の
法
令
の
な
か
に
無
制
限
の
権
力
と
革
命
法
廷
の
姿
を
再
び
見
出
さ

な
い
だ
ろ
う
か
？
も
し
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
の
支
配
が
ア
ナ
ー
キ
ー

176 

だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
そ
れ
も
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
は
専
制
政

治
で
あ
り
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
の
支
配
は
ま
さ
に
専
制
政
治
以
外
の

何
物
で
も
な
か
っ
た
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
ナ
ー
キ
ー
と
専
制
政
治
と
は
次
の
よ
う
な
類
似
性
を
具
え
て
い

る
。
ど
ち
ら
も
〔
権
利
の
〕
保
証
を
無
化
し
、
形
式
を
踏
み
踊
る
。

だ
が
専
制
政
治
は
自
ら
破
壊
し
た
形
式
を
自
分
の
た
め
に
要
求
し
、

生
費
に
せ
ん
と
す
る
犠
牲
者
た
ち
を
鎖
に
繋
ぐ
。
ア
ナ
ー
キ
ー
と
専

制
政
治
は
社
会
状
態
の
な
か
に
野
蛮
状
態
を
呼
び
込
む
。
し
か
し
ア

ナ
ー
キ
ー
は
そ
こ
〔
野
蛮
状
態
〕
に
す
べ
て
の
人
間
を
逆
戻
り
さ
せ

て
し
ま
う
の
に
対
し
、
専
制
政
治
は
己
ひ
と
り
を
そ
の
状
態
に
置
き
、

自
分
の
か
な
ぐ
り
捨
て
た
鎖
に
繋
が
れ
た
ま
ま
の
奴
隷
た
ち
を
虐
待

す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
今
日
に
お
い
て
人
間
は
専
制
政
治
を
か
つ
て
な
い
ほ

ど
に
甘
ん
じ
て
受
け
容
れ
る
、
と
い
う
の
は
真
実
で
は
な
い
の
だ
。

十
二
年
に
わ
た
る
激
動
に
疲
弊
し
た
国
民
が
倦
怠
に
陥
い
っ
て
し
ま
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い
、
耐
え
難
い
暴
政
の
も
と
で
一
瞬
眠
り
込
む
｜
｜
強
盗
が
出
没
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
疲
れ
き
っ
た
旅
人
が
森
で
ま
ど
ろ
む
よ
う
に

｜
｜
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
ろ
う
。
だ
が
こ
の
一
時
的
な
昏
迷

を
永
続
的
な
状
態
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
ら
が
専
制
政
治
を
求
め
て
い
る
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
抑
圧
を

蒙
る
か
自
ら
圧
制
者
に
な
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
望
ん
で
い
る
と

主
張
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
人
々
は
、

第
一
の
場
合
は
自
分
で
自
分
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
第
二
の
場
合
は

人
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
の
だ
。

専
制
の
何
た
る
か
を
階
層
ご
と
に
区
別
し
て
評
価
す
べ
き
だ
と
仰

る
な
ら
ば
、
教
養
あ
る
人
々
に
つ
い
て
は
ト
ラ
セ
ア
ス
や
セ
ネ
カ
の

死
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
人
民
に
つ
い
て
は
ロ

l
マ
の
大
火
と

属
領
の
荒
廃
を
ー

l
支
配
者
当
人
に
つ
い
て
は
、
ネ
ロ
お
よ
び
ヴ
イ

テ
リ
ウ
ス
の
最
期
を
。

纂
奪
が
専
制
政
治
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
う
る
か
を
検
討
す
る
前
に
、

右
の
問
題
を
い
ま
少
し
詳
説
す
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
こ
の
手
段
を
確
実
な
方
途
と
し
て
纂
奪
に
指
し
示
す
者
は
、

我
々
に
む
か
つ
て
諸
国
民
の
欲
望
や
願
望
、
無
制
限
の
権
力
に
捧
げ

ら
れ
た
彼
ら
の
愛
情
に
つ
い
て
延
々
と
語
る
。
そ
う
し
た
人
々
に
よ

れ
ば
、
こ
の
権
力
は
諸
国
民
を
抑
圧
し
、
束
縛
し
な
が
ら
、
彼
ら
自

身
が
犯
す
誤
謬
か
ら
守
り
、
自
分
で
自
分
に
害
を
為
す
の
を
｜
｜
ひ

と
り
で
勝
手
に
傷
を
負
う
場
合
は
別
と
し
て
｜
｜
防
ぐ
も
の
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
い
っ
そ
自
由
の
名
に
お
い
て
そ
う
す
る
の
で
は
な

い
と
は
っ
き
り
宣
言
し
て
し
ま
え
ば
、
我
々
は
喜
ん
で
自
ら
を
踏
み

に
じ
る
足
に
身
を
投
げ
出
す
だ
ろ
う
と
さ
え
言
い
か
ね
な
い
。
こ
の

不
条
理
あ
る
い
は
偽
り
の
主
張
を
拒
絶
し
、
ど
ん
な
言
葉
の
濫
用
が

そ
こ
に
論
拠
を
提
供
し
て
い
る
か
を
示
す
の
が
私
の
目
的
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
偽
り
の
自
由
か
ら
帰
結
し
た
最
近
の
不
幸
な

経
験
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
人
類
が
専
制
政
治
を
好
意
的
に

受
け
容
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
点
に
は
納
得
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
検
討
す
べ
き
は
、
果
た
し
て
暴
政
に
そ
な

わ
っ
た
手
段
す
べ
て
を
総
動
員
す
る
こ
と
で
、
纂
奪
が
無
数
の
敵
の

手
を
逃
れ
自
分
を
取
り
囲
む
多
く
の
危
険
を
避
け
う
る
か
で
あ
る
。

第
一
五
章

纂
奪
を
持
続
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
専
制
政
治

＊
 

に
つ
い
て

＊
以
下
の
専
制
政
治
に
関
す
る
考
察
の
公
表
が
、
お
よ
そ
フ
ラ
ン
ス
政

府
を
例
外
と
す
る
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
政
府
に
対
し
、
彼
ら
に
最

も
ふ
さ
わ
し
い
敬
意
を
捧
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
ず
る
。

我
々
の
時
代
は
、
な
お
多
く
の
苦
悩
が
刻
印
さ
れ
、
人
間
性
と
い
う

も
の
が
治
癒
に
長
い
時
間
を
要
す
る
よ
う
な
傷
を
負
っ
た
時
代
で
は

あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
一
点
に
お
い
て
は
幸
福
で
あ
る
。
利
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害
に
よ
っ
て
理
性
に
よ
っ
て
道
徳
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
互
い
に
捧

げ
あ
っ
た
奉
仕
に
対
す
る
相
互
の
認
識
に
よ
っ
て
と
さ
え
言
い
う
る

だ
ろ
う
、
そ
う
し
た
も
の
が
王
と
国
民
と
を
か
く
も
強
く
結
び
つ
け

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
邪
悪
な
人
間
も
彼
ら
を
引
き
離
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
。
君
主
た
ち
は
国
民
の
権
利
を
認
識
し
、
そ
し
て
彼
ら
に

そ
の
享
受
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
尊
き
栄
誉
に
浴
す
る
。
諸
国

民
は
暴
力
的
な
動
乱
か
ら
は
何
も
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た

時
聞
が
慣
習
と
し
て
定
着
さ
せ
た
制
度
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
間
に
よ

っ
て
改
善
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
他
の
何
に
も
ま
し
て
好
ま
し
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
も
し
人
が
こ
の
両
の
信
念
を
巧
妙

に
、
つ
ま
り
誠
実
に
義
し
く
（
と
い
う
の
も
そ
れ
が
真
の
政
治
的
な

巧
妙
き
で
あ
る
か
ら
）
活
用
す
る
な
ら
ば
、
警
戒
す
べ
き
革
命
も
専

制
政
治
も
当
分
の
間
現
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
我
々
の
忍
ん
だ
数
々

の
悪
も
十
二
分
に
報
わ
れ
償
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

纂
奪
が
専
制
政
治
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
専
制
政

治
そ
の
も
の
が
存
続
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
が
問
う

の
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
化
さ
れ
た
い
か
な
る
民
の
も
と
で

専
制
政
治
が
維
持
さ
れ
た
か
、
で
あ
る
。
専
制
政
治
と
い
う
語
で
私

が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
歴
史
に
鑑
み

て
私
が
理
解
す
る
の
は
、
専
制
政
治
に
接
近
し
た
政
府
は
ど
れ
も
み

な
自
ら
転
落
し
て
最
期
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
奈
落
を
そ
の
手
で
掘

っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
権
力
が
崩
れ
去
っ
た
の

は
い
つ
も
、
成
功
に
よ
っ
て
冠
を
授
け
ら
れ
た
長
い
間
の
努
力
が
そ

れ
を
一
切
の
障
害
か
ら
解
き
放
ち
、
平
和
な
存
続
を
許
す
か
に
思
え

た
そ
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。

178 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
こ
の
権
力
は
ヘ
ン
リ

l
八
世
の
治
下
で

確
立
さ
れ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
そ
れ
を
強
化
し
た
。
人
々
は
こ
の
女
王

（

2
）
 

が
手
に
し
た
無
制
限
の
権
威
に
感
嘆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
彼

女
の
後
継
者
は
隷
属
し
た
と
思
わ
れ
た
こ
の
国
民
と
絶
え
ず
戦
い
続

け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
息
子
は
名
高
き
犠
牲
者
と
し

て
自
ら
の
死
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
の
歴
史
に
血
の
染
み
を
印

す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
記
憶
は
一
世
紀
半
に
わ
た
る
自
由
と
栄
光

を
も
っ
て
し
で
も
、
な
か
な
か
消
し
去
る
こ
と
は
難
し
い
。

ル
イ
十
四
世
は
「
回
想
録
』
の
な
か
で
、
高
等
法
院
と
聖
職
者
、

お
よ
び
一
切
の
中
間
団
体
の
権
威
を
打
ち
砕
く
た
め
に
彼
の
為
し
た

こ
と
す
べ
て
を
満
足
げ
に
語
っ
て
い
る
。
彼
は
無
制
限
と
な
る
に
至

っ
た
自
ら
の
権
力
の
増
大
を
寿
ぎ
、
自
分
の
後
を
継
い
で
王
座
を
占

め
る
は
ず
の
国
王
た
ち
に
対
し
て
そ
れ
を
誇
っ
た
。
彼
が
こ
れ
を
書

い
た
の
は
お
よ
そ
一
六
六
六
年
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

T（

3
）
 

の
二
三
二
年
後
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
王
政
は
顛
覆
し
て
い
た
。

十
絶
対
的
権
力
の
最
も
熱
狂
的
な
擁
護
者
の
一
人
に
は
、
馬
鹿
馬
鹿
し

く
都
合
の
よ
い
物
忘
れ
が
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
彼
に
は

少
な
く
と
も
纂
奪
に
対
し
勇
敢
に
刃
向
か
っ
た
、
と
い
う
希
少
な
美
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点
が
具
わ
っ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
｜
｜
と
彼
が
記
し
て
い

る
｜
｜
ル
イ
十
四
世
の
単
一
な
る
権
威
の
も
と
に
力
と
富
と
い
う
す

べ
て
の
手
段
を
集
結
さ
せ
た
。
（
：
：
：
）
王
国
の
栄
華
は
あ
ら
ゆ
る

悪
弊
に
よ
っ
て
長
い
遅
延
を
こ
う
む
っ
て
い
た
。
こ
の
悪
弊
は
野
蛮

な
時
代
が
背
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
錆
を
完
全
に
削
ぎ
落
と

す
に
は
ほ
ぼ
七
世
紀
と
い
う
時
聞
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の

錆
は
つ
い
に
払
い
落
と
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
ば
ね
が
集
め
ら
れ
、
仕

上
げ
の
焼
入
れ
を
受
け
る
の
だ
。
行
動
は
よ
り
自
由
に
な
り
、
機
能

は
い
っ
そ
う
素
早
く
確
か
に
な
っ
た
。
も
は
や
無
数
の
外
的
な
動
き

に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
今
は
た
っ
た
一
つ
の
装
置
が
他
の
す

べ
て
に
推
進
力
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
」
。
鳴
呼
な
る
ほ

ど
！
で
は
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
結
果
が
生
じ
た
か
？
こ
の
唯
一
無

二
に
し
て
強
力
な
ば
ね
、
こ
の
無
制
限
の
権
威
か
ら
？
一
時
期
の

輝
か
し
き
君
臨
、
そ
れ
か
ら
恥
辱
に
満
ち
た
統
治
、
そ
し
て
弱
々
し

い
支
配
、
最
後
に
草
命
だ
。

事
態
が
こ
の
よ
う
に
不
可
避
的
に
推
移
す
る
理
由
は
単
純
明
快
で

あ
る
。
権
力
に
対
し
障
壁
と
し
て
働
く
諸
制
度
は
、
同
時
に
そ
の
支

え
と
も
な
っ
て
い
る
。
制
度
は
権
力
を
導
き
、
そ
の
取
組
み
の
な
か

で
こ
れ
を
支
え
る
。
暴
力
が
氾
濫
す
る
と
き
に
は
宥
め
、
無
気
力
に

陥
れ
ば
励
ま
し
勇
気
づ
け
る
。
制
度
は
権
力
の
周
囲
に
さ
ま
ざ
ま
な

階
級
の
利
益
を
結
集
さ
せ
る
。
権
力
が
制
度
に
挑
む
場
合
に
さ
え
、

そ
の
過
ち
か
ら
危
険
性
を
そ
ぐ
何
ら
か
の
節
度
を
与
え
る
の
だ
。
だ

が
こ
う
し
た
諸
制
度
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
権
力
は
自
ら
を
導
い
て
く

れ
る
も
の
も
抑
制
し
て
く
れ
る
も
の
も
失
っ
て
、
あ
て
も
な
く
訪
僅

し
は
じ
め
る
。
足
取
り
は
不
規
則
に
、
気
紛
れ
に
な
る
。
確
か
な
規

範
を
何
一
つ
持
た
な
い
た
め
に
、
権
力
は
前
進
し
て
は
後
退
り
し
、

む
や
み
に
動
き
回
る
。
自
分
の
行
動
が
十
分
で
あ
っ
た
の
か
、
行
き

過
ぎ
だ
っ
た
の
か
、
権
力
に
は
決
し
て
わ
か
ら
な
い
。
逆
上
し
て
も

静
め
る
も
の
は
い
な
い
。
沈
欝
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
誰
も
力
づ
け
は

し
な
い
。
敵
を
厄
介
払
い
し
た
つ
も
り
で
味
方
を
追
放
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
。
権
力
が
行
う
恋
意
的
支
配
は
こ
れ
を
困
惑
さ
せ
悩
ま
せ
る

悔
恨
の
念
が
入
り
混
じ
っ
た
一
種
の
責
任
で
あ
る
。

自
由
な
国
家
の
繁
栄
な
ど
一
時
だ
け
だ
、
と
人
々
は
よ
く
口
に
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
絶
対
的
権
力
の
隆
盛
は
そ
れ
よ
り
は
る
か

に
停
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
由
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
長
き
に
亘
っ

て
全
盛
期
に
留
ま
り
え
た
専
制
国
家
な
ど
、

い
の
で
あ
る
。

一
つ
と
し
て
存
在
し
な

専
制
政
治
に
は
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
国
民
を
憤
慨
さ
せ
国
民

が
こ
れ
を
顛
覆
す
る
か
。
国
民
を
苛
立
た
せ
、
そ
こ
に
他
の
固
か
ら

＊
 

侵
略
を
受
け
こ
の
異
国
人
の
手
で
覆
さ
れ
る
か
。
あ
る
い
は
外
敵
か

ら
の
攻
撃
が
な
け
れ
ば
、
速
度
は
遅
い
が
同
じ
く
ら
い
確
実
な
、
か

つ
い
っ
そ
う
恥
ず
べ
き
仕
方
で
自
ら
衰
弱
し
て
い
く
か
、
だ
。
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フ
イ
ラ
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ジ
ェ

l
リ
が
記
し
て
い
る
、
ガ
リ
ア
人
の
征
服
の
た
め
に
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カ
エ
サ
ル
は
十
年
間
に
及
ぶ
疲
労
と
苦
心
と
交
渉
と
い
う
代
価
を
費

や
し
た
が
、
ク
ロ

l
ヴ
ィ
ス
に
と
っ
て
は
い
う
な
れ
ば
一
日
し
か
掛

か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
カ
エ
サ
ル
に
抵
抗
し
た
ガ
リ
ア
人
は
、

ロ
l
マ
流
の
戦
術
を
仕
込
ま
れ
て
ク
ロ

l
ヴ
ィ
ス
と
戦
っ
た
者
達
に

比
べ
、
明
ら
か
に
統
制
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
十
五
歳
か
十

六
歳
と
い
う
年
頃
の
ク
ロ

l
ヴ
ィ
ス
が
カ
エ
サ
ル
以
上
に
優
れ
た
将

軍
で
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。
だ
が
カ
エ
サ
ル
が
相
手
に
し
た
の
は
自

由
な
民
族
で
あ
り
、
ク
ロ
l
ヴ
ィ
ス
の
相
手
は
奴
隷
と
な
っ
た
人
々

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
 

権
力
が
強
大
と
な
る
に
応
じ
て
君
主
の
安
全
は
低
下
し
て
い
く
、

（

4
）
 

と
い
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
格
言
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
確
認
で
き
る
。

＊
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
「
法
の
精
神
』
第
八
巻
、
第
七
章
。

否
、
と
専
制
政
治
の
擁
護
者
た
ち
は
言
う
｜
｜
政
府
が
崩
壊
す
る

時
、
そ
れ
は
常
に
政
府
の
弱
き
が
招
い
た
結
果
で
あ
る
。
政
府
が
無

用
な
形
式
に
囚
わ
れ
ず
に
〔
人
々
を
〕
監
視
し
、
厳
罰
し
、
束
縛
し
、

弾
圧
す
る
の
は
当
然
だ
。

こ
の
主
張
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
暴
力
的
で
非
合
法
な
手
段
ー
ー

そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
が
救
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
映
る

も
の
｜
｜
の
例
が
二
、
三
、
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
事
例

に
価
値
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
範
囲
を
わ
ず
か
な
年
数
に
限
っ
て
そ

こ
に
閉
じ
篭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
さ
ら
に
遠
く
ま
で
視
野

に
入
れ
た
な
ら
ば
、
強
固
に
な
る
ど
こ
ろ
か
こ
の
よ
う
な
手
段
に
よ

っ
て
政
府
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
様
子
を
眼
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ、っ。

180 

こ
の
主
題
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
時
に
は
正

規
の
政
府
（
－

g
m
。C
2
5
0
B
g
Z
芯
m己
芯

B
）
で
さ
え
も
右
の

ご
と
き
理
論
に
誘
惑
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
だ
か
ら
も
し
、
少
々

脱
線
し
て
私
が
そ
の
危
険
性
と
誤
謬
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
と
し
て

も
お
許
し
い
た
だ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

第
一
六
章

非
合
法
か
っ
専
制
的
な
手
段
が
正
規
の
政
府

そ
の
も
の
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

恋
意
的
支
配
に
手
を
染
め
る
こ
と
を
正
規
の
政
府
が
自
ら
に
許
せ

ば
、
自
己
の
存
在
意
義
を
守
る
の
に
用
い
た
手
段
の
た
め
に
意
義
そ

の
も
の
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
我
々
の
財
産
や
自
由
、
生
活

に
害
を
な
す
人
聞
を
政
治
的
権
威
が
取
り
締
ま
る
よ
う
人
々
が
望
む

の
は
何
の
た
め
か
？
こ
れ
ら
の
享
受
が
我
々
に
保
障
さ
れ
る
た
め

だ
。
だ
が
も
し
恋
意
的
支
配
に
よ
っ
て
我
々
の
資
産
が
失
わ
れ
、
自

由
が
脅
か
さ
れ
、
生
活
が
乱
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
権
威
の
擁
護

か
ら
一
体
ど
ん
な
利
点
が
引
き
出
せ
よ
う
？
国
家
の
体
制
に
対
し

陰
謀
を
企
て
る
人
物
を
罰
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
な
ぜ
か
？

こ
う
し
た
陰
謀
家
た
ち
が
合
法
的
に
し
て
穏
健
な
組
織
に
抑
圧
的
な

権
力
を
置
き
換
え
る
の
で
は
な
い
か
と
人
々
が
恐
れ
る
か
ら
だ
。
だ



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(;¥) 

が
も
し
権
威
自
ら
が
こ
の
抑
圧
的
権
力
を
行
使
す
る
な
ら
、
ど
ん
な

長
所
を
誇
れ
よ
う
？
も
し
か
し
た
ら
し
ば
ら
く
の
聞
は
、
事
実
上

一
つ
の
利
点
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
確
立
さ
れ
た

政
府
の
揮
う
恋
意
的
手
段
は
、
自
分
た
ち
の
権
力
を
こ
れ
か
ら
築
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
党
派
の
そ
れ
よ
り
も
頻
々
で
な
い
の
が
常
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
利
点
も
恋
意
的
手
段
の
使
用
の
ゆ
え
に
失

わ
れ
る
。
一
度
こ
の
方
策
を
是
認
す
る
と
、
人
は
そ
れ
が
甚
だ
し
く

簡
潔
で
便
利
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
他
の
手
段
を
使
う
気
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
は
じ
め
は
極
め
て
例
外
的
な
状
況
に
お
け
る

最
終
手
段
と
し
て
示
さ
れ
な
が
ら
、
恋
意
的
支
配
は
あ
ら
ゆ
る
問
題

の
解
決
法
と
な
り
日
々
の
実
践
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、

犠
牲
者
と
と
も
に
政
治
的
権
威
に
敵
対
す
る
人
々
の
数
が
増
加
す
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
権
威
へ
の
不
信
感
も
ま
た
敵
勢
に
対
す
る
釣

合
を
超
え
て
増
大
す
る
。
あ
る
自
由
へ
の
侵
害
は
他
の
侵
害
を
招
き
、

こ
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
た
権
力
は
結
局
、
党
派
の
同
類
に
堕
す
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

叛
徒
た
ち
に
結
集
す
る
暇
を
与
え
ず
、
秩
序
を
強
固
に
し
て
平
和

を
維
持
す
る
｜
｜
非
合
法
的
な
手
段
の
使
用
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ

の
法
規
を
超
え
た
迅
速
さ
に
つ
い
て
人
々
は
ず
い
ぶ
ん
気
楽
に
口
に

す
る
。
だ
が
そ
う
し
て
引
用
さ
れ
る
事
実
に
尋
ね
、
有
利
な
証
拠
と

し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
こ
の
体
制
を
判
断

し
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
は
ロ

l
マ
共
和
国
を
危
機
に
陥
れ
た
、
と
言
わ

れ
て
い
る
。
一
切
の
形
式
は
効
力
を
失
っ
て
い
た
。
元
老
院
は
や
む

を
え
ず
二
度
に
わ
た
っ
て
恐
る
べ
き
法
に
訴
え
、
共
和
国
は
救
わ
れ

た
。
共
和
国
は
救
わ
れ
た
！
そ
の
意
味
は
、
共
和
国
の
没
落
は
こ

の
日
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
権
利
が

無
視
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
制
度
が
覆
さ
れ
た
。
人
民
が
望
ん
だ
の
は
特
権

の
平
等
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
擁
護
者
を
暗
殺
し
た

者
に
対
す
る
懲
罰
を
誓
い
、
冷
酷
な
マ
リ
ウ
ス
が
こ
の
復
讐
の
指
揮

を
執
っ
た
の
だ
っ
た
。

ギ
l
ズ
家
の
野
心
は
ア
ン
リ
三
世
の
治
世
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。
ギ
ー

ズ
家
の
人
間
を
裁
判
に
か
け
る
の
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
、
ア
ン
リ

三
世
は
そ
の
う
ち
の
一
人
を
暗
殺
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
統

治
は
よ
り
穏
や
か
な
も
の
と
な
り
え
た
か
？
は
た
し
て
フ
ラ
ン
ス

王
国
は
二
十
年
に
及
ぶ
内
乱
に
引
き
裂
か
れ
た
。
四
十
年
後
に
善
王

ア
ン
リ
四
世
が
蒙
っ
た
の
は
、
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
最
後
の
人
物
の
因
果
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
種
の
危
機
に
お
い
て
は
犠
牲
と
な
る
罪
人
は
少
数
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
の
他
の
者
た
ち
は
黙
り
込
み
、
身
を
隠
し
、
た
だ
待
っ

て
い
る
。
彼
ら
は
魂
に
く
す
ぶ
る
暴
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
憤
怒

の
情
を
利
用
す
る
。
不
正
義
の
出
現
に
よ
っ
て
善
良
な
人
々
の
精
神
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に
ひ
ろ
が
っ
た
悲
嘆
の
念
を
利
用
す
る
。
法
律
の
聴
を
逃
れ
た
権
力

は
、
そ
の
固
有
の
性
質
と
恵
ま
れ
た
優
位
と
を
失
っ
た
。
も
し
叛
徒

た
ち
が
同
種
の
武
器
で
権
力
側
を
攻
撃
す
れ
ば
市
民
の
群
は
分
断
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
｜
｜
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
党
派
の
ほ
か

に
選
択
肢
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
か
ら
。

人
は
国
家
の
利
益
、
遅
延
が
引
き
起
こ
す
数
々
の
危
険
、
公
安
を

引
き
合
い
に
出
し
て
反
論
す
る
。
最
も
呪
う
べ
き
体
制
の
下
で
も
同

じ
文
句
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
聞
か
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
？
一

体
い
つ
に
な
っ
た
ら
言
い
古
さ
れ
て
擦
り
切
れ
る
の
だ
ろ
う
？
こ

の
ご
大
層
な
口
実
、
う
わ
べ
だ
け
の
言
葉
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
い
ず

れ
の
党
派
も
敵
を
打
破
す
る
こ
と
に
国
家
の
利
益
を
認
め
、
わ
ず
か

な
検
証
す
ら
遅
延
の
危
険
と
み
な
し
、
裁
判
も
証
拠
も
な
し
に
有
罪

と
判
決
を
下
す
こ
と
に
公
安
を
見
出
す
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
政
治
的
な
社
会
に
は
、
人
間
の
慎
慮
す
べ
て
を
傾
け
て

も
斥
け
が
た
い
ほ
ど
の
危
機
的
状
態
が
訪
れ
る
日
も
来
よ
う
。
だ
が

か
と
い
っ
て
暴
力
や
裁
判
の
廃
止
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
危
険
が
回
避

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
む
し
ろ
、
確
立

さ
れ
た
法
律
や
庇
護
を
与
え
て
く
れ
る
諸
形
式
や
予
防
線
と
し
て
の

保
障
に
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
忠
実
に
細
心
に
服
す
る
こ
と
を
通
じ
て

な
の
だ
。
こ
れ
ら
合
法
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
り
ぬ
く
勇
気
を
示
せ
ば
、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
利
点
が
生
じ
る
。
ま
ず
政
府
は
敵
方
に
最
も
神
聖

な
法
を
侵
害
し
た
汚
名
を
負
わ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
非
合
法
的
な

手
段
は
権
力
者
が
迫
り
来
る
危
機
を
感
じ
て
い
る
証
拠
と
な
っ
て
し

ま
う
の
に
対
し
、
政
府
が
平
静
と
安
寧
を
示
す
な
ら
、
少
な
く
と
も

態
度
を
決
め
ら
れ
ず
に
い
た
臆
病
な
群
衆
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
こ
と
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も
で
き
よ
う
。

い
か
な
る
穏
健
な
政
府
も
合
法
性
と
正
義
に
支
え
ら
れ
た
政
府
も
、

正
義
を
停
止
さ
せ
れ
ば
、
合
法
性
か
ら
逸
脱
す
れ
ば
、
必
ず
や
衰
退

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
本
性
に
し
た
が
っ
て
遅
か
れ
早
か
れ
こ
う
し

た
政
府
は
温
和
に
な
る
が
、
政
府
に
刃
を
向
く
記
憶
に
乗
じ
よ
う
と

す
る
敵
方
は
ま
さ
に
そ
の
時
を
待
っ
て
い
る
の
だ
。
暴
力
は
束
の
間

政
府
を
救
済
す
る
か
に
思
え
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
没
落
は
い

っ
そ
う
逃
れ
が
た
く
な
っ
た
。
い
く
ら
か
の
敵
対
者
を
排
斥
し
た
暴

力
が
彼
ら
の
抱
い
て
い
た
憎
悪
を
押
し
広
げ
、
行
き
亘
ら
せ
た
か
ら

だ。
正
し
く
あ
れ
ー
ー
権
力
を
委
ね
ら
れ
た
人
々
に
私
は
常
に
言
い
続

け
る
だ
ろ
う
。
正
し
く
あ
れ
、
た
と
え
何
が
起
こ
ろ
う
と
。
正
義
に

よ
っ
て
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
な
ら
、
不
正
義
に
よ
っ
て
も
長
い

支
配
は
望
め
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
。

我
々
の
長
く
暗
い
革
命
期
に
お
い
て
は
、
多
く
の
人
が
今
日
の
出

来
事
の
原
因
を
あ
く
ま
で
前
夜
の
行
動
に
探
ろ
う
と
し
て
い
た
。
暴

力
が
一
時
的
な
昏
迷
を
引
き
起
こ
し
た
後
で
そ
の
効
用
を
失
わ
せ
る



パンジャマン・コンスタン『征服の精神と纂奪一一ーヨーロッパ文明との関わりにおいて.I(!¥) 

よ
う
な
反
動
が
継
起
す
る
と
、
彼
ら
は
こ
の
反
動
の
理
由
を
暴
力
的＊

 

措
置
の
停
止
、
追
放
処
分
の
出
し
惜
し
み
、
権
威
の
緩
み
に
帰
し
た
。

し
か
し
不
公
正
極
ま
り
な
い
命
令
は
空
文
化
す
る
の
が
定
め
で
あ
る
。

意
識
さ
え
せ
ぬ
う
ち
に
穏
健
化
す
る
の
は
政
治
的
権
威
の
本
性
で
あ

る
。
も
は
や
耐
え
難
い
も
の
と
な
っ
た
用
心
は
自
棄
を
起
こ
す
。
そ

の
沈
黙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
論
は
重
く
伸
し
掛
か
る
。
権
力
は
譲

歩
す
る
が
、
弱
気
ゆ
え
の
譲
歩
な
の
で
誰
の
心
も
味
方
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
除
謀
の
糸
は
再
び
張
り
巡
ら
さ
れ
、
憎
悪
が
湧
き

上
が
る
。
恋
意
的
支
配
に
よ
っ
て
迫
害
を
受
け
た
無
事
の
人
々
は
力

強
さ
を
ま
し
て
再
び
現
れ
る
。
尋
問
も
受
け
ず
に
刑
を
宣
告
さ
れ
た

罪
人
た
ち
が
無
実
の
よ
う
に
思
え
、
そ
し
て
し
ば
し
足
止
め
さ
れ
て

い
た
禍
も
人
々
の
為
し
た
悪
を
負
わ
さ
れ
て
、
い
っ
そ
う
恐
ろ
し
い

災
厄
と
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
の
だ
。

＊
ル
イ
十
四
世
治
下
に
お
い
て
は
ド
ラ
ゴ
ナ
l
ド
の
首
謀
者
た
ち
が
同

様
の
理
屈
を
ひ
ね
り
出
し
た
。
リ
ュ
リ
エ

l
ル
が
述
べ
て
い
る

（
『
ナ
ン
ト
勅
令
廃
止
に
つ
い
て
の
解
題
』
口
・
N

話
〔
Q
m
c含
ハ
UR－

－og
g
含
宮
己
芯

5
・
h
S弘、
S
程
遠

S
な
さ
宮
、

S
S話、
S

S
8
8
礼
町
営
同
e
R
Q尽
き
忌
町
、
周
忌
．
H
忌
弓
S
H号
、
民
話
、
む
E
H

b
伺
ミ
ミ
S
Hお
お
な

S
旬、
S
R
号
室
な
た

S
選
選
S
Q遣
S
H
札
足

立
屯
足
骨

hsな
し
円
買
の
め
ロ
君
。
日
明
－

E
F
F
H斗
∞
∞
〕
）
、
「
セ
ヴ

エ
ン
ヌ
に
お
け
る
暴
動
の
頃
、
信
者
た
ち
へ
の
迫
害
を
要
請
し
た
側

の
人
々
は
、
カ
ミ
ザ
l
ル
の
反
乱
の
原
因
も
厳
戒
な
措
置
の
弛
緩
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
彼
ら
は
言
っ
た
、
も
し
抑
圧
が

継
続
し
て
い
れ
ば
蜂
起
な
ど
起
き
な
か
っ
た
ろ
う
と
。
こ
の
よ
う
な

暴
力
に
反
対
す
る
立
場
の
人
々
は
こ
う
答
え
た
、
も
し
抑
圧
が
そ
も

そ
も
始
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
不
満
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
は

ず
で
は
な
い
か
」
。

い
か
な
る
意
図
に
も
い
か
な
る
目
的
に
も
等
し
く
用
途
を
果
た
し
、

廉
直
な
人
々
が
暴
徒
に
対
し
て
援
用
し
た
か
と
思
え
ば
、
必
要
性
と

い
う
同
じ
弁
解
、
公
安
と
い
う
同
じ
口
実
と
と
も
に
、
廉
直
な
人
々

の
権
威
を
背
負
っ
た
暴
徒
ら
の
口
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
｜
｜
手
段

を
そ
ん
な
ふ
う
に
説
明
で
き
る
言
訳
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
暴
政
の

野
望
に
囚
わ
れ
た
人
物
は
誰
で
あ
れ
一
切
の
手
続
き
な
し
に
殺
害
し

て
よ
い
と
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
・
プ
ブ
リ
コ
ラ
法
も
、
交
互
に
貴
族

の
怒
り
と
民
衆
の
憤
り
と
に
仕
え
て
ロ

l
マ
共
和
国
を
崩
壊
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
。

実
際
よ
り
も
自
分
を
上
等
に
見
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た

性
癖
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
。
作
家
の
癖
は

政
治
家
ぶ
ろ
う
と
す
る
こ
と
だ
。
結
果
と
し
て
、
超
法
規
的
権
力
の

際
立
っ
た
増
大
も
危
機
的
状
況
に
お
け
る
非
合
法
な
手
段
へ
の
訴
え

も
、
何
も
か
も
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
、
敬
意
を
込
め
て
語
ら

れ
自
惚
れ
と
と
も
に
描
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
安
全
に
書
斎
に
お

さ
ま
り
か
え
っ
た
作
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
怒
意
的
支
配
を
宣
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伝
し
、
そ
の
方
策
に
お
い
て
彼
が
推
奨
し
て
い
る
迅
速
性
を
自
分
の

文
体
に
も
取
り
入
れ
よ
う
と
努
め
る
。
彼
が
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
権
力

を
身
に
つ
け
た
気
に
な
る
の
は
そ
の
濫
用
の
教
え
を
説
く
か
ら
で
あ

る
。
自
作
の
辞
句
で
飾
り
立
て
た
力
と
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
誇
示
が
彼

の
思
弁
的
生
活
に
再
び
活
気
を
与
え
る
。
そ
う
し
て
政
治
的
権
威
の

喜
び
の
何
が
し
か
を
自
分
の
も
の
と
す
る
。
公
安
、
至
高
法
、
公
益

と
い
っ
た
大
袈
裟
な
言
葉
を
声
の
限
り
に
繰
り
返
す
。
自
分
の
深
遠

さ
に
う
っ
と
り
し
自
分
の
精
力
に
驚
嘆
す
る
。
哀
れ
な
愚
か
者
よ
！

彼
は
自
分
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
の
ほ
か
多
く
を
望
ま
ぬ

人
々
に
つ
い
て
、
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
自
分
の
理
論
を
我
が
身
で

実
験
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
つ
い
て
語
る
の
だ
。

こ
う
し
た
虚
栄
は
あ
ま
り
に
多
く
の
著
述
家
の
判
断
を
狂
わ
せ
、

我
々
の
内
紛
の
時
期
に
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
の
害
悪
を
も

た
ら
し
た
。
す
べ
て
の
凡
庸
な
精
神
、
権
威
の
一
部
分
を
獲
得
し
た

束
の
間
の
征
服
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
格
率
を
頭
に
詰
め
込

ん
で
い
た
し
、
自
分
で
は
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
結
び
目
を
断
ち
切

る
の
に
も
役
立
っ
た
か
ら
、
愚
行
に
は
ま
す
ま
す
都
合
が
よ
か
っ
た

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
公
安
を
掌
握
す
る
手
段
、
極
端
で
大
規
模
な
方

策
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
一
歩
ご
と
に

通
常
の
路
程
か
ら
外
れ
て
い
く
が
ゆ
え
に
自
分
た
ち
の
こ
と
を
非
常

な
天
才
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
法
律
が
狭
窄
な
代
物
に
み
え
る
か
ら

と
い
っ
て
壮
大
な
思
想
家
と
自
称
し
た
。
彼
ら
の
犯
し
た
政
治
的
な

罪
一
つ
ひ
と
つ
に
、
こ
う
叫
ぶ
彼
ら
の
声
が
響
い
て
い
た
｜
｜

「
我
々
は
ま
た
し
て
も
祖
国
を
救
っ
た
の
だ
！
」
。
確
か
に
こ
の
点
は

十
分
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
祖
国
が
日
々
こ
う
し
て
救

済
さ
れ
ゆ
く
そ
の
傍
ら
で
、
祖
国
は
ま
た
失
わ
れ
て
い
く
の
だ
。
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（1
）
実
際
は
一
八
一
一
一
一
年
一
一
一
月
二
六
日
の
デ
ク
レ
。
こ
の
デ
ク
レ

の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
し
す
m

吉
l
回
州
諸
》
巴

ω
g
u
z・

2円
向
日

2
b
e
eミ
ssshvt号
待
旬
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民
旬
、
札
慌
の
ミ
旬
、
ミ
各
選

S
R
5・

刷

MmwEωυ

〉・。ロヨ】デ］｛∞
N
J
？
？
H

∞・匂－
m
N
∞・

（2
）
初
版
で
は
、
次
の
一
文
が
続
く
。
「
彼
女
は
そ
れ
を
節
度
を
も

っ
て
行
使
し
た
た
め
、
一
層
尊
敬
さ
れ
た
」
。

（3
）
こ
の
註
で
言
及
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
初
版
で
は
司
2
5ロ品

と
明
記
さ
れ
て
い
た
。

（
4
）
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
の
言
葉
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
君
主
政
の
原
理
は
、
第
一
級
の
栄
誉
が
第
一
級
の
隷
従
の
標
識
で

あ
る
と
き
に
、
大
身
か
ら
人
民
の
尊
敬
が
奪
い
去
ら
れ
る
と
き
に
、

そ
し
て
、
大
身
が
恋
意
的
権
力
の
い
や
し
む
べ
き
道
具
と
さ
れ
る
と

き
に
腐
敗
す
る
。
（
中
略
）
し
か
し
、
君
主
の
権
力
が
絶
大
と
な
る

に
つ
れ
て
、
彼
の
安
全
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
な
ら
ば

（
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
て
こ
の
権
力

を
そ
の
本
性
を
変
え
る
に
い
た
る
ま
で
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
は
、
君
主

に
対
し
て
そ
の
尊
厳
を
侵
す
罪
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
野
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）
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文
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九
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第
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八
編
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第
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七
章
、
二
コ
二
｜
二
三
二
頁
）
。

185 


