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マ
キ

ァ
ヴ

ェ
ル
リ

の
政

治

思
想

序

説

変

革

期

の

政

治

権

力

の
論

理

竹

原

良

文

マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ル
リ
の
政
治
思
想
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
、
複
雑
な
運
命
を
た
ど
っ
た
学
説
は
少

い
。
ゼ

ン
チ
ー
レ
の
反
マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ル
リ
以
来
、
所
謂
マ
キ
ァ
ヴ

ェ
リ
ズ
ム
、
権
謀
術
数
論
の
観
念
が
意
味
す
る
よ
う
に
、
彼
の
思
想
は
、
権
力
欲

の
た
め
に
倫
理
を
も
無

視
す
る
、
国
家
至
上
主
義
あ
る

い
は
武
断
主
義
の
思
想
的
淵
源
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
は

べ
ー
コ
ン
、
ボ

ツ
ブ
ス
を
は
じ
め
ル
ソ

ウ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
、
彼
は
近
代
的
科
学
精
神
の
先
駆
者

で
あ
り
、
人
民
の
た
め
に
政
治
権
力
の
偽
ら
ざ
る
姿
を
す
る
ど
く
曝
露
し

た
も
の
と
し
て
、
尊
敬
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
の
政
治
思
想
の
中
に
は
全
く
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
見
解
、
権
力
主
嚢
的
、
專
制
君
主
的
思
想
と
、
自

由
共
和
主
義
的
理
念
と
が
あ

い
な
ら
ん
で
存
在
し
て
い
る
。

彼
の
著
作

『君
主
論
』
(
I
1
 
P
r
i
n
c
i
p
e
)

と

『
ロ
ー

マ
史
論
』
(
D
i
s
c
o
r
s
i

s
o
p
r
a
 
 
l
a
 
p
r
i
m
a
 
d
e
c
a
 
d
i
 
T
i
t
o
 
L
i
v
i
o
)

と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
は
た
や
す
く
理
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

一
五

二

一年
メ
デ
ィ

チ
家

の
復
活
と
と
も
に
、
執
筆
中
の

『
ロ
ー
マ
史
論
』
を
さ
し
お
い
て
、

『
君
主
論
』
が
急
速
に
書
き
あ
げ
ら
れ

て
、

ロ
レ
ン
ツ
ォ

・
デ

・
メ
デ
ィ

チ
に
捧
げ
ら
れ
た
と

い
う
事
情
は
、
彼
が
ピ

エ
ト

ロ
・
ソ
デ
リ
ィ

ニ
の
も
と
に
あ
つ
て
公
職
に
あ
り
、

共
和
主
義

の
立
場
を
と
つ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
無
節
操
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
た
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
が
政
治
を
倫
理
的
価
値
と
は
領
域
を
異
に
す
る
、
人
間
活
動
の
特
殊
な
現
象
-

い
わ
ば
政
治
の
悪
魔
性
-

と
し



て
考
察
し
て
い
た
こ
と
ば

一
般
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

『
私
の
企
図
ぱ
、
理
解
あ
る
人
々
に
役
立
つ
こ
と
を
書
く
こ
と
に
あ
る

の
だ
か
ら
、
事
物
の
空
想
よ
り
も
そ
の
真
実
の
実
相
に
立
入
る
の
が
適
当
だ
と
思
う
。
多
く
の
人
は

い
ま
ま
で
実
在
し
た
こ
と
も
な
い
共

和
国
や
君
主
国
を
空
想
し
て
い
た
。
現
実
に
生
き
る
こ
と
と
、

い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
の
あ

い
だ
ぱ
あ
ま
り
に
も

へ
だ
た
っ
て
い
る
か

ら
、
理
想
の
た
め
に
現
実
を
放
棄
す

る
人
は
、命
を
保

つ
よ
り
も
む
し
ろ
自
ら
の
破
滅
を
招
く
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。』

(君
、王
論
、

一
五
)
と
述
べ
て
い
る
。

か
よ
う
な
立
場
か
ら
、
権
力
の
獲
得
と
維
持
の
目
的
の
ま
え
に
は
、
個
人
的
倫
理
価
値
を
も
無
視
し
て
、
手
段
を
え
ら
ぶ
べ
き
で
は
な

い
と

い
う
、
彼
固
有
の
権
謀
術
数
論
(
S
t
a
a
t
s
r
a
s
o
n
)

が
主
張
さ
れ

る
。

君
主
は
動
物
的
と
人
間
的
、

実
力
と
法
を
有
数
に
つ
が

い
わ

け
る
途
を
心
得
ね
ば
な
ら
な

い
。
半
獣
半
人
の
教
訓
、
あ
る
い
は
狐
の
狡
智
さ
獅
子
の
勇
気
の
、
有
名
な
比
喩

が
説
か
れ
て
い
る
。

(
同

右
、

一
八
)

政
治
の
衝
に
当
る
ほ
ど
の
者
は
、
人
間
の
善
意
を
た
よ
り
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
彼
は
誠
実
、
仁
愛
、
人
道
、
宗
教

に
そ
む

い
て
、

残
忍
な
行
動
に
出
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
。

優
柔
不
断
と
不
徹
底
と
は
自
ら
の
滅
亡
の
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
少
数
者
が
亡
ぶ
と
も
、
全
体
の
混
乱
を
そ
れ
に
よ
つ
て
さ
け
う
る
な
ら
ば
、
恐
る
べ
き
手
段
は
、
こ
の
結
果
か
ら
み
て
、
よ
し
と

せ
ら
れ
る
。
オ
ル
シ
イ

ニ
の
徒
を
処
断
し
た
チ
ェ
ザ

レ
・
ボ
ル
ジ
ャ
、
あ
る
い
は
ル
ッ
カ
の
借
主
カ
ス
ト
ル
ッ

チ
オ

・
カ
ス
ト
ラ
カ
ー

二

は
功
を
収
め
、
決
断
に
か
け
た
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ラ
、
ソ
ヂ
リ
ー

二
は
自
ら
亡
ん
だ
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
ぱ
か
よ
う
に
、
政
治
を
倫
理
的
目
的
に
従
属
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
的
伝
承
を
や
ぶ
っ
て
、
政
治
権
力
の
科
学
的
分
析

の

先
駆
者
と
し
て
の
栄
誉
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し

『
ロ
ー

マ
史
論
」
に
お

い
て
は
、

彼
は
古
代

ロ
ー
マ
共
和
制
の
自
由
、
徳
 
(
v
i
r
t
u
)

、

公
共
の
善
を
讃
え
て
、

そ
の
政
体

へ

の
復
古
を
理
想
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。
彼
が
異
教
的
、
古
典
的

ロ
ー

マ
の
精
神
を
強
調
し
た
と

こ
ろ
に
、
ル
ネ
ツ
サ

ン
ス
思
想
の
表
現

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
中
世
的
ス
コ
ラ
ス
チ
ズ
ム
へ
・の
反
抗
で
あ
り
、
復
古
思
想
の
形
を
と
つ
た
近
代

へ
の
飛
躍
で
あ
る
。



彼
は
政
体
を
論
す
る
に
当
つ
て
、

当
時
の

一
般
の
見
解
、

特
に
ポ
リ
ビ
ウ
ス
の
そ
れ
に
従
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
混
合
政
体
、

す
な
わ
ち

『同

一
憲
法
の
も
と
に
、
君
主
、
貴
族
、
人
民
の
権
力
の
三
要
素
を
結
合
し
て
い
る
と
き
、
三
権
力
が
夫
々
互
い
に
監
督
制
約
し
あ
う
』

(
ロ
ー
マ
史
論
、
一
の
二
)

よ
う
な
政
体
を
も
つ
て
、
も
つ
と
も
優
れ
た
も
の
と
み
な
し
、

ロ
ー

マ
共
和
制
を
、
国
王
的
統
領
、
貴
族
的
元

老
院
、
人
民
的
護
民
官
を
も
つ
、
か
よ
う
な
混
合
政
体
の
典
型
と
考
え
て
い
た
。

フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
市
政
改
革
に
関
す
る
彼
の
意
見
書
も
ま

た
、
か
よ
う
な
政
体
を
実
現
せ
ん
と
企
図
し
て
い
た
。
(
D
e
n
k
s
c
h
r
i
f
t
 
 
i
i
b
e
r
 
d
i
e
 
R
e
f
o
r
m
 
d
e
s
 
S
t
a
a
t
e
s
 
v
o
n
 
F
l
o
r
e
n
z
)

さ
ら
に
彼
は
、
公
共
の
善
に
も
つ
と
も
適
合
し
た
政
体
は
、
君
主
制
で
は
な
し
に
、
実
に
共
和
政
治
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

『
人
民
の
あ

い
だ
に
お
こ
つ
た
自
由

へ
の
愛
情
が
、
ど
こ
か
ら
生
れ
て
き
た
か
は
、
た
や
す
く
理
解
せ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
自
ら
が
自

由
で
な
い
か
ぎ
り
、
国
家
が
領
土
や
富
を
ふ
や
す

こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
ア
テ
ネ
が
ピ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
…暦
主
の
支
配

か
ら
解
放
さ
れ

て
か
ら
百
年
の
あ

い
だ
に
な
し
た
そ
の
偉
大
さ
は
、
考
え
る
だ
け

で
も
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

い
や
、

ロ
ー
マ
が
王
制

を
廃
し
て
こ
の
か
た
な
し
と
げ
た
功
業
を
顧
れ
ば
、
驚
嘆
こ
れ
に
ま
さ
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
き
わ
め
て
明
か
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
国
家

の
偉
大
さ
は
、

個
人
の
利
害

で
は
な
く
、

公
共
の
善
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

確
に
公
共
善
は
共
和
国
以
外
で
は

尊
重
せ
ら
れ
な

い
。
共
和
国
に
お

い
て
、
そ
の
行
う
と
こ
ろ
こ
と
ご
と
く
共
通

の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
、
た
と
え
そ
の
た
め
に
少
数

の
個
人
が
害
を
こ

う
む
ろ
う
と
も
、

多
数
者

の
利
益
の
た
め
に
は
、

少
数
者
の
意
志
に
そ
む

い
て
、
行
動
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

君
主
政
治
に
お

い
て
は

逆
に
、
君
主
の
私
の
利
益
は
国
家

の
公
益
に
そ
む
き
、
国
家
の
利
益

の
た
め
に
な
さ
れ
る
政
策
は
、
君
主
個
人
の
不
利
と
み
な
さ
れ
る
。』

(
ロ
ー
マ
史
論
、
一
の
二
)

国
際
関
係
に
つ
い
て
み
て
も
、

マ
キ
ァ
ヴ
エ

ル
リ
は
必
ら
す
し
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
主
戦
論
を
説

い
て
は

い
な

い
,
今
日
の
ト
ス
ヵ
ナ

人
の
な
し
う
べ
き
最
善
の
路
は
、
彼
ら
が
ロ
ー

マ
共
和
国
の
大
を
な
し
あ
た
わ
ぬ
こ
と
明
か
で
あ
る
か
ら
、
古
代
ト
ス
ヵ
ナ
の
都
市
同
盟

あ
る
い
は
ア
ヵ
イ
ア
、

エ
ト
ル
リ
ア
同
盟
の
よ
う
な
、
相
互
に
自
主
平
等

で
、
権
力
的
支
配
従
属
関
係
を
も
た
な

い
、
諸
共
和
国
の
同
盟



を

つ
く

る

こ
と

で
あ

る
と

主

張

し

て

い
る
。

こ

の
方

法

こ
そ

、

自

ら

戦

争

に
ま

き

こ
ま

れ

る

こ
と

な

く

、

ま

た

外

国

へ
の
征

服

、

侵

略

を

お

さ

え

う

る
も

の

で
あ

る
と

な

し

、

ア

テ
ネ

、

ス
パ

ル
ク

の
征

服

政
策

に

反

対

し

て

い

る
。

こ

、
に
は

、

私

ど

も

は

彼

の
平

和

主

義

似

原

則

を

さ

え

認

め

る

こ

と

が

で
き

る
。

(
全
右

、
二
の
四
い

こ

の

よ

う

に

全

く
相

矛

眉
す

る
よ

う

に

み
え

る

マ
キ
ァ

ヴ
ェ

ル
リ

の
、

没

価

値

的

唯

物

的

と
価

値

的

観

念

的

、

実

力

と

自

由

、

現
実

と

理

念

、

権

力

欲

と

公

共

善

、

君

主

制

と

共

和
制

の
思
想

は
、

い
か

に

し

て
統

一
的

綜

合

的

に

理
解

さ

る

べ

き

で
あ

ろ

う

か

。

こ

の

よ

う
な

二

元

論

を

克

服
す

る
た

め

に
は

、

彼

の
固

布

な

歴
史

哲

学

と
、

当

時

の

イ

タ

リ

ア

民
族

が
当

面

し

て

い
た

政

治

的
実

践

の
課

題

を

か

え
り

み

ね

ば

な

ら

な

い
。

マ

キ
ァ

ヴ

ェ

ル
リ

の

歴
史

哲

学

は
、

必

然

論

、

宿

命

論

に
近

い
も

の

で
あ

つ

て
、

そ

こ
に

は

進

化

の

観

念

も

、

弁

証
法

的

発

展

の

理
念

も

認

め

ら

れ

な

い
。

む

し

ろ

ス

ペ

ン
グ

ラ

ー

の
現

代

ペ

シ

ミ

ズ

ム

の
思

想

的

淵

源

に

ふ
さ

わ

し

い
内

容

を

も

つ

て

い

る
。

『
さ

て

人
間

の

歴
史

過
程

を

か

え

り

み

る
と
隔

全

体

と

し

て
世
界

は

全

く

同

一
状

態

の
ま

、
に
と

ど

ま

つ

て

い
る

よ

う

に
思

う

。

善

は

つ
ね

に
悪

と

な
ら

び

存

し

て

い

る
。

善

と

悪

と

に

一
っ

の
国

か
ら

他

の
国

へ
そ

の
処

を

か

え

る

に
す

ぎ

な

い
。

…

…

唯

一
の
差

異

は

、

は

じ

め

ア
ッ

シ
リ

ア
に

そ

の
処

を

得

た

す

べ

て

の
徳
(
v
i
r
t
u
)が

、

や

が

て

メ
デ

ィ

ア

に

う

つ

り
、

の
ち

に

ペ

ル

シ
ャ

を
す

ぎ

て
、

イ

タ

リ

ア
と

ロ
ー

マ
に
き

た

と
言

う

こ
と

で
あ

る
。

ロ
ー

マ
帝

国

の
没

落
後

は

、

ほ

か

に
永

く

つ
づ

い
た
も

の
は

な

く

、

世

界
中

の
徳

が
あ

つ

ま

っ

た

と

こ
ろ

も

現

れ

な

か

っ

た

が
、

そ

れ

は

む

し

ろ

多

く

の
諸

民

族

の
あ

い
だ

に

わ

か

れ

た

こ
と

が
知

ら

れ

る
。

フ

ラ

ン

ス
王
国

、

ト

ル

コ
帝

国

、

ス
.ル
タ

ン
、

エ
ヂ

プ

ト
、

今

日

で
は
ド
イ
ツ

人

民

で
あ

る
。

そ

の

ま

え

に

は

有

名

な

サ

ラ

セ

ン
が
あ

っ

て
、

東

ロ
ー

マ
を

亡

ぼ

し

て
、

偉

大

な

事

業

を

な

し
と

げ
、

世

界

の
大

半

を

征

服

し

た

。

こ
れ

ら

の
国

は

、

ロ
ー

マ
帝

国

の
没

落

の

の

ち

に
も

徳

の
大

部
分

を

も

つ

て

い
た

。
』

(
ロ
ー

マ
史

論
、
二
の

一
)

こ

の

よ

う

に
諸

国

民

の
興

亡

は

、

個

人
的

で
は

な

し

に
、

む

し

ろ
集

団

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

国

民

精

神

、

マ
キ
ァ

ヴ
ェ

ル
リ
固

有

の
徳



の
、
地
理
的
運
動
か
ら
説
明
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
し
な
っ
た
国
民
は
、

頽
廃
(
C
o
r
u
z
z
i
o
n
e
)

に
お
ち

い
り
、

や
が
て
滅
亡
せ
ざ
る
を
え
な

い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
は
、
後

に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
か
よ
う
な
徳
が
気
候

や
風
土
の
よ
う
な
自
然

条
件
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
彼
は
、
国
家
を
建
設
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
国
土
の
自
然
が
も
た
ら
す
、
法
、
道
徳
上
の
影

響
を
無
視
す

べ
き
で
は
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
徳
は
労
働
が
窮
乏
の
結
果
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
よ
り
強
固
な
も

の
と
な
る

の
だ
か
ら
、
人
民
が
勤
勉
な
ら
ざ
る
を
え
す
、
し
た
が
っ
て
怠
け
す
に

一
層
団
結
す
る
よ
う
な
や
せ
地
を
選
ん
で
、
都
市
は
建

て
ら
る
べ

き

で
あ
る
。

(
全
右
、

一
の
一
)

彼
の
歴
史
哲
学
の
第
二
の
特
徴
は
、
同

一
国
民
の
な
か
に
お
け
る
徳
と
腐
敗
の
交
替
を
認
め
、
政
体
の
転
換
が
こ
の
よ
う
な
法
則
か
ら

生
じ
て
く
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
旧
来

の
政
体
循
環
論
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
孤
独
な
個
々
人
は
敵

に
対
す
る
防
衛
の
必
要
か
ら
集
団
を
つ
く
り
、
武
徳
の
た
か
い
人
を
首
長

と
仰
ぐ
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
の
ち
公
正
を
ま
も
る
必
要

が
お
こ
り
、
法
と
刑
罰
が
あ
ら
わ
れ
る
に
及
ん
で
は
、
人
々
ぱ
賢
明
で
正
義

の
人
物
を
君
主
に
選

ん
だ
。
し
か
し
君
主
が
ぴ
と
た
び
世
襲
制
に
な
う
と
、
そ
れ
は
や
が
て
腐
敗
し
て
暴
君
支
配
に
お
ち
入
る
。
こ
、
に
精
神
、
富
、
勇
気
に

ぴ

い
で
た
有
力
な
指
導
者
が
あ
ら
わ
れ

て
、
大
衆
の
武
力
に
た
す
け
ら
れ
て
、
あ
ら
た
に
貴
族
政
治
を
は
じ
め
る
。
し
か
し
や
が
て
市
民

的
平
等
の
否
認
が
ぱ
じ
ま
っ
て
、

か
れ
は
寡
頭
支
配
に
お
ち

い
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

人
民
は

こ
れ
を
倒
し
て
、

民
主
政
治
に
お
も
む
く

が
、
そ
れ
も
や
が
て
腐
敗
し
て
、
無
政
府
状
態
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
再
び
君
主
政
治
の
復
活
を
は
か

る
よ
う
に
な
る
。
か
よ

う
な
政
体
の
循
環
は
、
困
難
な
時
代
に
強
力
な
隣
国
に
よ
つ
て
征
服
せ
ら
れ
な

い
か
ぎ
り
、

『無
限
に
革
命
の
循
環
過
程
の
な
か
で
変
革

を
つ
ゴ
け
よ
う
と
す
る
。
』

(
同
右
、
一
の
二
)

し
か
し
こ
の
循
環
過
程
ば
決
し
て
自
然
条
件
に
決
定
さ
れ
る
、
人
間
意
識
を
超
越
し
た
必
然
性
で
は
あ
り
え
な

い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ル
リ



に
お
い
て
、
私
ど
も
は
む
し
ろ
、
社
会
現
象
を
自
然
史
的
過
程
と
意
識
活
動
の
法
則
二
元
論
の
立
場
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す

る
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ウ
の
科
学
方
法
論

の
萌
芽
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
が
法
則
と
人
為
と
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
唯
物
論
的
見
解
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

宿
命
と
自
由
意
志
の
関
連
を
論
じ
つ
、
、
彼
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
と
は
冒
う
も
の
の
、
自
由
意
志
を
全
く
抹
殺
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
運
命
と

い
う
も
の
は
人
間

の
行
動
の
半
分
の
支
配

者

で
あ

る
が
、

そ
の
の
こ
り
半
分
を
私
ど
も
に
ま
か
せ
て
い
る
の
が
本
当
だ
ろ
う
と
思
う
。

私
は
運
命
を

手
に
お
え
ぬ
河
に

た
と
え
よ

う
。

荒
れ
く
る
う
と
き
は
、

野
に
あ
ふ
れ
、

木
や
家
を
倒
し
、

土
を
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら

へ
う
つ
す
。
人
は
か
な
わ
な
い
の
で
逃
げ
だ

し
、
す

べ
て
の
物
は
そ
の
怒
り
の
ま
え
に
ぴ
ざ
ま
つ
く
。
こ
ん
な
本
性
だ
が
、
お
だ
や
か
な
と
き
に
、
溝
を
ほ
り
、
堤
を
き
つ
い
て
お
け

ば
、
大
水
の
と
き
で
も
、
流
れ
を
運
河
に
み
ち
び
き
、
あ
る
い
は
激
流
が
あ
ふ
れ
て
あ
や
う
く
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
予
め
備
え
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
運
命
に
つ
い
て
も
そ
の
と
お
り
で
あ
つ

て
、
こ
れ
に
こ
た
え
る
手
段
が
な
に
も
と
ら
れ
て
い
な
い
と

こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
破
か
い
力
を
ふ
る
い
、
そ
れ
を
お
さ
え
る
溝
も
堤
も
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
怒
り

に
ま
か
せ
て
あ
れ
狂
う
。

も
し
あ
な
た
が
こ
れ
ら
の
変
革
の
る
つ
ぼ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
イ
ク
リ
ア
を
か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
イ
タ
リ
ア
こ

そ
溝
も
土
手
も
な
い
国
で
あ
る
こ
と
を
お
認
め
に
な
る
で
し
、̂
う
。
ド
イ
ツ
、

ス
ペ
イ

ン
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
け

る
よ
う
に
適
当
な
手
段
で

も
ま
も
ら
れ

て
さ
え
お
れ
ば
、

こ
の
洪
水
は
今
日
の
よ
う
な
大
き
な
異
変
を
ぴ
き
お
こ
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
大
水
そ
の
も

の
も
全
く
お
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
』

(君
主
論
、
二
五
)

こ
れ
ら
の
言
葉
ぱ
、

『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
お
い
て
、
事
物
の
必
然
的
性
質
と
自
由
を
論
じ
た

エ
ン
ゲ

ル
ス
の
、
大
気
中
の
電
気

と
、
ラ
ム
プ
の
中
の
電
気
と
の
比
較
を
思

い
だ
さ
せ
る
。

か
よ
う
な
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
徳
と
、
そ
の
矛
盾
と
し
て
の
腐
敗
の
循
環
の
理
論
は
、
弁
証
法
的
発
展
に
関
す

る
認
識
か
ら
は
る
か



に
と
お
か
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
変
革
ー
革
命

の
必
然
性
を
正
し
く
認
め
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
彼
は
事
物
の
生
命

の
源

泉

へ
の
復
帰
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
教
会
や
共
和
国
の
よ
う
な
、
彼

の
い
わ
ゆ
る
混
合
物
体
(
M
i
x
e
d
 
B
o
d
i
e
s
)

の
生
命

に
論
及
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

『
こ
れ
ら
の
も
の
を
そ
の
最
初
の
原
理
に
立
ち
か
え
ら
せ
る
変
革
は
有
利
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
ば
し
ば
自
ら
を
革
新
す
る
内

在

的
手
段
を
も
つ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
ぱ
外
部
か
ら

の
力
の
結
果
と
し
て
か
よ
う
な
変
革
を
な
し
と
げ
る
物
体

こ
そ
、
も
つ
と
も
す
ぐ

れ
た
制
度
を
も
ち
、
も
つ
と
も
な
が
い
生
命
を
保

つ
も

の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
変
革
な
し
に
は
、

こ
れ
ら
の
物
体
が
存
在
し
え
な
い
こ
と

ば
、
光
よ
り
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
革
新
の
方
法
は
、
そ
の
創
始
時
代
の
精
神
に
立
ち
か
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
』

(
ロ
ー
マ
史
論

三
の
一
)

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
が

ロ
ー
マ
共
和
制
の
異
教
的
精
神
を
鼓
吹
し
た

の
は
、
民
族
的
伝
承
を
尊
重
す

る
復
古
的
歴
史
主
義
の
立
場
か
ら
、

中
世
的
普
遍
主
義
に
対
す
る
革
新
を
期
待
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
勾
に
復
古
思
想
で
あ
り
な
が
ら
、
彼

の
見
解
が
中
世
を
去
っ

て
、
近
代
科
学
精
神

へ
路
を
ぴ
ら
い
た
所
以
が
あ
る
。

彼
が
か
よ
う
な
歴
史
の
展
開
と
変
革
の
過
程
に
お
い
て
、
階
級
の
存
在
と
階
級
斗
争

の
役
割
に
著
目
し
て
い
た

こ
と
を
重
視
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
彼
は
ロ
ー
マ

共
和
制
時
代
に
お
け

る
貴
族
(
G
r
a
n
d
i
)
と
人
民
(
P
o
p
o
l
a
r
i
)

の
両
階
級

の
存
在
を
認
め
、
こ
の
両
者

の
階
級

斗
争
こ
そ
、

ロ
ー

マ
の
強
大
さ
と
自
由
の
基
礎
で
あ
っ
た

こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
斗
争
こ
そ

ロ
ー
マ
頽
廃

の
原
因
だ
と
考
え

る
人
ぱ
、
ロ
ー
マ

の
自
由
の
淵
源
そ
の
も

の
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
、

『
彼
ら
は
す
べ
て
の
共
和
国
に
は

そ
れ

ぞ
れ

二
つ
の
党

派
、
す
な
わ
ち
貴
族
の
そ
れ
と
人
民
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
な

い
。

そ
し
て

ロ
ー
マ
の
で
き
ご
と
が

示
し
て

い
る
よ
う

に
、
自
由
に
と
っ
て
有
利
な
法
は
す
べ
て
こ
れ
ら

の
党
派
相
互
の
あ

い
だ
の
斗
争
か
ら
生
じ
て
い
る
。」
と
言
う
。

(全
右
、
】
の
四
)

自
由
は
貴
族
、
人
民
の
い
す
れ
の
手
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
か
と

い
う
問
題
を
自
ら
出
し
て
、

『貴
族
と
人
民
の
目
的
を
考
え
て
み
る



と
、
疑
い
も
な
く
、
前
者
は
支
配
し
ょ
う
と
す

る
大
き
な
望
み
を
も
ち
、
後
者
は
た
だ
支
配
さ
れ
ま

い
と
す
る
願

い
を
、
す
な
わ
ち
自
由

を
楽

ん
で
く
ら
そ
う
と
す
る
大
き
な
望
み
を

い
だ

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
人
民
が
特
権
ま
た
は
自
由

の
保
障
を
信
託
さ
れ
る

と
、
そ
れ
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
気
持
は
ほ
と
ん
ど
な

い
の
だ
か
ら
、
彼
ら
は
必
ち
す
そ
の
任
に
た
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
か
ら
自
由
を
奪

い
去
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
こ
そ
、

自
由
を

犯
そ
う
と
す
る
他
者
の

た
く
ら
み
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
。』
と

答
え
て

い
る
。

(全
右
、

一
の
五
)

フ
ィ

レ
ェ

ン
ツ
エ
市

の
偉
大
さ
も
ま
た
貴
族
と
人
民
の
階
級
斗
争

の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
二
四
二
年
ナ
ポ
リ
の
ア
テ
ネ
公
の
潜
主
政
治
は
、
貴
族
が
外
国
の
援
助
を
え
て
、
人

民
を
抑
圧
し
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
年
の
ち
に
は
人
民
、
す
な
わ
ち
町
人

及
び
手
工
業
親
方
の
指
導

す
る
大
衆

の
武
力
斗
争
に
よ
っ
て
、
潜
主
の
追
放
と
共
和
政
治
の
復
活
が
戦

い
と
ら
れ
た
。
こ
の

=
二
四
三
年
の
変
革
の
特
質
は
、

マ
キ

ァ
ヴ
ェ

ル
リ
に
よ
れ
ば
、
貴
族
勢
力
が
決
定
的
に
打
倒
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
フ
ィ
レ
ェ
ン
ツ
ェ
史
、
二
)

こ
れ
以
後

の
共
和
国
の
歴

史
ば
、
チ
オ
ン
ピ

革
命
(
二
二
七
八
年
)
を
頂
点
と
す
る
、
町
人
党

対
賎
民
党

す
な
わ
ち
商
業
高
利
貸
資
本
た
る
商
業
貴
族
と
手
工
業
職
人
の
支
持
を
う
け
た
ギ

ル
ド
親
方
勢
力
と
の
あ
い
だ
の
階
級
斗
争
と
考
え
ら
れ

た
。
チ
オ
ン
ピ
革
命

は
手
工
業
職
人
層
の
支
持
を
え
た
ギ
ル
ド
親
方
の
商
業
貴
族
に
対
す
る
勝
利
に
お
わ
っ
た
が
、
三
年
の
の
ち
に
は
共

和
国
は
再
び
商
業
貴
族
の
手
中
に
お
ち
入
り
、
彼
ら
は
大
衆
を
抑
圧
す

る
た
め
に
、
外
国
と
の
同
盟
や
傭
兵
隊
に
た
よ
っ
て
そ
の
腐
敗
を

深
め
、

い
よ

い
よ
借
主
支
配
に
お
ち

い
っ
て
し
ま
っ
た
。

(
フ
ィ
レ
ェ
ン
ツ
ェ
史
、
三
、
五
)

か
よ
う
に
彼
ぱ
貴
族
と
人
民
の
二
階
級
、
あ
る
い
は
後
に
は
貴
族
、
町
人

及
び
手
工
業
親
方

ま
た
は
大

、

中

及
び
小

の
、
三
階
級

を
認
め
て
い
る
。

(
前
掲
、

二
二
五
、
一

四
九
頁
)

(N
. 

M
achiavelli,  

G
eschichte

von 
Florenz. 

G
. 

S. 
13d. 

V
J. V

orrede.)

(V
olksm

anner)

(C
iom

pi)
(V

olkspartei)
(Plebejische 

Partei)

(M
achtige 

)
(M

itteler 
)

(N
ieder)

(V
olksm

anner)

(G
attung)

(H
andw

erker)



貴
族
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
に
、
彼
は
こ
れ
を

『農
業
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
、
生
活
の
資
を
得
る
に
有
利
な
職
業
に
従
う
こ
と
な

し
に
、
そ
の
広
大
な
庄
園
の
所
得
で
徒
食
し
て

い
る
』
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ァ
に
お
い
て
も
貴

族
(
G
r
a
n
d
i
,
 
 
G
e
n
t
i
l
u
o

m
i
n
i
)

と
人
民
の
差
別
が
あ
る
が
、
彼
ら
は
城
塞
も
裁
判
権
も
も
た
す
、
庄
園
の
所
得
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
商
業
と
動
産
を
財
産
と

す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
い
わ
ゆ
る
貴
族
と
は
た
だ
形
式
上

の
名
称
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
指
摘
し
、
貴
族
階
級

の
本
質
が

土
地
の
占
有
の
う
え
に
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。

(
ロ
ー
マ
史
論
、
五
五
)

町
人
、
手
工
業
者
、
あ
る

い
は
階
級

の
中
に
も
ふ
く
ま
れ
な

い
賎
民
、
す
な
わ
ち
都
市
の
階
級
の
分
化
に
つ

い
て
ぱ
、
そ
れ
が
ギ
ル
ド

(
A
r
t
i
)

と
関
連
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

(君
主
論
、
一二

)

『す
な
わ
ち
こ
の
市
は
カ
ー

ル
一
世
の
時
代
に
組
合
(
Z
u
n
f
t
)
に
わ
か
た
れ
、
そ
の
長
と
自
治
が
与
え
ら
れ
た
が
、
民
事
の
事
件
に
関

し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
が
裁
判
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
組
合
の
数
は
そ
の
は
じ
め
十
二
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
の
ち
時
と

と
も
に
コ
十

一
に
ふ
え
、
そ
の
権
力
も
増
大
し
て
や
が
て
は
市
の
政
府
を
そ
の
手
に
に
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
組
合

の
う
ち
で

も
勢
力
の
あ
る
も
の
と
な

い
も
の
の
あ

い
だ
が
分
裂
し
て
、
大
組
合
と
小
組
合
に
わ
か
れ
た
が
、
七
組
合
が
前
者
に
、
十
四
組
合
が
後
者

に
属
し
て
い
た
。
』

(
フ
ィ
レ
ェ
ン
ツ
ェ
史
、
前
掲
、

一
七
四
頁
以
下
)
フ
ィ

レ
エ

ン
ツ
ェ
市
の
政
争
は
、
か
よ
う
な
大
組
合
と
小
組
合
と
の
分

裂
、
及
び
独
立
の
組
合
組
織
を
も

つ
こ
と
が
許
さ
れ
す
、
そ
の
仕
事
の
性
質
起
関
係
の
あ
る
い
す
れ
か
の
組
合

に
属
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
せ
ら
れ

て
い
た
手
工
業
者
の
大
多
数
の
、
ギ
ル
ド
特
権

へ
の
反
抗
と
、
そ
れ

へ
の
参
加
の
要
求
を
反
映
し
て

い
た
。
毛
織
物
組
合
は
も

つ
と
も
有
力
な
ギ
ル
ド
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
圧
力
の
も
と
に
あ
っ
た
毛
梳
職
人
が
新
組
合
設
立
を
要
求
し
て
、

ミ
ケ
レ
・
デ
ィ

・
ラ

ン
ド

の
指
導

の
も
と
に

一
三
七
八
年
の
変
革
を
指
導
し
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な

い
。

た
だ
農
奴
に
つ
い
て
は
、

私
の
学
び
え
た
範
囲
で
は
、

こ
れ
に
関
す
る

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
の
記
述
を

見

い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ

た
。
彼
の
時
代
の
ト
ス
ヵ
ナ
に
お

い
て
は
、
す
で
に
封
建
貴
族
は
勢
力
を
う
し
な
っ
て
い
た
。

(君
主
論
、
五
五
)
す

で
に
十
二
世
紀
以
来



イ
タ
リ
ア
農
民
の
ト
ゥ
キ
ー

二
(
T
u
c
h
i
n
i
)

運
動
は
、
都
市
商
業
勢
力
の
援
助
の
も
と
に
、

封
建
的
農
奴
制
を

一
掃
し
つ
、
あ
っ
た

こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

(
羽
仁
五
郎
、
封
建
主
義
に
抗
し
て
、
「社
会
史
的
思
想
史
」

一
六
二
頁
以
下
)

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
は
、
自
由
と
共
和
制
を
ま
も
つ
て
ゆ
く
う
え
に
"
人
民
の
も

つ
役
割
が
い
か
に
重
大
で
あ

る
か
を
論
じ
、
封
建
貴
族
と
そ
の
元
凶
た

る
カ

エ
サ
ル
に
は
げ
し
い
憎
悪
を
む
け
て
い
る
。
彼
は
キ
ケ

ロ
の

『
人
民
は
無
知

で
あ
る
が
、

真
理
を
識
る
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
…
…
容
易
に
こ
れ
に
従
う
。
』

と
い
う
言
葉
を
ぴ
い
て
、
自
由
な
人
民
が
圧
制
に
対
し
て
戦

い
ぬ
く

こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。

(
ロ
ー
マ
史
論
、

】
の
四
)

し
か
し
彼
の
歴
史
理
論
に
し
た
が
っ
て
、

一
た
び
人
民
が
腐
敗
に
お
ち

い
っ
た
と
き
、
人
民
は
も
は
や
自
由

の
擁
護
者
で
な
く
な
り
、

時

の
権
勢
家
に
左
右
さ
れ

る
、
信
頼
し
が
た
い
勢
力
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
由
な
大
衆
の
役
割
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
大
衆

が
正
し

い
路
を
進
ま
す
、
皮
相
な
意
見
か
ら
自
ら
の
破
滅
を
招
く
よ
う
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

へ
同
右
、
一

の
五
八
、
三
の
五
一二
)
ミ
ケ
レ
・
ヂ
ィ

・
ラ

ン
ド
の
崇
高
な
活
動
を
讃
え
づ
転
、
そ
の
背
後

に
あ
る
大
衆
の
無
政
府
的
傾
向
に
は
懐
疑
の
目

を
む
け
て
い
る
。

(
フ
ィ
レ
ェ
ン
ツ
ェ
史
・
三
)

大
衆
的
政
治
運
動
の
組
織
に
つ
い
て
言
え
ば
、
徒
党
(
P
a
r
t
i
s
a
n
s
)

や
派
閥
(
F
a
c
t
i
o
n
)

は
、
公
共
的
利
益
を
は
な
れ
た
個
人
的
私

的
利
害
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
む
し
ろ
共
和
国
破
滅
の
も
と
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

(
ロ
ー
マ
史
論
、
一
の
七
、

】
の
四
九
、
フ
ィ
レ
ェ
ン
ツ

ェ
史
、
七
)
そ
し
て
か
よ
う
な
大
衆
的
組
織
を
断
念
し
て
、
わ
す
か
に
隠
密
の
間
に
お
け

る
謀
叛
を
認
め

て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

(
全
右
、

三
の
六
し
こ
と
に
変
革
に
あ
た
っ
て
は
、
大
衆
は
、
法
律
を
自
己
に
有
利
に
運
用
す
る
敵

へ
の
恐
怖
と
、
実
際
に
経
験
し
て
み
る
ま
で
は
新

し
い
も
の
を
信
じ
よ
う
と
し
な

い
本
能
的
な
疑

い
深
か
さ
と
か
ら
、
極
め
て
緩
慢
な
活
動
し
か
し
な

い
。

(君
主
論
、
六
)
ま
た
団
結
し
て

い
る
と
き
は
勇
敢
だ
が
、
分
散
し
て
い
る
と
、
臆
病
で
、
弱
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
も
言
っ
て
い
る
。
(
ロ
ー
マ
史
論
、

一
の
五
七
)

宗
教
改
革
運
動
に
お
け
る
ト
マ
ス
.
ミ
ユ

ン
ツ
ェ

ル
の
干
年
王
国
思
想
(
C
h
i
l
i
a
s
m
)

に
、
大
衆
の
政
治
意
識
の
最
初
の
芽
生
、
政
治



の
理
念
化
(
S
p
i
r
i
t
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
o
l
i
t
i
c
)

を
よ
お
や
く
認
め
う
る
と
す
れ
ば

(
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
)
、
ま
た
バ
ブ
ゥ
フ
や
ブ
ラ

ン
キ
の
時
代
に
お

い
て
さ
え
陰
謀
と
少
数
者
の
武
装
蜂
起
に
よ
る
一
揆
主
義
が
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ル
リ
の

大
衆
運
動
に
対
す
る
不
信
も
あ
な
が
ち
批
難
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

腐
敗
し
た
共
和
国
に
再
び
自
由
を
復
活
す

る
た
め
に
は
、
か
よ
う
な
理
由
か
ら
、
人
民
の
大
衆
運
動
に
こ
れ
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な

い
。
大
衆
が
健
全
で
さ
え
あ
れ
ば
、

い
か
な
る
紛
争
も
お
そ
れ

る
に
た
り
な
い
が
、
腐
敗
が
人
民
に
ま
で
及

ん
で
い
る
と
き
ば
、
彼

ら
が
再
び
健
全
さ
を
と
り
も
ど
す
ま
で
、
法
律
を
強
行
し
う
る
最
高
権
力
を
も
つ
た

一
個
人
に
統
治
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

『
人
民
大
衆
の
腐
敗
の
結
果
と
し
て
堕
落
し
た
国
家
乃
至
都
市
が
再
興
さ
れ
る
た
め
に
は
、
人
民
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
る

一
人
の

人
物
の
徳
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な

い
。』

(
ロ
ー
マ
史
論
、

一
の
一
七
)
と
言
い
、

ま
た

共
和
国
の
建
設
あ
る
い
は

変
革
は
唯

一
者
の
事
業
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
ぬ
と
し
て
、

『
一
個
人
の
手
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
共
和
国
あ
る
い
ば
王
国
も
、
す
ぐ
れ
た
制
度
を
も
つ

こ
と
ぱ
で
き
な
い
し
、

あ
る
い
は
旧
制
度

の
徹
底
し
た
変
革
は
あ
り
え
な

い
と
、

普
通
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。』
と
も
述
べ
て
い
る
。

(同
右
、
一
の
九
)

か
よ
う
な
唯

一
者
の
統
治
は
、
権
力
的
非
常
手
段
、
特
に
武
力
に
よ
る
、
反
抗
分
手

の
抑
圧
を
目
的
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
放
さ
れ

た
人
民
は
自
由
に
な
じ
ま
な
い
た
め
に
、
な
す
す

べ
を
知
ら
す
に
、
ま
た
も
と
の
束
ば
く
の
中

へ
か
え
ろ
う
と
す
る
傾
き
が
あ
り
、
旧
支

配
階
級
は
失
わ
れ
た
特
権
を
回
復
し
よ
う
と
、
暴
君
支
配
の
復
活
を
企
図
す
る
。
新
し
い
共
和
国
は
敵
の
み
多
く
し
て
、
味
方
を
も
た
な

い
。

『
か
よ
う
な
弱
点
と
そ
れ
に
伴
う
混
乱
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
は
、
ブ
ル
ツ
ス
の
子
ら

(
ロ
ー
マ
共
和
制
の
創
設
者
の
子
た
ち
、
王
政
復
活
を

企
図
し
た
i
竹
原
)
を
殺
す
こ
と
以
上
に
有
力
で
、
效
果
の
あ

る
、
健
全
且
つ
不
可
欠
の
手
段
は
な

い
。』

(
同
右
、
一
の
一
六
、
な
お
同
一こ
の

三
)

『
公
共
の
善
の
促
進
を
目
的
と
す
る
共
和
国
の
賢
明
な
立
法
者
は
…
…
自
ら
の
手
中
に
す

べ
て
の
権
力
を
集
中
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
賢



明
な
人
々
は
、
王
国
あ
る
い
は
共
和
国
の
建
設
に
当
っ
て
と
ら
れ
た
非
常
手
段
を
決
し
て
非
難
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
非
難
さ
れ
る

べ
き
だ
と
し
て
も
、
結
果
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ゆ

る
さ
る
べ
き
だ
と
は
至
言
で
あ
る
。
』

と
述
べ
て
い
る
。
(全
右
、
一
の
九
)

彼
は

ま
た
非
常
手
段
の
必
要
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
説
明
し
て
い
る
。

『
か
よ
う
な
腐
敗
と
自
由
の
制
度
を
維
持
し
え
な

い
と
言
う
の
ぱ
、
そ
の

国
家
に
存
在
し
て
い
る
い
ち
じ
る
し

い
不
平
等
の
結
果
な
の
だ
か
ら
、
国
民
に
平
等
を
強
制
す

る
た
め
に
は
緊
急
非
常
の
手
段
の
適
用
が

要
求
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
手
段
を
と
り
う
る
者
、
ま
た
は
と
ろ
う
と
す

る
者
は
小
数

で
し
か
な
い
。
』

(
同
右
、

一
の
】
七
)

か
よ
う
な
非

常
緊
急

の
実
力
手
段
を
と
り
え
な
い
者
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ラ
の
ご
と
く
、
ソ
デ
リ
ー

二
の
ご
と
く
、
変
革
に
失

敗
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
ぱ
こ
、
で
明
か
に
変
革
が
独
裁
政
治
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
だ
不
明
確
で
は
あ

る
が
、
す
で
に
洞
察
し
て

い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
彼
は

ロ
ー

マ
の
独
裁
政
治
(
D
i
c
t
a
t
o
r
s
h
i
p
)

を
回
顧
し
、

そ
れ
が
カ

エ
サ
ル
の
支
配
を
生
ん
で
、
そ
の

滅
亡
の
原
因
と
な
っ
た
と
の
説
を
批
判
し
、

こ
の
制
度

こ
そ

ロ
ー

マ
共
和
制
の
危
機
を
解
決
す
る
う
え
に
も
つ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
た
と
賞

讃
し
て
い
る
。
(
同
右
、
一
の
一三
二
及
び
三
四
)

な
る
ほ
ど
彼
は
明
か
に
、
変
革
期

の
政
体
が
君
主
制
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
『
自
由
が
獲
得
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、

国
家
の
政
体
は
共
和
制
よ
り
は
む
し
ろ
君
主
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。』
と
述
べ
た
。
(同
右
、

】
の
一
八
)
彼
は
ま
た

フ
ラ

ン
ス
絶
対
主

義
に
好
意
を
よ
せ
、

そ
れ
が
パ
リ
高
等
法
院
(
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
)

の
よ
う
な

『
第
三
者
的
仲
裁
者
』
に
よ
っ
て
、

貴
族
と
人
民
と
の
あ

い

だ
を
調
整
し
、
国
内
に

一
つ
の
均
衡
を
つ
く
り
だ
し
た

こ
と
を
指
摘
し
、
絶
対
主
義
の
性
格
を
正
し
く
分
析
し

て
い
る
。
(君
主
論
、
】
九
)

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
彼
の
君
主
政
治
は
決
し
て
絶
対
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
独
裁
政
治
的
性
格
を
多
分
に
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
は
絶
対
主
義
の
重
要
な
支
柱
で
あ
る
民
族
固
有
法
に
も
と
つ
く
君
主
の
権
力
の
神
聖
不
可
侵
と
世
襲

制
を
決
し
て
認
め
よ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
賢
明
な
立
法
者
は
、
そ
の
獲
得
し
た
権
力
の
濫
用
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
権
力
を
決
し
て
世
襲
と
す
べ
き

で
は
な

い
こ
と
、
む
し
ろ
権
力
の
集
中
は
そ
の
制
度
を
短
命
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
行
政
の
責
任
を
多
数
者
に
分
担
せ
し
む
べ



き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

(
ロ
ー
マ
史
論
、

一
の
九
)

す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
混
合
政
体
こ
そ
彼
の
最
良
の
政
体

で
あ
り
、

フ
ィ

レ
ン
ツ

エ
市
政
改
革
に
つ
い
て
彼
が
提
案
し
た
と
こ
ろ
も
ま
た
か
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ル
リ
の

『君
主
論
』
は
、
ま
さ
に
か
よ
う
な
変
革
期
の
政
治
権
力
の
理
論
的
分
析
と
、
現
実
の
変
革
に
対
す
る
実
践
的
要

請
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
メ
デ
ィ
チ
家
の
復
活
と
い
う
動
か
し
が
た
い
現
実

の
事
態
に
対
応
し

て
、
た
だ
機
会
主
義
的
、
便
宜
主
義
的
変
節
の
た
め
で
な
し
に
、
変
革
の
可
能
性
を
真
剣
に
探
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
フ
ラ

ン
ス
国
王
ル
イ
十
二
世
の
イ
タ
リ
ア
侵
入
さ
え
、

フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
共
和
派
の
同
盟
者
と
し
て
、
そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
統

一
に
役
立
つ
よ
う
な

方
向
に
進
ん
で
い
た
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。

(君
主
論
、
一二
)

お
そ
ら
く

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
は
、
政
治
理
論
の
現
実
性
、
実
践
性
と
法
則
性
ー

す
な
わ
ち
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
性

に
著
目
し
た
最
初
の
人

と
言

い
う
る
で
あ
ろ
う
。

『時
代
精
神
」
に
自
ら
を
適
合

さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
君
主
は
運
命

に
う
ら
ぎ
ら
れ
る
。

『
そ
の
行
動
様
式
が
時

代
の
要
求
に
順
応
す

る
者
は
栄
え
、
時
代
に
さ
か
ら
つ
て
行
動
す
る
者
は
滅
ぶ
。』

同

一
行
動
を
と
っ
た
者
の

一
方
が
滅
び
、
他
が
栄
え

る
の
も
、
あ
る
い
は
相
異
る
方
法
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
ぴ
と
し
く
功
を
お
さ
め
る
の
も
、
ぴ
と
し
く

『時
代
の
性
質
か
ら
生
す

る
』
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
時
勢
の
変
転
に
そ
の
行
動
が
合
致
し
て
い
る
か
、
い
な
い
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

『
自
ら
を

こ
の
変
化

に
適
応
さ
せ
う
る
人
は
も
っ
と
も
慎
重
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。」

人
は
普
通
に
彼
の
個
人
的
性
格
か
ら
生
す

る
行
動
様
式
を
す

て
る

こ
と
が
で
き
な
い
し
、
あ
る
い
は
つ
ね
に
成
果
を
あ
げ
て
き
た
方
法
に
執
着
し
て
、
ち
が
っ
た
行
動
が
必
要
な
と
き
に
、
そ
の
こ
と
を
自

ら
悟
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

(
君
主
論
、
二
五
)

ま
た

二

っ
の
困
難
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
敢
て
別
の
危
険
を

お
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
の
は
、
事
物

の
性
質
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
慎
重
と
は
、
災
厄
の
本
質
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
も
つ
と
も
害
の
少

い
路
を
え

ら

ぶ
こ
と
で
あ
る
。』
と
も
述
べ
て
い
る
。

(同
右
、
二
一
)

そ
れ
な
ら
ば

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
の
実
践
的
課
題
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
腐
敗
の
革
新
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
封
建
的
分
裂
と
矛
盾



を
深
め
、

フ
ラ
ン
ス
、

ス
ペ
イ
ン
、

ド
イ
ツ
な
ど

外
国
の
侵
略
を
ま
ね
き
つ
、
あ
っ
た
祖
国
イ
タ
リ
ア
の
人
民
を
こ
の
惨
苦
か
ら
解
放

し
、
封
建
制
を
打
破
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ

の
栄
光
に
象
徴
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
民
族
の
統

一
を
実
現
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
現
実

の
条
件

の
変
化
の
中
で
、
彼
は
か
よ
う
な
実
践
的
課
題
の
実
現
の
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
途
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

外
国
勢
力
の
植
民
地
的
支
配
か
ら
の
祖
国
イ
タ
リ
ア
の
解
放
を
、
彼
は
熱
情
に
み
ち
た
、
む
し
ろ
悲
痛
な
言
葉

で
呼
び
け
て
い
る
。

「
-
日…
も
し

モ
ー
セ
の
力
が
示
さ
れ
る
た
め
に
、
イ
ス
ラ

エ
ル
人
が

エ
ジ
プ
ト
に
奴
隷
た
る
こ
と
が
、
キ
ル

ス
が
器
量
と
勇
気
を

ふ
る

う
た
め
に
、

ペ
ル
シ
ャ
人
が
メ
デ
ィ

ア
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
テ
セ
ウ
ス
の
大
を
知
る
た
め
に
、
ア
テ
ネ
人
が
け
ち
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
、
必
要
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
今
日
イ
タ
リ
ア
の
天
才
の
力
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
イ
ク
リ
ア
が

い
ま
の
よ
う
な
状
態
を

強

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

ヘ
ブ
ラ
イ
人
よ
り
も
み
じ
め
な
奴
隷
の
地
位

に
あ
り
、

ペ
ル
シ
ャ
人
よ
り
も
圧
制
に
苦
み
、
ア
テ
ネ

人
よ
り
も
ぴ
ど
く
追

い
ち
ら
さ
れ
、

そ
の
頭
を
失

い
、

秩
序
も
な
く
、

う
ち
の
め
さ
れ
、

辱
め
を
う
け
、
引
き
さ
か
れ
、
ふ
み
に
じ
ら

れ
、
破
滅

の
底
に
あ
え
い
で
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
イ
タ
リ
ア
は
今
や
息
も
た
え
だ
え
に
な
っ
て
、
そ
の
深
傷
を
医
し
、

ロ
ム
バ
ル
デ
ィ

ア
の
掠
奪
、
ナ
ポ
リ
王
国
、
ト
ス
ヵ
ナ

の
強
奪
と
搾
取
を
と
ど
め
、
な
が
く
う
つ
い
て

い
た
腫
物
を
切
り
さ
く
人
の
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
ち
わ
び
て
い
る
。
見
よ
、
外
夷
の
残
忍

と
不
遜
か
ら
救
わ
れ
ん
と
て
、

人
を
つ
か
わ
さ
れ
ん
こ
と
を

い
か
に
イ
タ
リ
ア
は
神
に
祈
る
か
を
。

見
よ
、

人
あ
り
て
旗
を
か
か
ぐ
れ

ば
、

い
か
に
そ
の
旗

に
し
た
が
わ
ん
と
そ
の
欲
す
る
か
を
。』

(君
主
論
、
二
六
)

し
か
も

マ
キ
ァ
ヴ
ェ

ル
リ
は
、
こ
れ
ら
の
外
国
勢
力
の
侵
略
、
干
渉

の
原
因
が
、
実
に
イ
タ
リ
ア
の
封
建
的
分
裂
に
あ
る
こ
と
を
洞
察

し
て
い
た
。
そ
し
て
外
国
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
は
、

こ
れ
ら
の
封
建
勢
力
を
打
倒
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
新
し

い

法
と
制
度
の
採
用
-

近
代
化
の
途
こ
そ
民
族
の
統

一
と
独
立
の
途

で
あ
っ
た
。

(同
右
)

か
よ
う
な
封
建
的
分
裂
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
ば
、
世
俗
的
権
力
と
し
て
の

ロ
ー
マ
教
会
、
封
建
貴
族
、
外
国
傭
兵
で
あ
り
、
商



業
都
市
の
ギ

ル
ド
の
特
権
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
教
会
が
イ
タ
リ
ア
民
族
の
統

一
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
が
ん
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

マ
キ
ァ
ヴ
エ

ル
リ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

『
私
ど
も
イ
タ
リ
ア
人
が
信
仰
を
失

い
、
堕
落
し
た
の
は
、

ロ
ー
マ
教
会
と
そ
の
信
侶
の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し

ロ
ー

マ
教
会
の
も
つ

と
重
大
な
責
務
ぱ
、
イ
タ
リ
ア
の
破
滅

の
原
因
で
あ
る
こ
と
、
教
会
が
わ
が
国
を
分
裂
状
態
に
お
い
て
を
た
し
、
今
も
な
お
そ
う
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
が
…
…

一
っ
の
共
和
国
、

一
人
の
主
権
者
に
よ
つ
て
統
治
さ
れ
て

い
な
い
唯

二
の
原
因
は

ロ
ー
マ
教
会
が
お

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

世
俗
的
権
力
と
し
て
、

充
分
強
大
な
権
力
と
勇
気
を
も
つ
て
は

い
な

い
の
で
、

国
土
の
残
り
を

自
ら
の
手
に
お
さ
め

て
、
全
イ
タ
リ
ア
の
唯

一
の
主
権
者
と
な
る
こ
と
も
で
き
ね
し
、
ま
た
き
わ
め
て
微
力
だ
と

い
う
わ
け
で
も
な

い
の
で
、
そ
の
権
力
を
他

の
強
力
な
イ
タ
リ
ア
の
諸
侯
か
ら
ま
も
る
た
め
に
、
外
国
の
援
助
に
た
よ
ろ
う
と
す
る
。』

(
ロ
ー
マ
史
論
、
一
の
一
二
)

封
建
領
主
に
つ
い
て
言
え
ば
、
口.か
よ
う
な
人

々
は
い
か
な
る
国
家
、
共
和
国
に
と
っ
て
も
有
害
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
貴
族
以

上

に
有
害
な
の
は
、
そ
の
庄
園
の
ほ
か
に
な
お
自
ら
の
支
配
す
る
城
塞
を
も
ち
、
臣
従
す
る
領
民
を
も
っ
た
人

々
で
あ
る
。
』

か
よ
う
な

封
建
勢
力
を
打
倒
す
る
に
は
、
完
全
で
絶
対
的
な
国
王
的
権
力
が
要
求
さ
れ
る
。

(同
右
、

一
の
五
五
)

傭
兵
隊
と
そ
の
長
(
C
o
n
d
o
t
t
i
e
r
e
)

の
専
権
が

い
か
に
イ
タ
リ
ア
の
衰
亡
の
原
因
と
な
っ
た
が
を
論
じ
て
、

彼
ら
は
諸
侯
相
互
の
内

戦
に
は
役
立
ち
は
す
る
が
、
外
敵
に
は
全
く
無
力
で
あ
る
と
言

い
、
か
よ
う
な
騎
兵
を
主
体
と
す
る
傭
兵
を
廃
し
て
、
歩
兵
中
心
の
近
代

的
国
民
軍
(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
m
i
l
i
t
i
a
)

を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
と
進
言
し
て
い
る
。

(君
主
論
、

一
二
)

ギ

ル
ド
的
特
権
に
も
と
つ
く
党
派
的
利
益
に
つ
い
て
、
彼
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
例
を
あ
げ
、
そ
こ
で
は
私
党

の
利
益
が
公
共
の
善
に
先

立

つ
て
顧
慮
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
都
市
の
秩
序
が
失
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(
ロ
ー
マ
史
論
、
一
の
四
九
)

し
た
が
っ
て
彼
は
等
族
制

c
改
革
を
提
案
し
、
組
合
組
織
(
R
a
t
e
)の
混
乱
を
除
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
政
府
の
構
成
を
等
族
制
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
旧
来



の
七
十
人
会
及
び
人
民
共
同
体
会
議

を
廃
止
し
て
、

大
組
合

百
六
十
人
、
小
組
合
四
十

人
の
代
表
者
を
以
て
構
成
す
る
二
百
人
会
を
組
織
す

る
。
こ
の
会
議
は
旧
執
政
職

に
あ
た
る
六
十
四
人
会
と
と
も
に
最
高

の
機
関
と
し
て
君
主
を
た
す
け
る
。
さ
ら
に
第
三
の
人
民
の
立
場

を
代
表
す
る
た
め
に
ぱ
千
人
会
の
組
織
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
の
機
関
は
彼

の
混
合
政
体
に
適
合
し
た
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
制
改
革
覚
書
)
ま
た
組
合
と
等
族
に
.

わ
か
た
れ
て
い
る
都
市
に
お

い
て
、
君
主
は
こ
れ
ら
の
集
団
を
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て

い
る
。
(君
主
論
、
日=

)

こ
こ
で
は
ギ
ル
ド
制
に
対
す
る
改
革
と
統
制
の
必
要
が
明
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ち
な

い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ギ
ル
下

制
が
す
で
に
生
産
力
に
対
す
る
束
ば
く
と
な
り

つ
、
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

(
マ
ル
ク
ス
、
資
本
論
、
第

一
巻
、
第

一
二
章
、
第
四

節
)
ギ
ー
ル
ケ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
世
的
コ
ン
ミ
ュ

ン
乃
至
コ
ル
ポ

レ
ー
シ
ョ

ン
の
中
央
集
権
化
は
、
実

に
か
よ
う
な
矛
盾
の
反
映

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ル
リ
は
か
よ
う
な
多
元
的
分
裂
的
封
建
国
家
に
か
わ
る
、
近
代
的
民
族
国
家
を
予
感
し
て
い
た

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
故
に
彼
の
政
治
思
想
ぱ
封
建
制
度
か
ら
資
本
主
義

へ
の
転
換

の
変
革
期
の
政
治
権
力
の
論

理
を
表
現
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。

〔
本
稿

の
引
用

の

マ
%
ア
ヴ

ェ
ル
リ
の
著

作
に

っ
い
て
ば
、
主

と
し

て
、

を

用

い
、

を
参
照

し
た
。
〕
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