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主
国
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類
と
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服
手
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世
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の
君
主
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混
成
型
の
君
主
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ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
征
服
し
た
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
の
ペ
ル
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
、
大
王
の
死
後
も
後
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者
へ
の
謀
反

が
お
き
な
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っ
た
理
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征
服
以
前
に
自
分
た
ち
の
法
律
に
よ
っ
て
く
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て
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た
都
市
か
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を
お
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る
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力
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に
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に
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一
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君
主
国
の
戦
力
を
お
し
は
か
る
方
法 

 
 

 
 

一
一 

 

教
会
君
主
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一
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傭
兵
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外
国
支
援
軍
・
混
成
軍
・
自
国
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一
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軍
備
に
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す
る
君
主
の
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一
五 

 
君
主
の
毀
誉
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一
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揚
さ
と
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一
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冷
酷
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と
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ぶ
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こ
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一
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に
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が
領
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し
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っ
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二
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命
は
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間
の
行
動
に
ど
れ
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ど
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を
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運
命
に
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い
し
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の
よ
う
に
抵
抗
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は
じ
め
に 

 

中
世
末
期
の
イ
タ
リ
ア
は
多
数
の
国
家
に
分
裂
し
て
い
た
。
南
部
に
は
シ
チ
リ
ア
王
国
と
ナ
ポ
リ
王
国
が
、
北
部
に
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
・
ミ
ラ
ノ
な
ど
の
都
市
国
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
中
部
に
ロ
ー
マ
教
皇
領
が
あ
っ

た
。
一
四
九
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
に
侵
入
す
る
と
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
が
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
イ
タ
リ
ア
戦
争
が
勃
発

し
た
。
こ
の
戦
争
は
イ
タ
リ
ア
の
小
国
家
や
ロ
ー
マ
教
皇
を
ま
き
こ
ん
で
、
一
五
五
九
年
ま
で
つ
づ
い
た
。 

一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
人
間
性
の
自
由
・
解
放
を
希
求
す
る
文
化
運
動
（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
が
あ
ら

わ
れ
た
。
中
世
盛
期
の
文
化
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
現
世
に
お
け
る
た
の

し
み
や
理
性
・
感
情
の
活
動
を
重
視
し
た
。
そ
の
支
柱
と
な
っ
た
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

の
古
典
文
化
の
研
究
を
と
お
し
て
人
間
ら
し
い
い
き
か
た
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ッ
コ
ロ=

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
君

主
論
』
の
な
か
で
政
治
を
宗
教
・
道
徳
と
峻
別
す
る
近
代
的
な
政
治
観
を
し
め
し
た
。 

近
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
普
遍
的
権
威
が
動
揺
し
、
戦
争
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
各
国
は
常
備
軍
と
、

軍
事
費
を
調
達
す
る
た
め
の
徴
税
機
構
を
中
心
と
す
る
官
僚
制
を
整
備
し
た
。
ま
た
、
自
国
の
支
配
領
域
を
明
確
な
国
境
で
か
こ

い
、
国
内
秩
序
を
維
持
強
化
し
て
、
対
外
的
に
は
主
権
者
と
し
て
の
君
主
の
み
が
国
家
を
代
表
す
る
主
権
国
家
を
形
成
し
た
。
こ

の
時
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
絶
対
王
政
が
成
立
し
た
。
三
十
年
戦
争
が
終
結
し
た
一
六
四
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国

は
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
を
締
結
し
、
主
権
国
家
体
制
と
よ
ば
れ
る
国
際
秩
序
が
確
立
し
た
。 

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
一
四
六
九
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
う
ま
れ
た
。
一
四
九
四
年
に
イ
タ
リ
ア
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
を
支
配
し
て
い
た
メ
デ
ィ
チ
家
は
追
放
さ
れ
る
。
一
四
九
五
年
、
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ=

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
同
国
で
厳

格
な
神
権
政
治
を
開
始
し
た
。
か
れ
は
腐
敗
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
た
た
か
い
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
一
四
九
八
年
に
火
刑
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に
処
さ
れ
た
。
同
年
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
府
の
第
二
書
記
局
長
に
選
任
さ
れ
た
。
第
一
書
記
局
は
外
交
・

書
簡
を
、
第
二
書
記
局
は
内
政
・
軍
事
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
職
分
は
交
錯
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は

外
交
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
。
一
五
一
二
年
、
メ
デ
ィ
チ
家
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
復
帰
し
た
あ
と
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
失
職
し
投

獄
さ
れ
、
郊
外
に
追
放
さ
れ
た
。
一
五
一
三
年
に
『
君
主
論
』
を
執
筆
し
、
メ
デ
ィ
チ
家
に
献
呈
し
よ
う
と
し
た
―
―
実
際
に
献

呈
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
―
―
。
一
五
二
七
年
に
死
去
し
た
。
本
稿
は
主
と
し
て
『
君
主
論
』
に
依
拠
し

て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
国
家
論
の
特
質
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  

一 

君
主
国
の
種
類
と
征
服
手
段 

 

国
家
に
は
共
和
国
と
君
主
国
が
あ
る
。
君
主
国
に
は
、
統
治
者
の
血
筋
を
ひ
く
一
族
が
君
位
を
う
け
つ
い
だ
世
襲
君
主
国
と
、

あ
ら
た
に
で
き
た
君
主
国
が
あ
る
。
あ
ら
た
に
で
き
た
君
主
国
に
は
、
全
面
的
に
あ
た
ら
し
い
国
家
と
、
新
君
主
が
も
と
の
世
襲

の
自
国
に
あ
ら
た
に
手
足
を
つ
け
た
し
た
よ
う
な
併
合
し
た
国
家
が
あ
る
。
あ
た
ら
し
い
国
家
を
獲
得
す
る
に
は
、
他
者
の
武
力

に
よ
る
と
き
と
自
己
の
武
力
に
よ
る
と
き
が
あ
る
。
ま
た
「
運
（fortuna

）
」
に
よ
る
ば
あ
い
と
「
力
量
（virtú

）
」
に
よ
る

ば
あ
い
が
あ
る
。 

  

二 

世
襲
の
君
主
国 

 

君
主
の
血
統
に
な
じ
ん
で
き
た
世
襲
国
家
の
ほ
う
が
、あ
ら
た
に
う
ま
れ
た
国
家
よ
り
も
保
持
し
や
す
い
。前
者
に
お
い
て
は
、

父
祖
か
ら
う
け
つ
い
だ
慣
習
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
け
れ
ば
よ
い
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。 

（
１
） 

（
２
） （

３
） 

（
４
） 

（
５
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
８
） 
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三 

混
成
型
の
君
主
国 

 
全
面
的
に
あ
た
ら
し
い
の
で
は
な
く
て
、
手
足
の
部
分
だ
け
が
あ
た
ら
し
い
、
新
旧
の
領
土
を
あ
わ
せ
て
混
成
型
と
で
も
呼
称

し
う
る
国
家
は
、
世
襲
の
君
主
国
よ
り
も
お
お
く
の
難
題
を
か
か
え
る
。
民
衆
が
以
前
よ
り
よ
く
な
る
と
信
じ
て
、
す
す
ん
で
為

政
者
を
か
え
た
が
り
、
武
器
を
手
に
し
て
為
政
者
に
た
ち
む
か
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
た
に
君
主
に
お
さ
ま
ろ
う

と
す
る
ひ
と
は
征
服
時
の
加
害
行
為
等
に
よ
っ
て
住
民
の
心
を
傷
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

四 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
征
服
し
た
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
の
ペ
ル
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
、 

大
王
の
死
後
も
後
継
者
へ
の
謀
反
が
お
き
な
か
っ
た
理
由 

 君
主
国
に
は
二
種
類
の
統
治
様
式
が
存
在
す
る
。
第
一
は
一
人
の
君
主
が
い
て
、
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
か
れ
の
公
僕
か
ら
な
る

も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
一
人
の
君
主
と
封
建
諸
侯
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
ひ
き
た
て
と
は
無
関
係
で
、
そ
れ

ぞ
れ
昔
か
ら
の
血
縁
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
保
持
し
、
各
自
の
領
地
と
家
臣
団
を
も
ち
、
家
臣
は
か
れ
を
領
主
と
あ
お
い
で
自
然

な
愛
情
を
よ
せ
て
い
る
。
第
二
の
統
治
様
式
で
は
、
こ
う
し
た
封
建
諸
侯
に
よ
っ
て
国
家
を
う
ば
わ
れ
る
可
能
性
が
た
か
い
け
れ

ど
も
、
ダ
レ
イ
オ
ス
三
世
の
ペ
ル
シ
ア
帝
国
は
第
一
の
統
治
様
式
を
採
用
し
て
い
た
。 

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
混
成
型
の
君
主
国
の
う
ち
、
あ
ら
た
な
領
土
が
君
主
国
で
あ
る
ば
あ
い

で
あ
る
。
あ
ら
た
な
領
土
が
共
和
政
の
都
市
か
国
家
で
あ
る
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
論
述
し
て
い
る
。 

  

（
９
） 

（
10
） 

（
11
） 

（
12
） 

（
13
） 

（
14
） 

（
15
） 
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五

征
服
以
前
に
自
分
た
ち
の
法
律
に
よ
っ
て
く
ら
し
て
き
た
都
市
か
国
家
を
お
さ
め
る
方
法

征
服
以
前
に
自
分
た
ち
の
法
律
に
よ
っ
て
自
由
に
く
ら
す
こ
と
に
な
じ
ん
で
き
た
と
こ
ろ
を
保
持
す
る
方
策
は
三
つ
あ
る
。
第

一
は
、
そ
こ
を
滅
亡
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
君
主
自
身
が
そ
こ
に
移
住
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
そ
こ
で
も
と
ど

お
り
の
法
律
に
よ
っ
て
く
ら
す
こ
と
を
ゆ
る
し
、
貢
納
を
も
と
め
、
密
接
な
友
好
を
た
も
つ
寡
頭
政
の
政
権
を
つ
く
ら
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

六

自
己
の
武
力
や
力
量
に
よ
っ
て
手
に
い
れ
た
新
君
主
国

君
主
も
領
土
も
す
べ
て
が
あ
た
ら
し
い
国
家
は
、
力
量
に
よ
っ
て
君
主
に
な
っ
た
ひ
と
が
征
服
す
る
の
は
困
難
だ
け
れ
ど
も
、

維
持
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
征
服
す
る
と
き
に
あ
た
ら
し
い
制
度
を
も
ち
こ
む
こ
と
が
む
ず
か
し
い
た
め
で
あ
る
。

「
武
装
し
た
預
言
者
は
み
な
勝
利
を
お
さ
め
、
そ
な
え
の
な
い
預
言
者
は
ほ
ろ
び
る
。
」
そ
の
好
例
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ

で
あ
っ
た
。

七

他
者
の
武
力
や
運
に
よ
っ
て
手
に
い
れ
た
新
君
主
国

一
私
人
の
身
か
ら
、
た
だ
運
に
め
ぐ
ま
れ
た
だ
け
で
君
主
に
な
っ
た
ひ
と
び
と
は
、
労
せ
ず
し
て
君
位
を
え
て
も
、
国
家
の
維

持
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
い
な
る
苦
難
に
み
ま
わ
れ
る
。
金
銭
あ
る
い
は
他
者
の
好
意
で
国
家
を
ゆ
ず
ら
れ
た
ひ
と
び
と
も
同
様

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ=

ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
は
力
量
に
よ
っ
て
君
主
に
な
っ
た
実
例
で
あ
り
、
一
私
人
か
ら
ミ
ラ
ノ
公
に
な
っ
た
。

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）
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ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
公
チ
ェ
ー
ザ
レ=

ボ
ル
ジ
ア
は
運
に
よ
っ
て
君
主
に
な
っ
た
実
例
で
あ
り
、
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
を

父
に
も
つ
と
い
う
運
に
め
ぐ
ま
れ
て
国
家
を
獲
得
し
、
運
に
み
は
な
さ
れ
て
、
す
な
わ
ち
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
急
死
に
よ
っ

て
国
家
を
う
し
な
っ
た
。

八

悪
辣
な
行
為
に
よ
っ
て
君
主
の
地
位
を
つ
か
ん
だ
ひ
と
び
と

運
や
力
量
に
た
よ
ら
ず
に
一
私
人
か
ら
君
主
に
な
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。
あ
る
種
の
悪
辣
非
道
な
手
段
で
君
位
に
の
ぼ
る
も
の

と
、
一
市
民
が
仲
間
の
市
民
の
あ
と
お
し
で
祖
国
の
君
位
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
は
、
あ
る
国
家
を

う
ば
い
と
る
と
き
、
征
服
者
が
当
然
す
べ
き
加
害
行
為
を
決
然
と
一
気
呵
成
に
お
こ
な
い
、
日
々
そ
れ
を
む
し
か
え
さ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
む
し
か
え
さ
な
い
こ
と
で
人
心
を
や
す
ら
か
に
し
、
恩
義
を
ほ
ど
こ
し
て
民
心
を
つ
か
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

九

市
民
型
の
君
主
国

市
民
型
の
君
主
国
と
は
、
一
市
民
が
極
悪
非
道
な
ど
の
ゆ
る
し
が
た
い
暴
力
で
君
主
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
ほ
か
の
市
民

の
あ
と
お
し
に
よ
っ
て
祖
国
の
君
位
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
貴
族
の
支
援
を
う
け
て
君
主
の
地
位
に
つ
い
た
も
の

よ
り
も
、
民
衆
の
支
持
を
え
て
君
主
に
な
っ
た
も
の
の
ほ
う
が
君
位
を
維
持
し
や
す
い
。
前
者
の
君
主
は
自
分
と
対
等
だ
と
お

も
い
こ
む
仲
間
に
と
り
か
こ
ま
れ
る
た
め
、
気
ま
ま
に
命
令
し
た
り
操
縦
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
た
い
し
て
、
後

者
の
君
主
は
自
由
で
あ
り
、
周
囲
に
不
服
従
の
も
の
は
な
く
、
い
て
も
ご
く
少
数
だ
か
ら
で
あ
る
。
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一
〇

君
主
国
の
戦
力
を
お
し
は
か
る
方
法

君
主
国
に
は
、君
主
が
有
事
の
と
き
に
独
力
で
ま
も
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
、第
三
者
の
支
援
が
必
要
に
な
る
も
の
が
あ
る
。

前
者
は
豊
富
な
人
的
資
源
や
財
力
に
よ
っ
て
適
切
な
軍
隊
を
そ
な
え
、
い
か
な
る
侵
略
者
に
た
い
し
て
も
野
戦
を
の
ぞ
む
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
。後
者
は
野
に
で
て
敵
と
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、城
塞
に
ひ
き
こ
も
っ
て
敵
勢
を
む
か
え
う
つ
も
の
で
あ
る
。

一
一

教
会
君
主
国

教
会
君
主
国
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
教
皇
領
は
、
手
に
入
れ
る
の
が
困
難
だ
け
れ
ど
も
維
持
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
宗
教
に
根
ざ

す
ふ
る
い
伝
統
的
な
制
度
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
強
固
な
体
制
で
あ
っ
て
、
君
主
が
ど
う
で
あ
れ
、
政
権
の
維
持
は
ゆ
る
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。

一
二

傭
兵
軍

国
家
の
重
要
な
土
台
と
な
る
の
は
、
よ
い
法
律
と
す
ぐ
れ
た
武
力
で
あ
る
。
後
者
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
前
者
が
あ
り
う
る
。

君
主
が
国
を
ま
も
る
戦
力
に
は
自
国
軍
・
傭
兵
軍
・
外
国
支
援
軍
・
混
成
軍
が
あ
る
。
傭
兵
軍
は
無
益
で
危
険
で
あ
る
。
傭
兵
が
戦

場
に
と
ど
ま
る
の
は
、
わ
ず
か
な
給
料
の
た
め
だ
け
で
あ
り
、
戦
争
を
し
な
い
う
ち
は
兵
士
で
あ
り
た
が
る
け
れ
ど
も
、
戦
争
に
な
る

と
に
げ
る
か
、き
え
さ
る
か
ら
で
あ
る
。イ
タ
リ
ア
の
没
落
の
原
因
は
、長
年
に
わ
た
っ
て
傭
兵
軍
に
期
待
し
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
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一
三

外
国
支
援
軍
・
混
成
軍
・
自
国
軍

外
国
支
援
軍
も
無
益
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
か
の
有
力
君
主
に
軍
隊
の
支
援
や
防
衛
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
支
援
軍
が

敗
北
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
ね
い
た
も
の
は
破
滅
し
、
前
者
が
勝
利
す
れ
ば
、
後
者
は
そ
れ
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
。

傭
兵
と
自
国
兵
か
ら
な
る
混
成
軍
は
、
外
国
支
援
軍
・
傭
兵
軍
に
ま
さ
る
け
れ
ど
も
自
国
軍
よ
り
も
お
と
る
。
自
国
軍
と
は
、

家
臣
・
市
民
あ
る
い
は
自
分
の
庇
護
す
る
ひ
と
び
と
が
組
織
す
る
軍
事
力
を
さ
す
。

一
四

軍
備
に
か
ん
す
る
君
主
の
責
務

君
主
は
、
戦
争
と
軍
事
上
の
制
度
・
訓
練
の
み
を
目
的
・
関
心
事
・
職
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
力
の
あ
る
も
の
が
武
力
を

も
た
な
い
も
の
に
す
す
ん
で
服
従
し
た
り
、
後
者
が
前
者
に
か
こ
ま
れ
て
安
閑
と
し
て
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
か
っ
た
。

一
五

君
主
の
毀
誉
褒
貶

君
主
は
悪
徳
を
行
使
し
な
い
と
政
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
あ
い
、
悪
評
を
か
ま
わ
ず
う
け
る
の
が
よ
い
。
美
徳
と

み
え
て
も
、
そ
れ
を
す
る
と
身
の
破
滅
に
通
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
悪
徳
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て

自
身
の
安
全
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
ば
あ
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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一
六

鷹
揚
さ
と
吝
嗇

英
邁
な
君
主
は
、
吝
嗇
で
あ
る
と
い
う
評
判
を
す
こ
し
も
気
に
か
け
て
は
な
ら
な
い
。
君
主
の
節
約
心
に
よ
っ
て
歳
入
が
十
分

に
た
り
て
外
敵
か
ら
自
分
を
ま
も
る
こ
と
が
で
き
、
民
衆
に
負
担
を
か
け
ず
に
戦
争
を
遂
行
し
う
る
人
物
だ
と
し
ら
れ
れ
ば
、
や

が
て
鷹
揚
だ
と
い
う
評
判
を
え
る
た
め
で
あ
る
。

一
七

冷
酷
さ
と
あ
わ
れ
み
ぶ
か
さ
／
お
そ
れ
ら
れ
る
こ
と
と
愛
さ
れ
る
こ
と

君
主
は
自
分
の
領
民
を
結
束
さ
せ
忠
誠
を
ち
か
わ
せ
る
た
め
に
、
冷
酷
で
あ
る
と
い
う
悪
評
を
な
ん
ら
気
に
か
け
る
べ
き

で
な
い
。
あ
ま
り
に
あ
わ
れ
み
ぶ
か
く
て
混
乱
を
ま
ね
き
、
や
が
て
殺
戮
や
略
奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
君
主
に
く
ら
べ
れ
ば
、

冷
酷
な
君
主
は
、
た
ま
に
み
せ
し
め
の
残
酷
さ
を
し
め
す
だ
け
で
、
ず
っ
と
あ
わ
れ
み
ぶ
か
い
人
物
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

君
主
は
愛
さ
れ
る
よ
り
も
、
お
そ
れ
ら
れ
る
ほ
う
が
安
全
で
あ
る
。
人
間
は
お
そ
れ
て
い
る
ひ
と
よ
り
も
、
愛
情
を
か
け
て
く
れ

る
ひ
と
を
容
赦
な
く
傷
つ
け
る
。
人
間
は
よ
こ
し
ま
な
の
で
、
自
分
の
利
害
次
第
で
「
恩
義
の
絆
で
む
す
ば
れ
た
愛
情
」
を
簡
単
に
た

ち
き
る
け
れ
ど
も
、
お
そ
れ
て
い
る
ひ
と
に
た
い
し
て
は
「
処
刑
の
恐
怖
」
を
い
だ
く
の
で
、
み
は
な
す
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
八

君
主
は
ど
の
よ
う
に
信
義
を
ま
も
る
べ
き
か

戦
闘
に
勝
利
す
る
に
は
「
法
律
」
と
「
力
」
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
は
「
人
間
」
に
、
後
者
は
「
野
獣
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
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の
も
の
で
あ
る
。
君
主
は
両
者
を
た
く
み
に
つ
か
い
わ
け
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
狐
」
と
「
ラ

イ
オ
ン
」
に
ま
な
ぶ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
策
略
の
罠
に
お
ち
い
ら
な
い
た
め
に
は
、
狐
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
狼
か

ら
身
を
ま
も
る
に
は
、
ラ
イ
オ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

名
君
は
信
義
を
ま
も
る
の
が
自
分
に
不
利
を
ま
ね
く
と
き
、
あ
る
い
は
約
束
し
た
と
き
の
動
機
が
す
で
に
な
く
な
っ
た
と
き
、

信
義
を
ま
も
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
う
す
る
べ
き
で
も
な
い
。
人
間
は
邪
悪
で
、
約
束
を
忠
実
に
ま
も
る
も
の
で
な
い
か
ら
、

自
分
も
他
者
に
そ
う
す
る
必
要
は
な
い
。

一
九

君
主
が
軽
蔑
・
憎
悪
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
方
法

君
主
は
臣
下
の
財
産
や
女
性
に
目
を
つ
け
略
奪
し
て
、
う
ら
ま
れ
る
こ
と
を
自
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
気
が
か
わ

り
や
す
く
軽
薄
・
柔
弱
・
臆
病
で
あ
っ
て
決
断
力
が
な
い
と
み
ら
れ
て
、
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

二
〇

城
塞
は
有
益
か
有
害
か

君
主
は
国
家
を
よ
り
安
泰
に
し
よ
う
と
し
て
城
塞
を
き
ず
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
反
乱
を
く
わ
だ
て
る
も
の
の
急
襲
に
そ

な
え
て
安
全
な
避
難
所
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
城
塞
が
な
け
れ
ば
国
家
を
う
ば
わ
れ
る
心
配
が
な
い
と
判
断
し

て
、
そ
れ
を
破
壊
し
た
例
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
外
の
勢
力
よ
り
も
自
国
の
領
民
を
お
そ
れ
る
君
主
は
築
城
す
べ
き
で
あ
る
。

後
者
よ
り
も
前
者
を
お
そ
れ
る
君
主
は
そ
れ
を
断
念
す
べ
き
で
あ
る
。
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二
一 

君
主
が
衆
望
を
あ
つ
め
る
方
法 

 

君
主
が
衆
望
を
あ
つ
め
る
に
は
、
戦
争
を
お
こ
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
た
ぐ
い
ま
れ
な
手
本
を
し
め
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

  

二
二 
君
主
が
側
近
に
え
ら
ぶ
秘
書
官 

 

君
主
よ
り
も
自
分
の
こ
と
を
か
ん
が
え
る
人
物
は
、
よ
い
秘
書
官
で
な
い
。
国
家
を
託
さ
れ
た
人
物
は
つ
ね
に
君
主
の
身
を
お

も
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

二
三 

追
従
者
を
さ
け
る
方
法 

 

君
主
は
国
内
か
ら
幾
人
か
の
賢
人
を
え
ら
び
だ
し
て
、
か
れ
ら
に
だ
け
自
由
に
真
実
を
は
な
す
こ
と
を
ゆ
る
し
、
率
直
に
は
な

せ
ば
は
な
す
ほ
ど
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
を
く
み
と
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
追
従

者
の
た
め
に
没
落
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。 

  

二
四 

イ
タ
リ
ア
の
君
主
が
領
土
を
う
し
な
っ
た
理
由 

 

イ
タ
リ
ア
の
君
主
が
領
土
を
う
し
な
っ
た
理
由
は
「
軍
事
面
で
の
弱
点
」
す
な
わ
ち
傭
兵
軍
に
期
待
し
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。 

（
57
） 

（
58
） 

（
59
） 

（
60
） 

（
61
） 

（
62
） 



マキァヴェッリの国家論

57

二
五

運
命
は
人
間
の
行
動
に
ど
れ
ほ
ど
の
力
を
も
つ
か
／
運
命
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
に

抵
抗
し
た
ら
よ
い
か

「
運
命
」
が
人
間
活
動
の
半
分
を
お
も
い
の
ま
ま
に
裁
定
し
え
た
と
し
て
も
、
あ
と
の
半
分
か
半
分
ち
か
く
は
人
間
の
「
自
由

意
志
」
が
支
配
し
う
る
。
運
命
に
全
面
的
に
依
存
す
る
君
主
は
、
運
命
が
変
化
す
れ
ば
滅
亡
す
る
。
け
れ
ど
も
、
自
分
の
行
動
を

時
勢
に
あ
わ
せ
て
変
更
し
た
ひ
と
は
成
功
す
る
。

二
六

イ
タ
リ
ア
を
手
中
に
お
さ
め
て
外
敵
か
ら
解
放
す
る
こ
と
の
奨
励

イ
タ
リ
ア
は
ど
ん
底
に
あ
り
、
指
導
者
も
秩
序
も
な
く
、
う
ち
の
め
さ
れ
、
ま
る
は
だ
か
に
さ
れ
、
ひ
き
さ
か
れ
、
ふ
み
に
じ

ら
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
荒
廃
に
た
え
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ
う
し
た
野
蛮
な
外
敵
の
残
酷
さ
と
横
暴
か
ら
イ
タ
リ
ア

を
救
出
す
る
も
の
と
し
て
、
メ
デ
ィ
チ
家
に
期
待
し
た
。

お
わ
り
に

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
よ
こ
し
ま
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ

う
に
人
間
を
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
と
み
な
す
観
念
が
欠
如
し
て
い
る
。
し
か
し
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
に
は
古
代
ロ
ー
マ
の
共
和
政
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に
た
い
す
る
好
意
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
国
家
を
広
大
な
領
土
へ
ひ
ろ
げ
て
い
く
ロ
ー
マ
を
、
狭
小

な
国
土
に
そ
の
版
図
を
お
さ
え
て
お
く
ス
パ
ル
タ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
よ
り
も
た
か
く
評
価
し
た
。
人
間
の
こ
と
が
ら
は
す
べ
て
流

転
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
の
ぼ
り
坂
に
あ
る
か
、
く
だ
り
坂
に
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
あ
り
え
な
い
。
後
者
は
「
必
要

（necessità

）
」
に
せ
ま
ら
れ
て
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
国
家
の
基
礎
が
ゆ
ら
い
で
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

共
和
国
で
は
君
主
国
と
ち
が
っ
て
、
恣
意
的
で
な
い
基
準
に
し
た
が
っ
て
名
誉
と
報
償
を
え
る
「
自
由
な
生
活
」
が
可
能
に
な
る
。

共
和
政
を
し
く
国
家
の
目
的
は
領
土
の
拡
大
と
自
由
の
維
持
に
あ
る
。
共
和
国
の
目
的
を
そ
の
拡
大
に
設
定
し
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
の
政
治
理
論
は
、
軍
事
力
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
代
で
は
、
か
れ
の
政
治
思
想
を
共
和
主
義
あ
る
い
は
シ
ヴ
ィ
ッ
ク

=

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
研
究
が
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
君
主
に
た
い
し
て
「
狐
」
と
「
ラ
イ
オ
ン
」
に
ま
な

ぶ
こ
と
を
す
す
め
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
は
こ
と
な
る
人
間
観
を
有
す
る
「
倫
理
的
な
」
シ
ヴ
ィ
ッ
ク=

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
ジ

ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク=

ル
ソ
ー
の
な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
や
「
帝
国
」
へ
と
む
か
う
よ
う
な
軍
事
的
拡
張
主
義
に
た
い
す
る
批
判

的
視
角
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
国
家
は
、
被
治
者
を
ふ
く
ま
な
い
権
力
機
構
と
し
て
の
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ふ
く
む
人
的
団
体
と
し

て
の
国
家
と
は
こ
と
な
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ン=

ボ
ダ
ン
や
ゲ
オ
ル
ク=

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム=

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ=

ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
は

前
者
の
系
譜
に
、
ト
マ
ス=

ホ
ッ
ブ
ズ
、
ジ
ョ
ン=

ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
の
国
家
論
は
後
者
の
系
譜
に
、
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
五
六
二
年
か
ら
旧
教
徒
と
新
教
徒
（
ユ
グ
ノ
ー
）
が
対
立
す
る
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
が
つ
づ
い
て
い
た
。
ア
ン
リ

四
世
（
在
位
一
五
八
九
‐
一
六
一
〇
年
）
は
王
位
に
つ
く
と
新
教
か
ら
旧
教
に
改
宗
し
、
一
五
九
八
年
に
ナ
ン
ト
の
王
令
で
ユ
グ

ノ
ー
に
大
幅
な
信
教
の
自
由
を
あ
た
え
て
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
を
終
結
さ
せ
、
国
家
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
、
絶
対
王
政
を
確

立
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
ボ
ダ
ン
は
『
国
家
論
』
（
一
五
七
六
年
）
に
お
い
て
「
主
権
」
論
を
展
開
す
る
。
主
権
と
は

「
国
家
の
絶
対
的
に
し
て
永
続
的
な
権
力
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
意
味
す
る
の
は
立
法
権
で
あ
り
、
宣
戦
布
告
・
講
和
締

70
（
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結
権
、
終
審
裁
判
権
、
最
上
級
官
職
保
有
者
任
免
権
、
課
税
権
、
恩
赦
権
、
貨
幣
鋳
造
権
、
忠
誠
誓
約
要
求
権
は
立
法
権
に
包
含

さ
れ
る
。
臣
民
全
員
か
一
部
の
個
人
に
法
を
付
与
し
う
る
君
主
が
、
自
分
よ
り
も
高
位
か
対
等
の
も
の
か
ら
法
を
う
け
と
る
な
ら

ば
、
も
は
や
主
権
者
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
は
主
権
者
と
臣
民
の
完
全
な
分
離
を
前
提
と
し
つ
つ
、
法
を
主
権
者
か
ら

の
一
方
的
命
令
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
が
の
ぞ
ま
し
い
と
み
な
し
た
主
権
者
は
君
主
で
あ
っ
た
。
国
家
の
最
大
の
要
諦

す
な
わ
ち
主
権
と
い
う
権
力
は
厳
密
に
い
う
と
、
君
主
政
に
お
い
て
の
み
存
続
し
う
る
。
一
国
に
お
い
て
主
権
者
は
一
人
で
し
か

あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
の
主
権
論
は
の
ち
に
王
権
神
授
説
と
い
う
か
た
ち
で
流
布
す
る
こ
と
と
な
る
。
現
代
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
内
憂
外
患
が
た

え
な
い
け
れ
ど
も
、権
力
機
構
と
し
て
の
国
家
で
は
な
く
て
、人
的
団
体
と
し
て
の
国
家
と
し
て
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

＊

本
稿
は
、
本
学
通
信
教
育
部
の
二
〇
一
七
年
度
夏
期
面
接
授
業
科
目
「
人
間
論
」
で
配
布
し
た
資
料
の
一
部
に
加
筆
し
て
作
成
し
た
も
の

で
あ
る
。
講
義
の
機
会
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
が
た
と
、
講
義
し
や
す
い
環
境
を
と
と
の
え
て
く
だ
さ
っ
た
職
員
の
か
た
が
た
と
、

熱
心
な
受
講
態
度
に
よ
っ
て
刺
激
を
あ
た
え
て
く
れ
た
学
生
諸
君
に
感
謝
も
う
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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