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は
じ
め
に

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
国
家
と
は
一
種
の
身
体
な
い
し
有
機
体
で
あ
り
、
生
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た１

）
。
そ
の
た
め
、

統
治
体
を
適
切
に
維
持
し
え
な
い
不
健
全
な
状
態
は
、
し
ば
し
ば
「
腐
敗
（co
rru

zio
n
e

）」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
。
都
市
共
和
国
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
が
腐
敗
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
市
民
が
国
家
の
存
続
や
発
展
の
た
め
の
政
治
的
資
質
、
す
な
わ
ち
「
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ

（v
irtu

）」
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
（
本
論
で
は
、
原
則
的
に
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
と
い
う
言
葉
を
徳
や
能
力
と
い
う
形
で
使
い
分
け
る
が
、

双
方
を
意
味
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
能
力
に
悪
徳
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
）。
ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
が
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
模
範
に
な
る
と
確
信
し
て
い
た２

）
。
し
か
し
、
他
方
で
彼
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
、

ロ
ー
マ
と
異
な
り
、
一
定
の
腐
敗
が
あ
る
と
見
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
共
和
国
の
市
民
は
、
古
代
ロ
ー
マ
人
と
比
較
す
る
限
り
、
そ

う
し
た
政
治
的
資
質
に
お
い
て
圧
倒
的
に
劣
っ
て
い
た
の
で
あ
る３

）
。

で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
こ
う
し
た
腐
敗
と
そ
の
克
服
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
研
究
で
は
、
腐
敗
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
い
し
イ
タ
リ
ア
の
改
革
の
た
め
に
強
力
な
君
主
支
配
の
必
要
性
を
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
説

い
た
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た４

）
。
近
年
で
も
多
く
の
研
究
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
君
主
支
配
の
実
現
と
い
う
見
地
か
ら
『
君
主
論
』
を
説

明
し
て
い
る５

）
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
腐
敗
の
克
服
に
関
す
る
議
論
を
こ
の
作
品
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
実
際
、
そ
こ
に

は
、
腐
敗
に
関
す
る
言
葉
は
、
わ
ず
か
数
回
登
場
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、『
君
主
論
』の
主
題
は
、
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
旧
来

の
支
配
者
か
ら
政
治
権
力
を
簒
奪
し
た
状
況
で
「
新
君
主
」
が
い
か
に
支
配
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
の
考
察
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、

読
者
メ
デ
ィ
チ
家
が
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
で
直
面
し
て
い
た
実
践
的
課
題
と
合
致
す
る６

）
。

他
方
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
最
初
の
一
〇
巻
に
関
す
る
論
考
』（
以
後
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
と
表
記
）

の
第
一
巻
第
一
六
章
か
ら
第
一
八
章
ま
で
の
議
論
で
、
腐
敗
の
克
服
に
関
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
右
で
触
れ
た
先
行
研
究
の
中
に
は
、

こ
の
第
一
八
章
か
ら
『
君
主
論
』
へ
の
展
開
な
い
し
発
展
を
推
測
す
る
解
釈
が
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
、
自
由
な
統
治
を
創
設
す
る
た
め
に
は

君
主
的
権
力
が
必
要
だ
と
い
う
同
章
の
主
張
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
移
行
の
書
誌
学
的
根
拠
は
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
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批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
解
釈
は
、
君
主
的
権
力
に
関
す
る
議
論
と
い
う
一
点
で
の
み
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
か
ら
『
君
主
論
』
へ
の

展
開
を
導
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
根
拠
に
欠
け
て
い
る７

）
。

し
か
し
、
も
し
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
一
八
章
で
の
腐
敗
克
服
に
関
す
る
議
論
を
『
君
主
論
』
と
関
連
づ
け
ず
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
が
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
腐
敗
の
克
服
を
た
ん
に
そ
の
箇
所
で
の
み
模
索
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
右
に
指
摘
し
た
難
点
は
生

じ
な
い
。
し
か
も
、
彼
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
事
例
を
き
わ
め
て
頻
繁
に
挙
げ
て
お
り
、
か
つ
、
す
で
に
示
し
た
よ

う
に
、
こ
の
共
和
国
の
読
者
に
具
体
的
な
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
都
市
国
家
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
腐
敗
克

服
の
た
め
に
、
一
時
的
に
せ
よ
、
強
力
な
君
主
支
配
を
企
図
し
て
い
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
同
著
第

一
巻
第
一
八
章
の
議
論
は
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
現
実
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
を
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
次
の
四
つ
の
作
業
に
取
り
組
む
。
第
一
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
共
和
国
の
再
生
の
た

め
に
は
制
度
改
革
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
市
民
の
政
治
的
資
質
の
涵
養
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
彼
の
歴

史
解
釈
で
は
、
ロ
ー
マ
の
腐
敗
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
自
由
を
喪
失
さ
せ
た
。
だ
が
、
も
し
腐
敗
へ
の
対
処
策
が
ロ
ー
マ
史
か
ら
見
出
せ
る

な
ら
ば
、
そ
の
手
段
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
適
用
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
論
は
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
対
処
策
に
関
す
る
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
を
取
り
上
げ
よ
う
。
た
し
か
に
彼
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
一
八
章
で
、
腐
敗
状
態
か
ら
自
由
な
統
治
を
創
設
す

る
た
め
に
は
個
人
の
絶
対
的
な
権
力
が
不
可
欠
だ
と
考
察
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
慎
重
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
考
察
が
祖
国
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
腐
敗
克
服
に
向
け
た
実
践
的
な
提
言
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
節
で
論
証
す
る
よ
う
に
、
実
の
と
こ
ろ
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
そ
の
議
論
は
、
抽
象
的
な
思
考
実
験
に
留
ま
っ
て
お
り
、
祖
国
へ
の
適
用
を
見
据
え
た
現
実
的
方
策
の
表
出
で
は
な
い
。
で
は
、

実
現
可
能
な
レ
ベ
ル
で
の
腐
敗
克
服
は
、
ど
の
よ
う
な
方
策
だ
っ
た
の
か
。
第
四
節
で
は
、
そ
の
方
策
に
関
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
構
想

を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
彼
の
見
解
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
腐
敗
の
克
服
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
市
民
に
優
れ
た
政
治
的
資
質
を
植
え

つ
け
る
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も
共
和
制
の
存
続
を
前
提
と
し
た
手
段
で
あ
っ
た
。
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一

制
度
と
徳

ま
ず
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
政
治
制
度
と
市
民
的
徳
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
古
代
ロ
ー
マ

の
内
政
を
テ
ー
マ
と
し
た
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
で
は
、
自
由
維
持
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
制
度
や
法
律
が
例
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
は
、
第
一
巻
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
護
民
官
制
度
で
あ
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
考
え
で

は
、
こ
の
官
職
は
、
貴
族
と
民
衆
（
平
民
）
の
階
級
対
立
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
の
範
囲
で
、
護
民
官
と
い
う
民
主
制
的
要
素
の

導
入
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
の
混
合
政
体
が
完
成
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
混
合
政
体
は
、
各
勢
力
の
均
衡
や
牽
制
と
い
う
点
で
た
し
か

に
一
定
の
効
力
を
有
す
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
制
度
的
工
夫
は
、
共
和
国
の
存
続
や
発
展
の
た
め
の
十
分
条
件
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
以
後
に

見
る
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。

ロ
ー
マ
の
制
度
や
法
律
に
関
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
に
つ
い
て
、
二
つ
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
彼
の
考
え
で
は
、
修
正

不
要
と
い
う
意
味
で
制
度
が
完
成
す
る
地
点
へ
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
す
べ
て
の
事
柄
に
は
、
新
し
い
出
来
事
を
生

じ
さ
せ
る
固
有
の
欠
点
が
あ
る
た
め
、
新
し
い
制
度
で
そ
れ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い８

）
」。
彼
は
、
実
は
護
民
官
と
い
う
制
度
す
ら
も
後

の
時
代
に
は
欠
点
を
抱
え
込
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る９

）
。
第
二
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
制
度
や
法
律
の
適
切
な
整
備
の
み
で
優
れ
た
統
治

が
可
能
だ
と
は
信
じ
て
い
な
い
。
彼
の
考
え
で
は
、
そ
れ
ら
の
運
用
に
は
、
市
民
の
徳
が
不
可
欠
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
良
き
習
俗
を
維

持
す
る
た
め
に
は
法
律
を
必
要
と
す
る
が
、
法
律
を
維
持
す
る
た
め
に
は
良
き
習
俗
を
必
要
と
す
る10

）
。」勢
力
均
衡
が
純
粋
に
制
度
的
仕
組
み

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ん
に
共
和
国
の
安
定
要
因
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
機
構
論
の
立
場
を
採
っ

て
い
な
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
で
、
た
し
か
に
ロ
ー
マ
が
腐
敗
堕
落
し
た
時
期
の
出
来
事
に
も
若
干
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
著
が
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
史
』
の
最
初
の
一
〇
巻
に
対
す
る
広
義
の
注
釈
書
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
本
的
範
囲
は
、
古

代
ロ
ー
マ
の
起
源
か
ら
共
和
制
初
期
ま
で
だ
と
言
え
る11

）
。
こ
の
こ
と
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』の
大
半
で
扱
わ
れ
て
い
る
対
象
が
健
全
な
時
代

の
政
治
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
三
巻
第
二
五
章
で
、
ロ
ー
マ
に
は
建
国
後
四
〇
〇
年
に
お
い
て
で
す
ら
大
い
に
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清
貧
が
あ
り
、
パ
ウ
ル
ス
・
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
の
時
代
（
紀
元
前
二
世
紀
の
初
頭
頃
）
に
も
共
和
国
全
体
の
利
益
を
重
視
す
る
精
神
が
存
続
し

て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。「
市
民
た
ち
は
、
戦
争
か
ら
名
誉
を
獲
得
す
る
だ
け
で
満
足
し
、
利
益
を
す
べ
て
公
共
の
も
の
と
し
た12

）
」と
い
う

一
節
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
歴
史
解
釈
で
は
、
こ
の
頃
の
ロ
ー
マ
に
は
「
良
き
習
俗
」
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の

時
期
を
「
共
和
国
の
最
後
の
幸
福
な
時
代
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
が
腐
敗
の
本
格
的
な
始
ま
り
だ
と
理
解
し
て
い
る
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
や
は
り
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
で
の
大
半
の
政
治
的
描
写
は
、
市
民
が
優
れ
た
政
治
的
資
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
想
定
に
立

脚
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う13

）
。
例
え
ば
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
第
五
五
章
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
人
は
、
ウ
ェ
イ
イ
か
ら
の
略
奪
品
の
一

〇
分
の
一
を
善
意
か
ら
自
発
的
に
国
庫
に
提
供
し
、し
か
も
、こ
の
拠
出
を
密
か
に
回
避
し
よ
う
と
す
る
市
民
が
い
る
と
は
誰
も
思
わ
な
か
っ

た
と
い
う
。
実
際
、
ロ
ー
マ
の
こ
う
し
た
健
全
さ
に
つ
い
て
は
、
第
三
巻
第
八
章
で
前
面
に
示
し
出
さ
れ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ

こ
で
、
公
共
精
神
が
あ
っ
た
頃
の
ロ
ー
マ
政
治
を
描
写
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
で
は
一
人
の
力
で
都
市
を
十
分
に
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
説
明
で
は
、
健
全
な
時
期
の
ロ
ー
マ
で
は
、
功
績
の
あ
る
有
能
な
市
民
は
、
誠
実
な
態
度
を
維
持

し
、
君
主
権
力
の
掌
握
を
目
指
す
「
野
心
家
」
と
疑
わ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
た14

）
。
も
し
都
市
が
こ
の
よ
う
に
健
全
で
あ
れ
ば
、
専
制

君
主
は
登
場
し
え
な
い15

）
。
こ
の
状
態
で
は
、
多
数
の
市
民
が
権
力
者
を
警
戒
し
、
他
方
で
有
力
市
民
も
疑
惑
を
市
民
に
与
え
な
い
よ
う
配
慮

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
互
作
用
な
い
し
好
循
環
が
あ
れ
ば
、
政
治
上
の
制
度
的
工
夫
は
、
ほ
と
ん
ど
不
要
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
市
民
が
腐
敗
し
て
い
る
場
合
、
た
と
え
優
れ
た
制
度
や
法
律
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
一
八
章
で
、
基
本
的
国
制
で
あ
る
「
制
度
（o

rd
in
i

）」
と
、
姦
通
や
奢
侈
な
ど
を
取
り
締
ま
る
個
別
的

な
「
法
律
（leg
g
i

）」
と
を
弁
別
し
、
腐
敗
状
態
で
は
、「
法
律
」
の
み
な
ら
ず
、「
制
度
」
を
も
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
次
の
一
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
制
度
」
す
ら
も
、「
良
き
習
俗
」
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。

共
和
国
創
設
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
善
良
で
あ
っ
た
時
期
に
作
ら
れ
た
制
度
や
法
律
は
、
人
々
が
邪
悪
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
適
切
で
は
な
い
。
法
律
は
、

― ―129



都
市
に
お
け
る
出
来
事
に
応
じ
て
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
制
度
は
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
め
っ
た
に
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
法
律
は
、

機
能
し
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
ま
ま
の
制
度
が
そ
れ
ら
法
律
を
腐
敗
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る16
）

。

同
所
に
よ
れ
ば
、
右
の
「
制
度
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、「
民
会
、
元
老
院
、
護
民
官
、
執
政
官
の
権
威
」
を
指
し
て
い
る
。
第
二

に
、
そ
れ
は
、
官
職
者
選
出
お
よ
び
法
律
制
定
の
「
様
式
」
を
も
指
し
て
い
る
。
彼
の
説
明
で
は
、
後
者
の
二
つ
の
様
式
は
、
当
初
は
適
切

に
機
能
し
て
い
た
が
、
市
民
の
政
治
的
資
質
が
低
下
し
た
後
に
は
悪
し
き
結
果
を
も
た
ら
す
の
み
で
あ
っ
た17

）
。

こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
に
は
、
初
期
ロ
ー
マ
に
は
高
度
な
市
民
的
徳
が
あ
っ
た
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
貴
族

と
民
衆
の
対
立
が
ロ
ー
マ
に
自
由
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
主
張
も
、
同
じ
前
提
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
か
ら
は
、
貴
族
と
民
衆
の
具
体
的
な
政
治
的
資
質
が
ど
の
時
点
で
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
は
、
明
快
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
、
貴
族
の
権
力
欲
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
る
が
、
も
し
ロ
ー
マ
に
腐
敗
が
見
ら
れ
ず
、
貴
族
が
高
度
に
有
徳
で
あ
れ

ば
、
少
な
く
と
も
共
和
国
の
自
由
の
維
持
や
公
的
利
益
の
追
求
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
民
衆
も
、

ロ
ー
マ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
一
定
の
権
力
を
獲
得
す
る
と
、
そ
の
権
力
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
よ
う
と
し
た（「
野
心
は
、
人

間
の
心
中
に
お
い
て
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
地
位
に
到
達
し
て
も
、
そ
れ
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い18

）
」）。
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
五
章
と
第
六
章
で
、「
自
由
の
守
護
者
」
を
貴
族
と
民
衆
の
い
ず
れ
に
任
せ
る
べ
き
か
と
い
う
問

題
を
検
討
し
、
民
衆
側
に
与
す
る
結
論
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
決
定
的
根
拠
は
、
民
衆
自
身
の
性
質
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
対
外
政
策

の
必
要
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
情
は
、
貴
族
を
含
む
ロ
ー
マ
人
全
般
の
有
徳
性
を
想
定
し
て
い
た
点
に
一
因
が
あ
る
と
察
せ
ら
れ

る
。ロ

ー
マ
人
が
き
わ
め
て
有
徳
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
は
、
人
間
本
性
が
不
変
だ
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
自
身
の
主
張
と
抵
触
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』に
は
、
ロ
ー
マ
人
が
権
力
へ
の
野
心
や
財
産
へ
の
執
着
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
描

写
さ
れ
て
い
る
議
論
が
少
な
く
な
い
。
端
的
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ル
キ
ウ
ス
・
ク
ィ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
キ
ン
キ
ナ
ト
ゥ
ス
は
、
第
三
巻
第

二
五
章
に
よ
れ
ば
、
終
始
一
貫
し
て
清
貧
を
維
持
し
、
国
家
の
必
要
性
が
生
じ
た
た
め
に
政
治
に
関
与
し
た
が
、
権
力
や
財
産
へ
の
欲
求
を
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抱
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
間
の
あ
り
方
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
（
あ
る
い
は
、
共
和
制
末
期
の

腐
敗
し
た
ロ
ー
マ
人
）
と
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
し
か
に
初
期
ロ
ー
マ
人
の
徳
や
能
力
を
積
極
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
れ

ば
、
彼
ら
と
同
時
代
人
と
の
乖
離
が
際
立
つ
だ
ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
古
代
人
が
同
時
代
人
と
同
じ
本
性
を
有
し
て
い
る
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
差
異
は
、
現
代
の
人
間
が
古
代
の
政
治
を
模
倣
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
念
を
読
者
に
抱
か
せ
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
で
、
歴
史
を
教
訓
と
し
て
現
代
に
活
か
す
必
要
性
を
一
貫
し
て
唱
え
て
い
る
。
彼

は
第
一
巻
序
文
で
、
人
間
本
性
の
不
変
性
と
い
う
見
地
か
ら
、
読
者
に
古
代
を
模
倣
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る
。

き
わ
め
て
多
く
の
人
々
は
、
歴
史
を
読
み
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
様
々
な
出
来
事
の
把
握
に
興
味
を
示
す
が
、
模
倣
が
た
ん
に
困
難
の
み
な
ら
ず
不
可
能
だ
と
判
断

し
、
そ
れ
ら
を
模
倣
し
よ
う
と
考
え
て
い
な
い
。〔
そ
れ
ら
の
人
々
の
考
え
で
は
〕
あ
た
か
も
天
体
、
太
陽
、
元
素
、
人・
間・
が
か
つ
て
の
あ
り
方
と
そ
の
運
動
、

秩
序
、
能
力
に
お
い
て
変
化
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る19

）
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
二
巻
序
文
で
も
、
現
代
と
過
去
の
状
況
と
比
較
し
、
現
代
の
腐
敗
を
嘆
い
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
、「
人
間
の
欲
求
は

け
っ
し
て
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
歴
史
が
現
代
へ
の
教
訓
に
な
る
と
い
う
訴
え
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
彼
の
議
論
に
整

合
性
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
人
間
が
必
要
に
迫
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
行
為
を
な
し
う
る
、
と
い
う
意
味
で
人
間
本
性
が
同

一
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
も
と
よ
り
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
に
お
け
る
有
徳
な
ロ
ー

マ
人
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
実
際
の
歴
史
認
識
の
表
れ
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
る
程
度
理
念
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
も
し
こ
の
後
者
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
同
時
代
人
の
模
倣
す
べ
き
対
象
を
示
し
出
す
た
め
に
、
古
代
ロ
ー

マ
の
「
歴
史
」
を
意
識
的
に
創
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
と
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
彼
の
試
み
は
、
有
徳
な
ロ
ー
マ
人
を
読
者
に

印
象
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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二

腐
敗
の
克
服

（
一
）
原
点
回
帰
に
関
す
る
議
論

次
に
、
腐
敗
の
対
処
策
に
関
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
原
初
状
態
の
回
復
を
基
本
的
テ
ー
マ
と
し
て
い
る

『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
三
巻
の
諸
議
論
に
着
目
し
て
お
こ
う
。
こ
の
い
わ
ば
原
点
回
帰
は
、
腐
敗
の
対
処
策
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
腐
敗
と
い

う
現
象
は
、
次
の
二
つ
の
意
味
で
解
釈
で
き
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
有
機
体
が
進
む
悪
し
き
方
向
へ
の
一
方
的
変
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
場
合
、
統
治
体
の
変
化
は
、
最
終
的
に
は
死
滅
す
る
過
程
に
他
な
ら
ず
、
も
し
仮
に
そ
の
朽
ち
ゆ
く
過
程
を
何
ら
か
の
行
為
が

食
い
止
め
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
は
、
せ
い
ぜ
い
対
象
の
現
状
を
維
持
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
腐
敗
に
対
す
る
方
策

は
、
過
去
の
健
全
さ
を
回
復
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
他
方
で
、
腐
敗
し
た
対
象
が
当
初
の
健
全
さ
へ
と
戻
り
う
る
場
合
も
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
三
巻
第
一
章
で
、
国
家
の
改
革
者
を
医
者
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
医
者
は
、
患
者
を
若
返
ら
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
に
せ
よ
、
そ
の
身
体
を
治
療
に
よ
っ
て
健
全
な
状
態
へ
と
戻
し
う
る
。
身
体
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
国
家
も
、
い
っ
た
ん
は
腐
敗
し
た

と
し
て
も
、
健
康
体
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
対
象
は
時
間
的
経
過
と
と
も
に
確
実
に
衰
退
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
腐
敗
と
は
、
可
逆
的
な
現
象
で
あ
り
、
対
処
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
、
統
治
体
を
健
全
な
状
態
へ
と
還
元
す

る
営
み
と
な
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
を
明
確
に
区
分
け
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

国
家
の
衰
退
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
身
体
の
病
理
と
し
て
例
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
回
復
の
た
め
に
必
要
な
力
は
、
統
治
体
を
維
持

す
る
力
の
場
合
と
同
様
に
、
当
時
し
ば
し
ば
「
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た20

）
。『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
三
巻
で
の
考
察
は
、
国
家
の
病
理

学
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
腐
敗
し
た
統
治
体
に
は
ど
の
よ
う
な
処
方
箋
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
巻
で
の
考
察
は
、
ロ
ー
マ
共
和
国
の
衰

退
期
に
関
す
る
叙
述
と
重
複
す
る
こ
と
と
な
り
、マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
第
一
章
で
、個
々
の
ロ
ー
マ
人
が
発
揮
し
た
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
を
テ
ー

マ
に
す
る
と
予
告
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
実
際
に
は
同
巻
の
議
論
の
多
く
は
、
こ
の
原
点
回
帰
と
い
う
テ
ー
マ
に
即
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
）。
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『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
三
巻
か
ら
は
、
腐
敗
に
対
す
る
方
策
が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
処
方
箋
は
、
症
状
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
理
解
が
わ

か
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
一
章
で
、
ま
ず
、
国
家
の
「
起
源
（p

rin
cip
io

）」
は
、
健
全
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
そ
の
本
来
的
な
状
態
な

い
し
「
原
理
（p

rin
cip
io

）」
へ
の
回
帰
こ
そ
、
腐
敗
の
進
行
に
抗
う
方
策
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
統

治
体
の
破
滅
は
、
最
終
的
に
は
回
避
し
え
な
い
が
、
国
家
が
変
革
を
通
じ
て
そ
の
寿
命
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
で
き
る
。

現
世
の
事
物
に
は
す
べ
て
、
そ
の
生
命
の
終
わ
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
事
物
は
、
天
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
過
程
を
進
む
場
合
、
そ
の
身
体
を
破
滅
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
仕
方
で
維
持
す
る
。
こ
の
過
程
は
、
変
化
を
伴
わ
な
い
過
程
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
変
化
し
た
と
し
て
も
、
有
害
で
は
な
く
、
健

全
な
過
程
で
あ
る
。
私
は
、
共
和
国
や
宗
派
の
よ
う
に
複
合
的
な
組
織
体
を
論
じ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
起
源
へ
と
戻
す
変
革
は
、
有
益
だ
と
思
う
。
そ
れ
ら

は
、
諸
制
度
で
自
ら
を
頻
繁
に
革
新
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
制
度
な
し
で
そ
う
し
た
革
新
に
至
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
組
織
体

は
、
よ
く
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
長
期
的
な
生
涯
を
お
く
る
で
あ
ろ
う21
）

。

共
和
国
や
宗
派
が
複
合
的
な
組
織
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
個
々
人
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

考
え
で
は
、
腐
敗
は
、
共
同
体
の
ご
く
一
部
に
の
み
存
在
す
る
場
合
と
、
そ
の
ほ
ぼ
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
事
例
は
、

共
和
制
ロ
ー
マ
の
初
期
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
野
心
ゆ
え
に
自
由
な
新
体
制
を
破
壊
し
よ
う
と
企
て
る
一
部
の
者
た
ち
、
つ
ま
り「
ブ
ル
ト
ゥ

ス
の
息
子
た
ち
」
が
い
た
。
腐
敗
し
切
っ
た
後
者
の
事
例
は
、
マ
リ
ウ
ス
や
カ
エ
サ
ル
の
時
代
の
ロ
ー
マ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
は
、
共
同
体
の
健
全
化
は
、
そ
の
一
部
で
あ
る
個
人
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
同
章
で
は
、
人
々
を
健
全
に
す
る
作

業
は
、
国
家
と
同
様
に
人
々
の
集
合
体
た
る
宗
教
的
組
織
の
例
か
ら
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
生
命
を
維
持

し
え
た
の
は
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
や
聖
ド
ミ
ニ
コ
の
有
徳
さ
が
多
く
の
信
者
の
精
神
を
善
導
し
、
ひ
い
て
は
教
会
を
原
初
の
健
全
な
状
態

に
引
き
戻
し
た
た
め
で
あ
る
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
原
点
回
帰
の
要
因
な
い
し
手
段
を
分
類
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
要
因
は
、
国
家
の
内

部
要
因
か
外
部
要
因
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
外
部
要
因
の
一
例
は
、
外
敵
の
脅
威
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
人
は
、
こ
の
脅
威
ゆ
え
に
「
新
し
い
生
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活
や
新
し
い
力
を
回
復
し
、
宗
教
と
正
義
の
遵
守
を
回
復
し
よ
う
と
し
た22

）
」。
た
だ
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
外
部
要
因
に
依
存
し
た
改
革

は
き
わ
め
て
危
険
だ
と
警
告
し
て
い
る
。
他
方
、
内
部
要
因
に
は
、
同
章
に
よ
れ
ば
、
護
民
官
や
監
察
官
な
ど
の
制
度
や
法
律
に
よ
る
場
合

と
、
個
人
の
模
範
的
行
為
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
発
揮
さ
れ
る
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
と
は
、
先
述
の
聖
人
の
場
合
と
同
様
に
、
徳
と

い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
腐
敗
が
軽
微
な
場
合
に
は
制
度
や
法
律
を
定
め
る
か
、
あ
る
い
は
、
個
人
の
有
徳
な
行
為
を
市
民
に
示
す
だ
け
で

よ
い
。
し
か
し
、
腐
敗
が
深
刻
で
あ
れ
ば
、「
ブ
ル
ト
ゥ
ス
の
息
子
た
ち
」を
処
刑
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
武
力
と
い
う
意
味
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ

が
必
要
と
な
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
は
、『
君
主
論
』
で
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
悪
徳
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
腐
敗
の
症
状
の
深
刻
さ
が
増
す
と
と
も
に
、
個
人
へ
の
依
存
度
が
高
く
な
り
、
個
人
が
武
力
を
行
使
す
る
局
面
も
多
く
な

る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
解
釈
で
は
、
ロ
ー
マ
で
の
厳
格
な
刑
罰
の
執
行
は
、
当
初
一
〇
年
毎
に
見
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
間
隔
は
次

第
に
広
く
な
っ
て
い
っ
た
。
厳
罰
の
恐
怖
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
初
心
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
巻
最
終
章
で
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
特
に
腐
敗
が
深
刻
な
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
一
軍
団
や
一
都
市
の
人
間
全
体
に
死
刑
を
宣
告
す
る
ほ
ど
の
非
常
手
段
が
必

要
に
な
る
。
物
理
的
強
制
力
を
中
核
と
し
た
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
は
、
善
用
さ
れ
る
限
り
、
共
同
体
全
体
の
徳
の
回
復
に
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
原
点
回
帰
が
根
本
的
な
改
革
で
あ
り
、
暴
力
を
伴
う
と
す
れ
ば
、
改
革
者
に
も
重
大
な
危
険
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
非
常
手
段
の
行
使
と
い
う
外
科
手
術
的
方
策
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
で
す

で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
腐
敗
の
克
服
を
め
ぐ
る
考
察

『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
第
一
八
章
は
、
腐
敗
し
た
状
態
で
自
由
な
統
治
を
創
設
な
い
し
維
持
す
る
試
み
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
同
章

は
、
先
行
す
る
二
つ
の
章
と
明
ら
か
に
内
容
上
の
密
接
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
の
十
分
な
テ

ク
ス
ト
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
各
章
の
議
論
内
容
と
そ
の
相
互
関
連
の
あ
り
方
を
解
明
し
な
が
ら
、
三
つ

の
章
の
包
括
的
説
明
を
試
み
た
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
ま
ず
第
一
六
章
で
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
追
放
後
の
ロ
ー
マ
の
事
例
を
挙
げ
、
自
由
な
統
治
を
経
験
し
て
い
な
い
人
々
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が
新
た
に
自
由
を
維
持
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
他
者
に
支
配
さ
れ
て
き
た
人
々
が
自
治
を
行
う

こ
と
は
、
そ
の
方
法
に
無
知
で
あ
る
た
め
に
困
難
で
あ
る
。「
こ
の
困
難
は
、
た
と
え
素
材
（m

a
teria

）
が
腐
敗
し
て
い
な
い
場
合
で
も
生

じ
る
。
他
方
、
完
全
に
腐
敗
し
て
い
る
人
々
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
自
由
な
生
活
（v

iv
ere lib

ero

）
を
短
期
間
は
も
ち
ろ
ん
、
一
瞬

す
ら
営
む
こ
と
は
で
き
な
い23

）
」。
こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
腐
敗
が
著
し
い
状
況
で
は
、
自
由
な
統
治
の
実
現
は
絶
望
的
だ
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
章
の
後
続
す
る
議
論
は
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
追
放
後
の
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
状
況
、
す
な
わ
ち
、
腐
敗
の
程
度
が
さ

ほ
ど
重
大
で
は
な
い
状
況
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
一
六
章
後
半
で
、
腐
敗
の
克
服
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
君
主
国
と
共
和
国
と
い
う
統
治
形
態
の
区

分
を
導
入
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
分
析
概
念
を
導
入
す
る
と
、
議
論
が
い
さ
さ
か
複
雑
に
な
る
と
い
う
危
惧
を
示
し
て
い
る
。
た
し

か
に
君
主
制
そ
の
も
の
が
専
制
的
で
あ
り
、
腐
敗
し
た
統
治
だ
と
い
う
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
な
国
家
は
、
通
常
は
共
和
国
と
同
一
視
さ

れ
る
。
し
か
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
君
主
国
が
一
般
的
に
は
腐
敗
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
す
べ
て
が
腐
敗
状
態
だ
と
は

考
え
て
い
な
い
。
実
際
、
ロ
ム
ル
ス
時
代
の
ロ
ー
マ
は
、「
自
由
な
」
君
主
国
（
王
国
）
で
あ
っ
た24

）
。
ま
た
、
同
章
で
は
、
い
わ
ば
制
限
王
制

と
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
共
和
国
は
、
健
全
な
（
自
由
な
）
状
態
と
腐
敗
し
た
状
態
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
後
者

は
、
共
和
制
末
期
の
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
、
自
由
と
は
言
え
な
い
共
和
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
状
態
へ
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
腐

敗
克
服
の
問
題
に
統
治
形
態
の
分
析
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
、
知
的
な
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
の
自
治
の
経
験
の
有
無
に
よ

り
自
由
な
統
治
の
実
現
可
能
性
も
異
な
っ
て
く
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
一
六
章
の
後
半
以
降
で
、
自
由
と
腐
敗
、
君
主
国
と
共
和
国
と

い
う
二
種
類
の
対
概
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
腐
敗
克
服
に
関
す
る
議
論
を
、
ま
ず
君
主
国
を
構
築
す
る
場
合
、
次
に
共
和
国
を
構
築
す
る

場
合
と
い
う
順
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

右
の
区
別
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
腐
敗
か
ら
自
由
へ
の
転
換
に
つ
い
て
次
の
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
想
定
で
き
る
。（
一
）腐
敗
し
た
共
和
国
か

ら
自
由
な
君
主
国
へ
の
転
換
に
関
す
る
考
察
は
、
第
一
六
章
後
半
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。（
二
）腐
敗
し
た
共
和
国
か
ら
自
由
な
共
和
国
へ
の

転
換
に
つ
い
て
は
、
第
一
八
章
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。（
三
）腐
敗
し
た
君
主
国
か
ら
自
由
な
共
和
国
へ
の
転
換
は
、
一
七
章
で
論
じ
ら
れ
る

が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
腐
敗
の
程
度
が
軽
け
れ
ば
、
そ
の
転
換
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
程
度
が
重
け
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
後
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者
が
不
可
能
な
理
由
は
、
最
初
の
状
態
が
君
主
国
で
あ
り
、
か
つ
、
深
刻
な
程
度
に
腐
敗
し
て
い
る
と
い
う
二
重
の
悪
条
件
に
求
め
ら
れ
よ

う
。（
四
）
腐
敗
し
た
君
主
国
か
ら
自
由
な
君
主
国
へ
の
転
換
に
関
す
る
考
察
は
、
お
そ
ら
く
（
三
）
の
場
合
と
同
様
の
理
由
か
ら
試
み
ら
れ

て
い
な
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
展
開
に
沿
い
な
が
ら
、
各
章
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
第
一
六
章
の
後
半
部
分
に
よ
れ
ば
、
右
の（
一
）

の
場
合
の
作
業
は
、
可
能
で
あ
る
。
彼
は
、
貴
族
と
民
衆
の
階
級
対
立
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
の
対
象
は
、
従
前
に
共

和
国
で
あ
っ
た
国
家
と
言
え
る
。「
君
主
に
敵
対
し
て
い
る
民
衆
の
好
意
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
｜
｜
私
は
、
祖
国
で
専
制
君
主（tira

n
-

n
i

）
と
な
っ
た
君
主
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｜
｜
君
主
は
ま
ず
、
民
衆
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い25

）
」。
こ
の

場
合
、
民
衆
の
期
待
は
、
第
一
に
、
自
ら
を
隷
属
さ
せ
て
い
た
貴
族
に
復
讐
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、「
自
由
を
取
り
戻
す
」こ
と
で
あ

る
。「
君
主
は
、
第
一
の
欲
求
に
つ
い
て
は
、
完
全
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
の
欲
求
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
満
足
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る26

）
」。
こ
の
第
一
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
手
段
に
つ
い
て
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
古
代
の
専
制
君
主
ク
レ
ア
ル
コ
ス
が
貴
族
を
す
べ

て
殺
害
し
た
と
い
う
実
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
二
の
欲
求
を
「
部
分
的
に
は
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
自
由
を

欲
す
る
民
衆
に
は
、
支
配
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
ご
く
少
数
の
者
と
、
私
的
な
生
活
の
安
全
を
目
的
と
し
て
い
る
多
数
の
者
が
い
る

と
見
て
い
る27

）
。
前
者
の
「
自
由
を
取
り
戻
す
」
要
求
は
、
こ
こ
で
は
共
和
制
統
治
の
採
用
と
同
義
で
あ
り
、
君
主
制
を
採
る
限
り
は
、
定
義

上
そ
の
自
由
は
回
復
さ
せ
え
な
い
。
他
方
、
後
者
の
要
求
は
、
た
ん
に
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
君
主
の
採
る
べ
き
方
策
は
、

民
衆
の
う
ち
で
支
配
欲
に
溢
れ
る
少
数
者
を
殺
害
す
る
か
利
益
で
籠
絡
し
、
た
ん
に
個
人
的
生
活
の
安
全
に
の
み
関
心
を
寄
せ
る
大
多
数
の

庇
護
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
腐
敗
し
た
共
和
国
か
ら
自
由
な
君
主
国
へ
と
転
換
す
る
場
合
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
考
案
す

る
基
本
的
手
段
と
は
、
君
主
が
貴
族
を
排
除
し
、
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

次
の
第
一
七
章
は
、
一
見
す
る
と
、
前
章
の
議
論
の
繰
り
返
し
の
よ
う
だ
が
、
右
に
示
し
た
（
三
）
の
場
合
の
考
察
、
す
な
わ
ち
、
腐
敗

し
た
君
主
国
（
王
国
）
か
ら
自
由
な
共
和
国
へ
と
転
換
す
る
場
合
の
考
察
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
例
は
、

タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
追
放
後
の
ロ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
、
王
制
か
ら
共
和
制
へ
の
転
換
期
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ
の
第
一
七
章
で
、
腐
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敗
の
程
度
の
問
題
に
再
び
触
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
ロ
ー
マ
が
自
由
な
統
治
へ
と
転
換
し
え
た
の
は
、
腐
敗
の
程
度
が
軽

微
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る28

）
。
す
な
わ
ち
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
追
放
後
の
ロ
ー
マ
で
は
、
国
民
と
い
う
素
材
「（m

a
teria

）」
は
、
完
全
に
は
腐
敗

し
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
一
部
を
除
去
し
さ
え
す
れ
ば
、
最
初
の
「
形
態
（fo
rm
a

）」
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
る
と
こ
ろ
、
素
材
全
般
が
腐
敗
し
て
い
る
国
家
で
は
、
こ
う
し
た
「
改
革
（re-fo

rm
a

）」
は
困
難
で
あ
る
。

す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
第
一
六
章
で
、
腐
敗
が
深
刻
な
場
合
に
は
自
由
な
生
活
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
を
「
後

で
述
べ
る
」
と
予
告
し
て
い
た
が
、
こ
の
理
由
は
、
第
一
七
章
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
腐
敗
が
著
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
新
し
い

君
主
が
登
場
し
、
こ
の
君
主
を
他
の
君
主
が
滅
ぼ
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
簒
奪
の
パ
タ
ー
ン
は
、
徳

と
能
力
と
を
併
せ
持
つ
君
主
が
登
場
す
る
ま
で
続
く29

）
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
名
君
が
出
現
す
れ
ば
、
そ
の
存
命
中
に
は
自
由
の
維
持
は
不
可

能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
の
死
後
に
は
以
前
の
状
態
へ
と
戻
る
だ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
サ
ル
の
頃
に
は
ロ
ー

マ
の
腐
敗
が
深
刻
な
地
点
ま
で
達
し
て
い
た
た
め
に
、
彼
を
暗
殺
し
た
ブ
ル
ト
ゥ
ス
の
権
威
や
過
酷
さ
は
、
自
由
を
回
復
さ
せ
る
ほ
ど
の
効

力
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。

同
じ
第
一
七
章
後
半
で
、
腐
敗
が
甚
だ
し
い
局
面
で
は
法
律
は
機
能
し
な
い
と
い
う
結
論
が
提
示
さ
れ
た
後
、
改
め
て
腐
敗
克
服
の
方
法

が
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、「
素
材
の
腐
敗
ゆ
え
に
衰
退
し
て
い
る
都
市
が
も
し
再
起
す
る
場
合
、

こ
れ
が
生
じ
る
の
は
、
そ
の
時
に
生
き
て
い
る
一
人
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
優
れ
た
制
度
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
国
民
全
般
の

ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
に
よ
っ
て
で
は
な
い30

）
」。
同
所
で
換
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
腐
敗
の
克
服
の
方
法
と
は
、
一
人
の
人
物
が「
極
端
な
力
で
素
材

が
善
良
に
な
る
ほ
ど
に
法
律
を
守
ら
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
考
え
で
は
、
深
刻
な
程
度
に
ま
で
腐
敗
し
た
状
態
で
す
ら
、

優
れ
た
君
主
が
登
場
し
、
こ
の
人
物
が
被
治
者
の
本
性
を
変
更
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
直
後
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、「
こ
の
こ
と
﹇
自
由
状
態
へ
の
転
換
﹈
が
こ
れ
ま
で
に
生
じ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

が
生
じ
う
る
ど
う
か
を
私
に
は
わ
か
ら
な
い31

）
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
陳
述
か
ら
、
そ
こ
で
の
考
察
は
、
先
例
が
な
く
、
今
後
も
生
じ
な
い

か
も
し
れ
な
い
問
題
に
関
す
る
探
究
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
の
考
察
は
、
こ
の
意
味
で
思
考
実
験
的
で
あ
る
。
彼
は
、「
素
材
が
善

良
に
な
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
現
在
の
腐
敗
状
態
か
ら
過
去
の
健
全
さ
へ
と
遡
る
こ
と
が
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可
能
だ
と
認
識
し
て
い
る
が
、
一
人
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
に
よ
る
国
民
全
般
の
健
全
化
は
、
実
践
的
な
見
地
か
ら
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
後
続
す
る
議
論
で
、
そ
の
作
業
の
完
遂
が
困
難
な
理
由
の
一
つ
を
時
間
的
制
約
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の

腐
敗
と
は
長
期
的
慣
習
の
産
物
で
あ
る
た
め
、
君
主
の
短
い
生
命
で
は
、
改
革
の
た
め
に
十
分
な
時
間
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
君
主
が

死
去
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
最
初
の
状
態
が
再
現
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
腐
敗
の
克

服
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
と
い
う
結
論
を
前
章
と
同
様
に
下
し
て
い
る
。
な
お
、
第
一
七
章
の
最
後
で
、
自
由
を
維
持
し
え
な
い
理
由
は
、

国
家
に
不
平
等
が
根
づ
い
て
い
る
点
に
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

自
由
な
統
治
の
創
設
と
い
う
問
題
は
、
第
一
八
章
で
議
論
の
出
発
点
を
変
更
し
た
上
で
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
章

で
扱
わ
れ
る
問
題
は
、「
腐
敗
し
た
都
市
が
、
す
で
に
存
在
す
る
自
由
な
統
治
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
う
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
存
在
し

な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
に
創
出
す
る
か32

）
」で
あ
る
。「
共
和
国
創
設
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
善
良
で
あ
っ
た
時
期
に
作
ら
れ
た
制
度
や

法
律
は
、
人
々
が
邪
悪
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
適
切
で
は
な
い
」
と
い
う
議
論
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
同
章
で
の
考
察
が
共
和
国
の
腐
敗
克
服
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
八
章
は
、
先
に
示
し
た
（
二
）
の
場
合
、

す
な
わ
ち
、
腐
敗
し
た
共
和
国
か
ら
自
由
な
共
和
国
を
創
設
し
う
る
か
と
い
う
問
題
の
考
察
と
言
え
よ
う
（
た
だ
し
、
初
め
に
秩
序
な
い
し

制
度
が
存
在
し
な
い
場
合
も
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
）。

第
一
八
章
の
最
初
で
、
こ
の
作
業
は
困
難
だ
と
い
う
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
後
、
再
び
腐
敗
の
程

度
を
区
別
し
た
上
で
、
同
じ
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
全
般
的
な
腐
敗
を
抑
え
る
た
め
に
十
分
な
法
律
や
制
度
は
な
い33

）
」。

と
い
う
の
も
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
良
き
習
俗
を
維
持
す
る
た
め
に
は
法
律
を
必
要
と
す
る
が
、
法
律
を
維
持
す
る
た
め
に
は
良
き

習
俗
を
必
要
と
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
徳
や
能
力
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
共
和
国
の
法
律
や
制
度
は
機
能
し
な
い
。
彼
は
こ
こ
で
、
す
で
に

本
稿
で
示
し
た
議
論
、
す
な
わ
ち
、
腐
敗
状
態
で
は
か
つ
て
の
「
制
度
」
が
不
適
切
で
あ
る
た
め
、
新
し
い
「
制
度
」
を
制
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
次
の
一
節
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
悪
し
き
「
素
材
」
に
は
、
優
れ
た
「
制
度
」

は
存
続
し
え
な
い
。
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腐
敗
し
た
ロ
ー
マ
で
自
由
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
活
の
中
で
、
新
し
い
法
律
を
作
る
と
と
も
に
、
新
し
い
制
度
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
被
治
者
の
善
悪
に
応
じ
て
異
な
る
制
度
や
生
活
様
式
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
完
全
に
逆
の
素
材
に
同
じ
形
態
が
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る34
）

。

こ
の
一
節
で
指
摘
さ
れ
て
い
る「
新
し
い
制
度
」と
は
、
一
人
支
配
、
つ
ま
り
君
主
制
を
意
味
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
の
解
釈
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ロ
ー
マ
で
す
ら
、
こ
う
し
た
変
革
を
実
行
し・
え・
な・
か・
っ・
た・
。
同
章
は
、
初
期
ロ
ー
マ
の
ロ
ム
ル
ス
や
ス

パ
ル
タ
の
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
が
根
本
的
な
変
革
に
成
功
し
た
の
は
、
彼
ら
の
「
対
象
（
素
材
）」
が
ま
だ
腐
敗
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う

議
論
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

腐
敗
の
克
服
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
は
、
第
一
八
章
で
別
の
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
腐
敗
に
対
す
る
方
策

は
、
変
革
を
一
挙
に
行
う
か
、
漸
進
的
に
行
う
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
腐
敗
の
萌
芽
期
に
そ
れ
を
見
出
し
う
る
賢
者

を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
物
の
出
現
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
も
し
出
現
し
た
と
し
て
も
、
他
者
へ
の
説
得
は
困
難
で
あ

る
。
他
方
、
ど
の
市
民
も
国
家
の
不
都
合
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
腐
敗
が
浸
透
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
度
に
矯
正
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
改
革
者
は
、
第
一
七
章
の
最
後
で
予
告
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
武
力
と
い
う
非
常
手
段
に
訴
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

の
た
め
の
強
力
な
支
配
権
を
す
で
に
保
持
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
経
験
的
な
見
地
か
ら
、
暴
力
に
訴
え

て
権
力
を
獲
得
し
た
支
配
者
が
公
的
な
利
益
と
い
う
善
良
な
目
的
の
た
め
に
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き

な
い
と
論
じ
て
い
る35

）
。
こ
の
稀
な
例
は
、
第
一
八
章
の
最
後
の
説
明
で
は
、
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
や
ロ
ム
ル
ス
の
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

二
人
の
変
革
の
試
み
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
腐
敗
が
軽
微
で
あ
っ
た
た
め
に
成
功
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
腐
敗
が

深
刻
な
状
態
で
の
成
功
例
を
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
。

― ―139



三

現
実
政
治
と
の
関
係

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
君
主
に
よ
る
物
理
的
強
制
力
の
行
使
と
い
う
極
端
な
方
法
が
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
重
要
な
理
由
は
、
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
右
に
見
た
よ
う
に
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第

一
巻
第
一
八
章
で
は
、
深
刻
な
程
度
の
腐
敗
を
克
服
す
る
作
業
が
困
難
だ
と
い
う
結
論
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
結
論
は
、
も
し
仮
に
読
者
が

腐
敗
の
克
服
を
目
指
し
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
の
企
図
を
断
念
さ
せ
る
も
の
と
な
ろ
う
（
た
だ
し
、
腐
敗
の
程
度
が
軽
微
な
場
合
に
は
そ
れ
が

不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
う
か
が
え
る
）。
も
と
よ
り
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
こ
で
、
読
者
を
物
理
的
強
制
力
の
行
使
へ
と
導

い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
も
し
彼
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
腐
敗
克
服
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
第
一
六
章
か
ら
第
一
八
章
ま

で
の
範
囲
で
、
祖
国
に
言
及
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
祖
国
の
根
本
的
な
政
治
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
言
及
は
な
い
。

第
二
の
よ
り
決
定
的
な
理
由
は
、
第
一
八
章
の
議
論
で
想
定
さ
れ
て
い
る
状
況
が
腐
敗
の
程
度
に
お
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
は
一
致
し
な

い
点
に
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
第
一
六
章
以
降
の
一
連
の
議
論
で
幾
度
も
腐
敗
の
程
度
を
問
題
と
し
て
い
た
。
彼
の
解
釈
で
は
、
カ

エ
サ
ル
時
代
の
ロ
ー
マ
は
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
追
放
後
の
ロ
ー
マ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
の
場
合
は
、
腐
敗
が
き
わ
め
て
深

刻
で
あ
る
た
め
、
再
生
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
。
第
一
八
章
で
は
、
第
一
七
章
後
半
と
同
様
に
、
腐
敗
が
著
し
い
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
具
体
例
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
の
ミ
ラ
ノ
や
ナ
ポ
リ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
腐
敗
の
程
度
は
、
カ
エ
サ
ル
時
代
の
ロ
ー
マ
と

同
様
で
あ
る36

）
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
二
つ
は
、
第
一
巻
第
五
五
章
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
よ
り
は
る
か
に
腐
敗
し
て
い
る
地
域
に
属

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
種
類
の
人
間
〔
特
権
階
級
な
い
し
有
力
貴
族
〕
は
、
ナ
ポ
リ
王
国
、
ロ
ー
マ
領
、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

れ
ら
の
地
域
に
は
、
共
和
国
も
政
治
的
生
活
（v

iv
ere p

o
litico

）
も
け
っ
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
種
類
の
人
間
は
、
ど
の
よ
う
な
市

民
政
治
（civ

ilita

）
に
も
完
全
に
敵
対
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
の
地
域
で
共
和
国
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
誰
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か
が
支
配
者
と
な
り
、
そ
こ
を
再
編
し
よ
う
と
思
え
ば
、
王
国
を
導
入
す
る
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
民
（m

a
teria

）
が
あ
ま
り
に
腐
敗
し
、
法
律
が
拘
束

し
え
な
い
ほ
ど
で
あ
れ
ば
、
よ
り
強
い
力
で
そ
こ
を
再
編
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る37
）

。

こ
こ
で
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
こ
の
悪
し
き
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
は
君
主
な
い
し
国
王
の
よ
う
な
権
力
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
は
同
所
で
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
は
そ
う
し
た
状
態
に
は
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

こ
の〔
右
の
地
域
で
政
治
的
生
活
が
成
立
し
え
な
い
〕理
由
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
事
例
で
確
認
で
き
る
。
こ
の
地
方
に
は
、
狭
い
空
間
に
長
い
間
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

シ
エ
ナ
、
ル
ッ
カ
と
い
う
三
つ
の
共
和
国
と
、
現
在
は
隷
属
の
様
態
に
あ
る
他
の
諸
都
市
と
が
存
在
し
て
き
た
。
後
者
は
、
精
神
や
制
度
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の

自
由
を
維
持
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
自
由
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域
に
城
塞

を
構
え
た
領
主
が
い
な
い
こ
と
や
、
有
力
貴
族
が
い
な
い
か
、
た
と
え
い
た
と
し
て
も
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ﹇
ト
ス
カ
ー

ナ
﹈
に
は
大
い
に
平
等
が
あ
る
の
で
、
思
慮
深
く
、
古
代
の
市
民
政
治
（civ

ilita

）
を
認
識
し
た
人
物
に
よ
っ
て
、
容
易
に
市
民
的
生
活
（v

iv
ere civ

ile

）
が

導
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う38
）

。

地
域
性
の
相
違
に
関
す
る
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
第
一
巻
第
一
七
章
や
第
一
八
章
で
の
考
察
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
状
況
を
想
定
し

て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
従
う
限
り
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
共
和
制
初
期
の
ロ
ー
マ
よ
り
も
腐
敗
し
て

い
る
と
は
い
え
、
第
一
七
章
や
第
一
八
章
で
想
定
さ
れ
て
い
る
状
況
、
す
な
わ
ち
、
ミ
ラ
ノ
が
属
す
る
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
や
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地

方
ほ
ど
に
は
腐
敗
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
後
者
の
地
方
で
「
共
和
国
も
政
治
的
生
活
も
け
っ
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
」
理

由
が
不
平
等
と
い
う
悪
し
き
条
件
の
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
巻
第
一
七
章
で
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
腐
敗
が
克
服

し
え
な
い
の
は
不
平
等
が
あ
る
た
め
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
右
に
引
用
し
た
一
節
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
平
等
が
あ
る
。

第
三
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
具
体
的
な
政
治
状
況
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
腐
敗
克
服
の
た
め
の
非
常
手
段
の
行
使
は
、
あ
ま
り
に
非
現
実
的

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
で
は
、
腐
敗
と
い
う
長
年
の
慣
習
の
産
物
を
一
掃
す
る
た
め
に
は
、
多
数
の
市
民
に
武

力
行
使
が
で
き
る
ほ
ど
の
絶
対
的
権
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
も
し
彼
が
読
者
と
し
て
メ
デ
ィ
チ
家
を
想
定
し
て
い
た
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に
せ
よ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
復
帰
後
の
同
家
は
、
そ
う
し
た
絶
対
的
な
権
力
を
保
持
し
て
お
ら
ず
、
都
市
を
運
営
す
る
上
で
む
し
ろ
他
の
多
く

の
有
力
市
民
の
政
治
的
・
経
済
的
支
援
に
依
存
し
て
い
た39

）
。
そ
こ
で
の
メ
デ
ィ
チ
家
の
立
場
は
、『
君
主
論
』
第
六
章
で
登
場
す
る
ロ
ム
ル
ス

と
は
力
量
の
程
度
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
（
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
同
家
の
立
場
は
、
幸
運
に
の
み
依
存
し
た
同
著
第
七
章
の
君

主
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
第
九
章
の
君
主
類
型
に
属
す
る
と
言
い
う
る40

）
）。
そ
の
ロ
ム
ル
ス
で
す
ら
、
祖
国
の
腐
敗
が
軽
微
で
あ
っ

た
た
め
に
成
功
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
わ
ず
か
な
力
量
し
か
持
た
な
い
メ
デ
ィ
チ
家
に
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
大
規
模
な
変
革
を

遂
行
し
う
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ
家
が
そ
う
し
た
力
量
に
欠
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
今
後
同
家
が
絶
対
的
な
権
力
を
獲

得
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
の
か
。
絶
対
的
権
力
を
掌
握
せ
よ
と
い
う
主
張
が
第
一
八
章
で
な
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
は
そ

の
よ
う
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
『
君
主
論
』
第
九
章
で
、
君
主
は
「
絶
対
的
な
体
制
」
へ
移
行

す
る
な
ら
ば
、
危
機
に
陥
る
と
警
告
し
、「
市
民
的
な
」
体
制
の
方
向
を
読
者
に
推
奨
し
て
い
る41

）
。「
市
民
的
な
」
体
制
と
は
、
メ
デ
ィ
チ
家

の
伝
統
的
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
統
治
の
あ
り
方
と
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
第
二
五
章
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的

権
力
と
は
、
一
般
的
に
「
専
制
（tira
n
n
id
e

）」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
人
間
的
と
は
言
い
が
た
い
支
配
で
あ
る
。
彼
は
第
二
五
章
と
第

二
六
章
で
、
こ
の
専
制
支
配
と
は
対
照
的
な
「
自
由
な
生
活
（v

iv
ev
e lib

ero

）」
へ
の
道
を
示
し
て
い
る
（「
自
由
な
生
活
」
は
、
そ
こ
で

「
市
民
的
生
活
」
や
「
政
治
的
生
活
（v

iv
ere p

o
litico

）」
と
換
言
さ
れ
て
い
る42

）
）。
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
戦
術
論
』、『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政

体
改
革
論
』、『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
絶
対
的
権
力
の
獲
得
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
に
訴
え
ら
れ
て
い
な
い
。

非
常
な（stra

o
rd
in
a
rio

）」手
段
が
自
由
を
喪
失
さ
せ
る
方
途
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
三
四
章
で
、
あ
る
官
職
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
に
せ
よ
、
必
ず
「
制
度
（o

rd
in
e

）」
や
法
律
で
そ
れ
を

制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
も
し
こ
う
し
た
「
オ
ル
デ
ィ
ネ
」
を
外
す
な
ら
ば
、
よ
ほ
ど
の
善
人
で
な
い
限
り
、
そ
の
権

力
は
自
由
を
破
壊
す
る
だ
ろ
う
。
付
言
す
れ
ば
、
非
常
手
段
に
基
づ
く
根
本
的
改
革
は
、
復
帰
後
の
メ
デ
ィ
チ
家
自
身
が
回
避
し
よ
う
と
し

て
い
た
内
乱
を
都
市
に
引
き
起
す
可
能
性
が
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
祖
国
の
内
乱
を
や
む
な
し
と
考
え
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
な
い
。

彼
は
、
祖
国
で
の
そ
う
し
た
実
力
行
使
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
一
五
一
二
年
に
執
筆
し
た
『
ロ
グ
ニ
ョ
ー
ロ
考
』
に
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
思
想
を

把
握
す
る
上
で
有
益
な
議
論
が
あ
る
。
彼
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
疾
患
を
治
療
す
る
た
め
に
は
、
ス
パ
ル
タ
で
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
が
断
行
し
た

よ
う
な
根
本
的
改
革
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い
る43

）
。
し
か
し
、
武
力
に
基
づ
く
政
治
的
変
革
の
作
業
、
す
な
わ
ち
、「
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
剣
」の

行
使
は
、
現
実
離
れ
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
こ
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
彼
は
、
実
践
可
能
な
形
で
の
改
革
案
を
提

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
後
年
の
『
対
話
』
の
中
で
、
も
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
「
絶
対
的
な
君
主
国
」
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
人
物
は
、
狂
人
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る44

）
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
親
し
い
友
人
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
を
狂
人
並
み

と
考
え
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
注
釈
書
た
る
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
」
に
関
す

る
考
察
』
の
中
で
、
そ
の
第
一
巻
第
一
六
章
の
議
論
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
の
検
討
か
ら
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
祖
国
で
読
者
に
非
常

手
段
の
行
使
や
絶
対
的
権
力
の
把
握
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い45

）
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
第
一
六
章
以
後
の
一
連
の
議
論
で
、
君
主
的
権
力
に
よ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
腐
敗
克
服

を
訴
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
意
図
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
対
象
ご
と
に
自
由
な
統
治
の
創
設
方
法
を
考
察
し
て
み

る
と
い
う
純
理
論
的
探
求
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
は
三
つ
の
章
で
、
腐
敗
の
有
無
と
統
治
形
態
の
転
換
を
組
み
合
わ
せ
た
類

型
を
念
頭
に
置
き
、
腐
敗
克
服
の
方
法
を
検
討
し
て
い
る
（
さ
ら
に
彼
は
、
腐
敗
を
軽
微
な
程
度
と
深
刻
な
程
度
に
峻
別
し
て
い
る
た
め
、

こ
れ
を
右
の
諸
類
型
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
類
型
を
そ
こ
か
ら
導
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
）。
第
一
八
章
は
、
そ
れ
ら
一
連
の
類
型

の
一
つ
で
あ
る
。
も
し
彼
が
実
際
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
腐
敗
克
服
策
を
考
察
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
腐
敗
し
た
共
和
国
を
前
提
と
し
た

第
一
八
章
の
テ
ー
マ
の
み
を
論
ず
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
従
前
の
二
つ
の
章
は
不
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
彼
は
第
一
八
章
冒
頭
で
、

同
章
で
扱
う
問
題
に
限
定
し
た
場
合
で
す
ら
、
腐
敗
へ
の
対
処
策
は
一
様
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
後
、「
各・
事・
例・
（d

’o
g
n
i co

sa

）
を
十
分
に

吟
味
す
る
」
と
い
う
形
で
、
状
況
ご
と
の
対
策
を
模
索
し
始
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
純
理
論
的
性
格
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
同
様
の
発
想
を
抱
い
て
い
た
事
実
か
ら
傍
証
さ
れ

よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
剣
」へ
の
言
及
か
ら
は
、
当
時
、
腐
敗
の
克
服
と
い
う
問
題
の
直
接
的
か
つ
根
本
的
解
決
へ
の
知
的

関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
後
年
の
『
対
話
』
で
は
、
か
つ
て
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
考
察
に
わ
ず
か
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
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ま
ず
、
彼
は
「
良
き
統
治
」
の
導
入
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
人
の
君
主
が
共
和
国
を
設
立
す
る
場
合
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
君

主
に
自
己
の
地
位
を
放
棄
す
る
意
思
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
人
物
が
武
力
を
行
使
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る46

）
。
彼
は
同
著
で

さ
ら
に
、
腐
敗
し
た
共
和
国
か
ら
自
由
な
共
和
国
へ
の
転
換
に
関
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
の
議
論
に
は
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は

「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
都
市
で
も
若
い
都
市
で
も
な
い
」た
め
、「
形
成
す
る
こ
と
も
創
設
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
習
性

を
受
け
入
れ
る
に
は
困
難
が
伴
う47

）
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
転
換
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
が
武
力
に
基
づ
い
て
国

家
を
変
革
し
た
事
例
を
示
し
出
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
一
市
民
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
そ
う
し
た
非
常
手
段
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
し
、

読
者
も
そ
れ
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
し
て
い
る48

）
。
こ
の
理
由
の
一
つ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
危
惧
と
同
様
に
、
改
革
者
が
専
制

君
主
に
な
る
点
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
所
に
よ
れ
ば
、
改
革
者
の
政
権
が
安
定
す
る
ま
で
は
、
そ
の
人
物
は
、
敵
対
者
に
武
力

を
行
使
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
明
ら
か
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、

君
主
的
権
力
に
基
づ
い
た
腐
敗
克
服
を
純
理
論
的
に
の
み
考
察
し
、「
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
剣
」の
行
使
を
現
実
的
に
は
不
適
切
だ
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』と
い
う
著
作
は
、
全
般
的
に
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
治
の
た
め
の
実
践
的
指
針
を
提
供
す
る
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
執

筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
理
論
的
な
考
察
の
大
半
も
、
実
践
的
な
目
的
の
た
め
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
現
実
政

治
と
は
直
接
的
に
は
関
連
の
な
い
純
理
論
的
な
い
し
歴
史
的
考
察
が
そ
の
作
品
に
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し

た
性
格
を
有
す
る
議
論
は
、
例
え
ば
、
同
著
第
三
巻
の
第
三
章
と
第
四
章
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ

の
二
つ
の
章
で
、
君
主
国
と
共
和
国
と
い
う
異
な
る
政
治
状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
し
、
両
者
の
権
力
維
持
策
を
別
個
に
提
示
し
て
み
せ
て
い

る
。

四

ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
の
陶
冶

で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
実
現
可
能
性
を
見
据
え
た
形
で
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
再
生
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
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考
え
で
は
、
そ
の
手
段
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
優
れ
た
市
民
の
模
範
的
行
為
は
、
他
の
市

民
を
有
徳
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
法
律
や
制
度
の
構
築
も
、
そ
の
目
的
に
少
な
か
ら
ず
資
す
る
。
市
民
へ
の
説
得
と
い
う
手
段
も
、

完
全
に
無
意
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
優
れ
た
市
民
的
資
質
の
陶
冶
の
た
め
の
よ
り
根
本
的
な
手
段
と
し
て
、
市
民
軍

（
民
兵
軍
）
と
宗
教
の
利
用
と
い
う
二
つ
の
方
策
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
ず
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
認
識
で
は
、
軍
事
制
度
が
政
治
制
度
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関

連
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
の
第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
議
論
、
す
な
わ
ち
、
民
衆
に
軍
事
参
加
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
治
参

加
（
民
主
制
な
い
し
民
衆
的
統
治
）
は
不
可
避
的
だ
と
い
う
議
論
か
ら
看
取
し
う
る
。
だ
が
、『
戦
術
論
』
の
序
文
冒
頭
か
ら
は
、
軍
事
制
度

と
政
治
制
度
が
不
可
分
だ
と
い
う
認
識
を
よ
り
明
白
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

多
く
の
人
々
は
、
市
民
的
生
活
と
軍
事
的
生
活
ほ
ど
互
い
に
無
関
係
で
異
な
っ
た
も
の
は
な
い
と
い
う
見
解
を
抱
い
て
き
た
し
、
現
在
も
抱
い
て
い
る
。
…
…
し

か
し
、
古
代
の
諸
制
度
を
考
察
す
れ
ば
、
当
然
、
こ
れ
ら
ほ
ど
互
い
に
引
き
つ
け
あ
い
、
合
致
し
、
統
一
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て

の
行
為
は
、
人
々
の
公
的
利
益
の
た
め
に
市
民
生
活
の
中
で
制
度
化
さ
れ
、
ま
た
、
そ
こ
で
の
す
べ
て
の
制
度
は
、
法
と
神
を
恐
れ
て
生
き
る
た
め
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
彼
ら
を
防
衛
す
る
準
備
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
無
益
だ
か
ら
で
あ
る
。
防
衛
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、

適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
も
維
持
し
う
る
。
逆
に
、
良
き
制
度
は
、
軍
事
的
な
助
け
が
な
い
場
合
、
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い49
）

。

し
か
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
戦
術
論
』
で
、
ロ
ー
マ
の
軍
事
的
・
市
民
的
制
度
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
可
能
だ
と
訴
え
て
お
り
、
そ
の

理
由
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
「
何
ら
か
の
善
」
が
残
っ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る50

）
。

軍
事
制
度
が
市
民
制
度
と
不
可
分
だ
と
す
れ
ば
、
良
き
軍
事
制
度
は
、
良
き
市
民
を
育
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は『
リ
ウ
ィ

ウ
ス
論
』
で
、「
良
き
模
範
は
、
良
き
教
育
か
ら
生
じ
、
良
き
教
育
は
、
良
き
法
律
か
ら
生
じ
る51

）
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
す
べ
て

の
国
家
の
基
礎
は
、
良
き
軍
隊
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
良
き
法
律
も
、
別
の
良
き
事
柄
も
あ
り
え
な
い52

）
」。『
君
主
論
』
に
よ
れ

ば
、「
良
き
軍
隊
が
な
い
場
合
、
良
き
法
律
は
あ
り
え
ず
、
良
き
軍
隊
が
あ
る
場
合
、
良
き
法
律
も
生
じ
る53

）
」。
こ
の
よ
う
に
、
良
き
軍
隊
は
、
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良
き
制
度
・
法
律
・
教
育
の
基
礎
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
都
市
に
良
き
習
俗
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

こ
の
良
き
軍
隊
と
は
、
具
体
的
に
は
市
民
軍
に
他
な
ら
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
考
え
で
は
、
市
民
軍
の
制
度
は
、
公
的
な
人
物
が
隊

長
と
な
る
場
合
、
国
家
に
対
す
る
反
乱
を
憂
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
制
度
は
、
適
切
に
組
織
さ
れ
る
限
り
、
市
民
の
団
結
心
や

一
体
感
を
も
た
ら
し
、
党
派
形
成
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
兵
士
を
召
集
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
が
好
戦
的
で
分
裂
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
〔
市
民
軍
の
〕
制
度
だ
け
が
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
要
因
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

自
身
の
武
器
と
隊
長
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
武
器
は
〔
こ
の
制
度
が
な
い
場
合
〕、
戦
争
に
は
無
益
で
あ
り
、
隊
長
た
ち
も
騒
動
を
助
長
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

〔
し
か
し
〕
こ
の
制
度
は
、
兵
士
を
戦
争
に
有
益
な
も
の
と
し
、
隊
長
た
ち
を
騒
動
の
抑
制
者
と
す
る
。〔
市
民
軍
制
度
の
な
い
〕
そ
う
し
た
国
で
は
、
誰
か
が

傷
つ
け
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
自
ら
の
党
派
の
首
領
に
訴
え
る
が
、
首
領
は
、
評
判
を
維
持
す
る
た
め
に
、
平
和
で
は
な
く
、
彼
の
復
讐
に
力
を
与
え
る
よ
う
と
す
る
。

他
方
、
公
的
な
隊
長
は
、
逆
の
こ
と
を
行
う
。
こ
う
し
た
手
段
に
よ
っ
て
騒
動
の
原
因
が
取
り
除
か
れ
、
一
体
化
の
要
因
が
整
え
ら
れ
る
の
で
あ
る54
）

。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
書
記
官
時
代
の
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
武
装
化
に
関
す
る
議
論
』
の
中
で
、
兵
士
た
ち
が
公
的
な
象
徴
と
し
て
の
軍
旗
ゆ

え
に
「
同
一
の
事
柄
」
に
愛
着
を
抱
き
、
そ
こ
に
党
派
は
生
じ
な
い
と
論
じ
て
い
る55

）
。
さ
ら
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
父
親
に
服
従
し
な
い
者
で

す
ら
、
軍
隊
で
「
適
切
な
訓
練
と
良
き
教
育
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
と
祖
国
に
名
誉
を
も
た
ら
し
う
る56

）
」。『
戦
術
論
』
の
次
の
一
節
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
軍
隊
は
、
市
民
の
祖
国
へ
の
貢
献
を
示
す
場
所
で
あ
る
。

諸
都
市
や
王
国
に
見
か
け
る
〔
軍
事
制
度
と
は
〕
別
の
ど
の
よ
う
な
制
度
に
お
い
て
も
、
人
々
が
忠
実
で
あ
り
、
平
和
を
好
み
、
神
へ
の
畏
敬
で
満
た
さ
れ
続
け

る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
軍
隊
に
お
い
て
は
そ
れ
が
二
倍
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
祖
国
の
た
め
に
死
を
覚
悟
し
た
人
以

上
に
、
い
か
な
る
人
間
に
多
く
の
信
頼
を
求
め
う
る
だ
ろ
う
か
。
戦
争
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
人
以
上
に
、
誰
が
平
和
を
愛
す
る
だ
ろ
う
か
。
無
数
の
危
険
に

日
々
さ
ら
さ
れ
、
神
の
ご
加
護
を
必
要
と
す
る
人
以
上
に
、
誰
が
神
へ
の
強
い
畏
敬
を
抱
く
だ
ろ
う
か57
）

。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
軍
事
を
政
治
の
基
礎
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
良
き
市
民
の
育
成
を
企
図
し
て
い
た
と
言
え
よ
う58

）
。
ロ
ム
ル
ス
は
、『
リ
ウ
ィ
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ウ
ス
論
』
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
初
代
ロ
ー
マ
王
が
も
た
ら
し
た
政
治
的
「
原
理
」
に
は
、
軍
事
的
な
規
律
や
習
俗
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。

市
民
に
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
を
植
え
つ
け
る
も
う
一
つ
の
手
段
は
、
宗
教
の
活
用
に
あ
る
。『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
第
一
一
章
か
ら
第
一
五
章

ま
で
の
範
囲
で
、「
ロ
ー
マ
共
和
国
の
最
も
重
要
な
制
度59

）
」と
し
て
宗
教
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
説
明
に
よ
れ

ば
、
第
二
代
の
国
王
ヌ
マ
は
、
宗
教
の
創
設
と
い
う
点
で
ロ
ム
ル
ス
以
上
に
ロ
ー
マ
の
発
展
に
貢
献
し
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
る
限
り
、

立
法
者
た
ち
は
、
国
家
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
宗
教
を
利
用
し
て
お
り
、
彼
ら
の
宗
教
的
行
為
は
、
神
に
対
す
る
自
ら
の
内
的
な
信
仰
に

由
来
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
二
章
で
は
、
支
配
者
が
自
ら
の
宗
教
的
欺
瞞
を
民
衆
に
見
破
ら
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
助
言
さ
え
提
供
さ
れ
て
い
る60

）
。
神
へ
の
宣
誓
は
、
第
一
五
章
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
戦

闘
を
兵
士
に
強
制
し
う
る
点
で
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
宗
教
は
、
戦
闘
で
兵
士
を
勇
気
づ
け
る
手
段
で
も
あ
る61

）
。
こ
の
よ
う

に
彼
の
考
察
で
は
、
宗
教
は
、
国
内
の
安
定
と
対
外
戦
争
の
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
有
益
で
あ
り
、「
宗
教
的
儀
式
の
遵
守
は
、〔
ロ
ー

マ
〕
共
和
国
の
偉
大
さ
の
理
由
で
あ
る62

）
」。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
や
『
戦
術
論
』
で
、
ロ
ー
マ
の
方
策
を
模
倣
す
る
よ
う
読
者
に
繰
り
返
し
呼
び
か
け
て
お
り
、

右
の
宗
教
論
に
も
そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
と
よ
り
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
議
論
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を

適
切
な
共
和
国
へ
と
改
革
す
る
た
め
の
提
言
で
あ
り
、「
共
和
国
を
制
定
し
、
そ
こ
に
法
律
を
整
備
さ
せ
よ
う
と
す
る63

）
」立
法
者
的
読
者
を
彼

が
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
宗
教
の
実
用
性
に
関
し
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
第
一
巻
第
一
一
章
に

お
け
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
論
で
あ
る
。

あ
る
制
度
や
新
し
い
見
解
を
素
朴
な
人
々
に
説
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が
、
文
明
的
な
人
々
や
、
自
身
を
素
朴
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
人
々
に
は
そ

れ
を
説
得
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
々
は
、
無
知
で
も
素
朴
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
、
修

道
士
ジ
ロ
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
神
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
を
彼
に
よ
っ
て
説
き
伏
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
彼
が
正
し
か
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
人
物
に
つ
い
て
敬
意
を
持
っ
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
並
外
れ
た
事
柄
を
彼
が
行
っ
た
こ
と
を
誰
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も
見
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
多
く
の
人
々
が
彼
を
信
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
生
活
、
教
え
、
説
教
の
主
題
は
、
彼
に
信
頼
を
与
え
る
の

に
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
人
物
た
ち
が
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
実
現
で
き
な
い
と
途
方
に
く
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
序
文
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
人
間
は
、
つ
ね
に
同
じ
仕
方
で
生
ま
れ
、
生
活
し
、
死
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る64
）

。

こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
説
教
に
染
ま
っ
た
こ
と
に
驚
嘆
の
念
を
隠
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
彼
は
、
人
間
本
性
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
修
道
士
と
同
様
の
行
為
が
可
能
だ
と
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
宗
教
心

を
祖
国
の
市
民
に
植
え
つ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
見
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』第
一
巻
第
一
八
章
で
の
議
論
、
す
な
わ
ち
、
腐
敗
に
対
処
す
る
た
め
に
は
君
主
支
配
を
必
要
と
す
る
と
い

う
議
論
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
治
へ
の
具
体
的
処
方
箋
で
は
な
く
、
腐
敗
克
服
の
た
め
の
実
践
的
手
段
と
は
、
む
し
ろ
共
和
制
と
い
う
枠
組
み

を
前
提
に
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
方
策
の
う
ち
に
看
取
し
う
る
彼
の
共
和
国
理
論
の
特
異
性
を
指

摘
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
指
導
者
に
よ
る
宗
教
の
政
治
的
利
用
を
高
く
評
価
し
て

お
り
、
彼
ら
の
信
仰
心
の
有
無
は
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
彼
の
思
想
の
世
俗
的
性
格
が
う
か
が
え
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
関
す
る
議
論
か
ら
は
、
そ
の
性
格
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
従
い
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
改
革
を
目
指
す
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
、
有
害
無
益
で
あ
ろ
う
。
彼
の
考
え
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
来
世
志
向
的
な
性
格
は
、「
活
動
的
生
活
」
の
意
義
や
自
由
へ
の
愛
着
を
弱
め
て
い
る
。
彼
は
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一
巻
序

文
で
、「
現
在
の
宗
教
〔
キ
リ
ス
ト
教
〕
が
世
界
に
も
た
ら
し
た
脆
弱
さ
、
あ
る
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
多
く
の
地
域
や
都
市
に
お
け
る
利
己

的
な
怠
惰65

）
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
第
二
巻
第
二
章
で
、
古
代
人
が
同
時
代
人
よ
り
も
自
由
へ
の
愛
着
が
強
か
っ
た
理
由

を
自
問
し
、
そ
の
回
答
を
宗
教
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
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〔
自
由
へ
の
愛
着
の
強
さ
の
違
い
は
〕、
古
代
の
教
育
と
わ
れ
わ
れ
の
教
育
の
相
違
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
古
代
の
宗
教
と
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
相
違
に
基
づ

い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
真
理
や
正
し
い
生
き
方
を
教
え
る
け
れ
ど
も
、
現
世
の
名
誉
を
評
価
し
な
い
よ
う
教
え
て
い
る
。
他
方
、
異
教
徒
は
、
現
世

の
名
誉
を
重
視
し
、
そ
れ
を
最
高
の
善
と
見
て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
行
為
に
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
力
強
さ
が
あ
っ
た
。

…
…
古
代
の
宗
教
は
、
軍
隊
の
隊
長
や
共
和
国
の
指
導
者
の
よ
う
な
、
現
世
の
栄
光
で
満
ち
て
い
る
人
間
で
な
け
れ
ば
、
美
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
れ

わ
れ
の
宗
教
は
、
活
動
的
な
人
々
よ
り
も
服
従
的
で
観
想
的
な
人
々
を
称
え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
謙
遜
や
服
従
に
最
高
の
善
を
置
き
、
人
間
世
界
の
事
柄

を
軽
蔑
し
て
い
る
。
他
方
、
古
代
の
宗
教
は
、
精
神
の
偉
大
さ
、
身
体
の
強

さ
、
き
わ
め
て
強
力
な
人
間
に
す
る
た
め
の
そ
の
他
の
事
柄
す
べ
て
に
価
値
を
置

い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
が
力
強
さ
を
要
求
す
る
場
合
、
力
強
い
事
柄
を
行
え
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
忍
耐
強
く
あ
れ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る66
）

。

同
所
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
悪
人
た
ち
は
善
人
を
餌
食
と
し
て
い
る
が
、
大
半
の
人
々
は
、
天
国
に
行
こ
う
と
す
る
た
め
に
、
悪
人
た
ち
へ
の

復
讐
よ
り
も
、
耐
え
る
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
。
ま
た
、『
戦
術
論
』第
二
巻
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
は
、
戦
争
に
関
す
る
意
識
を

変
え
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
敗
戦
者
た
ち
は
、
殺
害
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
奴
隷
に
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
で
は
こ
の

よ
う
な
憂
き
目
に
あ
う
者
は
、
ご
く
少
数
で
あ
り
、
都
市
の
破
壊
も
な
い
。
当
然
、
敗
戦
と
そ
の
後
の
悲
惨
な
人
生
へ
の
恐
怖
は
、
希
薄
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
に
配
慮
す
る
今
日
の
生
活
様
式
は
、
古
代
の
よ
う
な
防
衛
の
必
要
性
を
課
す
こ
と
が
な
い67

）
」。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
を
弱
体
化
さ
せ
た
と
考
え
る
限
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
想
定
す
る
立
法
者
は
、
も
し
キ
リ
ス
ト
教
を

何
ら
か
の
形
で
利
用
す
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
中
心
的
教
義
を
換
骨
奪
胎
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う68

）
。

世
界
が
軟
弱
と
な
り
、
天
が
無
力
と
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
能
力
で
は
な
く
、
安
逸
に
基
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
を
解
釈
し
た
人
々

の
臆
病
さ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
宗
教
が
い
か
に
祖
国
の
礼
賛
と
防
衛
を
促
す
か
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
祖
国
を
愛
し
、
祖
国

に
名
誉
を
与
え
、
祖
国
の
防
衛
の
た
め
に
備
え
る
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
要
求
す
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う69
）

。

こ
の
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
求
め
る
宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
後
続
す
る
議
論
で
彼
は
、
同
時
代
の
キ

リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
「
こ
う
し
た
教
育
や
誤
っ
た
解
釈
は
、
世
界
の
共
和
国
の
数
を
古
代
よ
り
も
減
少
さ
せ
た70

）
」
と
力
を
込
め
て
い
る
。
彼
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の
用
い
る
宗
教
は
、
魂
の
救
済
よ
り
も
祖
国
の
自
由
を
優
先
す
る
宗
教
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
々
、
と
り
わ
け
人
文
主
義
者
た
ち
は
、
中
世
の
人
々
と
比
較
す
る
限
り
、「
活
動
的
生
活
」と
そ
れ
に
伴
う
名
誉
や
栄
光

な
ど
の
現
世
的
な
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
た71

）
。
し
か
し
、
彼
ら
の
大
半
は
、
祖
国
へ
の
貢
献
の
よ
う
な
現
世
的
態
度
が
救
済
と
い
う
来
世

的
価
値
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
た72

）
。
と
こ
ろ
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
国
の
市
民
は
、
来
世
で
の
救
済
を
志
向
し
な
い
と
い
う
点

で
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
教
義
を
放
棄
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
彼
の
共
和
国
論
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
地
の
国
」
に
接
近
し
て
い
る

と
言
え
る
。
異
教
時
代
を
研
究
す
る
人
文
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
と
そ
ぐ
わ
な
い
性
格
を
秘
め
て
い
た
と
言
い
う
る
が
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
前
者
の
含
意
を
徹
底
さ
せ
た
人
物
と
言
え
よ
う73

）
。
す
で
に
一
部
の
研
究
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
思
想
の
独
自
性
は
、

こ
の
意
味
で
の
世
俗
的
性
格
に
あ
る74

）
。

魂
の
救
済
へ
の
期
待
は
、
神
へ
の
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
成
立
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
自
筆
に
よ
る
写
本
を
所
有
し
て
お
り
、
こ
の
古
代
哲
学
者
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能

性
が
あ
る75

）
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
著
作
で
、
宗
教
的
迷
信
を
打
破
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
魂
の
不
死
の
誤
ち
を
説
き
、
原
子
論
的
観

点
か
ら
万
物
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
書
記
官
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ス
カ
ー
ラ
も
、
こ
の
著
作
に
触
れ
て
い
る
が
、
自

ら
は
そ
の
説
に
納
得
し
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る76

）
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
教
授
マ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
・
ヴ
ィ
ル
ジ
リ
オ
・
ア
ド
リ
ア
ー
ニ
は
、
明

ら
か
に
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
彼
の
就
任
講
義
の
内
容
に
馴
染
み
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る77

）
。

こ
の
就
任
講
義
の
九
ヵ
月
後
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
一
四
九
八
年
六
月
に
ア
ド
リ
ア
ー
ニ
の
書
記
局
の
下
に
就
任
し
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

は
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
余
白
に
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
議
論
を
要
約
し
な
が
ら
、「
神
は
、
死
す
べ
き
者
の
事
柄
に
関
心
を
持
っ
て
い

な
い78

）
」
と
書
き
込
ん
で
い
る
。
彼
が
信
心
深
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
や
そ
の
友
人
た
ち
の
証
言
か
ら
う
か
が
え
る79

）
。
彼
が

神
の
存
在
そ
れ
自
体
を
疑
っ
て
い
た
と
解
釈
す
る
明
確
な
根
拠
は
な
い
が
、
偶
然
と
い
う
意
味
で
の
「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
」
の
使
用
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
、
少
な
く
と
も
神
が
直
接
的
に
こ
の
世
を
支
配
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
異
教
徒
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
政
治
論
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
や
『
戦
術
論
』
か
ら
読
み
取
る
限
り
、

異
教
的
で
は
あ
る
（
彼
は
『
黄
金
の
ろ
ば
』
と
い
う
作
品
で
も
、
宗
教
の
政
治
的
利
用
の
有
効
性
を
自
明
視
し
て
お
り
、
神
へ
の
信
仰
が
惨

― ―150



状
を
改
善
す
る
と
い
う
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
見
解
に
批
判
的
で
あ
る80

）
）。
Ｍ
・
ヴ
ィ
ロ
ー
リ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由

を
守
る
た
め
の
宗
教
を
説
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る81

）
。
し
か
し
、
魂
の
救
済
を
放
棄
し
た
共
和
国
理
論
か
ら
す
れ
ば
、

彼
を
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
呼
ぶ
の
は
困
難
で
あ
ろ
う82

）
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
書
簡
で
、「
わ
が
魂
よ
り
も
わ
が
祖
国
を
愛
す
る83

）
」と
述
べ

て
い
る
。

注（
１
）
甚
野
尚
志
『
隠
喩
の
中
の
中
世
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）、
第
三
章
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
で
、
次
の
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

市
民
に
演
説
さ
せ
て
い
る
。「
都
市
は
、
た
と
え
複
合
的
な
身
体
で
あ
っ
て
も
、
個
々
人
の
身
体
と
の
類
似
性
を
有
し
ま
す
。
…
…
共
和
国
と
い
う
身
体
に
と
っ

て
、
隷
属
よ
り
ひ
ど
い
病
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。」N
icco

lo
M
a
ch
ia
v
elli,

Istorie fioren
tin
e
,
in O

pere d
i N

iccolo
M
ach

iavelli,
v
o
l.
II,
a cu

ra
 

d
i A

.
M
o
n
tev

ecch
i
(T
o
rin
o
:
U
T
E
T
,
1986),

V
,
8,
p
.
531.

米
山
喜
晟
・
在
里
寛
司
訳
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』﹇『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
全
集
・
三
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
｜
二
〇
〇
〇
年
）、
以
後
『
全
集
』
と
表
記
﹈、
二
二
四
頁
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、「
都
市
は
、
人
間
と
同
様
に
死

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
い
は
あ
る
。
人
間
は
、
腐
敗
し
う
る
素
材
で
あ
る
た
め
、
不
節
制
を
せ
ず
と
も
、
死
に
行

く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
は
、
素
材
の
欠
点
ゆ
え
に
死
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
素
材
は
、
悪
運
な
い
し
悪
し
き
統
治
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
、
統

治
者
の
下
す
無
思
慮
な
決
定
ゆ
え
に
破
滅
す
る
の
で
あ
る
。」F

ra
n
cesco G

u
iccia

rd
in
i,
R
icord

i,
in O

pere d
i F

ran
cesco G

u
icciard

in
i,
v
o
l.
I,

a cu
ra d

i E
.
L
.
S
ca
ra
n
o
(T
o
rin
o
:
U
T
E
T
,
1970),

p
p
.
723

845,
B
 
139,

p
.
768.

末
吉
孝
州
訳
『
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
「
訓
戒
」
と
「
意

見
」（
リ
コ
ル
デ
ィ
）』（
太
陽
出
版
、
一
九
九
六
年
）、
一
四
六
頁
。
こ
こ
で
使
用
し
た
底
本
と
こ
の
邦
訳
の
Ｂ
と
Ｃ
の
表
記
は
、
逆
で
あ
る
。
な
お
、
本
論

に
お
け
る
引
用
の
邦
訳
は
、
拙
訳
で
あ
り
、
傍
点
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

ロ
ー
マ
人
と
同
じ
よ
う
に
行
動
し
、
ロ
ー
マ
が
有
し
て
い
た
の
と
同
様
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
を
備
え
て
い
る
す
べ
て
の
支
配
者
は
、
ロ
ー
マ
人
が
持
っ
て
い
た

幸
運
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi sopra la prim

a d
eca d

i T
ito L

ivio
,
in
tro
d
u
zio
n
e d

i G
.
S
a
sso

,
p
rem

essa
 

a
l testo e n

o
te d

i G
.
In
g
lese

(M
ila
n
o
:
R
izzo

li E
d
ito
re,

1984),
II,
1,
p
.
295.

永
井
三
明
訳
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』﹇『
全
集
・
二
』﹈、
一
七
三
頁
。

「
ロ
ー
マ
人
が
採
っ
た
多
く
の
制
度
は
、
国
の
内
外
い
ず
れ
の
政
策
に
お
い
て
も
、
現
在
で
は
ま
っ
た
く
模
範
と
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
、

正
し
く
な
い
と
か
、
実
現
不
可
能
と
か
、
無
関
係
と
か
、
無
益
と
み
な
さ
れ
て
、
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。」Ib

id
.,
II,
4,
p
.
307.

邦
訳
、
一
八

八
頁
。

（
３
）Id

.,
Istorie fioren

tin
e
,
III,

1,
p
p
.
412

413.

邦
訳
、
一
一
九
頁
。
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（
４
）F

.
M
ein
ech

e,
M
ach

iavellism
:
T
h
e D

octrin
e of R

aison
 
d
’E
tat an

d
 
Its P

lace in
 
M
od
ern

 
H
istory

,
tr.

b
y D

.
S
co
tt
(N
ew
 
Y
o
rk
:

F
red

erick A
.
P
ra
eg
er,

1965),
p
p
.
32

33.

菊
盛
英
夫
・
生
松
敬
三
訳
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
〇
年
）。F

.

C
h
a
b
o
d
,
S
critti su

 
M
ach

iavelli
(T
o
rin
o
:
G
iu
lio E

in
a
u
d
i E
d
ito
re,

1964),
p
p
.
36

39,
42

43,
46,

52,
72.

R
.
R
id
o
lfi,

V
ita d

i N
iccolo

M
ach

iavelli,
terza ed

izio
n
e ita

lia
n
a a

ccresciu
ta
(F
iren

ze:
S
a
n
so
n
i E
d
ito
re,

1969),
p
p
.
234,

489.

須
藤
祐
孝
訳
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

生
涯
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
５
）
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
意
図
が
（
真
の
共
和
制
確
立
の
た
め
の
一
時
的
手
段
に
せ
よ
）
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
や
イ
タ
リ
ア
で
の
君
主
制
の
樹
立
に
向
け
ら
れ
て
い

た
と
い
う
解
釈
は
、
近
年
で
も
少
な
く
な
い
。M

.
H
o
rn
q
v
ist,

M
ach

iavelli an
d
 
E
m
pire

(C
a
m
b
rid
g
e:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2004),

p
p
.
221

226,
269,

281
282.

G
.
In
g
lese,

P
er M

ach
iavelli:

L
’arte d

ello stato,
L
a cogn

izion
e d
elle storie

(R
o
m
a
:
C
a
ro
cci ed

ito
re,

2006),

p
.
150.

P
.
S
ta
cy
,
R
om
an
 
M
on
arch

y an
d
 
th
e R

en
aissan

ce P
rin
ce
(C
a
m
b
rid
g
e:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2007),

p
p
.
309

311.
M
.

V
iro
li,
M
ach

iavelli,
tr.

b
y A

.
S
h
u
g
a
a
r
(O
x
fo
rd
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress:
1998),

p
.
146.

石
黒
盛
久
『
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
と
ル
ネ
サ
ン
ス

国
家
｜
｜
言
説
・
祝
祭
・
権
力
』（
風
行
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
特
に
七
二
｜
八
二
、
九
六
｜
一
〇
六
、
一
三
九
｜
一
五
七
、
二
二
六
｜
二
三
一
。

（
６
）
鹿
子
生
浩
輝
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
実
践
的
意
図
と
そ
の
一
貫
性
」、『
政
治
思
想
研
究
』
第
五
号
、
一
〇
三
｜
一
二
一
頁
。

（
７
）H

.
B
a
ro
n
,
‘M
a
ch
ia
v
elli:

th
e R

ep
u
b
lica

n C
itizen a

n
d th

e A
u
th
o
r o
f T

h
e P

rin
ce
’,
in E

n
glish H

istorical R
eview

,
64
(1961),

p
p
.

217
253,

a
t p

p
.
112

115.
J.
H
.
W
h
itfield

,
‘C
o
n
sid
era

zio
n
i p
ra
tich

e su
i
«D
isco

rsi»’,
in
 
S
tu
d
ies on

 
M
ach

iavelli
(F
ren

ze:
G
.
C
.

S
a
n
so
n
i,
1972),

p
p
.
361

369.
Q
.
S
k
in
n
er,

T
h
e F

ou
n
d
ation

s of
 
M
od
ern

 
P
olitical T

h
ou
gh
t
(C
a
m
b
rid
g
e:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity

 
P
ress,

1978),
v
o
l.
1,
p
.
156.

（
８
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi,

III,
11,

p
.
501.

邦
訳
、
三
三
一
頁
。

（
９
）

護
民
官
の
権
威
が
貴
族
に
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
全
体
に
尊
大
で
恐
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
も
し
ア
ッ
ピ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
が
護
民
官
の

野
心
か
ら
ロ
ー
マ
を
守
る
様
式（m

o
d
o

）を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ロ
ー
マ
の
自
由
に
有
害
な
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
式
と
は
、

彼
ら
の
中
に
臆
病
な
人
物
や
買
収
さ
れ
や
す
い
人
物
、
あ
る
い
は
、
公
的
利
益
の
愛
好
者
が
つ
ね
に
見
出
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
他
の
護
民

官
が
元
老
院
の
意
思
に
対
立
す
る
決
議
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
際
、
彼
ら
は
そ
の
意
思
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
策
は
、
護
民
官
の
強
力
な
権
威
を

抑
制
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
長
い
間
ロ
ー
マ
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
。」Ib

id
.

こ
こ
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
指
摘
し
て
い
る
「
様
式
」
と
は
、
護
民
官

制
度
の
中
に
勢
力
の
均
衡
と
牽
制
を
も
た
ら
す
手
段
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
途
は
、
他
方
で
護
民
官
の
勢
力
を
削
ぐ
手
段
で
も
あ
り
、
そ
の
本
来

の
役
割
を
果
た
す
上
で
の
障
害
と
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
臆
病
な
人
物
や
買
収
さ
れ
や
す
い
人
物
」
や
「
公
的
利
益
の
愛
好
者
」
が
そ
の
地

位
に
就
く
の
は
、
制
度
的
効
力
の
成
果
と
い
う
よ
り
も
、
偶
然
な
い
し
選
出
者
の
資
質
に
依
存
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
10
）Ib

id
.,
I,
18,

p
.
109.

邦
訳
、
六
六
頁
。

（
11
）
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
『
ロ
ー
マ
史
』
の
引
用
や
言
及
の
箇
所
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
あ
る
。F

.
G
ilb
ert,

‘T
h
e C

o
m
p
o
sitio

n a
n
d

 
S
tru
ctu

re o
f M

a
ch
ia
v
elli’s D

iscorsi’,
in
 
Jou

rn
al of

 
th
e
 
H
istory

 
of
 
Id
eas

,
14

(1953),
p
p
.
136

156,
a
t p

.
142.

C
.
H
.
C
lo
u
g
h
,

‘A
p
p
en
d
ices’,

in T
h
e D

iscou
rses of N

iccolo
M
ach

iavelli,
tr.
b
y L

.
J.
W
a
lk
er;

w
ith a n

ew
 
in
tro
d
.
a
n
d a

p
p
en
d
ices b

y C
.
H
.
C
lo
u
g
h

(L
o
n
d
o
n
;
B
o
sto
n
:
R
o
u
tled

g
e a

n
d P

a
u
l,
1975),

v
o
l.
I,
p
p
.
323

327.
In
g
lese,

o
p
.
cit.,

p
p
.
100

101.

（
12
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi,

III,
25,

p
.
531.

邦
訳
、
三
六
四
頁
。

（
13
）C

f.
N
.
W
o
o
d
,
‘M
a
ch
ia
v
elli’s C

o
n
cep

t o
f V

irtu
R
eco

n
sid
ered

’,
in P

olitical S
tu
d
ies
,
15
(1967),

p
p
.
159

172,
a
t p
p
.
161

162.

（
14
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi,

I,
30,

p
.
128.

邦
訳
、
九
〇
頁
。

（
15
）Ib

id
.,
I,
34,

p
.
135.

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
16
）Ib

id
.,
I,
18,

p
.
109.

邦
訳
、
六
八
頁
。

（
17
）
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
人
は
当
初
、
自
ら
高
位
官
職
を
要
求
す
る
市
民
に
の
み
そ
れ
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
は
、
た
ん

に
有
力
者
や
権
力
者
の
み
が
要
職
に
就
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
法
律
制
定
の
様
式
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
不
都
合
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の

ロ
ー
マ
で
は
、
ど
の
市
民
も
民
会
に
法
案
を
提
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
各
人
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
後
に
市
民
の
「
善
良
さ
」
が
消

え
る
と
、
有
力
者
の
み
が
法
案
を
提
出
し
、
し
か
も
そ
の
目
的
は
、
公
的
な
利
益
で
は
な
く
、
自
ら
の
権
力
拡
大
で
あ
っ
た
。
法
案
の
反
対
者
は
、
恐
怖
ゆ

え
に
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。Ib

id
.,
I,
18,

p
p
.
109

110.

邦
訳
、
六
七
｜
六
八
頁
。

（
18
）Ib

id
.,
I,
37,

p
p
.
139

140.

邦
訳
、
一
〇
三
｜
一
〇
四
頁
。

（
19
）Ib

id
.,
p
ro
em
io
,
p
.
56.

邦
訳
、
一
〇
頁
。

（
20
）G

ilb
ert,

‘O
n M

a
ch
ia
v
elli’s Id

ea o
f V

irtu
’,
in R

en
aissan

ce N
ew
s
,
4
(1951),

p
p
.
53

55.

（
21
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi,

III,
I,
p
.
461.

邦
訳
、
二
八
五
頁
。

（
22
）Ib

id
.,
III,

I,
p
.
462.

邦
訳
、
二
八
六
頁
。

（
23
）Ib

id
.,
I,
16,

p
.
103.

邦
訳
、
五
九
頁
。

（
24
）Ib
id
.,
I,
2,
p
.
68.

邦
訳
、
一
九
頁
。

（
25
）Ib

id
.,
I,
16,

p
p
.
104

105.

邦
訳
、
六
〇
｜
六
一
頁
。

（
26
）Ib

id
.,
I,
16,

p
.
105.

邦
訳
、
六
一
頁
。

（
27
）Ib

id
.
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（
28
）
ロ
ー
マ
で
当
時
「
い
か
に
国
王
た
ち
が
腐
敗
し
て
い
た
か
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
も
し
王
権
が
さ
ら
に
二
、
三
代
続
き
、
ま
た
、
彼
ら
の
腐
敗
が
そ
の
四

肢
に
ま
で
広
が
り
始
め
、
四
肢
が
腐
敗
し
て
い
た
場
合
に
は
、
も
は
や
そ
れ
﹇
ロ
ー
マ
﹈
を
改
革
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。」Ib

id
.,
I,
17,

p
.
106.

邦
訳
、
六
二
｜
六
三
頁
。

（
29
）Ib

id
.

（
30
）Ib

id
.,
I,
17,

p
.
108.

邦
訳
、
六
四
頁
。

（
31
）Ib

id
.

（
32
）Ib

id
.,
I,
18,

p
.
108.

邦
訳
、
六
五
頁
。

（
33
）Ib

id
.,
I,
18,

p
.
109.

邦
訳
、
六
六
頁
。

（
34
）Ib

id
.,
I,
18,

p
.
110.

邦
訳
、
六
八
頁
。

（
35
）

あ
る
都
市
を
政
治
的
生
活
（v

iv
ere p

o
litico

）
へ
と
再
編
す
る
こ
と
は
、
善
き
人
間
を
前
提
と
す
る
。〔
他
方
で
〕
暴
力
に
よ
っ
て
共
和
国
の
支
配
者

と
な
る
こ
と
は
、
悪
し
き
人
間
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
善
き
人
間
が
、
善
良
な
目
的
を
抱
い
た
に
せ
よ
、
悪
し
き
手
段
で
君
主
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま

た
、
君
主
と
な
っ
た
悪
人
が
善
く
振
る
舞
お
う
と
し
た
り
、
そ
の
人
物
が
悪
し
き
手
段
で
獲
得
し
た
権
威
を
善
用
す
る
よ
う
心
を
入
れ
替
え
た
り
す
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。」Ib
id
.,
I,
18,

p
.
111.

邦
訳
、
六
八
｜
六
九
頁
。

（
36
）Ib

id
.,
I,
17,

p
.
107.

邦
訳
、
六
四
頁
。

（
37
）Ib

id
.,
I,
55,

p
.
175.

邦
訳
、
一
四
九
頁
。

（
38
）Ib

id
.,
I,
55,

p
p
.
175

176.

邦
訳
、
一
四
九
頁
。

（
39
）H

.
C
.
B
u
tters,

G
overn

ors an
d
 
G
overn

m
en
t in E

arly S
ixteen

th
-C
en
tu
ry F

loren
ce,

1
5
0
2
1
5
1
9
(O
x
fo
rd
:
C
la
ren

d
o
n P

ress,
1985),

esp
.
p
p
.
189

192.

（
40
）
鹿
子
生
浩
輝
「
市
民
的
君
主
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
｜
｜
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君
主
論
』
に
お
け
る
君
主
類
型
」、『
政
治
研
究
』
第
五
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）、

二
三
｜
五
六
頁
。

（
41
）M

a
ch
ia
v
elli,

Il P
rin
cipe

,
a cu

ra d
i G

.
In
g
lese

(T
o
rin
o
:
G
iu
lio E

in
a
u
d
i E
d
ito
re,

1995),
9,
p
.
68.

池
田
廉
訳
『
君
主
論
』﹇『
全
集
・

一
』﹈、
三
六
頁
。

（
42
）Id

.,
D
iscorsi,

I,
25,

26,
p
p
.
120

121.

邦
訳
、
七
九
｜
八
〇
頁
。C

f.
Ib
id
.,
I,
9,
p
.
87.

邦
訳
、
四
〇
頁
。

（
43
）G

u
iccia

rd
in
i,
D
iscorso d

i L
ogrogn

o
,
in O

pere
,
v
o
l.
I,
p
p
.
247

296.

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
有

害
な
享
楽
や
奢
侈
へ
の
根
本
的
対
策
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
対
処
法
と
は
、
富
へ
の
過
度
な
評
価
や
渇
望
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
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リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
は
、
ス
パ
ル
タ
か
ら
す
べ
て
の
富
と
奢
侈
を
排
除
し
、
住
民
す
べ
て
の
財
産
を
集
め
、
そ
れ
を
平
等
に
分
配
し
、
金
銭
の
使
用
と
虚
栄
を
伴

う
す
べ
て
の
活
動
を
禁
止
し
た
。Ib

id
.,
p
.
294.

（
44
）Id

.,
D
ialogo d

el R
eggim

en
to d

i F
iren

ze
,
in O

pere
,
v
o
l.
I,
I,
p
p
.
377

378.

末
吉
孝
州
訳
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
体
を
め
ぐ
っ
て
の
対
話
』

（
太
陽
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
二
二
｜
一
二
三
頁
。

（
45
）Id

.,
C
on
sid
erazion

i su
i
«D
iscorsi»

d
el M

ach
iavelli,

in O
pere

,
v
o
l.
I,
I,
16,

p
p
.
631

632.

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
同
章
で
、
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
都
市
で
は
、
専
制
君
主
が
市
民
の
自
由
へ
の
欲
求
を
根
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
論
じ
て
い
る
。Ib

id
.,
I,
16,p

.633.

（
46
）Id

.,
D
ialogo

,
II,

p
.
442.

邦
訳
、
二
一
一
頁
。

（
47
）Ib

id
.,
I,
p
.
381.

邦
訳
、
一
二
八
頁
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
も
し
人
々
が
君
主
国
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
自
由
な
生
活

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
自
身
を
突
然
に
幸
福
と
な
っ
た
と
考
え
る
た
め
に
、
武
力
行
使
が
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、
自

ら
が
メ
デ
ィ
チ
家
を
追
放
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
に
は
生
じ
え
な
い
。Ib

id
.,
II,

p
.
442.

邦
訳
、
二
一
一
頁
。

（
48
）Ib

id
.,
II,

p
p
.
443

444.
邦
訳
、
二
一
三
｜
二
一
四
頁
。

（
49
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
all’arte d

ella gu
erra

,
in M

ach
iavelli,

T
u
tte le opere

,
a cu

ra d
i M

.
M
a
rtelli

(F
iren

ze:
S
a
n
so
n
i E
d
ito
re,

1992),
p
p
.

299
398,

p
ro
em
io
,
a
t p
.
301.

服
部
文
彦
・
澤
井
繁
男
訳
『
戦
争
の
技
術
』〔『
全
集
・
二
』〕、
九
一
頁
。

（
50
）

私
は
、〔
ス
パ
ル
タ
の
よ
う
な
〕
厳
格
な
生
活
様
式
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
よ
り
人
間
的
で
あ
り
、
今
日
の
生
活
に
も
十
分
に
適
合
的
な
生
活
様
式
の
こ

と
を
話
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
都
市
の
統
治
者
た
ち
（p

rin
cip
i

）
に
数
え
ら
れ
る
人
物
が
そ
れ
を
導
入
で
き
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
事
柄
の

例
で
あ
れ
、
私
は
、
わ
が
ロ
ー
マ
人
か
ら
離
れ
る
つ
も
り
は
な
い
。
彼
ら
の
生
活
や
共
和
国
の
制
度
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
の
多
く
の
事
柄
を
、
い
ま

だ
何
ら
か
の
善
が
残
っ
て
い
る
市
民
生
活
に
導
入
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。」Ib

id
.,
I,
p
,
304.

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
51
）Id

.,
D
iscorsi,

I,
4,
p
.
71.

邦
訳
、
二
二
頁

（
52
）Ib

id
.,
III,

31,
p
p
.
543

544.

邦
訳
、
三
七
七
頁
。

（
53
）Id

.,
P
rin
cipe

,
12,

p
.
78.

邦
訳
、
四
一
頁
。

（
54
）Id

.,
D
all’arte

,
I,
p
p
.
315

316.

邦
訳
、
一
一
九
頁
。

（
55
）Id
.,
D
iscorso d

ell’ord
in
are lo stato d

i F
iren

ze alle arm
i,
in O

pere
,
v
o
l.
II,
p
p
.
99

104,
a
t p
.
101.

石
黒
盛
久
訳
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国

を
武
装
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
言
」〔『
全
集
・
六
』、
三
六
｜
四
六
頁
〕、
三
九
｜
四
〇
頁
。

（
56
）Ib

id
.,
p
.
104.

邦
訳
、
四
三
頁
。

（
57
）Id

.,
D
all’arte

,
p
ro
em
io
,
p
.
301.

邦
訳
、
九
一
｜
九
二
頁
。
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（
58
）J.

G
.
A
.
P
o
co
ck
,
T
h
e M

ach
iavellian

 
M
om
en
t:
F
loren

tin
e P

olitical T
h
ou
gh
t an

d th
e A

tlan
tic R

epu
blican T

rad
ition

(P
rin
ceto

n
:

P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
1975),

p
p
.
201

202.
W
o
o
d
,
‘In
tro
d
u
ctio

n
’,
in N

iccolo
M
ach

iavelli,
T
h
e A

rt of W
ar
,A
 
R
ev
ised E

d
itio

n
 

o
f th

e E
.
F
a
rn
ew
o
rth T

ra
n
sla
tio
n w

ith N
.
W
o
o
d
(C
a
m
b
rid
g
e:
D
a C

a
p
o P

ress,
2001),

p
p
.
x
v
iii

x
lv
ii.
a
t p
p
.
x
x
v
ii,
x
lix
.

（
59
）M

a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi,

I,
15.

p
.
102.

邦
訳
、
五
八
頁
。

（
60
）Ib

id
.,
I,
12,

p
.
95.

邦
訳
、
四
九
頁
。

（
61
）C

f.
Ib
id
.,
III,

33.

（
62
）Ib

id
.,
I,
11.

p
.
93.

邦
訳
、
四
八
頁
。

（
63
）Ib

id
.,
I,
3,
p
.
69.

邦
訳
、
二
〇
頁
。

（
64
）Ib

id
.,
I,
11,

p
.
94.

邦
訳
、
四
八
｜
四
九
頁
。

（
65
）Ib

id
.,
I,
p
ro
em
io
,
p
.
56.

邦
訳
、
一
〇
頁
。

（
66
）Ib

id
.,
II,

2,
p
p
.
298

299.
邦
訳
、
一
七
七
｜
一
七
八
頁
。

（
67
）Id

.,
D
all’arte

,
II,

p
p
.
332

333.

邦
訳
、
一
五
一
頁
。

（
68
）

も
し
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
支
配
者
た
ち
が
そ
の
宗
教
を
創
設
者
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
状
態
に
留
め
て
い
た
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
国
家
や
共

和
国
は
、
現
在
よ
り
も
統
一
的
で
幸
福
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
わ
が
宗
教
の
首
長
た
る
ロ
ー
マ
教
会
の
す
ぐ
近
く
に
い
る
人
々
が
宗
教
心
を
抱
い
て
い

な
い
こ
と
ほ
ど
、
そ
の
衰
退
を
推
測
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。」Id

.,
D
iscorsi,

I,
12,

p
.
96.

邦
訳
、
五
〇
頁
。
こ
の
一
節
は
、
当
時
の
国
家
が
キ
リ
ス
ト

教
の
本
来
の
あ
り
方
を
維
持
し
て
い
れ
ば
、
世
俗
権
力
を
増
大
し
う
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

「
統
一
」
や
「
幸
福
」
は
、
世
俗
的
権
力
の
発
展
を
意
味
し
て
い
る
と
読
む
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
議
論
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
宗
教
心
の
強
さ
を
指
摘

す
る
文
脈
で
示
さ
れ
て
お
り
、
右
の
一
節
の
後
半
に
お
け
る
教
会
論
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
宗
教
心
の
欠
如
ゆ
え
に
イ
タ
リ
ア
内
の
国
々
が
秩
序
を

欠
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
69
）Ib

id
,
II,

2,
p
.
299.

邦
訳
、
一
七
八
頁
。

（
70
）Ib

id
.

（
71
）
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
差
り
あ
た
り
、
次
の
文
献
を
参
照
。B

a
ro
n
,
T
h
e C

risis of th
e E

arly Italian
 

R
en
aissan

ce:
C
ivic H

u
m
an
ism
 
an
d
 
R
epu

blican L
iberty in an A

ge of C
lassicism

 
an
d
 
T
yran

n
y
(P
rin
ceto

n
:
P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity

 
P
ress,

1966).
esp

.
p
a
rt 2.

G
.
H
o
lm
es,

T
h
e F

loren
tin
e E

n
ligh

ten
m
en
t:
1
4
0
0
5
0
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
eg
a
su
s,
1969).

P
.
O
.
K
risteller,

‘T
h
e

 
M
o
ra
l T

h
o
u
g
h
t o
f R

en
a
issa

n
ce H

u
m
a
n
ism

’,
in R

en
aissan

ce T
h
ou
gh
t an

d th
e A

rts
(P
rin
ceto

n
:P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,1990),
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p
p
.
20

68.

（
72
）F

ra
n
cesco P

etra
rca

,
F
am
iliariu

m
 
R
eru

m
 
L
ibri,

in
 
O
pere

(F
iren

ze:
S
a
n
so
n
i E
d
ito
re,

1975),
II,
9.
p
.
326.

近
藤
恒
一
訳
『
ル
ネ
サ

ン
ス
書
簡
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
）、
八
七
頁
。L

eo
n
a
rd
o B

ru
n
i,
‘P
ro
lo
g
u
s in B

a
silii E

p
isto

la
m
 
a
d n

ep
o
tes d

e u
tilita

te stu
d
ii in

 
lib
ro
s g
en
tiliu

m
 
tra
d
u
cta

m
 
p
er L

.
A
retiu

m
’,
in H

u
m
an
istich

e-ph
ilosoph

isch
e S

ch
riften

(L
eip
zig
:
T
eu
b
n
er,

1928),
p
p
.
99

100.
C
f.

G
.
P
o
st,
‘T
w
o N

o
tes o

n N
a
tio
n
a
lism

 
in th

e M
id
d
le A

g
es’,

in T
raid

tio
,
9
(1958),

p
p
.
281

320,
a
t p
.
282.

V
iro
li,
M
ach

iavelli’s G
od
,

tr.
b
y A

n
to
n
y S

h
u
g
a
a
r
(P
rin
ceto

n a
n
d O

x
fo
rd
:
P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
2010),

p
p
.
44

45,
51,

89
99.

（
73
）R

.
T
u
ck
,
‘H
u
m
a
n
ism

 
a
n
d P

o
litica

l T
h
o
u
g
h
t’,
in T

h
e Im

pact of
 
H
u
m
an
ism

 
on
 
W
estern

 
E
u
rope

(L
o
n
d
o
n a

n
d N

ew
 
Y
o
rk
:

L
o
n
g
m
a
n
,
1990),

p
p
.
43

64.
C
f.
I.
B
erlin

,
‘T
h
e O

rig
in
a
lity o

f M
a
ch
ia
v
elli’,

in S
tu
d
ies on

 
M
ach

iavelli
(F
iren

ze:
G
.
C
.
S
a
n
so
n
i

 
E
d
ito
re,

1972),
p
p
.
147

206,
a
t p
p
.
163

197.

佐
々
木
毅
訳
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
独
創
性
」、『
思
想
と
思
想
家
｜
｜
バ
ー
リ
ン
選
集
（
Ⅰ
）』
福
田

歓
一
・
河
合
秀
和
編
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
一
｜
九
七
頁
。

（
74
）C

f.
B
.
F
o
n
ta
n
a
,
‘L
o
v
e o
f C
o
u
n
try a

n
d L

o
v
e o
f G

o
d
:
T
h
e P

o
litica

l U
ses o

f R
elig

io
n in M

a
ch
ia
v
elli,’

in Jou
rn
al of th

e H
istory

 
of Id

eas
,
60
(1999),

p
p
.
639

658.
S
.
D
e G

ra
zia
,
M
ach

iavelli in H
ell

(L
o
n
d
o
n
:
P
ica
d
o
r,
1992),

p
p
.
esp

.
p
p
.
339

340.

田
中
治
男
訳
『
地

獄
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
｜
一
九
九
六
年
）。P

o
co
ck
,
T
h
e
 
M
ach

iavellian
 
M
om
en
t,
p
p
.
esp

.
193

194.

（
75
）S

.
B
ertelli e F

.
G
a
eta

,
‘N
o
terelle M

a
ch
ia
v
ellia

n
e:
u
n co

d
ice d

i L
u
crezio e d

i T
ern

zio
’,
in R

ivista storia italian
a
,
73
(1961),

p
p
.

545
557.

A
.
B
ro
w
n
,
‘P
h
ilo
so
p
h
y a

n
d R

elig
io
n in M

a
ch
ia
v
elli,’

in T
h
e C

am
brid

ge C
om
pan

ion to M
ach

iavelli,
ed
.
b
y J.

M
.
N
a
jem

y

(C
a
m
b
rid
g
e:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2010),

p
p
.
157

172.

（
76
）B

a
rto
lo
m
eo S

ca
la
,
A
pologia con

tra vitu
perators civitatis F

loren
tiae

,
in E

ssays an
d D

ialogu
es
,tr.b

y R
.N
.W

a
tk
in
s
(C
a
m
b
rid
g
e:

H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2008),

p
.
236.

（
77
）B

ro
w
n
,
o
p
.
cit.,

p
p
.
160

164.

（
78
）Ib

id
.,
p
.
170.

n
.
18.

（
79
）L
ettera

,
in O

pere
,
v
o
l.
III,

a cu
ra F

.
G
a
eta

,
N
icco

lo
M
a
ch
ia
v
elli a F

ra
n
cesco G

u
iccia

rd
in
i,
17 m

a
g
g
io 1521,

p
p
.
519

520.

和

栗
珠
里
・
松
本
典
昭
訳
「
書
簡
」〔『
全
集
・
六
』、
一
六
九
｜
三
四
八
頁
〕、
二
九
七
頁
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、

あ
な
た
の
「
そ
の
年
齢
で
ご
自
分
の
魂
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
と
し
た
ら
、
不
名
誉
に
な
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
、
つ
ね
に
正
反
対
の
信
念

で
生
活
し
て
き
た
か
ら
で
す
」。L

ettera
,
F
ra
n
cesco G

u
iccia

rd
in
i a N

icco
lo
M
a
ch
ia
v
elli,

17 m
a
g
g
io 1521,

p
p
.
518

519.
C
f.
L
ettera

,
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F
ra
n
cesco V

etto
ri a N

icco
lo
M
a
ch
ia
v
elli,

23 n
o
v
em
b
re 1513,

p
.
422.

L
u
ig
i G
u
iccia

rd
in
i a N

icco
lo
M
a
ch
ia
v
elli,

17 m
a
g
g
io 1521,

p
p
.
518

159.
C
f.
R
id
o
lfi,

o
p
.
cit.,

p
.
296.

（
80
）M

a
ch
ia
v
elli,

L
’asin

o
,
in O

pere
,
v
o
l.
IV
,
a cu

ra d
i L
.
B
la
su
cci,

p
.
383.

岩
倉
具
忠
訳
「
黄
金
の
ろ
ば
」〔『
全
集
・
四
』、
一
七
三
｜
二
〇

〇
頁
〕、
一
九
〇
頁
。

（
81
）V

iro
li,
M
ach

iavelli’s G
od
,
p
a
ssim

.

（
82
）
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
著
作
の
う
ち
で
こ
の
世
俗
的
思
想
の
例
外
的
作
品
は
、
聖
書
か
ら
の
引
用
を
含
む「
懺
悔
の
勧
め
」で
あ
る
。M

a
ch
ia
v
elli,

E
sort-

azion
e alla pen

iten
za
,
in O

pere
,
v
o
l.
IV
,
p
p
.
279

286.

岩
倉
翔
子
訳
「
懺
悔
の
勧
め
」〔『
全
集
・
四
』〕、
一
三
七
｜
一
四
〇
頁
。
Ｐ
・
ヴ
ィ
ッ

ラ
ー
リ
は
、
神
の
恩
寵
や
来
世
で
の
救
済
を
力
説
し
て
い
る
こ
の
作
品
が「
隠
さ
れ
た
皮
肉
」で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。P

.
V
illa

ri,
L
ife an

d T
im
es

 
of N

iccolo
M
ach

iavelli,
tr.

b
y L

.
V
illa

ri
(L
o
n
d
o
n
:
T
.
F
ish
er U

n
w
in
,
1898),

v
o
l.
II,
p
.
378.

し
か
し
、
こ
う
し
た
印
象
は
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
し
、
そ
れ
を
立
証
す
る
具
体
的
根
拠
も
な
い
。
Ｒ
・
リ
ド
ル
フ
ィ
は
、
こ
の
作
品
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
の
詩
句
」
を
見
出
し
、

こ
れ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
感
情
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。R

id
o
lfi,

o
p
.
cit.,p

.553.

だ
が
、
こ
の
感
情
が
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
理
論
家
の
「
思

想
」
と
区
別
さ
れ
う
る
と
い
う
リ
ド
ル
フ
ィ
の
主
張
は
、
判
然
と
せ
ず
、
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
一
貫
性
が
あ
っ
た
と
解
釈

す
る
限
り
、
こ
の
作
品
は
、
彼
の
真
意
の
表
明
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
説
教
は
、
宗
教
的
団
体
や
組
合
で
行
わ
れ
て
い
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
一
般
的
慣
習
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
自
ら
の
属
し
て
い
た
こ
う
し
た
団
体
か
ら
依
頼
を
受
け
、
そ
の
文
書
を
執
筆
し
た

と
推
測
さ
れ
う
る
。C

f.
O
.
T
o
m
m
a
sin
i,
L
a V

ita e gli scritti d
i N

iccolo
M
ach

iavelli n
ella loro relazion

e con
 
M
ach

iavellism
o
(N
a
p
o
li:

Il M
u
lin
o
,
2003),

v
o
l.
II,

p
.
734.

（
83
）L
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,
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o
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lo
M
a
ch
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v
elli a F
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n
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etto
ri,
16 a

p
rile 1527,

p
.
629.

邦
訳
、
三
四
三
頁
。
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