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紹

介

鹿
子
生
浩
輝
著

『
征
服
と
自
由
｜
｜
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
と
ル
ネ

サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
｜
｜
』

（
風
行
社
、
二
〇
一
三
年
、
四
九
二
頁
）

近
代
政
治
思
想
の
出
発
点
と
も
言
わ
れ
知
ら
ぬ
者
な
き
存
在
で
あ
り

な
が
ら
、「
誤
解
の
歴
史
」に
覆
わ
れ
て
き
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
。
本
書

は
そ
の
「
歴
史
的
実
像
」
に
迫
る
研
究
書
で
あ
る
。
該
博
な
歴
史
的
知

識
を
駆
使
し
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
自
身
の
実
践
的
意
図
を
解
明
し
、「
フ﹅
ィ﹅
レ﹅
ン﹅

ツ﹅
ェ﹅
共﹅
和﹅
国﹅
の﹅
自
由
を
追
求
し
た
理
論
家
」（
一
八
｜
一
九
頁
）と
し
て

の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
像
を
提
起
し
、
今
ま
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
二
大
著
作
で
あ
る
『
君
主
論
』
と
『
リ

ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
整
合
性
に
本
書
は
新
た
な
光
を
当
て
て
い
る
。

従
来
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
権
謀
術
数
の
思
想
家
と
し
て
の
通
俗

的
な
イ
メ
ー
ジ
や
、「
専
制
君
主
の
助
言
者
」
あ
る
い
は
「
共
和
制
の
擁

護
者
」
と
い
う
二
つ
の
大
き
く
分
裂
し
た
伝
統
的
解
釈
に
よ
っ
て
語
ら

れ
て
き
た
。
近
代
以
降
は
「
国
民
国
家
の
予
見
者
」
や
価
値
中
立
的
な

「
近
代
科
学
の
祖
」
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
は
、
実
力
支
配
と
し
て
の
「
ス
タ
ー
ト
」
概
念
を
中
心
に
し
た

研
究
や
、「
君
主
の
鑑
」
や
「
共
和
主
義
」
と
い
っ
た
思
想
的
伝
統
と
の

関
連
に
お
い
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
整
理

し
た
上
で
、
本
書
は
、
従
来
の
研
究
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想

を
主
に
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
す

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、『
君
主
論
』
と
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
両
著
作

の
整
合
性
は
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
、
本
書
は
、
テ
ク
ス
ト
理
解
の
た
め
に
歴
史
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
把
握
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
き
た

時
代
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
実
践
的
意
図
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
で
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

が
「
当
時
の
読
者
に
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え

よ
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
た
め
に
、
読
者
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
政

治
的
理
解
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」（
一

七
頁
）を
本
書
は
目
的
と
し
て
い
る
。
恣
意
性
を
で
き
る
限
り
排
除
し
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
生
き
た
時
代
の
政
治
的
争
点
・
論
点
を
浮
き
彫
り

に
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
共
和
制
的
自
由
を
持
っ

た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
存
続
と
発
展
を
目
指
し
、そ
の
目
的
の
た
め
に『
君

主
論
』
や
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
等
の
著
作
を
執
筆
し
た
こ
と
を
、
本
書

は
四
つ
の
章
を
通
じ
て
検
証
し
て
い
る
。

第
一
章
「
自
由
の
伝
統
」
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
愛
し
、
そ
の
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中
で
生
き
た
、「
祖
国
」フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て

い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
共
和
制
を
維
持
し
、

自
己
決
定
と
参
加
を
重
ん
じ
る
共
和
主
義
的
自
由
の
理
念
を
市
民
た
ち

が
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
き
た
時
代
に
お
け
る

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
現
実
で
あ
り
、
長
期
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
だ
っ
た
。
そ

の
上
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
、
共
和
国
の
内
部
に
お
け
る
貴
族
と
民

衆
の
対
立
が
十
三
世
紀
以
来
続
い
て
い
た
。
こ
の
対
立
の
図
式
は
、
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
に
お
い
て
尖
鋭
化
し
、
メ
デ
ィ
チ
家
や
教
皇
領

を
め
ぐ
り
錯
綜
し
た
現
実
が
存
在
し
た
。

第
二
章
「『
君
主
論
』
の
意
図
」
で
は
、
第
一
章
で
示
さ
れ
た
政
治
的

背
景
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
『
君
主
論
』
の
理
論
的
・
執
筆
的
意
図
が

分
析
さ
れ
る
。
著
者
は
、『
君
主
論
』の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
主
要
な
関
心
が
「
新
君
主
」
と
い
う
限
定
的
対
象
に
向
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
新
君
主
と
は
、
世
襲
君
主
と
は

異
な
る
、
い
わ
ば
権
力
の
簒
奪
者
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君

主
論
』
は
自
覚
的
に
こ
の
例
外
的
状
況
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、『
君
主
論
』は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
観
全
般
の
現
れ

と
は
言
え
な
い
。
従
来
、『
君
主
論
』と
過
度
に
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ

て
き
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
以
前
の
「
君
主
の
鑑
」
の
伝
統
は
、
実
際
は

そ
れ
ほ
ど
非
現
実
的
で
も
理
想
論
に
過
ぎ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
『
君
主
論
』
自
体
も
決
し
て
没
倫
理
を
説
い
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、長
期
的
な
視
点
か
ら
の
徳
の
勧
め
と
悪
徳
の
戒
め
を
含
み
、

君
主
と
臣
民
が
信
頼
関
係
を
構
築
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
著

者
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
決
し
て
専
制
君
主

制
を
『
君
主
論
』
で
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
市
民
的
体
制
」

を
前
提
に
し
た「
市
民
的
君
主
国
」、
す
な
わ
ち
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
共
和

制
の
維
持
・
構
築
を
メ
デ
ィ
チ
家
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
本
章
は
検
証

し
て
い
る
。

第
三
章
「
共
和
国
理
論
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由
」
で
著
者
は
、『
リ

ウ
ィ
ウ
ス
論
』
を
分
析
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
求
め
た
共
和
制
の
内

容
を
分
析
し
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』に
お

い
て
共
和
制
ロ
ー
マ
の
自
由
維
持
と
勢
力
拡
大
の
理
由
を
解
明
し
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
模
倣
対
象
と
し
て
の
範
型
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
は
、
単
な
る
古
代
の
思
想
の
復
活
で
は

な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
理
解
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政

治
の
失
敗
を
神
や
運
命
の
せ
い
に
せ
ず
、
人
為
的
要
因
に
よ
っ
て
国
家

の
発
展
や
維
持
を
左
右
で
き
る
と
い
う
主
張
だ
っ
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
範
を
と
り
つ
つ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
現
実
を
強

く
意
識
し
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』に
お
い
て
拡
大
型
共
和
国
と
民
主
制
擁

護
の
議
論
を
展
開
し
た
。
つ
ま
り
、『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』は
一
部
の
先
行

研
究
が
述
べ
る
よ
う
な
純
理
論
的
な
抽
象
的
作
品
で
は
な
く
、
極
め
て

実
践
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
本
章
で
は
検
証
さ
れ
、
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さ
ら
に
先
行
研
究
に
お
い
て
非
現
実
的
な
国
民
国
家
形
成
の
呼
び
か
け

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
『
君
主
論
』
最
終
章
の
「
イ
タ
リ
ア
の
解
放
」
の

主
張
が
決
し
て
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
チ
諸
国
の
連
合

と
し
て
十
分
な
現
実
味
を
帯
び
た
構
想
だ
っ
た
こ
と
が
分
析
さ
れ
て
い

る
。第

四
章
「
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
再
生
」
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

の
晩
年
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
』
が
分
析
さ
れ
、『
君
主
論
』
と
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』

に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
自
由
の
維
持
と
発

展
と
い
う
関
心
が
、
他
の
著
作
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
検

証
さ
れ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
で
、
市
民

軍
と
宗
教
の
二
つ
に
よ
り
共
和
制
を
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
主
張
し
て
い
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
宗
教
と
は
、
キ

リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
、
世
俗
的
価
値
を
肯
定
し
擁
護
す
る
も
の
で
あ

り
、い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
な
彼
岸
の
救
済
を
放
棄
す
る
も
の
だ
っ
た
。

さ
ら
に
、マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、メ
デ
ィ
チ
家
に
対
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
自
由
の
精
神
を
尊
重
し
た
市
民
的
振
る
舞
い
を
こ
れ
ら
の
著
作
に
お

い
て
要
請
し
て
い
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
党
派
性
の
克
服
と
市

民
軍
の
創
設
を
主
張
し
つ
つ
、
実
践
的
に
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、

イ
タ
リ
ア
全
体
で
は
な
く
、
ト
ス
カ
ー
ナ
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

覇
権
の
確
立
を
意
図
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
錯

綜
す
る
現
実
の
中
で
具
体
的
に
達
成
可
能
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
」に
お
い
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救

済
も
、
強
力
な
指
導
者
に
よ
る
腐
敗
の
一
挙
解
決
も
、
ど
ち
ら
も
断
念

し
た
上
で
、
な
お
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
、
時
間
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
し
、

幸
運
も
必
要
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
ロ
ー
マ
の
理

想
的
市
民
に
接
近
し
う
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
が
知
的
安
定
を
人
々
に
与
え
な
く
な
っ

た
時
代
に
、
神
の
摂
理
と
も
偶
然
と
も
異
な
る
人
為
を
重
視
す
る
観
点

か
ら
、
知
的
混
沌
に
対
し
て
独
自
の
処
方
箋
を
提
示
し
た
こ
と
を
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
の
特
徴
だ
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

長
い
間
と
も
す
れ
ば
誤
解
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
、
没
倫
理
の
権
謀
術
数

家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
像
が
本
書
で
は
提

示
さ
れ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
は
、
時
代
を
超
え
て

多
く
の
人
に
衝
撃
を
与
え
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
と
な
っ
て
き

た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
歴
史
的
実
像
に
迫
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
そ
の

助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
背
景
と
な
る
歴
史
を
理
解

す
る
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
、
今
日
的
な
関
心
か
ら
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

政
治
思
想
に
触
れ
よ
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
も
、
本
書
は
重
要
な
導
き

と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
鎌
田
厚
志
）
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