
含孝湯手話重孝え図帝都京

現ヲ=聾春三+瓦欝

論

支

那

の

二

五

減

担

問

題

:

:

担

済

昌

博

士

八

木

芳

之

助

生
産
の
理
論
の
一
節
・

i
E
i
-
-
:
:
i
j
i
-
-
:

文

革

博

士

高

岡

保

馬

ナ
チ
ス
努
働
時
間
保
護
の
原
理
---ji--::

経
済
瞳
士
中
川
奥
之
助

濁
占
的
競
争
企
業
と
そ
の
規
模

i
z
a
i
-
-
i

極

湾

畢

士

大

塚

一

朗

普
通
銀
行
の
金
融
機
構
に
於
け
る

機
能
と
そ
の
統
制

j
i
-
-
i

空
間
臨
海
士
小
島
昌
太
郎

時

論

長
期
総
力
鎧
制
白
確
立
と
「
い
へ
」
の
論
理
;
経
済
串
博
士
石

研

究

愛
知
牒
毛
織
物
工
業
に
b
け
る
金
融
zi---

恒
涛
串
士
回

テ
ュ
ル
プ
の
精
神
進
歩
の
理
論
j
i
-
-
-
i
z

極
済
畢
士
出

設

箔

支
那
の
工
業
合
作
運
動
に
つ
い
て
j
i
-
-
i

経
済
串
士
菊

附

録

外
図
雑
誌
論
題

木
誌
第
五
十
三
念
総
目
録

叢

a奪三プ可 →・ ョ~n 日召F司三三→a

JII 杉

勇

口回

興太

蔵競良E



テ
品
ル
ゴ
白
輔
柿
畠
歩
D
理
論

第
五
十
三
巻

七
0
0

第
六
掠

O 
四

プ

ニL

Jν 

ーコ

の

精
紳
進
歩
の

理
論

出

口

勇

窺

十
七
・
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
髄
来
づ
け
ら
れ
た
精
神
諸
科
事
、
従
っ
て
経
済
撃
が
一
つ
の
猫
立
の
科
皐
と
し
て
登

場
し
た
時
に
は
そ
白
一
翼
と
し
て
で
あ
っ
た
と
と
る
り
精
神
諸
科
事
は
、
一
括
し
て
「
精
神
科
皐
の
自
然
的
欄
釆
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ

る
。
経
済
撃
に
於
け
る
諸
々
。
主
要
な
る
概
念
干
範
鳴
の
背
後
に
は
、
こ
白
慌
釆
を
一
貫
し
て
ゐ
る
若
干
の
基
本
的
左
思
想
が
あ
っ

た
。
そ
の
著
し
い
も
白
と
し
て
、
「
人
類
の
騎
帯
性
」

(
F
Z
E些
早
骨
唱
2
0
r
n自
己
ロ
)
「
進
歩
」
(
ぽ
官
。

q
Z
「
自
然
的
秩
序
」

(
F
E
E

E
E
O】
)
友
ぞ
が
数
へ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
私
が
こ
と
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
中
で

D

一
つ
、
「
進
歩
由
理
念
」

(Htt
骨
聞
き

mF)
と
云
ム
も
の
で
あ
る
。
と
の
理
念
が
特
に
近
代
的
涯
歴
史
観
に
於
い
て
根
本
的
た
も
の
で
あ
る
と
左
は
、
近
世

の
歴
史
哲
阜
の
代
表
的
友
二
三
む
も
白
を
想
ひ
浮
べ
る
だ
廿
で
充
分
で
あ
る
。
ま
た
.
近
世
的
友
意
識
を
も
っ
人
々
白
言
語
の
中
に
、

思
案
の
内
忙
、
と
白
理
念
が
わ
れ
知
ら
や
'
深
〈
根
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
己
と
に
気
付
か
泣
い
人
は
た
い
で
あ
ら
う
。
十
八
世
紀
に
於
い

て
西
洋
の
何
人
か
ら
も
等
し
く
一
様
に
承
認
を
受
付
一
で
ゐ
た
進
歩
の
理
念
と
は
、
人
間
精
刷
、
人
間
精
神
の
様
々
た
替
み
、
人
間
心

社
舎
が
、
時
間
白
経
過
と
共
に
捲
績
的
に
直
線
的
危
使
値
り
増
大
を
粛
し
、
或
時
代
は
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
の
成
果
を
受
貯
取
り
そ

れ
に
一
唐
多
く
の
一
憤
値
を
附
け
加
へ
て
、
更
に
そ
れ
以
上
白
慣
値
が
生
産
苫
る
べ
〈
次
の
時
代
に
よ
っ
て
受
付
継
が
れ
る
と
云
ム
己

と
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
単
純
た
進
歩
忠
怨
は
反
省

E
加
へ
ら
れ
、
様
々
た
修
正
が
施
さ



れ
る
や
う
忙
た
っ
た
。
へ
!
日
ケ
ル
に
於
け
る
揖
開
設
法
的
運
動
に
よ
っ
て
進
歩
は
式
は
ば
閤
環
的
な
姿
を
ふ
く
み
、
主
た
、
ラ
ン
ケ
白

「
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
直
接
に
紳
に
接
す
る
」
と
云
ふ
思
想
に
よ
っ
て
、
時
代
が
以
前
の
時
代
と
以
後
の
時
代
と
の
中
間
的
在
た
ピ
経
過

的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
友
〈
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
有
伝
狗
自
由
精
刑
判
的
傾
向
を
も
っ
叫
も
の
で
あ
る
己
と
が
認
識
せ
ら
れ
る
や

う
に
た
り
、
と
の
問
題
の
更
に
具
樫
的
取
解
決
は
現
代
の
歴
史
哲
製
の
主
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
左
が
ら
、
忘

れ
て
は
左
ら
な
い
と
と
は
、
進
歩
思
想
が
い
か
に
修
正
を
受
け
る
に
せ
よ
、
そ
れ
の
本
質
が
全
〈
波
却
さ
れ
た
と
云
ふ
の
で
は
た
く

て
、
必
宇
や
新
し
い
厩
史
観
白
内
に
包
み
取
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
で
あ
る

Q

賞
に
「
進
歩
。
迎
念
」
は
近
世
の
枇
舎
が
、

居
11' 

確
に
は
後
に
蓮
べ
る
や
う
に

l
近
世
D
ヨ
1
ロ
ッ
バ
枇
舎
が
、
人
類
に
遺
し
た
偉
大
友
閉
山
想
白
産
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

「
誰
歩
白
理
念
」
に
闘
す
る
歴
史
的
研
究
に
我
々
は
と
と
依
か
た
い
d

己
己
で
そ
の
理
念
の
系
譜
が
遁
べ
ら
れ
よ
う
と
す
る
白
で
も

た
い
。
た
V
A

一ア
L

ル
ゴ
と
云
ム
一
人
目
偉
大
志
思
想
家
の
青
年
時
代
の
書
き
も
り
を
通
し
て
、
彼
に
於
け
る
「
進
歩
白
理
念
」
も
亦
、

純
粋
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
た
怯
格
を
も
っ
て
ゐ
た
と
云
ふ
己
と
を
明
か
に
し
て
、
従
来
四
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
研
境
で
は
見
落
さ
れ
ざ
る

を
え
た
が
っ
た
側
聞
に
ふ
れ
よ
う
と
思
ム
の
で
あ
る
。
ま
た
枇
舎
思
想
は
す
べ
て
そ
の
時
代
の
課
題
を
解
か
ろ
と
す
る
と
一
般
に
云

は
れ
る
で
あ
ら
う
け
れ

E
も
、
チ
ェ
ル
ゴ
の
と
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
如
何
に
現
れ
て
ゐ
る
か
を
検
討
し
よ
号
と
す
る
の
で
あ
る
。

査
し
、
か
う
云
ム
見
方
が
、
現
在
の
我
々
の
主
閥
的
認
識
白
た
め
に
、
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
扱
は
れ
る
テ
ュ
ル
ゴ
白
詩
き
物
に
ワ
い
て
一
言
し
て
お
か
う
。
彼
は
一
七
四
八
年
、
二
十
二
践
の
と
き
忙
、
ッ
ル
ポ
シ
ヌ
紳
単
院
(
}
凶

E

2

0
ロ
骨
目
。
F
。
P
3
0
)

に
入
り
、
や
が
て
骨
院
長
守
口
何
回
る
に
な
っ
て
ゐ
た
。
首
時
被
が
執
筆
し
た
い
ー
と
思
っ
て
ゐ
た
著
述
由
リ
ス
ト
が
残
ワ
て
ゐ

る
が
、
そ
れ
は
文
畢
・
宗
教
・
哲
畢
・
数
串
・
物
理
瞳
・
備
盟
国
瞳
・
極
関
皐
・
政
措
畢
ー
と
一
耳
ふ
多
方
面
な
部
門
に
亙
っ
て
ゐ
で
、
早
熟
で
あ
っ
た
此
天

テ
ユ
ル
ゴ
町
精
神
誰
歩
白
理
論

第
五
十
三
巻

第
六
観

七
O 

O 
2五
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テ
ユ
ル
ゴ
の
精
神
準
歩
白
理
論

3
 

才
白
境
地
が
偲
ば
れ
る
。
彼
は
ポ
シ
ユ
エ
(
出
。
E
5品
目
『
世
界
史
論
』
(
り

E
E
E
E
こ
t
u
言
語
E
=
n
a
m
-
-
o
)
に
封
し
て
、
純
轄
に
宗
教
的
な
立
場

か
ら
は
人
組
の
行
越
は
古
品
分
に
描
潟
し
説
明
し
え
な
い
と
一
五
ふ
こ
と
を
殻
見
し
、
準
歩
の
一
層
合
理
的
な
隠
闘
を
探
究
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
テ
ュ

ル

f
F
「
廃
史
哲
畢
を
現
世
化
し
た

J

一
と
一
耳
は
れ
て

b
る
所
以
で
あ
ら
う
。
た
ま
た
ま
ソ
F
ヴ
ソ
シ
の
ア
カ
ヂ
さ
ー
が
一
七
四
八
年
に
懸
賞
論
文
を
募

集
し
た
の
が
契
機
と
な
づ
て
、
被
は
『
科
畢
お
よ
び
塾
術
円
建
h
?
と
衰
類
と
の
原
闘
に
闘
す
る
冊
究
あ
る
ひ
は
人
間
精
神
の
建
歩
の
謄
史
に
闘
す
る
省

察
』
(
同
R
V
2
0
V
E
回目『】

E
E
E
E
仏
虫
官
。
官
官
民
骨

F
t
B《

凶

O
E
O
-
m
m
E
H
O
Z
E
E
-
E
E
Z
S
B
F
M
Eロ
ω
E
H
H
d
E
E目
白
E
官
。
唱
含

骨

T
E
m
ν
E
Vロヨ
EM)
と
一
耳
ふ
断
片
的
な
論
文
を
脅
さ
、
そ
れ
を
誌
と
し
て
、
翌
年
目
ソ
ル
ポ
シ
ヌ
白
講
憤
曾
〔
m
o
F
S
Z耳
切
)
に
三
つ
白
論
文
を
習
表

し
た
。
初
め
の
が
『
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
が
人
類
に
膏
し
た
利
鈍
に
つ
い
て
』
白
岡
R
E
E
E
ユ宮
E
E
E同
04
宮
己
宮
島
]MME邑
2

門

E
n
r
S
E
E
Zヨ師

"
官
。

E
『険

E
唱

E
B
E
E
E
d
)
で
あ
り
、
去
の
が
『
人
間
精
帥
の
轍
繍
的
話
歩
的
背
層
的
鏡
油
』
、
F
E
E口
問

M
E
F
E
1
2日
仏

E
唱
。
唱
g
E
R
2
2
?

骨

E
Z胃
R
Z
2
2ロ
)
で
あ
る
。
そ
の
他
、
被
は
一
七
五
一
年
に
ば
、
『
政
惜
地
盟
国
申
に
闘
す
る
著
叶
曲
目
プ
ラ
シ
』
(
町
E
E
-
-
Z
E
4
z
m
m
E司

F

口
宮
岡

E1MMO
】V
9
]
比
五
円
。
)
を
執
筆
じ
、
『
世
界
史
に
閥
ず
る
二
つ
の
論
文
白
プ
ラ
ン
』
(
吋
]
目
骨
骨
E
出
5
0
0
z
g
E
H
]」
H
E
E
z
d
E
5
5色
】
伺
)
も

同
年
頃
の
も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
ロ
ー
l
禁
テ
ュ
ル
ゴ
に
於
け
る
「
重
品
念
」
を
探
ね
よ
う
と
す
る
の
は
、
主
と
し
て
見
上
白
文
献
を
誼
じ
て
で

あ
る
。

事
五
十
=
一
審

b 
O 

さ
で
テ
ュ
ル
ゴ
の
進
歩
に
闘
す
る
思
想
は
、
彼
の
次
の
絞
遁
に
於
い
て
端
的
に
云
び
現
さ
れ
て
ゐ
る
。

第
六
挽

O 
プミ

「
自
品
開
現
象
は
、
揮
は
ら
な
い
諸
法
則
に
従
っ
て
、
常
に
同
ピ
一
つ
の
挫
革
師
岡
の
内
に
閉
ピ
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
ナ
ベ
で
再
生
し
て
は
消
え
ア
一
行
〈
。

き
う
し
て
、
植
物
や
動
物
が
生
れ
か
は
る
と
と
ろ
の
相
つ
づ
〈
幾
陀
代
に
於
い
て
、
時
が
行
ふ
事
柄
は
、
瞬
間
ご
と
に
、
そ
れ
が
消
滅
さ
せ
て
し
ま
っ

た
も
白
の
形
象
を
再
び
生
か
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
人
聞
の
離
承
ほ
世
紀
か
ら
一
世
相
へ
と
常
に
艶
っ
た
光
景
を
示
し
て
ゐ
る
、
理
性
・
情
熱
・
自
由
は
絶
え
子
新
し
い
出
車
ご
と
を
生

む
巴
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
、
世
界
の
守
町
駅
盟
を
そ
れ
に
先
き
立
っ
す
べ
て
の
世
態
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
因
果
謹
闘
に
よ
っ
て
、
相
互
に
結
び
つ
い

て
ゐ
る
。
言
語
お
よ
び
文
字
と
一
宮
ふ
自
由
な
符
挽
は
、
人
聞
に
向
っ
て
彼
等
の
概
念
白
保
有
を
確
か
め
ま
た
そ
れ
ら
を
他
人
に
博
へ
る
方
法
を
ば
輿
へ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
す
べ
て
の
知
識
か
ら
一
つ
の
共
同
町
賓
庫
を
つ
〈
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
賓
庫
一
争
、
世
記
ご
と
の
琵
且
に
よ
っ
て
ふ
や

さ
れ
る
相
積
悶
産
の
中
う
に
、
一
つ
の
世
代
は
他
自
世
代
に
停
へ
て
ゆ
〈
。
そ
こ
で
人
翻
は
、
そ
の
起
源
よ
り
と
白
方
を
考
へ
る
主
、
哲
瞳
者
四
目
に

は
、
そ
れ
自
ら
各
個
人
の
や
う
に
胡
年
時
代
k
蓮
歩
と
を
有
ワ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の

E
大
な
る
全
世

(
E
言
己

E
E
E
Z
A
F
]白
hIEOS0・
P

〉

2
5
5
:
Z
E
E
E
E
L
S
E
F
E
f
E
3
1
u
)
主
し
で
現
れ
る

D
で
あ
も
」

Oeuvres de Turg:ot (p町 G.Schelle) TOIn. 1. p. J 15 
Dilthey; Ges. Sch. Bd. 1. S. 99 
Turgot; cit. op. p. 214. et seq 
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己
心
や
う
に
人
間
は
言
語
と
文
字
と
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
「
殆
ど
無
限
に
ふ
や
す
能
力
を
持
つ
」
も
の
止
し
て
、
自
然
と

異
つ
で
、
先
立
つ
位
代
の
成
果
を
継
承
し
ま
た
更
に
そ
の
寅
庵
を
盟
か
に
し
つ
つ
、
弐
白
世
代
に
譲
り
渡
し
て
ゆ
〈
。
「
人
間
の
進

歩
白
情
熱
と
の
、

t
d

よ
ぴ
情
熱
が
つ
く
っ
た
と
己
ろ
り
向
来
ご
と
と
の
連
積
的
危
結
合
が
『
人
類
史
」
を
形
づ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

と
で
は
各
個
人
は
一
つ
の
百
大
な
る
杢
蝉
の
一
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
た
い
己
さ
う
し
て
と
れ
が
「
部
門
撃
者
の
見
た
歴
史
」
す
た
は
ち

歴
史
哲
皐
仕
の
で
あ
る
。
テ
ュ
ル
ゴ
は
か
〈
歴
史
聖
観
じ
た
。
進
歩
の
理
念
が
歴
史
に
於
け
る
所
諮
ュ

5
-
E
S
F
2
2
と
し
て
明

内
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
戎
々
は
見
な
け
れ
ば
な
ら
左
ぃ
。
し
か
ら
ば
進
歩
と
は
い
か
な
る
時
に
も
い
か
在
る
場
所
で
も
必
然
的

に
生
宇
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
い
た
さ
う
で
は
た
い
。
後
で
述
べ
る
干
う
に
、
歴
史
は
揚
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
進
歩
の

企
習
を
呈
し
て
を
り
、
ま
た
衰
頚
(
]
阻
止
の
邑
E
S
)
や
同
定

(
F
E
M
E
)
の
現
象
を
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
時
陀
よ
っ
て
も
進
歩

の
否
定
が
人
類
祉
合
に
於
い
て
寅
設
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
中
、

に
同
一
で
あ
り
、
恒
に
そ
の
完
成
へ
と
進
み
ゆ
〈
。
」

「
人
類
は
嵐
吹
く
海
り
水
の
や
ろ
に
、
被
飢
の
中
に
恒

し
か
ら
ば
進
歩
主
資
し
ま
た
逆
に
衰
罰
閣
を
生
み
あ
る
ひ
は
人
類
を
固
定
せ
し
め
る
の
は
、
そ
も
そ
も
い
か
た
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

テ
ュ
ル
ゴ
の
考
に
よ
れ
ば
、
進
歩
や
衰
頚
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
は
三
つ
第
一
、
民
衆
(
官

4
5
D
一
言
語
の
欣
態
。
第
二
、
政
治

組
織

(
F
o
S
L
H再三日
2
M
L
Z
哲
三
宮
5
2
3
4
平
和
・
戦
争
・
賠
償
・
王
侯
の
天
才
宕
四
E
-
o
ュ2
2
3
n
E
)
・
天
才
の
運

(
Z
E
E己
昔

第
三
、
デ
カ
ル
ト
・
コ
ロ
ン
プ

x
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
等
。
で
あ
る
。
先
づ
言
語
や
丈
字
の
所
有
が
人
類
の
進
歩
に
針
し

肉
食
“
お
)
。

て
有
つ
基
本
的
保
件
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
比
較
的
長
い
引
閉
伺
か
ら
直
ち
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
「
土
日
一
語
白
取
態
し
と

は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
告
よ
び
第
二
白
原
因
と

L
て
掲
げ
ら
れ
る
「
政
治
組
織
」
そ
り
他
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は

先
づ
第
三
の
原
悶
の
説
明
か
ら
始
め
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
キ
コ
ロ
ン
ブ
ス
や
一
一
ユ

1
ト
ン
等
、
云
ひ
か
へ
る
と
天
才
の

テ
ユ
ル
ゴ
の
輔
紳
蓮
歩
の
理
論

第
六
説

O 
七

第
五
十
=
一
巻

七

c=一

cit. op. p. 276 
cit. op. p. 277 
cit. op. p. Il7. 
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一
ア
ユ
ル
ー
の
精
神
謹
歩
白
理
論

第
五
十
コ
一
巻

七

O
四

第
一ふ
ノ、

腕

O 
丹、

己
と
で
あ
る
。

「
白
然
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
揚
所
に
、
殆
ど
等
し
い
間
隔
を
置
い
て
、

数
白
天
才
を
蒔
〈
。
そ
の
天
才
建
を
教
育
や
出
来
ご
と
が
務
展
さ
せ
た
り
、
薄
命
の
う
ち
に
埋
め
た
り
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
刻
球
の

上
白
あ
ら
ゆ
る
ム
し
と
る
に
、
い
つ
で
も
、
天
才
が
自
然
に
よ
っ
て
蒔
か
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
白
思
想
は
、
「
閏
然
的
鰭
系
」
に
特
徴
的

テ
ュ
ル
ゴ
は
簡
潔
に
書
い
て
ゐ
る
。

な
「
自
然
の
秩
序
」
や
「
人
類
の
聯
帯
性
」
を
素
朴
に
表
現
し
て
ゐ
る
と
云
は
な
〈
て
は
な
ら
む
。
さ
う
し
て
と
の
思
想
が
ま
た
テ

ュ
ル
ゴ
の
準
歩
思
想
の
大
前
提
で
も
あ
る
心
で
あ
る
。
人
類
に
進
歩
主
質
す
も
り
は
他
左
ら
ね
と
の
天
才
で
あ
る
。

人
間
の
精
榊
に
新
し
い
道
を
開
〈
」
と
普
か
れ
て
ゐ
る
。
併
し
と
の
天
才
を
し
て
そ
の
能
力
を
殻
輝
さ
せ
る
か
あ
る
ひ
は
無
名
の
内

「
偉
大
た
人
は

に
朽
ち
さ
せ
る
か
は
、

一
虻
懸
っ
て
そ
白
天
才
D
環
境

(
2
2
2
2
n
E
)
に
依
る
の
で
あ
る
白
彼
の
環
境
は
波
に
と
っ
て
偶
然
的
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
環
境
白
過
然

(
W
E
E
-
&
E
E
E
5
5
8
)
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
。
環
境
の
過
然
と
は
一
一
百
で

E

へ
は
、

上
の
引
用
何
か
ら
判
る
や
う
に
、
教
育
と
由
来
ご
と
と
を
指
す
ロ
さ
う

Lτ
之
が
や
が
て
、
先
に
保
留
し
て
会
い
た
第
一
治
土
ぴ
第

二
白
原
因
の
説
明
と
た
る
筈
で
あ
る
。
言
語
が
或
程
度
ま
で
進

4
し
て
ゐ
怠
け
れ
ば
天
才
は
文
畿
の
傑
作
を
創
造
す
る
己
と
は
で
昔

な
い
で
あ
ら
う
。
も
し
も
コ
ロ

Y

プ
ス
が
夫
折
し
て
ゐ
た
ら
、
恐
ら
く
我
々
は
未
だ
ア
メ
H
J
カ
を
知
ら
た
い
で
あ
ら
う
ロ
専
制
政
治

の
下
に
於
い
て
位
、
自
由
が
存
在
し
た
い

D
で
あ
る
か
ら
、
撃
術
は
異
に
進
歩
し
う
る
も
の
だ
ち
ろ
か
。

己
己
に
一
言
つ
け
加
へ
て
長
か
か
ば
た
ら
砲
の
は
、
気
候
の
人
間
精
神
に
封
す
る
影
響
に
つ
い
て
の
笛
時
恒
侍
さ
れ
て
ゐ
た
理
論

に
到
し
て
、
テ
ュ
ル
ゴ
が
趨
切
在
る
批
判
を
行
っ
て
ゐ
る
己
と
で
あ
る
。
彼
は
風
土
論
に
答
へ
て
円
ム
。

「

U
E
C
は
、
離
脱
に
よ
っ
て
、
種
々
な
岡
民
の
間
に
、
無
供
の
影
響
に
の
み
揮
を
、
b
h
い
ろ
る
曲
、
う
な
心
や
精
神
に
つ
い
て
の
差
別
を
裂
見
す
る
と
k

が
正
常
に
で
き
る
と
思
っ
て
ゐ
る
。
だ
が
私
は
答
へ
る
で
あ
ら
う
。
第
一
に
、
道
徳
的
原
因
(
骨
伽

E
E
E
E。
E
F与
を
抜
き
に
し
で
な
、
υ
は
ビ
め
て
、 定

ibidem 
cit.¥ op. p. 134. 
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6) 



せ
品
て
も
こ
の
物
理
的
原
因
に
依

ιな
〈
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
事
貸
出
道
徳
的
原
悶
に
よ
っ
て
は
絡
劃
に
話
明
で
き
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
縮
か

め
ら
か
て
ゐ
な
〈
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
、
と
。
静
一
一
に
、
私
は
門
答
へ
る
で
あ
ら
う
〕
、
ひ
ー
と
が
事
貨
を
々
れ
ら
白
原
閃
を
判
断
で
き
る
や
ろ
な
仕

方
で
熟
考
し
て
ゐ
る
左
は
閉
山
は
な
い
。
だ
か
ら
敢
へ
で
去
ふ
な
ら
、
精
神
田
詩
作
用
を
生
み
、
措
場
内
趣
中
性
格
を
形
づ
〈
る
べ
く
競
合
す
る
諸
要
素

白
結
果
だ
け
し
か
ひ
と
は
見
て
ゐ
沿
い
白
で
あ
る
、
主
。
と
こ
ろ
が
注
意
し
て
も
ら
ひ
た
い
の
は
、
物
調
的
原
因
回
直
接
に
関
係
す
る
四
は
、
我
々
に

最
が
ワ
〈
主
己
ろ
の
結
果
、
ず
な
は
ち
こ
白
構
事
、
と
の
性
格
ー
と
で
は
在
〈
し
て
、
a
r
部
が
と
の
結
呆
に
競
合
ナ
る
と
こ
ろ
の
か
〈
れ
た
る
諸
原
理

(
【
官
官

5
2
g
E
o
z
u
)
と
で
あ
る
だ
ら
う
乙
と
、
而
し
で
ひ
と
が
そ
府
原
理
の
洞
察
に
撞
し
う
る
の
は
、
非
常
に
般
容
な
分
析
に
よ
っ
て
の
み
で
あ

る
、
と
一
耳
ふ
己
と
で
あ
る
ロ
」

ア
ュ
ル
ゴ
が
環
境
の
人
間
精
紳
に
封
ず
る
影
響
の
内
で
、
自
然
的
訟
も
の
よ
り
も
「
道
徳
的
」
枇
合
的
危
原
因
を
車
問
し
て
ゐ
る

E

D
事
費
は
、
未
だ
広
我
々
が
人
々
に
針
し
て
探
甚
な
る
説
意
を
要
求
せ
ね
ば
た
ら
血
事
柄
に
腐
し
て
ゐ
る
。
現
代
の
風
土
論
に
封

し
て
、
そ
れ
が
た
ピ
自
然
的
原
凶
に
の
み
擦
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
白
は
、
誤
解
で
は
あ
ら
う
白
砂
れ
ど
も
そ
れ
が
枇
品
目
闘
係
か
ら
離
れ

て
論
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
に
勤
し
て
は
、
我
々
は
民
営
に
抗
議
を
申
込
む
と
と
が
で
き
る
。
ま
た
露
骨
に
白
然
的
原
因
に
操
る
と

強
掃
す
る
考
へ
も
現
代
に
は
砂
〈
は
た
い
。
例
へ
ば
「
土
地
」
キ
「
血
」
あ
る
ひ
ほ
地
政
撃
に
於
け
る
や
う
に
「
土
地
と
血
の
一
周
」

B
E
a
n
仏
国
。
骨
回
)
の
一
面
的
た
影
響
を
見
定
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、
一
枇
舎
や
人
間
の
委
が
全
面
的
に
解
か
れ
る
と
主
張
す
る
が
如

苦
で
あ
る
。
己
れ
ら
は
車
民
経
情
的
た
枇
合
闘
係
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
一
切
は
そ
の
反
映
で
し
か
た
い
と
考
へ
る

の
よ
り
も
、
更
に
抽
象
的
た
見
方
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
在
ら
ね
。
テ
ヰ
ル
ゴ
に
ょ
う
て
提
出
せ
ら
れ
た
「
か
く
れ
た
る
諸
原
理
」
は
、

未
だ
に
「
非
常
に
繊
締
た
分
析
」
に
よ
っ
ナ
一
我
々
の
認
識
白
光
に
附
…
ち
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
は
で
き
た
い
で
る
ら
う
。
テ
ュ
ル

ゴ
白
主
張
は
現
在
も
猶
ほ
我
々
を
鞭
っ
と
云
へ
ょ
う
。

さ
で
し
か
し
天
才
は
唯
々
「
環
境
の
偶
然
」
に
翻
弄
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
が
「
人
間
精
神
に
新
し
い
道
を
開
く
」
と

己
ろ
に
、
歴
史
の
進
歩
は
あ

5
0

「
鑓
化
す
る
と
の
金
環
境
の
中
に
あ
っ
て
自
分
の
関
心
事
(
E
寄
3
E知
旬
う
る
た
め
に
は
、
何
曹
と

テ
品
ル
ゴ
の
精
神
謹
歩
白
哩
論

第
五
十
一
一
一
巻

七
O
五

第
六
瞬

C 
ブも

cit. op. p. 140 テコルゴが言及してゐる風土論者は、 Dubos 主L現代の最も
優れた天才由一人『すなはち Montesquieu とである。尤も後者が必ずしもと
とに云ふ風土論者でなかったことは、すでは研究されてゐる。(前掲Lフラン

λ 枇官串良軒先'j参照)
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テ
ヨ
ル
プ
の
精
神
蓮
歩
白
理
論

第
五
五
十
三
巻

O 

第
一』
ノ、

liJi; 

七
O
六

天
才
が
必
巣
な
こ
と
か
1
L
と
テ
ュ
ル
ゴ
は
云
ム
吋
ひ
と
は
こ

L
K
へ
1
F
ル
の
歴
史
哲
墜
に
於
け
る
「
世
界
史
的
英
雄
」
を
忠
ひ

浮
べ
た
い
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
私
は
へ

l
Hゲ
ル
と
の
比
較
に
資
す
る
た
め
に
、
今
一
つ
の
己
と
を
歴
史
の
推
進
力
に
倒
し
て
遁
べ

な
貯
れ
ば
紅
ら
ね
υ

歴
史
D
進
歩
は
、
た
で
に
天
才
の
自
由
や
迎
粗
か
ら
の
み
賞
さ
れ
る
の
で
は
た
い
、
そ
れ
は
ま
た
「
情
熱
」
に

「
常
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
人
類
が
完
成
す
れ

よ
っ
て
い
ゐ
あ
る
。
テ
ェ
ル
ゴ
は
と
の
情
熱
に
つ
い
て
、
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
る
。

ば
す
る
ほ
ど
蛍
展
す
る
温
和
友
る
情
熱
(
ぽ
ニ
g
m
5
5
雪
国
自
)
ル
一
一
千
品
も
の
が
あ
る
。
人
類
に
は
野
師
団
時
代
に
多
〈
俊
民
し
て
ゐ
る

と
己
ろ
の
、
惜
し
み
ゃ
復
讐
の
や
う
な
荒
々
し
い
怖
し
い
他
の
情
熱
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
ま
た
自
然
で
あ
り
、
従
つ
℃
ま
た
必
要
で

も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
爆
投
は
地
和
在
る
情
熱
に
立
ち
返
ら
せ
、
そ
れ
ら
を
矯
正
す
る
。
]
皮
、
良
い
消
の
醸
治
白
た
め

ιは
、
ひ

E

い
醸
静
が
依
き
え
友
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
」
己
の
言
葉
を
へ

1
r
Z
「
歴
史
陀
於
け
る
偉
大

2
事
柄
は
情
熱
な
し
に
成
就
さ

れ
た
己
と
は
な
い
」
と
一
E
ふ
有
名
友
言
葉
と
比
較
す
る
が
よ
い
。
さ
う
す
れ
ば
、
甚
だ
し
い
類
似
と
、
に
も
拘
ら
や
、
軍
要
た
一
つ

の
相
異
と
が
見
出
さ
れ
る
己
と
で
あ
ら
う
。
重
要
友
一
つ
の
相
具
と
云
ふ
D
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
に
於
い
て
は
情
熱
と
云
っ
て
も
「
温
和

な
る
」
す
た
は
ち
人
聞
の
理
性
に
耳
傾
け
る
情
熱
で
あ
る
に
叫
剥
し
て
、

ヘ
ー
が
ル
に
於
い
て
は
、
情
熱
は
人
間
の
理
性
を
越
え
そ
れ

を
包
み
取
っ
て
ゐ
る
「
財
界
精
神
」
D
「
好
計
」
に
よ
っ
て
繰
ら
れ
る
そ
れ
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
、

ル
ゴ
は
「
悟
性
」
の
立
場
に

へ
1
Hゲ
ル
は
「
精
神
」
の
立
場
に
去
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
私
は
歴
史
の
進
歩

E
阻
み
歴
史
を
衰
類
せ
し
め
同
定
せ
し
め
る
や
う
た
人
間
精
神
や
社
舎
に
つ
い
て
述
べ
た
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
が
「
環
境
の
偶
然
L

に
よ
る
と
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
テ
ェ
ル
ゴ
は
一
般
的
に
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

「
』
慎
一
割
白
進
歩
を
妨
げ
る
も
白
は
誤
謬
で
は
泣
い
。
政
治
の
進
歩
主
治
く
ら
せ
る
も
り
は
戦
争
や
革
命
で
は
な
い
己
資
際
、
人
類
の

歴
史
は
誤
う
た
認
識
や
刑
舎
四
撹
乱
ゃ
に
満
ち
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
通
じ
て
「
半
静
と
動
銃
、
主
口
と
惑
と
の
交
代

E
逝
じ
て
」

テ
ュ

cit. op. p. 136. 
じit.op. p. 284 
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高偉
憤大
~~左
守る
白完
精成
榊ヘ
ーと
2 徐
E 々

fL 

i基
音ナ
4 る

訟の
よで
ぴあ

否売
動畏

亡

F 進
主歩

ーを
，- ~且
に畳字

孝子
。る
し も
めの
る は

切賞
のは

も-.
の政

主重量
五九 ] 

る E
， 010) 己-z 

惑
要
。• 2 
0 

2 
ロ

以
上
白
綾
漣
で
以
て
.
我
々
は
テ
ェ
ル
ゴ
の
「
進
歩
の
瑚
念
L

を
一
般
的
に
皐
び
え
た
か
と
瓜
ム
。
人
間
の
理
性
に
針
す
る
高
臨

白
信
積
か
ら
生
や
る
強
烈
な
る
自
負
と
そ
れ
か
ら
生
中
る
透
徹
し
た
隆
史
認
識
と
に
於
い
て
、
我
々
は
砕
蒙
思
潮
の
特
色
主
見
る
べ

き
で
あ
ら
う
。
し
か
し
テ
ェ
ル
ゴ
に
於
い
て
は
い
ま
一
つ
の
重
要
注
る
側
面
が
注
意
さ
れ
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
彼
は
ダ
ラ

V

ベ
l
!

ル
と
共
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
、
賓
詮
主
義
主
基
礎
づ
け
た
人
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
伎
の
寅
詮
的
精
紳
は
、
被
が
雄
々
し
く
も

「
私
は
昨
々
事
責
そ
白
も
の
を
叫
の
か
根
擦
と
す
る
で
あ
ら
う
一
一
と
宣
言
し
て
ゐ
る
と
ん
か
ら
も
一
一
路
は
惣
像
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
「
進
歩

m
現
念
L
K
於
い
て
と
れ
を
寅
詮
し
な
く
て
は
在
ら
在
い
。
そ
の
課
題
を
私
は
、
進
歩
の
現
論
を
精
耐
の
進
歩
と
祉
舎
の

進
歩
と
の
二
引
の
部
分
に
分
廿
て
、
次
に
果
た
さ
う
と
息
ム
。
尤
も
と
の
二
つ
の
部
分
は
、
帥
ち
精
神
と
そ
の
環
境
と
は
、
テ
み
ル

ゴ
白
先
白
思
想
か
ら
も
明
瞭
に
察
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
相
可
に
限
定
し
合
ム
附
係
に
立
ち
、

一
方
は
必
や
他
を
珠
想
し
、
他
は
ま
た

一
方
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
と
る
に
民
の
人
類
の
進
歩
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
者
は
引
き
離
し
え
な
い
も
白
で
あ
る
o

け
れ

ど
も
精
一
刊
と
環
境
と
は
、
互
に
他
に
よ
っ
て
置
換
へ
ら
れ
他
か
ら
導
昔
出
さ
れ
る
も
の
で
は
た
い
町
か
ら
し
て
、
精
神
と
環
境
で
あ
る

の
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
私
の
と
の
試
み
は
無
意
義
で
は
も
ι
い
は
中
で
あ
る
。

-E

一

ジ
ョ

y

・
n
ッ
ク
の
経
験
論
在
感
質
論
に
更
に
は
唯
物
論
に
ま
で
改
展
さ
せ
た
白
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

我
々
が
問
題

ιし
て
ゐ
る
年
若
い
テ
ュ
ル
ゴ
は
感
質
論
者
で
あ
っ
て
、
既
に
活
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
や
う
に
、
唯
物
論

者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
「
感
売
の
混
沌
」
の
内
に
「
理
性
の
疏
芽
」
を
後
見
す
る
。
そ
れ
は
榊
慮
が
、
我
々
に
欲
望
を
感
得
さ
せ

テ
品
ル
ゴ
白
精
神
話
歩
由
理
論

第
五
十
=
一
巻

七
O
七

第
プて
輯

cit. op. p. 133， p. 215. 
Di比hey; G白Sch.Bd. II. S. 313 
Turgot; cit. op. p. 195・

10) 
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テ
ユ
ル
プ
白
精
神
話
歩
。
理
論

第
五
十
=
一
巻

第
六
揖

七
O
凡

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
智
惹
深
〈
も
遠
犬
詮
方
法
を
か
く
し
、
そ
白
た
め
に
人
聞
は
感
兜
を
外
界
白
事
物
と
闘
係
づ
け
友
け
れ
ば
友
ら

友
か
っ
た
が
ら
で
あ
る
。
感
兜
は
外
物
D
認
動
に
よ
っ
て
概
念
を
生
む
。
観
念
は
存
在
に
「
名
稿
」
を
興
へ
、
「
抽
象
作
用
」
が
は
じ

ま
る
。
一
三
口
語
と
云
ム
符
競
が
務
申
す
る
。
す
る
と
ま
ず
ま
ず
概
念
は
増
加
し
複
雑
と
な
る
。
更
に
文
字
が
殻
明
さ
れ
る
o

E
れ
は

「
貴
章
た
る
後
見
L

で
あ
る
。
「
文
字
の
殻
見
に
よ
っ
て
、
人
類
。
初
め
の
内
は
ゆ
る
や
か
左
行
進
は
、
時
と
共
に
、
無
智
か
ら
離
れ

て
ゆ
〈
叩
」
|
|
之
が
人
間
精
!
刊
の
進
歩
の
最
初
の
相
で
あ
る
。
己
の
扶
態
か
ら
白
精
榊
の
無
限
の
進
歩
を
、
テ
ム
ル
ゴ
は
科
嘆
や
哲

撃
に
つ
い
て
、
拠
出
術
に
つ
い
て
、
技
術

(
-
2
E
Z
E
2百
五
耳
切
)
に
つ
い
て
、
ま
た
道
徳
や
政
治
広
つ
い
て
、
語
っ
て
ゐ
る
。
我
々
は

彼
D

E
れ
ら
の
鮪
に
闘
す
る
思
想
の
あ
ら
ま
し
を
次
に
遁
ペ
る
で
あ
ら
う
。

科
壌
と
哲
朗
申
1

1
す
べ
て
科
噂
の
進
歩
の
一
た
め
に
は
時
と
共
に
累
積
す
る
「
縦
験
あ
る
ひ
は
寅
験

(
}
5
1
E
P
S
)
の
源
泉
」
が
必

要
で
あ
る
。
物
迎
撃
が
十
七
世
紀
ま
で
賞
品
酬
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
か
っ
た
白
は
、
後
遁
す
る
技
術
が
或
程
度
の
完
成
に
逮
し
な
か
っ

だ
か
ら
で
あ
る
。
と
の
科
閥
単
に
於
い
て
最
初
に
「
古
代
の
椋
威
を
振
り
落
し
た
L

の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
此
科
墜
に

於
貯
る
進
歩
の
過
程
は
「
仮
設
の
吟
味
」
と
云
ふ
己
と
に
あ
る
。
歴
史
と
一
事
ふ
も
白
は
、
文
字
が
殻
明
さ
れ
る
ま
で
は
、
詩
句
を
記

憶
す

Z
容
易
さ
干
岡
氏
の
府
柴
心
が
、
記
憶
す
べ
き
彼
等
の
行
動
を
歌
に
換
へ
さ
せ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
未
聞
入
の
歌
諮
、

ヘ
プ
ラ
イ
人
の
歴
史
書
の
中
に
見
え
る
額
歌
、
支
那
人
の
詩
艇
等
は
か
ろ
一
古
ふ
も
の
で
あ
る
。
文
字
が
殻
明
さ
れ
て
か
ら
も
、
最
初

の
歴
史
は
、
一
岬
話
的
左
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
て
、
事
賓
の
歴
史
ル
」
混
同
さ
れ
て
ぬ
た
。
そ
れ
は
、

「
帝
閣
や
護
術
や

風
習
在
ど
の
起
源
に
つ
い
て
白
無
智
を
補
ふ
た
め
に
同
じ
く
後
明
さ
れ
た
作
り
話
で
あ
る
。
そ
D
環
謬
を
認
識
す
る
と
と
は
極
め
て

容
易
で
あ
る
。
」
歴
史
の
た
め
に
買
寅
を
語
る
必
要
を
は
じ
め
て
感
じ
た
の
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
に
よ
る
と
、
ヘ
ロ

F
ト
ス
で
あ
っ
た
と
云

ふ
。
形
而
上
菌
学
白
選
最
の
た
め
に
特
忙
必
要
注
白
は
、
精
神
の
自
由
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
従
来
、
「
分
析
の
法
則
」
が
知

cit. op. p. 299， et seq. 
cit. op・p.218. 
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ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
た
め
に
、
ひ
と
は
形
而
上
製
と
物
理
由
宇
井
一
を
混
同

L
、
雨
者
の
進
歩
を
措
く
ら
せ
て
ゐ
た
。
と
の
混
同
か
ら
そ

れ
ら
を
最
初
に
分
離
せ
し
め
た
も
の
も
、
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
巴
里
を
は
巳
め
と
す
る
各
地
に
於
け
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
設
立
は
、

科
皐
千
野
壌
に
謝
し
て
は
つ
や
せ
た
谷
を
肥
や
ナ
堰
吉
止
め
ら
れ
た
水
源
り
や
う
な
も
の
で
あ
る
0

」

か
く
て

一
般
に
人
聞
の
認
識
品
川
動
は
、
突
の
や
う
た
段
階
を
経
て
進
歩
す
る
と
云
ふ
と
と
が
で
曹
品
。
己
れ
は
コ
ン
ト
白
「
一
ニ

欣
態
の
法
則
」
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
し
て
思
想
史
の

k
で
有
名
在
も
の
一
で
あ
る
か
ら
、
長
過
ぎ
る
う
ち
み
は
あ
る
け
れ

E
も
、
左

陀
蝿
げ
、
立
ち
入
っ
た
分
析
は
己
れ
を
後
日
忙
期
す
と
と
に
し
よ
う
。

「
物
理
的
な
作
用
相
互
の
閥
俸
が
捕
ら
れ
る
以
前
に
は
、
そ
れ
ら
が
我
々
白
眼
に
見
え
ず
し
か
も
我
々
に
似
て
ゐ
る
叡
智
的
な
存
在
に
よ
っ
て
創
ら

れ
た
も
の
だ
と
想
像
す
る
こ
と
ほ

r、
自
持
な
と
と
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
存
宗
者
は
一
た
い
〔
人
間
以
外
白
U

何
に
制
て
ゐ
た
の
で

あ
ら
う
か
。
人
聞
が
典
ら
ず
し
て
生
ピ
た
凡
て
白
も
の
位
、
そ
れ
ぞ
れ
紳
を
持
ち
、
そ
の
紳
に
劃
す
る
恐
怖
や
希
望
は
や
が
て
祭
り
を
行
は
し
め
た
。

さ
う
し
て
こ
白
祭
"
が
ま
た
、
強
力
な
人
に
劃
し
で
慢
舎
ろ
る
寧
敬
を
と
め
て
想
像
せ
ら
れ
た
e
た
ぜ
な
ら
、
神
?
と
は
、
最
も
掴
力
な
、
き
う
し
て

人
類
白
国
民
の
完
成
へ
の
み
ち
す
が
ら
多
品
ノ
と
も
開
明
そ
ら
れ
た
或
世
胞
の
産
物
で
あ
る
と
と
に
も
と
づ
い
て
、
多
少
と
も
完
長
な
人
間
以
外
の
何
者
で

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

哲
革
者
遣
が
と
の
作
り
話
。
馬
庖
馬
鹿
し
さ
を
承
認
し
た
時
に
ー
ー
と
一
再
つ
で
も
自
輔
具
に
闘
す
る
買
白
知
識
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ

F

も
|
|
彼
等
は
諸
々
自
現
品
品
目
標
因
を
、
本
質

(
0
5
2
9
)
中
龍
力

(
F
E
r
z
)
な

rと
云
ふ
抽
象
的
な
表
現
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
ラ
と
思
っ
た
。

ζ
血

中
う
な
表
現
は
何
物
を
も
説
明
し
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
存
在
で
あ
り
古
代
田
神
々
に
代
る
新
し
い
紳
で
あ
る
か
の
如
〈
に
、
論
ぜ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
札
か
ら
な
り
後
に
な
っ
て
は
ピ
め
て
、
帽
檀
が
相
互
に
行
ふ
力
串
的
な
作
用
を
幅
四
祭
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
D
力
畢
か
ら
段
畢
が
展
開
ず
あ
と

と
が
で
き
貴
闘
が
検
誼
し
う
る
他
の
偲
設
が
引
曲
さ
れ
た
白
で
あ
る
。
技
暗
中
化
瞳
に
於
け
る
長
足
の
謹
歩
が
物
勝
由
化
骨
を
ふ
や
し
、
京
た
枇
曾
白

間
四
交
誼
が
ヨ
リ
密
接
に
な
り
つ
つ
、
地
理
串
白
知
識
が
ヨ
リ
弘
が
り
、
事
貨
が
ヨ
リ
確
貨
と
な
り
、
技
術
白
賀
行
そ
白
も
の
が
哲
畢
者
に
見
ら
れ
る

や
う
に
な
っ
て
か
ら
後
に
は
ピ
品
て
、
物
理
串
が
悪
し
き
形
而
上
回
申
に
瞳
ず
る
と
之
を
止
め
た
所
以
白
も
り
は
、

ζ

こ
に
あ
る
白
で
ち
る
。
印
刷
術
、

文
事
お
よ
び
科
皐
雑
誌
、
ア
カ
デ
ミ
ー
申
記
蝿
は
、
詳
細
な
勘
が
ま
だ
疑
は
し
い
だ
け
だ
と
一
耳
ふ
伎
に
震
で
‘
確
貫
性
を
帯
加
し
た
d

」

テ
ユ
ル
ゴ
白
精
神
謹
歩
D

理
論

第
五
十
=
一
巻

七
C
九

第
六
披

cit. op. p. II8~ p. 135， pp・305-→3'4
cit. op. p. 315 et seq. 

3) 
4) 



ア
ユ
ル
ず
の
精
紳
謹
歩
旧
理
論

七

O 

策
王
十
=
一
巻

第
プマ
掛

回

勢
術
l
|
|
欝
術
の
起
源
は
人
聞
の
枇
合
性
忙
求
め
ら
れ
る
。
人
聞
の
喜
び
が
外
に
「

ιる
し
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
と
ろ
に

耳
目
数
・
舞
踊
・
詩
友

E
が
生
れ
て
く
る
。
給
聾
晶
、
彫
刻
は
歴
史
的
も
し
く
は
紳
詩
的
な
記
念
物
宜
保
存
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
内
に
そ

の
起
源
が
め
る
υ

護
術
白
進
歩
に
つ
い
て
い
ま
詳
し
く
論
や
る
己
と
は
で
き
危
い
が
、

テ
ュ
ル
ゴ

D
泊
目
ナ
ベ
き
二
つ
白
思
想
だ
げ

を
虫
日
昔
つ
貯
る
泣
ら
ば
、
第
一
に
、
そ
の
進
歩
は
「
情
操
の
繊
細
」
に
よ
る
も
白
で
あ
り
、
第
二
に
、
装
術
白
進
歩
は
、
閣
宇
聞
の
そ

れ
と
異
っ
て
、
後
の
も
の
が
必
や
し
も
先
き
立
つ
も
の
よ
り
も
慣
値
が
高
い
白
で
は
た
〈
、
大
事
術
家
は
後
の
時
代
の
そ
れ
ら
の
人

P

と
「
あ
る
平
等
性
」
を
も
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
で
ゐ
る
d

技
術
1
1
|
技
術
む
進
歩
が
起
っ
た
り
は
、
後
で
詳
し
〈
の
ペ
る
は
や
の
進
歩
し
た
町
農
業
者
の
献
態
」
と
云
は
れ
る
枇
合
材
態
に

於
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
は
、
闘
中
義
が
様
々
た
障
害
に
逢
っ
て
進
歩
を
妨
げ
ら
れ
た
り
哀
類
し
た
り
ナ
る
の
と
は
臭
っ
て
、

度
び
致
明
せ
ら
れ
確
立
苫
れ
る
と
、
軍
に
維
持
さ
れ
る
の
み
な
ら
中
、
更
に
は
不
断
に
進
歩
を
続
け
て
ゆ
〈
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
ロ

在
ぜ
友
ら
、
技
術
は
「
取
引
の
封
象
」
と
た
り
、
地
球
上
に
蒔
か
れ
た
「
夜
明
の
才
幹
」
は
必
中
や
そ
れ
を
維
持
、
進
歩
さ
せ
る
で

て 術 あ
は:ーら
た 22 う
ら ZE か

巧7月号
:!:i'，五
替 t世

襲宮
破の
璃ョ
梯 l

藍 ロ

遠 t
fr"，-~ ........ 

羅主
針配
盤し
心 ナ

琴2
水一
車 4百

点宣
車 1の
な向

ど K
0')も
抗、

明だ
はか
、ら
と、

の投
ζ 術
と は
を不
事断
昔に
すま邑
る歩
も し
のた
で
主主 航
〈 海

「
非
常
に
開
明
さ
れ
た
自
己
に
封
す
る
愛
に
す
ぎ
た
い
と
と
ろ

白
一
止
義
と
云
ム
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
と
忙
針
ナ
る
愛
」
に
依
存
す
る
、
と
テ
ュ
ル
ゴ
は
一
五
山
n

と
れ
が
如
何
た
る
も
の
で

選
情
団
長
よ
ぴ
政
治
ー
ー
と
れ
ら
の
進
歩
は
、
精
紳
に
於
い
で
は

あ
る
か
、

E
う
し
て
進
歩
す
る
も
の
か
と
云
ふ
己
止
は
、
我
々
が
彼
の
祉
合
進
歩
の
理
論
を
検
討
す
る
時
ま
で
、
保
留
し
て
長
か
う
。

道
徳
干
政
治
に
闘
す
る
精
岬
欣
態
は
、
吐
舎
の
環
境
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
、
具
惜
的
に
把
握
し
え
な
い
も
D
で
あ
る
か
ら
。

cit. op. p. 305 et seq， p. 316 et ~eqq 
繍稿しテ 1 ルゴ白祉曾控歩の理論寸を参照
Turgot; cit. op. p. lIti et ::，eq 
cit. op. p. 311. 
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以
上
は
テ
ュ
ル
ゴ
白
精
榊
進
歩
の
理
論
に
釣
ナ
る
飴
り
に
も
簡
単
な
概
観
で
あ
る
。

L
か
L

ζ

D
概
観
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
「
進

歩
の
理
念
」
が
首
に
陛
此
の
一

mす
と
と
ろ
に
則
し
ま
た
経
験
的
事
貨
に
縫
っ
て
、
さ
う
し
て
倒
め
て
合
理
的
に
、
立
論
さ
れ
て
ゐ
る

己
と
は
ほ
ぼ
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
形
而
上
的
な
一
切
の
も
の
を
彼
は
廃
棄
し
よ
う
と
し
た
白
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不

断
に
繕
縮
刷
的
に
、
無
限
に
完
成
に
向
っ
て
進
歩
す
る
と
一
五
ふ
と
の
思
想
の
根
抵
は
何

K
基
貯
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
人
類
と

一
一
ム
ム
一
つ
の
「
豆
大
な
る
全
館
」
が
幼
年
時
代
と
進
歩
と
を
持
つ
ト
云
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
也
然
老
年
時
代
を
持
っ
て
よ
い
わ

け
で
は
な
い
か
c

己

ρ
ゃ
う
た
疑
問
に
劃
し
で
も
、
我
々
は
テ
ュ
ル
ゴ
の
枇
舎
進
歩
の
理
論
を
尋
ね
た
後
で
、
若
干
の
省
察
主
行
ふ

で
あ
ら
う
。

最
後
に
私
は
組
め
て
重
大
な
一
つ
の
論
結
に
燭
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

吟
ぞ
れ
は
、
上
に
概
観
さ
れ
た
や
う
な
進
歩
と
一
式
ふ
も
の
は
、
在
る
程
人
類
白
進
歩
で
あ
る
と
稀
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
、
正
慣
に

は
ヨ

1
ロ
ッ
パ
人
を
中
心
と
し
あ
る
ひ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
頂
貼
に
い
た
だ
〈
と
こ
ろ
の
人
類
の
進
歩
が
意
味
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ

と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
精
肺
に
つ
い
て
も
枇
舎
に
つ
い
て
も
、
人
類
を
代
表
す
る
も
の
は
ヨ

1

ロ
ゥ
パ
に
於
け
る
そ
れ
ら
注
の
で
あ

る
。
か
か
る
思
想
は
テ
ュ
ル
ゴ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
祉
舎
や
人
聞
に
つ
い
て
全
然
考
慮
し
左
か
っ
た
か
ら
生
じ
た
の
で
は
決
し
て

た
い

n
E
に
逆
に
、
彼
が
東
洋
や
ア
メ

p
カ
と
の
針
路
に
於
い
で
、
営
時
の
司

l

ロ
ッ
バ
の
人
と
枇
舎
と
を
凝
腕
し
た
か
ら
乙
そ
、

と
の
川
山
畑
中
は
成
立
し
た
D
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
ど
う
し
で
で
あ
る
か
。

一
日
で
云
へ
ば
、
そ
れ
は
ヨ

1
ロ
ッ
バ
人
白
み
が
買
に

人
間
性
の
本
質
主
自
覚
し
て
ゐ
る
と
云
ム
と
と
が
「
事
寅
に
基
い
て
」
一
立
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
ー
ー
か
く
テ

J
ゴ
は
こ
り
問

に
答
へ
る
り
で
あ
る
o

私
は
以

F
己
の
答
へ
の
意
味
を
侍
へ
土
う
と
忠
ム
。

キ
リ
ス
ト
教
は
人
類
に
叫
制
し
て
始
め
て
「
紳
の
愛
」
を
教
へ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
D
成
立
以
前
の
世
界
に
於
い
て
は
、
濁
り
ユ
ダ
ヤ

テ
ユ
ル
ゴ
の
精
紳
蓮
歩
白
理
論

第
五
十
三
巻

七

第
六
擁

宜



テ
ユ
ル
ゴ
白
精
神
話
歩
由
理
論

人
の
み
純
潔
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
等
は
自
ら
白
財
費
を
制
限
し
た
。
ま
た
彼
等
は
「
一
岬
の
愛
」
と
人
D
愛
と
を
混
同
し
て
ゐ
た
。

静
五
十
三
巻

七

第
プて
碗

プミ

「
一
利
の
愛
〕
を
民
族
の
制
限
か
ら
解
昔
、
人
の
愛
か
ら
純
粋
に
目
別
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
「
塑
な
る
宗
教
」

で
あ
る
。
「
己
の
世
忙
於
け
る
我
々
。
至
踊
の
最
も
純
潔
た
る
源
泉
」
で
あ
る
。

1
1
4人
間
の
枇
舎
生
前
に
は
法
と
構
成
と
が
必
要
で

あ
る
。
け
れ

E
も
そ
れ
ら
を
人
聞
が
保
持
し
人
聞
が
つ
〈
る
時
は
、
人
聞
の
「
自
愛
心
」
の
た
め
に
、
枇
舎
を
混
飢
さ
せ
人
間
性
を

墜
落
せ
し
め
た
と
云
ふ
己
と
は
、
古
代
史
の
貫
一
時
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
哲
人
の
か
宇
多
く
の
研
究
も
立
法
者
の
懸
命

の
努
力
も
、
途

ι人
間
の
つ
根
本
恐
L
(
F
4
5
P
E凶
B
O
D
E
)
を
交
除
す
る
こ
と
は
で
き
た
か
っ
た
。
立
法
者
が
私
慾
を
離
れ
た
と
云

つ
で
も
、
そ
れ
は
多
数
者
。
意
見
に
遁
随
ず
る
こ
と
を
意
味
し
、
己

D
多
数
者
は
個
人
よ
り
も
一
唐
貧
抽
酷
で
あ
り
無
良
心
で
あ
っ
た
ロ

ま
た
彼
が
此
合
白
利
読
を
念
日
制
に
置
く
と
、
常
に
人
類
の
利
絡
を
忘
れ
ア
し
ま
っ
て
ゐ
た
。
「
法
を
人
類
の
利
目
止
に
立

b
反
ら
せ
る

た
め
に
は
、
人
聞
を
自
身
か
ら
ま
た
彼
等
を
と
り
ま
く
一
切
の
も
の
か
ら
高
め
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
原
理
が
、
な
べ
て
の
図
民
と
凡

て
の
欣
態
と
を
、
公
正
攻
目
で
ま
た
云
は
ば
一
肺
AH身
の
日
比
上
っ
て
、
熟
腕
す
る
こ
と
を
ゆ
る
す
と
と
ろ
白
一
つ
の
原
型
が
、
必
要

で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
と
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
が
ひ
と
り
鴻
し
た
事
柄
で
あ
る
。
」
ゆ
ゑ
に
キ
り
ス
ト
款
は
漸
次
背
及
し
た
。
キ
リ

ス
ト
数
が
支
配
す
る
枇
舎
は
、
支
配
者
も
ま
た
こ
白
買
迎
を
理
解
し
た
か
ら
、
そ
己
は
人
間
性
と

E
義
と
が
賃
現
す
る
と
こ
ろ
で
る

、

、

、

る
。
自
由
が
興
へ
ら
れ
る
枇
舎
で
あ
る
。
人
間
に
「
員
理
の
却
事
の
た
め
の
鋭
敏
な
る
情
熱
」
を
感
得
さ
せ
た
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ

と
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
人
間
性
心
自
覚
を
う
訟
が
し
た
白
も
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
し
、
精
神
の
進
歩
に
あ
づ
か
る
諸
保
件
を
遣
っ
た
も
白
も

と
D
「
翠
た
る
宗
教
」
に
ほ
か
反
ら
泣
か
っ
た
と
と
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
テ
ェ
ル
ゴ
は
こ
白
や
与
に
考
へ
た
。
だ
か
ら
ヨ

1
ロ
ッ

バ
人
は
幸
踊
で
あ
り
、
「
キ
ロ
ヌ

T
教
の
限
界
が
視
良
左
政
府
と
公
共
同
祉
の
限
界
で
あ
る
や
う
に
忠
は
れ
る
凸

と
こ
ろ
で
ヨ

l

ロて
A

以
外
の
土
地
、
例
へ
ば
東
洋
で
は
人
間
精
神
は
ど
の
や
う
た
朕
態
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
か
。
|
|
そ
と
で

は
進
歩
は
衰
類
し
て
ゐ
る
か
固
定
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
か
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
モ
ハ
メ
ヅ
ト
教
の
熱
狂
性
と
破
壊
性
と
は
、
ト
ル
コ

cil. up. pp. 194-2U1 
cit. op. p. 199， pp. 205-211 
cit. op. p. 213 
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。
政
治
組
織
の
す
み
宇
み
ま
で
も
を
毒
し
て
、
本
来
自
づ
と
進
歩
ナ
ベ
吉
「
技
術
に
を
ず
ら
進
歩
せ
し
め
な
い
で
ゐ
る
。
こ
れ
は
待

紳
の
表
類
し
て
ゐ
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
文
郊
の
専
制
政
治
の
干
に
於
い
て
も
自
由
な
る
精
一
柳
は
許
在
し

左
い
。
そ
れ
は
「
束
縛
さ
れ
た
精
刊
」
(
正
品
Z
F
C
E
b
)
と
な
っ
て
ゐ
る
。
皐
問
は
保
護
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
云
ふ
も
の
の
、
そ
れ
は

「
榊
秘
化
し
さ
れ
、
「
迷
信
」
に
盤
情
惜
し
、
ま
た
「
恥
づ
べ
昔
不
正
利
得
ゐ
よ
び
卑
劣
た
る
狐
占
の
針
象
」
と
化
し
て
ゐ
る
。
と
こ
で
は
精

一
利
は
同
定
し
て
ゐ
る
の
?
あ
る
。

}
T
L

ル
ゴ
が
支
那
人
に
就
い
て
述
べ
る
衣
白
比
鳴
は
、
寅
に
適
切
左
も
の
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

日
く
「
支
那
人
は
徐
り
に
半
〈
同
定
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
彼
等
の
中
に
は
、
幹
を
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
樹
の
や
う
な
人
が
ゐ
る
。
そ

の
人
建
は
根
か
ら
校
を
延
砕
し
て
は
ゐ
る
。
げ
れ
ど
も
彼
等
は
水
久
に

F
目
。
告
。

nEb
の
内
に
ぬ
る
白
で
め
る
」
い
目
。
と
の
最
後
の

言
葉
は
恐
ら
〈
は
テ
ェ
ル
ゴ
の
解
し
た
中
庸
D
意
味
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
最
後
に
私
は
ア
メ
リ
カ
に
う
い
て
簡
単
に
簡
れ
て
告

か
う
と
忠
ふ
。
テ
ェ
ル
ゴ
は
ア
メ
リ
カ
の
一
士
へ
の
多
〈
が
ヨ
T

ロ
ゅ
パ
の
移
住
者
た
ち
り
怯
虐
の
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
を
知
つ
で
ゐ

る
。
そ
己
で
彼
は
ア
メ
リ
カ
に
呼
び
か
け
て
云
ム
、
「
何
と
云
ふ
恐
怖
と
残
虐
と
白
揚
耐
を
我
々
は
君
津
の
と
こ
ろ
で
知
っ
て
ゐ
る

こ
と
か
!
」
し
か
し
た
ち
ま
ち
紋
は
そ
と
か
ら
限
を
外
し
て
眠
想
ず
る
の
で
あ
る
。
「
あ
!
と
り
怖
し
い
光
景
か
ら
眼
を
時
じ
よ
う

!
限
を
ア
メ
リ
カ
内
陸
の

E
大
た
沙
漠
に
投
ヒ
ょ
う
ー
と
と
に
は
利
益
や
野
心
の
千
引
を
受
町
た
征
服
者
は
も
平
ゐ
た
い
。
多
く
の

危
地
を
越
え
て
、
方
々
で
、
幸
隔
に
し
て
や
ら
う
と
忠
ム
未
聞
人
を
迫
ひ
求
め
て
ゐ
る
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ

H
ス
ト
の
精
榊
か
ら
激

励
を
受
け
て
ゐ
る
宣
教
師
た
ち
で
あ
る
。
L

彼
等
に
よ
う
で
未
開
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
、
土
地
は
勤
勉
に
耕
さ
れ
、
平
等
は
寅

現
さ
れ
る
己
と
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
、
と
テ
ュ
ル
ゴ
は
呼
ぴ
つ
づ
け
る
。
「
幸
繭
友
人
々
よ
1
君
等
は
最
も
深
い
暗
黒
か
ら
最
も
文

明
開
化
せ
る
同
氏
の
そ
れ
よ
り
も
更
に
大
い
た
る
至
隔
へ
と
一
度
に
引
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
白
怒
を
嘆
く

の
を
止
め
る
が
よ
い
1
世
界
の
人
:
ー
競
ム
て
キ
リ
ス
ト
教
に
腕
伏
す
る
が
よ
い
ふ

テ
ュ
ル
ゴ
の
精
神
の
進
歩
の
思
想
の
根
祇
に
は
、
か
〈
の
如
き
宗
教
観
と
そ
れ
に
基
く
世
界
像
と
が
却
概
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

己
れ
は
一
積
い
か
一
五
ム
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
か
か
る
研
究
を
、
更
に
テ

L

ル
ゴ
に
於
け
る
枇
合
進
歩
の
理
論
主

展
開
し
、
彼
の
「
抽
出
歩
の
埋
念
」
を
総
括
的
に
検
討
す
る
己
止
に
土
つ

r
、
行
ふ
で
あ
ら
う
。

一ア

A

ル
f

D

精
神
誰
歩
白
理
論

第
五
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一
巻

七

第
六
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cit. op. p. 133情勧は筆者のもの。
cit. op. P' 205最後D ー勾白みは意味を取って縮められてゐる。
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