
. 『l

年
四
回
(缶

=佃二朋)
曹
行

併 究 研 済 軽 亜 束 寛 も 習 茸 嘉

覚 麹 璃 艶 味

戟 式 築 港 重 箱

月｢五 年 六 ･骨 和 昭

(禁

持

載
)

フ
ラ
ン
ス
の
封
支
濯
済
進
出
の
回
顧
-
-
搾
伊
興
佃
士
高

垣

寅

次

郎

重
慶
政
府
の
戦
時
金
融
集
構
政
策
･-
･･-
･････････三
十

泡

盛

攻

法

家

の

経

済

思

想
･-
･･-
･･･-
･･･-
･
相
野
学
士
穂

積

文

雄

江
海
関
通
貨
の
推
移

…
-
-

･･･-
帝

畢

士
大

谷

孝

太

郎

~~ ~ ~‥■

瀬
強
敵
魯
政
策
の
埋
念
-
-

-

～
･

･･･三

品

滞
空
⊥
H

ー
tTTl■ゝ
′).た｢
.
./__｢

-
ま1J777
)
..ー
こ
A′L
u-I

I.A..I.▲.ト
ー.
'
.｢]

日
揮
叫弔
年
一に
湖
か
H
る
招
‖封
b
l簸
ig
iq
等
=
.
窮
浬
葦
±
刺

支
那
紡
績
労
働
請
負
制
度
の
横
式
･-
･････
経
済
単
士
同

支
部
論
批
紬
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
･･･
相
済
単
士
河

支
那
銀
行
制
度
の
調
撃

-
･･･-
････････････
揮
滑
学
士
徳

東
東
経
済
圏
に
於
け
る
米
生

産
の
蓉
展
･･･
経
済
撃
土
大

東
相
贋
域
経
済
の
窺
替
政
策
-
･･････････-
禅
骨
単
博
士
谷

F.7

SHり

邸M伊

I′ヽ

ヒヒ

』
刀

盛
り

胡
叫

部

利

良

野

健

二

永

清

行

上

兼

贋

口

吉

彦

間 葉 有 嘩 蕃



支
那
諭

に
お
け
る
ケ
ネ
ー
ヾ
)
モ
ン

テ

ス

キ

ュ
ー

河

野

健

二

一

序

言

西
欧
の
払
と
び
と
の
束
洋
に
閲
す
る
知
識
が
'
東
方
の
神
秘
の
囲
と
か
謎
の
園
と
か
い
つ
た
中
世
紀
的
な
観
念
か
ら
脱
却
し
て
､

多
か
れ
少
か
れ
牌
系
的
な
か
た
ち
を
邸
へ
石
に
封
ス
毒

tL
lに
は
､
四
散
の
社
命
白
身
の
賛
質
的
な
誰
輿
が
そ
の
基
礎
に
触
仙け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
ね
り
押
掛
社
食
の
額
展
と
は
'
光
づ
封
接
時
代
の
割
増
的
な
軍
壬
,政
.Ll
の
上
に
'
次
に

は
慣
iii政
治
に
代
っ

て
p
流

t
L=

な
君
主
に
よ
る
国
民
国
家
が
形
成

･
創
出
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
が
是
で
あ
っ
て
~
商
品

･
貨
幣
経
済
の

一
骨
の
浸
透
と
と

も
に
'

絶
封

君
主
を
中
心
と
す
る
初
期
の
重
商
主
義
的
政
策
が
張
力
的
に
途
行
さ
れ
た
時
代
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
と
き
に
及
ん
で
始
め
て
西
欧

社
食
が
自
ら
の
利
害
関
係
を
外
国
と
-
忙
東
洋
と
結
ぶ
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
東
洋
に
於
け
る
豊
富
な
る
資
源
が
西
欧
吐
合

の
近
世
的
な
凌
展
の
た
め
に
不
可
快
の
も
の
と
し
て
考

へ
ら
れ
始
め
.
そ
の
獲
得
を
携
っ
て
西
欧
諸
国
家
の
角
逐
が
開
始
さ
れ
~
西

麻
に
よ
る
近
世
の
東
洋
債
略
史
の
最
初
の
l
頁
が
開
か
れ
る
と
と
も
に
､
西
欧
人
の
支
那
研
究
は
始
め
て
具
鯉
的
な
姿
を
搾
る
に
到

つ
た
や
う
で
あ
る
｡

東
洋
と
く
に
支
部
に
於
て
布
教
に
従
来
し
た
西
欧
の
宣
教
師
蓬
が
多
-
の
報
告
を
故
国
に
送
っ
た
こ
と
も
'
こ
の
や
う
な
.g
I欧
社

支
邪
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と

モ
ン
テ
ス
キ
ュー

第

7
懸

四
四
五

第

二
昧

一
五
七



支
那
諭
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第

l
塔

四
四
六

第

二
朗

l
五
八

台
白
鱈
の
磯
展
と
併
せ
考

へ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
.

支
部
人
固
有
の
宗
教
を
い
か
に
頼
政
ふ
べ
き
か
に
就

い
て
行
ほ
れ
た

『
典
惜
問
題

』
(Q
ue
sti.n
d
es
rlteS)
に
放
け
る
論
率
が
全
村
欧
的
関
心
の
的
と
た
っ
た
の
も
'
四
隣
杜
倉
の
事
賛
上
の
褒
展
が
を

の
基
礎
と
し
て
働
い
て
ゐ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
O
『
典
稽
問
題
』
に
於
け
る
論
率
は

イ
エ
ス
イ
j･
瀬
宣
教
師
が
支
那
人

h
rキ
リ
ス
ト
'教
的
組
民
-J
L
ltJ
紹
介
し
た
に
封
し
て
p
ド
､!J
E三
T
プ
ラ
L.
シ
ス
コ
虎
宣
教
師
は
支
那
人
の
偶
像
崇
耳
性
を
措
摘
L

で
祁
飾
っ
た
屯
の
で
あ
る
が
F
此
等
の
綿
韓
の
追
底
に
は
支
那
貿
易
の
弼
古
を
携
っ
て
桁
ば
れ
た
ポ
ル
ド
ガ
Ir

フ

ラ
ン
ス
..
カ

･ア

ン
ダ
等
の
西
欧
諸
国
間
に
於
け
る
争
覇
職
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
.

併
し
こ
れ
ら
宣
教
師
の
蘭
ら
し
た
報
告
が
'
支
那
社
食
の
統

一
的
な
認
識
か
ら
は
佃
ほ
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な

い
｡
そ
れ
は

1
つ
は
宗
教
家
と
し
て
の
彼
等
の
地
位
に
基
-
と
と
も
に
他
方
'
自
国
に
於
て
は
絶
封
君
主
の
下
に
､
支
那
に
A
'で
は

寄
掛~
君
主
の
庇
護
を
仰
ぐ
事
に
よ
っ
て
の
み
布
教
に
従
事
し
得
た
と
い
ふ
嘗
峠
の
政
指
上
の
事
情
に
制
約
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
e

奉
賛
'
宣
教
師
の
報
せ
は
規
賢
の
支
那
社
食
に
関
し
て
は
多
-
そ
の
筈
政
と
繁
栄
と
を
ひ
た
す
ら
稲
歌
す
る
事
を
も
っ
て
主
要
な
る

り

内
容
と
し
た
｡
こ
の
鮎
に
就
い
て
は
宣
教
師
の
報
昔
よ
-
ち
.
商
人
連
の
種

4(
の
旅
行
記
の
方
が
菅
際
の
見
聞
を
詐
ら
な
か
つ
た
が

た
め
に
'
よ
-
虞
蕪
で
正
確
で
あ
っ
た
と
言
払
待
ら
れ
る
｡
け
れ
ど
も
宣
教
師
の
教
養
に
此
ぶ
れ
ば
な
ほ

l
段
と
劣
っ
て
ゐ
た
こ
れ

ら
商
人
達
の
旅
行
記
が
多
-
断
片
的
'
印
象
的
で
あ
っ
て
支
那
社
食
の
統

l
的
な
把
纏
に
は
未
だ
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に

考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
此
等
の
旅
行
記
の
内
容
が
宣
教
師
の
報
せ
と
は
反
封
に
'
支
部
お
よ
び
支
邦
人
に
就
い
て
誹
語
的
な
態

度
を
探
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
興
味
あ
る
事
柄
で
あ
-
'
支
部
菊
菜
と
支
郡
部
辞
の
こ
の
や
う
な
封
立
は
其
後
の
西
欧
の
安
部
論
者
に
於

い
て
明
か
竺

石

の
潮
枕
を
形
造
っ
て
ゐ
る
.

後藤兼経常,女那女化 と支W.単の起軒,112頁C 小杯如 帽巧者, 支那思想
と7ラン ス,53号ミo
石田幹之助者,欧 人の支那研究,138賀oTingTchao･TS･'ing;LesDes･
CrlptionsdelaChlneparlesFrancalS1650--175(l･



十
八
世
紀
の
啓
蒙
峯
者
達
は
此
等
の
宣
教
師
の
報
せ
と
旅
行
家
の
記
録
と
の
二
つ
を
資
料
と
し
て
.
各
々
特
色
あ
る
支
邪
論
を
展

り

開
し
て
ゐ
る
.
辞
表
単
著
は

1
殻
に
'
い
か
に
し
て
ア
ン
シ
ア
ン
･
レ
ジ
ー
ム
の
渉訳
昧
を
況
し
て
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
を
作
る
か
む
課

題
と
し
た
の
で
あ
る
が
.
彼
等
が
特
に
支
那
を
抹
-
上
げ
て
問
題
と
し
た
理
由
は
恐
ら
-
支
部
お
よ
び
支
邦
人
が
全
社
倉
的
関
心
の

的
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
る
と
共
に
.
支
部
諭
に
於
て
も
彼
等
が
自
ら
の
所
詮
を
le
.富
化
せ
ん
と
す
る
意
園
を
有
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ

ら
う
｡

こ
･̂
で
わ
れ
わ
れ
は
特
に
ケ
ネ
ー

(F
･

Q
uesnay)
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I

(M
ontesquieu)
の
支
那
論
を
振
り
か
へ
っ
て
見

よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
が
.
解
読
単
著
の
内
に
於
て
こ
の
繭
者
は

l.
は
近
代
的
政
治
組
織
の
'
他
は

近
代
的
経
解
制
度

の
成
立
を
唱
導
し
た

二
人
の
偉
大
な
る
売
健
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
､
を
の
政
治
上
の
構
想
お
よ
び
経
癖
上
ゎ
,H
i

張
な
ら
び
に
そ
の
支
那
論
に
於

て
こ
よ

J
L
.lou
-C･
1
･･つ
.L
Jあ
り
p.
礎
に
3-ー
関
脇
人
の
tb,如

桝
舛
恕
1=
と
ら
朝
粁
コJ
肖
FTtj
rLJ.-toe.r
L-Uも
n
と
考

へ
ら
れ
る
か
ji.1

i
.･T.JJJ.:i.･･J
T
'-
∵
'･l∴
t
.
∴
71.
.,...I

-1.･
ヽ
LJ
)
ビ
､

.
i,

L
{JL
歩bZrhl
三
)
]]
f!
.つ
)
女
心巨
L)月
重
工
,
5
日刊
月
勺
監
･山刊
女
ムロ
㌢
-蘇

護
し
た
に
封
し
て
'
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
自
由
な
る
居
主
政
治
の
出
現
を
要
望
し
た
L
t
そ
の
経
済
的
主
張
に
於
て
は
ケ
ネ
ー
が
農
菜

の
近
代
化
の
上
空
止
脚
す
る
雷
鳥
主
義
の
創
始
者
で
あ
っ
た
に
封
し
て
､
モ
ン
テ
ス
キ
rtI
は
英
国
流
の
重
商
主
轟
を
組
逃
し
れ
軒
の

と
考

へ
ら
れ
る
O
更
に
そ
の
支
那
論
に
於
て
は
ケ
ネ
ー
が
安
寧
王
講
的
な
観
鮎
か
ら
支
那
の
開
明
的
専
制
主
黄
を
貰
薄
し
た
の
忙
封

し
て
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
I
は
絶
え
ず
腐
敗
す
る
支
那
専
制
政
指
を
厳
し
-
批
判
し
て
'

之
ま
た
興
味
あ
る
封
照
を
作
し
て
ゐ
る
.
こ

の

や
う
な
意
味
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
の
支
那
論
の
内
容
を
窺
払
.

と
く
に
そ
の
支
那
経
済
論
を
紹
介
し
て

と
れ
と
彼
等
の
l
般
理
論
と
の
閲
聯
を
明
か
な
ら
し
め
や
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
｡

3) 鳥=終彦稲,菅栄時代に於 Hる隷抑 汁究 とその現代的窓先 ,経済論叢四十八
巻五 ･六班0

4) 掛稀,モンテスキューの節際ノ乱jL｣E,椎田論叢五十二懲一班｡
5) 痢新一稿,垂農主義の支那挺折親, 束並間慮 一巻十一一鋭｡

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第

1
巷

四
四
七

第
二
親

l
五
九



支
那
諭
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ユ
I

第

一
番

e
I
FE

.八
第

二
班

1
六
〇

〓

ケ
ネ

ー
の
支
那
論

ケ
ネ
1
忙
･li
れ
ば
敢
骨
の
根
本
淡
は
'
人
間
的
思
惟
か
ら
弼
立
し
た
客
観
的
な
物
理
的
自
然
法
則
で
あ
る
と
と
も
に
'
凡
ゆ
る
時

代
を
貫
徹
す
る
永
久
不
轡
の
法
則
で
あ
っ
て
､
P.t,れ
は
全
能
の
榊
の
叡
智
が
つ
く
る
と
こ
ろ
の
世
界
柿
戒
の

一
般
的
秩
序
の
放
か
に

卓
qP
TU
が
召

jU
b
･と
し
T･
邦
男
Lilオ
レlu

カ
･･
りチ
恥
骨
の
ijji黙
約
秩
序

(i.,持
a
･,e
州.iaT:jiel)
〟
.紋
別
ii
hr.iFl猫
額
料
お
よ
び
人
間
の

ノ
L
:
･E
.一
r.1し
.r)e

..

生
存

･
維
持
な
ら
び
に
便
宜
に
と
っ
て
必
要
な
る
財
の
永
棟
的
再
生
藍
』
の
法
則
で
あ
･sl
.
之
に
よ
っ
て

『
共
同
財
に
封
し
て
可
及

的
大
な
る
成
功
を
も
っ
て
協
力
し
､
そ
れ
に
よ
-
社
食
人
の
凡
ゆ
る
種
顕
の
階
級
に
可
及
的
有
利
な
分
配
を
保
詳
す
べ
き
』
も
の
で

あ
る
と
せ
ら
れ
る
｡

人
定
浩

()es
lois
p
os
itLves)
は
か
う
し
た
目
邦
法
の
蔑
規
を
後
見
す
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
す
る
｡
人
定
法

の
目
的
は
'
自
然
法
の
遵
守
を
保
琵
す
る
こ
と
に
依
っ
て
社
食
統
治
の
資
を
奉
げ
る
こ
と
に
在
る
の
は
言
ふ
迄
も
な
い
｡
か
1
る
人

定
法
を
制
定
す
べ
き
権
力
は
'
ケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
.

君
主
政
治
'

貴
族
政
喝

君
主
政

治
の
い

づ
れ
に
も

展
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
｡
被
に
よ
れ
ば
､
国
家
の
畢

筒
権
力
の
す
べ
て
を

一
身
に
集
め
る
革
制
君
主
に
は
二
つ
の
種

鞘

が
あ
-
'
蛙
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ

た
絶
封
横
力
を
行
使
す
る
合
法
的
ま
た
は
開
明
的
寮
制
君
主
と
'
非
合
法
的
.
窒

息
的
専
制
君
主
と
が
之
で
あ
っ
て
'
前
者
す
な
は

ち
合
法
的
ま
た
は
開
明
的
専
制
君
主
の
み
が
主
権
の
行
使
者
と
し
て
杜
骨
の
持
韓
的
な
存
在
と
繁
栄
を
俣
野
す
る
｡
か
1
る
君
主
は

自
ら
の
窒

息
を
妨
止
す
べ
き
法
と
機
関
と
を
有
す
る
が
故
に
.
社
食
の
根
本
的
な
ら
び
に
自
然
的
法
則
を
蔑
視
せ
し
め
る
忙
最
も
適

し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

『
支
那
の
デ
ス
ポ
チ
-
ズ
ム
』
(D
esp
o
tism
e

de
la
C
h
in
e
)

に
お
い
て
ケ
ネ
ー
は
支
那
の
政
治
を
か
～
る

理
想
的
な
開
明
専
制
君

6) AtlguStOncken-,OeuvresdeF.Quesnay.Pari8･L吊BET･･DespotlSme
delaChlne.刀642.

7) Ibid,p637･
8) Ibid..p.563-960.邦許,iB新一,重農主義経済畢第一分凱 膿谷在監･ケネー支弧論｡



主
の
統
治
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
｡
支
那
の
政
治
組
織
は

『
君
主
が
悪
を
璃
す
こ
と
を
攻
防
L
t
合
法
的
な
施
政
の
下
に
聾
を
璃

す
べ
き
最
高
の
能
力
を
保
琵
す
る
と
こ
ろ
の
拒
香
し
得
な
い
､
有
力
な
方
法
に
よ
っ
て
自
鼎
法
の
上
に
う
ち
樹
て
ら
れ
て
ゐ
る
』
の

で
あ
っ
て
'
善
良
な
る
君
主
と
従
順
な
る
人
民
と
に
よ
っ
て
理
想
的
な
政
治
が
其
虞
で
行
ほ
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
る
｡
か
-
し
て
ケ
ネ

ー
に
於
て
は
支
那
の
行
政
組
織
'
官
吏
'
教
育
制
度
'
刑
法
等
の
す
べ
て
が
貰
讃
す
べ
き
も
の
と
し
て
叙
述
yu
れ
て
ゐ
る
｡

『
支
那
の
デ

ス
ポ
一L
ィ
ズ
ム
』
は
､
支
那
の
政
治
組
織
に
封
す
る
賞
讃
と
ケ
ネ
ー
の
政
治
理
論
の
展
開
と
を
主
要
な
る
内
容
と
し
て

ゐ
る
た
め
に
.

彼
が
捉

へ
て
ゐ
る
支
部
経
済
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
む
詳
論
す
る
こ
と
は
凶
雑
で
あ
る
O
併
し
'
董
農
主
議
に

も
と
づ
-
政
治
の
模
範
と
し
て
支
那
を
把
捉
し
て
ゐ
る
隈
-
.
櫨
の
支
那
躍
溶
諭
の
輪
廓
は
自
ら
明
か
で
あ
る
｡

『
支
那
の
デ

ス
ポ

テ
ィ
ズ
ム
』
に
於
け
る
ケ
ネ
ー
の
粧
僻
論
の
内
か
ら
'
貰
要
と
臥
は
れ
る
鮎
を
柚
き
出
し
て
以
下
考
察
し
ょ
う
｡

k
,･(.耶
仕
掛
E
.概
観
開
城
に
｡
い
て

か

.不
上
皇
"芸

還

如
園
児
に
禦

し
ひ
･l丘

潰
旗
と
人
尿
の
W
71.の
,
勝
機
Ltd
敬
川
し
寄
る
C
l

I

.J
一
1̀
.ノT

qRn
l一T
･レr
〓
l･小児

LL;j
七化
一
LrE
一uブ
.
超
コ
7ィ.W
∠

u
Ttb

来
し1lイ
レh
jlq
1.フ
.
1けけ
ノ

.
｢｣ノ
4プ
竹
7′召
′て
∠
u
lj
レノU』
二二｢
JVt
T山
.甘19･r
(
1シ
lT

I
は

『
経
済
表
』
(T
ab
Zeau
か
C.a.mi
que)
に
於
て
生
産

･
地
主

･
不
生
産
の
三
倍
親
を
挙
げ
て
そ
れ
等
の
間
の
経
瀦
関
係
を
問
題

に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
支
那
に
於
て
は
彼
は
貴
族
と
人
民
の
二
つ
の
階
親
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
｡
,U
の
支
那
に

*

於
け
る
二
つ
の
階
親
は
彼
の
言
ふ
生
産

二
小
生
産
階
純
な
る
概
念
に
は
麻
績
に
は
照
鷹
し
な
い
け
れ
ど
も
､
支
那
に
於
て
彼
が
階
級

と
し
て
の
些
王
の
存
在
を
原
則
的
に
は
認
め
て
ゐ
な
い
こ
と
が
先
づ
注
目
さ
れ
る
｡
西
欧
に
於
け
る
支
那
論
者
の
1
つ
の
特
色
た
る

*■

支
那
に
お
け
る
国
家
的
土
地
所
有
の
概
念
を
早
-
も
此
虞
に
見
る
こ
と
が
出
奔
る
と
思
は
れ
る

｡

尤
も

ケ
ネ
ー
が

『
経
解
義
』
に

於
て
準
王
階
級
を
不
生
産
階
政
の
外
に
思
い
た
こ
と
自
健
が
'
彼
の
理
静
的
探
求
の
結
果
で
は
な
-
し
て
政
治
的
顧
慮
に
基
い
た
も

.

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュー

弟

l
番

四
四
九

第

二
批

〓
ハ
l

Ibid.,p.613.
Ibidリp.581.



.

支
部
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第

t
巷

四
五
〇

第
二
既

l
六
二

の
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
彼
が
支
部
に
於
て
地
主
階
級
を

取
-
去
っ
た
こ
と
は
支
那
の
規
萱
の
階
放
構
成

の
如
何
は
問
題
外
と

し
て
寧
ろ
首
然
で
あ
る
と
冨
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
O
そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
ケ
､不
-
は
支
那
に
於
で
二
つ
の
階
級
の
み
を
問
題
と
し

て
ゐ
る
の
で
あ
-
'
基
本
的
に
は
開
明
君
主
と
農
民
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
JJ
ろ
の
彼
の
理
想
と
す
る
耐
食
社
交
郡
に
見
出
し

て
ゐ
I･tT2
1･VIJJ
は
注
目
に
恨
す
る
｡

*

人
民
の
-
も
に
は
彼
の
言
ふ
唯
一
の
生
産
階
級
た
る
農
夫
以
外
に
商
<
･
H
<
が
含
ま
れ
る
か
ら
~

蛸

ア
ジ
ア
に
於
け
る
国
家
的
土
地
所
有
を
始
め
て
欧
洲
に
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
･
ベ
ル
)三

の
淀
布
記
は
十
七
世
紀
兼
に
出
て
み
る
故
､
或

は
ケ
ネ
ー
tf.之
を
知
っ
て
ゐ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
.
パ
ル
-
サ
ド
著
外
務
省
調
査
部
課
'
東
洋
研
究
聖

七
五
頁
塵
押
｡

宜
教
師
の
報
骨
ば
前
述
の
如
-
支
部
の
聾
政
と
繁
栄
と
の
賞
賛
を
そ
の
主
な
る
内
容
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
支
部
に

於
け
る
詔
大
な
る
費
民
の
存
在
を
無
税
す
る
こ
と
は
さ
す
が
に
出
裾
な
か
っ
た
の
で
あ
-
'
そ
れ
に
関
す
る
記
述
を
残
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
こ
の
尤
大
な
る
過
剰
人
口
の
存
在
は

ケ
ネ
ー
に
於
て
如
何
に
説
明
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
｡
此
虚
に
於
て
ケ
ネ
I
が
後
年
マ

ル
サ
ス
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
と
同
様
の
人
口
理
論
を
唱
導
し
て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
ケ
ネ
ー
は
言
ぷ

『
富
や
人
口
を
増

ド

大
せ
し
め
る
も
の
は
富
に
他
な
ら
な
い
｡
』
し
た
が
っ
て
大
人
口
は
富
の
結
果
と
し
て
規
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
反
射
で
は
な
い
｡

而
し
て
富
の
増
大
こ
そ
は
善
政
の
反
映
で
あ
る
が
故
に
'
大
人
ロ
の
存
在
は
結
局
善
政
の
監
物
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
隈
-
で
は
過

剰
人
口
･
貧
民
は
蟹
生
し
得
な
い
こ
と
1
な
る
｡
し
か
も
支
那
に
於
て
尤
大
な
る
数
の
貧
民
が
存
在
す
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
｡
ケ

ネ
I
は
之
に
答

へ
て
言
ふ

『
し
か
し
JJ
の
(人
口
の
)
増
加
は
絶
え
ず
官
以
上
に
及
ぶ
.
と
の
増
加
が
時
と
し
て
不
幸
な
る
精
兵
を
招

く
の
で
あ
る
』
即
ち
ケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
人
口
の
増
大
は
富
の
増
加
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
'
然
も

1
度
惹
き
起
さ
れ
た
人

口
の
増
大
は
往
々

富
の
増
加
以
上
に
及
ば
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
に
過
剰
人
口
が
聾
生
す
る
の
で
あ
る
｡

ll) OellVreSdeF.Questlay.p.579.



支
部
に
於
け
る
貧
民
も
こ
の
例
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
支
部
の
政
治
の
快
格
に
よ
る
の
で
は
な
-
杢
-
必
然
的
な

T
つ
の
人
口
法
則
の

結
果
と
し
て
現
は
れ
た
と
JJ
ろ
の
掩
封
的
な
過
剰
人
口
に
他
な
ら
な
い
と
言
ふ
こ
と
1
な
る
｡
ケ
ネ
ー
は
更
に
洩
け
る

『
ひ
と
は
費

属
の
救
助
の
た
め
の
耗
物
が
政
府
に
よ
っ
て
充
分
に
奨
励
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
と
信
じ
る
か
も
知
れ
な
い
｡』
し
か
し
言
ふ
ま
で
も
な

く
之
は
謬
-
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
施
物
は

『
人
間
の
生
存
に
必
要
な
る
富
を
再
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
と
官
の
分
配
の
秩
序
か

'7

ら
の
甚
険
争
ー也
で
あ
る
か
ら
で
あ
-
'
『
と
の
故
に
人
口
が
富
を
超
過
す
る
際
に
は
施
物
は
人
口
過
剰
に
よ
る
不
可
避
な
費
窮
を
補

ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡』
と
主
張
し
て
ゐ
る
｡

政
治
理
論
に
於
て
開
明
的
専
制
主
義
の
主
張
者
で
あ
っ
た
ケ
ネ
ー
が
経
済
理
論
に
於
て
は

『
経
墳
皐
の
虞
の
父
』
と
成
り
得
た
理

由
は
'
封
建
経
解
も
し
-
は
そ
の
上
に
立
つ
重
商
主
義
政
策
に
対
し
て
真
美
の
近
代
化
の
側
に
立
っ
て
近
代
的
な
経
済
構
造
を
解
明

デ
る
こ
と
が
出
凍
た
か
ら
で
あ
っ
た
o
封
建
的
土
地
所
布
忙
対
し
rr
近

代
的
土
地
所
有
教
主
鴫
し
た
か-;
不
I
は
穀
郷
隙
網
し
て
敷

ijB

叩

ふ

『
財
産
の
所
有
槽
は
支
那
で
は
頗
る
椎
茸
で
あ
る
｡
････=
次
席
や
家
僕
す
ら
之
を
有
し
て
ゐ
る
｡』
W
.
E
に
支
邦
に
於
て
は
封
建
時
代

の
産
物
で
あ
る
敦
骨
の
賦
課
金
の
ご
と
き
も
の
は
有
巷
し
な
い
'
『
こ
の
園
に
於
て
は
僧
侶
に
よ
る
十
分
の
l
硯
が
土
地
に
負
靖
せ

し
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
農
夫
の
叔
-
前
は
わ
が
国

(
フ
ラ
ン
ス
)
に
於
て
非
常
に
良
く
耕
作
さ
れ
た
地
方
の
小
作
人
の
取
り
餌

と
殆
ん
ど
同
様
の
割
合
を
示
し
て
ゐ
る
｡』
と
こ
ろ
が
欧
洲
に
於
て
は

『
農
業
や
耕
作
経
営
に
必
要
な
宵
-

憧
れ
た
人
々
の
能
力
と

富
力
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
得
る
～

の
重
専
性
を
未
だ
感
じ
て
ゐ
な
い
国
家
が
存
在
す
る
｡』
と
し
て
曙
に
フ
ラ
ン
ス
の
過
れ
た

鼻
糞
を
拳
げ
て
支
那
の
近
代
的
小
作
関
係
と
近
代
的
租
税
と
を
之
に
封
此
し
て
ゐ
る
｡

ケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
支
部
の
盛
業
は
右
の
如
く
重
く
理
想
的
な
尊
属
を
途
げ
て
ゐ
る
た
め
に
､
外
国
貿
易
は
そ
こ
で
は

『
国
家
の
庶

支
部
論
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー

第

f
懸

四
五
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〓
ハ111
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支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー

弟

l
巷

四
五
二

第

二
款

〓
ハ
四

川

大
き
に
此
倒
し
て
頗
る
極
限
さ
れ
て
ゐ
る
U
』
何
故
な
ら

『
支
那
人
は
自
国
に
於
て
凡
ゆ
る
生
括
資
料
を
見
出
す
』
た
め
に
そ
の
必
賓

が
な
い
か
ら
で
あ
り
『
彼
等
の
主
要
な
取
引
は
帝
国
内
部
に
於
て
同
じ
商
品
を
崖
し
な
い
地
方
間
に
行
は
れ
る
』
と
詮
-
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
多
-
の
放
行
記
は

1
椿
に
支
那
の
貿
易
商
人
の
悪
徳
を
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
ケ
ネ
ー
は
そ
れ
を
次
の
如
-
群
議

す
る
e
F
外
囲
貿
易
に
飴
-
関
心
を
屑
た
な
rS
壬

郡
の
)
政
府
は
(支
那
商
人
の
)
詐
欺
的
雑
種
を
黙
認
し
て
ゐ
る
の
T
)あ
る
.
何
紋
な

ら
ば
商
品
室
賀
り
さ
ば
く
や
菅
や
屠
な
く
な
る
二
年

里
も
遠
方
の
外
国
人
を
良
秩
序
の
TL･
に
襟
は
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
ら
』
で

あ
る
.
ケ
ネ
ー
に
rLiれ
ぽ
支
那
商
人
の
悪
徳
は
外
囲
商
人
の
悪
徳
に
封
す
る
報
復
た
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
'
外
囲
商
人
は
取

引
が
済
め
ば
直
ち
に
締
っ
て
了
ふ
馬
に
其
の
蕃
篠
を
是
正
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
｡
随

つ
て
支
那
政
府
は
支
部
商
人
の
報
復
を
や

む
を
得
ざ
る
こ
と
1
し
て
獣
認
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
皇
11口
ふ
こ
と
に
な
る
｡
商
人
の
悪
徳
は

『
支
那
の
や
う
に
開
化
し
た
国
民
に

於
て
は

1
骨
信
じ
難
い
.』
と
ケ
ネ
ー
は
考

へ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
如
-
ケ
ネ
I
は

『
支
部
の
..ラ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
』
に
於
て

1
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ア
ン

･
レ
..IL
1
ム
及
び
重

商
主
義

を
批
判
し
っ
!
.
支
部
融
合
を
基
本
的
に
は
開
明
専
制
君
主
と
農
民
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
共
に
､

大
な
る
人
口
と
富
と
を
擁
し
て
重
革
王
義
を
賢
行
し
っ
1
あ
る
紫
柴
せ
る

･
理
想
的
な
囲
で
あ
る
と
し
て
支
部
を
紹
介
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
其
虞
に
於
て
は
既
に
農
業
の
資
本
主
義
化
が
進
行
し
て
を

･e(
支
配
者
の
農
本
主
義
は
真
民
の
勤
勉
と
滞
僕
つ
て
益
々

農

業
を
教
展
せ
し
め
つ
1
あ
･zl
'
商
業
は
巣
業
に
従
屠
し
た
も
の
と
し
て
必
要
商
品
の
交
換
を
蘭
ら
し
､
有
害
な
る
外
国
貿
易
は
制

限

さ
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
た
'
つ
ま
り
は
彼
が

『
自
然
的
秩
序
』
の
下
に
考
へ
た
と
こ
ろ
の
重
農
主
義
の
理
想
の
す
べ
て
が
支
部
に
於
て

貿
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
｡

Ibid.,p.602.
IbidHp.604-



ケ
ネ
ー
の
重
商
主
義
政
策
の
批
判
並
び
に
そ
の
重
孝

三
義
鰭
累
が
多
-
の
正
し
い
理
論
を
旬
合
し
て
ゐ
た
こ
と
は

1
殻
に
誰
冶
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
彼
が
重
点
主
義
政
策
の
賛
硯
を
支
那
に
於
て
見
た
と
い
ふ
こ
と
は
多
く
異
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で

*

あ
ら

う
｡殊
に
彼
が
宜
教
師
の
報
骨
を
そ
の
ま
1
相
乗
し
て
支
那
の
善
政
と
繋
巣
を
譲
葉
し
た
こ
と
は
､
彼
の
政
治
思
想
に
於
け
る

･r

改
良
主
義
的
眼
界
が
飴
儀
な
-
せ
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
言
へ
'
宜
教
師
が
他
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
の
況
遺
著
と
し
て

の
経
済
的
役
割
を
有
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
重
翠
玉
読
者
ケ
ネ
ー
は
講
み
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
.

岩

-
ゼ
ン

ベ
ル
グ
は
ケ
ネ
ー
の
支
那
論
を
重
農
主
義
の
｢畢
な
る
宣
博
で
あ
ら
う
｣
と
見
て
ゐ
る
｡
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル

グ
'
網
野
準
え
一
巻
1
八

二
頁
｡

｡
¶

LL
l

y

･Lブ

ス
*
ニ

ー
の
支
那
論

へ
て
ゐ

る
こ
と
は
有
名
な

事
茸
で
あ
る
｡

法
は
従
っ

て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
於
て
す
べ
て
の
人
民
を
支
配
す
る
人
間
理
性
で
あ
る
と
言

ふ
と
と
が
出
葬
る
｡
か
1
る
人
間
理
性
は
各
国
民
の
特
殊
性
に
腰
じ
て
'
特
殊
化
さ
れ
具
贈
化
さ
れ
る
こ
と
は
青
ふ
む
保
た
な
い
O

そ
の
た
め
の
第

1
歩
と
し
て
法
は
先
づ
各
々
の
故
腰
の
性
質
と
原
理
と
の
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
.
周
知
の
ご
と
-
キ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
JJ
l
に
於
て
共
和
政
と
君
主
政
と
審
判
政
の
三
つ
の
政
闇
を
置
別
し
'

そ
れ
ら
の
原
理
を
共
和
政
に
在
っ
て
ほ
徳

性
'
君
主
政
に
在
っ
て
は
名
琴
､
専
制
政
に
蕃
つ
て
は
恐
怖
心
で
あ
る
と
定
義
し
て
ゐ
る
｡

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
最
も
理
想
と
し
賞
賛

す
る
も
の
が
共
和
政
鰹
と
-
に
民
主
政
鰹
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
原
理
､
徳
性
と
か
名
草
と
か
Z
腐̂
敗
す
る
と

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ

ス

キ
ュー

第

1
馨

四
五

三

第

二
競

〓
ハ
五

H.See;L･6volutiondelalMr]56epolitiqueenFranceau XVIIIO
sはcle.p.202象照C.

17)



支
那
静
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー

第

一
巻

四
五
四

第
二
班

〓
ハ
大

き
共
和
政
は
君
主
政
に
､
君
主
政
は
専
制

政
に

堕
落
す
る
O
か
う
し
た
各
政
鰭
の
撃
化

は
'
良
か

れ
悪
か
れ
西
欧
に
於

て
の
み
起
る

の
で
あ
っ
て
'
ア
ジ
ア
に
於
て
は
そ
の
気
候
的
性
質
の
故
に
.

専
制
政
は
謂
は
ゞ
風
土
化

(natura
rlE6)
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
は

叩

れ
る
｡
モ

ン
ナ
ス
キ

ュI

に
よ
れ
ば
'寮
制
政
は
ア
ジ
ア
に
於
で
は
決
定
的
な
か
た
ち
を
探
り
'
ア
.I,),
ア
･LLi
如
何
に
し
て
も
専
制
政
か

ら
耽
れ
る
こ
と
が
永

久
に
出
禿
な
い
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
ゐ
る
｡
文
明
を
西
掛
に
放
て
の
み
認
め
F
ア
ジ
ア
学
部
送
に
野
饗
の
闘

て
戎
TV
･U
づ
rV
と
tB:r
声
ノ蒐
謡

(
コ
カ
rD/
I,-
A
:.,
iJ
と
望
1岩
ふ
定
も
な
い
が
.

ry
g
.i1
2
i
カ
-
よ
し
て
.dl
ン
デ
ス
帝
■-
は
カ

1

る
考
へ
方
か
ら
支
那
を
そ
の
気
俵
と
土
地
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
専
制
政
治
の
国
で
あ
る
と
理
解
す
る
｡

専
制
政
髄
は

『
あ
る

1
人
が
法
も
規
律
も
な
-
し
て
､
そ
の
意
欲
と
気
紛
れ
と
に
よ
っ
て
絶
て
を
率
ゐ
る
』
政
鱈
で
あ
-
､
そ
の

性
質
上
腐
敗
し
て
ゐ
る
が
篤
に
'
据
え
ず
腐
敗
す
る
』
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
て

『
ア
''･b
丁
に
於
て
は
権
力
は
絶
え
ず
専
制
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
'
な
ぜ
な
ら
も
し
極
端
な
隷
展
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
土
地
の
性
質

(廉
大
な
る
平
野
)
と
矛
盾
す
る
が
如

2

き
分
割
が
起
る
だ
ら
う
か
ら
｡』
と
し
て
ゐ
る
｡
ケ
ネ
ー
が
宜
教
師
の
報
せ
に
お
け
る
支
那
車
巽
を
多
く
そ
の
儀
に
承
認
し
て
ゐ
る
に

也

封
し
て
､
キ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
は

『
汝
の
精
神
』
中
の

『
支
部
帝
国
翰

』

(D
et.e
mpired
el
a
Ch
ine)に
於
で
'
宣
教
師
の
報
せ
に
就

き
香
定
的
な
態
度
を
探
っ
て
ゐ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
宣
教
師
に
よ
れ
ば
'
支
部
帝
園
は
恐
怖
と
名
著
と
徳
性
な
る
各
政
鰻
の
原
理
を
桑

.
備
し
た
見
事
な
政
櫨
で
あ
る
と
報
昔
さ
れ
て
を
-
'

も
し
と
の
報
告
が
正
し
い
と
す
れ
ば
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
の
畢
げ
て
ゐ
る
三
政
鰻

の
慣
別
は
支
部
に
閲
す
る
隈
･1
無
意
味
に
な
っ
て
了
ふ
か
ら
で
あ
る
｡
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
は
之
に
封
し
て
冒
ふ
｡
『
併
し
乍
ら
何
事
を

駕
さ
し
め
る
に
も
鞭
に
よ
ら
ず
ん
ば
不
可
能
で
あ
る
や
う
な
人
民
に
於
け
る
名
馨
な
る
も
の
が
果
し
て
い
か
な
る
も
の
か
'
わ
た
く

,7;

L
は
知
ら
な
い

｡』

『
賢
明
な
問
題
の
提
起
と
そ
れ

へ
の
回
答
の
後
に
は
'
あ
ら
ゆ
る
奇
蹟
は
消
滅
す
る
.』
『
宜
教
師
達
は

(支
那
の
)

Derespritdeslo主sparMonte･squieu.(ClassiqueEH;arnier),Parisl
1922,邦吉軌 官尊俊義,津の精神o
Del'esprltdeslo主s.Time.Lp.60. 20) Ibid･,p呂
Ibid.,p.115. 22) Ibid., p,;之7 2:I



秩
序
の
外
観
に
欺
か
れ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
得
な
い
で
あ
ら
う
か
o』
白
園
に
於
て
絶
封
君
主
に
顛
属
し
て
ゐ
た
宣
教
師
は
'
支
部

に
於
て
も
専
制
政
治
を
見
出
す
こ
と
を
喜
び
'
そ
の
庇
護
を
得
て
布
教
に
従
事
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ら
う
'
と
し
て
彼
等
の
報
告
の

ヽ
ヽ

限
界
を
明
に
し
て
ゐ
る
｡
か
う
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
宣
教
師
の
報
告
よ
り
も
､む
し
ろ
商
人
連
の
族
行
記
の
方

に
よ
-多
-
の
倍

額
を
託
さ
う
と
し
て
ゐ
る
｡
携
行
記
は
支
那
の
官
吏
の
強
奪
と
か
支
那
商
人
の
悪
徳
を
甚
し
-
曝
露
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
こ

れ

こ
そ
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
支
部
に
就
い
て
典

へ
た
と
.こ
ろ
の
'
そ
の
性
質
上
'
蘭
放
し
紫
も
苛
酷
な
る
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
徴
を
潰

憾
な
-
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
.

悉
意
的
な
歴
政
を
原
理
と
す
る
審
判
囲
豪
に
於
で
は
.
蘇
額
な
意
味
に
於
け
る
法
は
存
在
し
な
い
L
p
ま
た
布
衣
し
た
と
し
て
も

無
力
で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
於
て
は
謂
は
ゞ
習
俗
と
生
汚
点
式
と
が
専
ら
支
配
的
で
あ
る
｡

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
は
支
那
に
於
け
ち
生
借

株
式
聖
小
細
な
る

.Lrdと
駅
恥
な
る
塊
撒
忙
関
し
て
功
LJ
CC
Lvl-
雄
べ
.L!J
ぬ
る
｡
『
生
椅
株
式
が
不
軽
な
の
は
支
部
に
放
て
LEJLあ
る
.

･････-
-
御
辞
儀
の

仕方
が
巧
妙
だ
と
い
ふ
鮎
で
'
仏
と
は
そ
の
単
著
な
る
こ
と
を
認
め
る
け』
支
部
に
於
て

『
生
活
様
式
､習
俗
'法
'

26

宗
教
は
そ
と
で
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
ら
す
べ
て
を
同
時
に
襲
夏
す
る
と
と
は
出
奔
ぬ

O
』

支
部
に
於
け
る
典
穂
と
は
こ
れ
ら
の

生
酒
横
式
'
習
俗
'
準

宗
教
の
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
､
『
仏
と
は
そ
れ
を
習
得
す
る
の
忙
青
年
時
代
の
全
部
を
過
し
､
そ

れ
を
賢
行
す
る
の
忙

1
生
の
基
部
を
過
し
た

｡』
ほ
ど
煩
放
き
は
ま
る
も
の
で
あ
り
t
か
1
･
る
不
壁
的
な
生
宿
様
式
'
煩
雑
な
る
典
鯉

を
人
民
に
張
制
す
る
こ
と
に
'
支
部
の
立
法
者
た
ち
は
そ
の
専
制
的
支
配
の
支
柱
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
｡

攻
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
眺
め
た
支
那
経
済
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
よ
う
.

気
候
に
閲
す
る

決
定
論
的
な
考

へ
方
か

ら
'

支
那
に
於
で
は
暴
政
に
も
か
1
は
ら
す
人
口
の
繁
殖
が
著
し
-
促
進
せ
ら
れ
'

そ
の
結
果
と
し
て
食
塩
の
不
足
が
宛

へ
す
費

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

弟

7
巻

四
五
五

第

二
新

二
ハ
七

24) Ibid,p.123.
213) Ibid.,p.308.

Ibid.,p.122-124.
Ibid.,p.304,
Ibld.,p.307.



支
那
諭
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第

1
巻

四
空

ハ

第

二
批

l
六
八

生
し
'
国
家
は
そ
の
た
め
屡
々
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
o
支
那
の
政
帝
は
従

っ
て
低
ま

ざ

る
努
働
を

人
民
に
張
制
す
る
こ
と
に
全
力
を

慣
注
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
こ
そ
苛
酷
な
る
宴
制
政
治
の
膏
膿
に
他
な
ら
な
い
.

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が

理
解
し
た
真

部
綻
桝
は
大
根
か
く
の
ご
と
ぎ
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
更
に
こ
れ
を
彼
の
経
済
思
想
と
の
紫
が
-
に
於
て
調
べ
よ
う
0

ヤ
L.
テ
ス
キ
｢1L-
に
よ
れ
ば
､
山
人
概
括
の
政
鰹
㌻
な
は
ち
君
､荘
政
'
専
馴
雌
に
在
っ
て
は
商
柴
は
一
般
に
帝
僻
に
も
と
づ
い
て
濁

さ
れ
る
.
し
か
し
て

『
そ
の
重
な
る
目
的
は
そ
の
国
民
の
日
韓
心
'
快
禦
お
よ
び
鼠
斬
れ
忙
役
立
つ
紙
Lr
.の
屯
の
を
鞍
科
す
ス
こ
J
-J

Y.

に
在
る
D』
こ
れ
に
反
し
て
多
数
統
治
の
政
椎
に
在
つ
て
は
商
巣
は
節
約
に
も
と
づ
い
て
属
さ
れ
'
そ
れ
は
飴
剰
物
を
有
用
に
L
t
有

用
物
を
必
要
に
す
る
こ
と
に
よ
-
諸
国
民
を
相
互
に
結
合
し
､
富
と
繁
栄
と
を
蘭
ら
す
と
詑
-
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
支
那
に
於
て

は
人
民
の
生
清
は
前
述
の
こ
と
く
極
度
に
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
､
支
那
人
は
生
存
の
必
要
上
常
-
べ
き
括
動
力
と
過
度
の
利
得
欲

と
を
有
つ
に
到
-
'
そ
の
結
果
'
看
修
に
も
と
づ
-
南
米
に
於
て
世
界
中
で
最
も
狂
棺
な
る
商
人
と
し
て
立
ち
現
は
れ
る
こ
と
と
な

ち
.
『
支
那
で
は
各
人
は
白
ら
の
利
益
に
注
意
せ
ぬ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
｡
惑
者
が
そ
の
利
益
を
固
れ
ば
､欺
さ
れ
た
者
も
そ
の
利
益
を

i･.

考

へ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
.
ス
パ
ル
タ
で
は
盗
む
こ
と
が
許
TU
れ
て
ゐ
た
.
支
那
で
は
欺
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
｡』
か
く
し
て
モ

ン
テ
ス
キ
rr

は
宣
教
師
な
ら
び
に
ケ
ネ
ー
が
支
那
の
国
内
商
業
を
全
欧
洲
の
国
内
商
業
よ
り
も

大
で
あ
る
と
し
て
掌
讃
す
る
と
き

に
も
'
攻
の
如
-
述
べ
て
之
に
反
封
す
る
.
『
も
し
も
我
ら
の
外
国
貿
易
が
国
内
商
兼
を
増
大
せ
し
め
た
い
な
ら
ば
'
そ
れ
は
さ
う
か

も
知
れ
な
い
｡
然
し
､
献
酬
は
せ
鼎
の
他
の
三
つ
の
部
分

(
ア
ジ
ア
'
ア
フ
リ
カ
'
ア
メ
リ

カ
)
の
商
業
と
航
港
と
を
属
す
の
で
あ
る
｡

30

恰
わ
も
.
フ
ラ
ン
ス
､
英
酎
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
が
殆
ん
ど
歓
洲
の
航
海
と
簡
裁
と
を
馬
す
や
う
に
O』

か
う
言
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

は
支
邦
人
の
陀
紺
な
耐
業
に
封
し
て
欧
洲
の
節
約
に
基
づ
く
商
柴
を

追
か
に
優
れ
た
も
の
と
す
る
貰
商
主
義
的
な
主
張
を
誇
り
や
か

Ibid..p.326.
Ibld..p.311.
Ibid.,TomeII.p.37.

28)
29)
30)



に
示
す
の
で
あ
る
｡

モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
､商
取
引
の
額
展
は
必
然
的
に
貨
幣
の
使
用
に
導
-
｡
貨
幣
は
物
の
表
徴
で
あ
り
物
を
代
表
す
る
と
同

じ
-
'

物
は
ま
た
償
幣
の
表
徴
で
あ
-
貨
幣
を
代
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
ゝ
る
相
対
的
償
倍
に
於
け
る
相
互
の
交
換
が
園
滑

に
行
は
れ
る
と
き
~
国
家
は
繋
柴
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
制
限
政
憎
に
於
て
の
み
茸
現
さ
れ
る
｡
『
専
制
政
鰹
の
下
に
於
て
'も

し
も
物
が
そ
の
表
徴
た
る
硬
貨
を
代
表
す
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
奇
蹟
で
あ
ら
う
.
蓋
し
-
暴
政
と
不
信
相
が
'
絶
て
の

E

人
を
題
つ
て
硬
貨
を
地
中
に
埋
め
し
め
'
従
っ
て
.
そ
こ
で
は
物
は
決
し
て
硬
貨
を
代
表
し
な
い
か
ら
で
あ
を
』
さ
ら
に
貸
衛
を

一

国
か
ら
他
国

へ
遊
ぶ
方
法
を
輿

へ
る
べ
き
薦
替
相
場
も
亦
'
専
制
政
治
の
下
に
在
っ
て
は
行
は
れ
得
な
い
と
考

へ
る
｡
次
に
利
子
附

貸
付
は
ど
う
.fJ
あ
ら
う
か
｡
『
審
判
国
表
に
於
で
貧
困
と
財
産
の
不
安
定
は
暴
利
を
風
土
化
す
る
｡

,

…
･す
べ
て
は
萄
は
れ
る
O

↓ヽr̂n
_

凍
方
地
方
で
･TF
.
多
-
の
人
は
何
ら
硝
賛
な
る
も
の
を
有
た
ぬ
e

一
定
荷
を
現
在
所
有
す
る
こ
と
と

.
そ
れ
を
貸
し
た
後
こ
れ
を
回

判

復
し
得
る
希
望
と
の
問
に
は
'
殆
ん
ど
何
ら
の
閥
聯
が
な

い

｡
』

と
述
べ
て
ゐ
る
O

攻
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
､

1
団
の
人
口
数
は
政
既
の
性
質
-
自
然
的
使
件
へ
露
光
の
三
つ
の
保
件
に
よ
っ
て
増
減
す
る
.

苛
酷
な
る
専
制
政
鰐
の
下
で
は

一
般
に
人
口
は
増
大
し

得
な
い
こ
と
は
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
女
が
自
分
の
子
に
か
･1
る
懐
酷
李
三
人
を

有
た
せ
な
い
為
に
堕
胎
す
る
』
の
k
l見
れ
ば
際
か
で
あ
る
.

と
こ
ろ
で
支
部
の
場
合
に
は
'

そ
の
苛
酷
な
る
政
腰
に
も
か
1
は
ら

す
'
世
界
に
も
稀
な
ほ
ど
人
口
が
増
大
す
る
の
は
'

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
垂
-
そ
の
気
候
の
せ
い
に
他
な
ら
な
い
O
『時
と
し

へり

て
気
候
が
土
地
よ
-
思
慮
的
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
人
民
は
殖
え
'
磯
健
が
こ
れ
を
亡
ぼ
す
｡
支
那
の
場
合
は
こ
れ
で
あ
る
｡』

『
支
部

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第
1
番

四
五
七

第

二
既

〓
ハ
九

32) Ibid.,TomeI.p.62
34) IbLd.,p.80.

Ibidりp.44.
IbidリTomeII.p.67.
Ibid.,p.82.



支
部
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー

罪

叫
脊

四
五
八

第

二
郎

7

七

〇

で
は
幼
兄
の
遺
棄
が
行
は
れ
る
に
も
か
1
は
ら
す
､
人
口
が
絶
え
す
増
加
す
る
か
ら
､
土

地
か
ら

食
糧

を

得
る
た
め

に

俺
ま
ざ
る
労

働
が
必
要
で
あ
る
｡』

し
か
し
米
産
閥
は

一
般
に
他
の
地
方
に
比
べ
て
人
口
教
が
多
い
こ
と
は
､
『
米
の
出
奔
る
桝
で
は
水
を
按
排
す

LS

る
馬
に
大
労
働
が
い
る
O
従
っ
て
そ
こ
で
は
多
-
の
人
た
ち
が
優
へ
る
｡』
か
ら
で
あ
る
.
け
れ
ど
も
他
方
'

米
産
囲
た
る
こ
の
同

じ
鄭
満
粍

r
i
･rl.て

耶女
郎
は
群
iSd腰

-
為
が
ぺ
て
の
牌
Lm･や
う
に
巌
-7

磯
健
に
泡
モ
は
れ
る
O
人
兄
は
餓
死
に
槻
す
る
LJ潅
批
蛸
め

て
四
散
す
る
｡』
た
め
に
'
人
口
数
の
減
退
が
ふ
た
ゝ

び
悲
哲
起
さ
れ
る

｡
か
･i
る
気
候
に
rLb,る
人
口
過
剰
と
磯
僻
に
よ
る
人
口
減
鼠

と
の
不
断
の
交
替
が
'
支
那
経
済
を
益
々

荒
際
に
導
-
と
と
も
に
王
朝
の
頻
繁
な
る
奨
更
を
必
然
化
す
る
に
到
る
t
と
訊
く
の
で
あ

る
O最

後
把
支
那
の
租
税
に
関
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
の
併
給
を
述
べ
て
を
か
う
｡

租
税
の
l.
般
原
則
は
彼
に
よ
れ
ば

攻
の
IqJ
と
-
で

あ
る
o
『
臣
民
の
自
由
に
比
例
し
て
次
第
に
重
税
を
徴
集
し
得
る
｡
併
し
'蘇
展
状
態
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
そ
れ
を
軽
減
す
べ
-
飴

o)e･'

儀
な
く
さ
れ
る
.』
従
っ
て
『
専
制
国
に
於
て
は
､
租
税
を
増
加
す
る
を
得
な
い
.
な
ぜ
な
ら
'
極
度
の
隷
展
状
態
を
増
加
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
か
ら
O』

こ
の
故
に
審
判
国
家
に
於
て
租
税
は

一
般
に
扱
徴
で
あ
る
｡
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
1
で
フ
ラ
ン
ス
の
羅
封
王
政

に
封
す
る
脚
境
的
な
意
味
を
含
め
て
攻
の
如
-
言
っ
て
ゐ
る
｡
『
損
害
を
等訳
つ
た
州
の
租
税
を
免
除
す
る
東
方
の
大
帝
囲

(支
那
)
め

格
律
は
､
･Liろ
し
-
君
主
国
に
も
た
ら
す
べ
き
だ
｡
菅
ば
そ
の
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
国
家
も
あ
る
(
フ
ラ
ン
ス
)O

が
そ
れ
は
そ
れ
無
か

-
し
時
よ
-
多
-
の
苦
痛
を
輿

へ
る
o
な
ぜ
な
ら
'
君
主
の
課
徴
高
は
依
然
増
減
が
な
い
か
ら
'
-

･･-
麦

沸
仏
の
悪
い
村
の
負
埠

を
減
す
る
た
め
に
､
支
珊
ひ
の
い
1
他
の
村
に
増
税
す
る
か
ら
J』
で
あ
sJ
｡

37) Ibid..TomtHl.p･
39) lbld.,p.214.
41) Ibid.,p.219.

p.124.
p.123･

Ibjd..TomeI.
Ibid.,TomeI.
Ibid.,p.216.



E
E

詰

.fJ

放
て
､
わ
れ
わ
れ
は
今
や
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
の
麦
邪
論
の
終
-
に
到
達
し
た
｡
最
後
に

『
支
部
の
デ
ス
ポ
チ
.
ズ
ム
』
に

教
け
る
ケ
ネ
ー
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
批
判
を

1
瞥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
雨
着
の
相
違
の
原
因
に
簡
単
に
梱
れ
て
を
か
う
｡

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
に
よ
れ
ば
'
専
制
政
治
は
本
葬
的
に
苛
酷
な
る
性
格
を
有
つ
も
の
で
あ
っ
て
､専
制
君
主
が
艮
政
治
を
行
ふ
な
ど

と
い
ふ
事
は
在
-
得
な
い
.
『
支
那
の
皇
帝
は
'わ
が
国
の
諸
王
と
同
じ
-
t
も
し
そ
の
凝
政
が
悪
け
れ
ば
'
他
人
の
生
清
が

1
屠
不

幸
に
な
-
.
無
力
に
夜
へ

窮
乏
す
る
こ
と
を
悟
ら
な
い
q』
ケ
ネ
ー
は
之
に
封
し
て
答

へ
名
｡
『
た
と
仏
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
氏
が
串
ひ

支
部
の
皇
帝
以
上
に
宗
教
に
通
暁
し
て
ゐ
る
よ
し
で
も
.
彼
は
や
は
り
支
瓢
の
皇
帝
が
熟
知
し
て
ゐ
た
目
顔
津
の
教
儀
や
来
世
の
信

仰
草
そ
こ

に認
む
べ
き
-P
あ
つ
た
で
あ
ら

う

n
』

此
鮎
に
於
け
る
ケ
ネ
I
と
モ
ン
テ

T(
争
ユ
ー
の
相
違
は
i
,hL
I
は
ら
が
貰
っ
て
ぬ
る

.i

や
う
に
､
キ

ン

テ

ス
キ
ュ
ー
が

『
常

に寄
制
政
糟

に於
て
専
横
な
願
政
的
な
政
胎
を
見
た
か
ら

｡
』

で
あ

っ

て
､
結
局
は
専
制
政
治
そ

の
も
の
の
性
質
を

如
何
に
理
解
す
る
か
に
紫
け
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
｡

攻
に
支
部
の
貿
易
商
人
の
腐
敗
に
つ
い
て
.
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
之
を
非
難
し
'
ケ
ネ
ー
が
之
を
群
課
し
て
ゐ
る
と
と
は
既
に
上
述

し
た
｡
重
責
主
義
的
な
考

へ
方
に
於
て
は
す
べ
て
は
団
円
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
'
解
決
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡
ケ
ネ
ー
に
於
て
は
外

国
貿
易
よ
-
も
寧
ろ
園
内
商
兼
の
方
が
重
要
で
あ
り
'
従
っ
て
支
部
商
人
の
例
外
的
な
欺
臓
は
'
ケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
'
支
部
の
審
判

政
治
が
苛
酷
で
あ
る
こ
と
の
琵
損
に
は
な
-
得
な
い
O
『
こ
1
で
は
問
題
は
'縄
封
的
権
力
の
行
使
の
巌
重
さ
と
な
ん
ら
の
関
係
も
な

G.

い
外
国
人
と
の
商
業
に
関
す
る
個
人
の
自
由
行
動
で
あ
る
｡
こ
れ
は
-
･-
･
･由

る
的
外
れ
の
論
等
で
あ
る
.』
と
し
て
斥
け
て
ゐ
る
o

支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

第

7
馨

四
五
九

第

二
鮮

1
七

一

Ibid.,p.124.
0euvres deQuesnay,p.621II"

lbLd.,p.927.
Ibid., p｡622,



支
那
論
に
お
け
る
ケ
ネ
I
と
モ

,Ti
テ
ス
キ
ュ
ー

第

1
巻

四
六
〇

第
二
軟

t
七
二

更
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
支
那
の
人

口

過
剰
を
そ
の
気
候
か
ら
説
明
す
る
に
封
し

て
'

ケ
ネ

ー
は
言
ふ

『
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
氏
は
こ

1

で
結
果
と
原
因
と
を
取
,l
達

へ
て
ゐ
る
o』
ケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
大
な
る
人
口
こ
そ
は
善
政
あ
る
ひ
は
富
の
蓄
積
の
結
果
で
あ
っ
て
'

そ
の
反
封
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
上
述
し
た
o
支
那
の
人
口
過
剰
は
ケ
ネ
ー
に
於
て
は
富
の
蓄
積
と
人
口
の
増
大
と
の
間
の
比
例
的

関
係
が
放
ら
れ
る
nJ
IJ
か
ら
訟
明
jiu
れ
･･･1T?0
,･J
l
に
於
て
･?
グ
㌧小
-
｣yT
轄
ン
ナ
ス
キ
｢｢

と
の
人
口
理
論
の
･iJ.に
於
け
る

相
違
が
背

景
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
奉
る
で
あ
ら
う
0

ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
支
那
論
お
よ
び
そ
れ
と
彼
等
の

T
般
理
論
と
の
関
係
は
だ
い
た
い
以
上
の
こ
と
-
で
あ
る
と
偲
は

れ
る
｡

一
七

〇
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
が
既
に
こ
の
や
う
に
現
賓
的
な
支
部
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
と
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄

で
あ
る
皇
看
は
ね
ぽ
な
ら
な
5
,で
あ
ら
う
｡
彼
等
は
支
部
を
諦
す
る
に
際
し
て
も
各
々

白
ら
の
立
場
を
守

,slつ
1
全
く
封
既
的
な
結

論
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
執
れ
も
支
那
を
専
制
政
治
の
国
で
あ
る
と
理
解
し
'
或
は
社
食
の
物
理
的
添
則
の
故

に
'

或
は
そ
の
風
土
的
環
境
の
故
に
'
支
部
を
永
久
不
壁
の
'

停
滞
的
な
国
家
で
あ
る
と
把
握
し
て
そ
の
匿
史
的
な
襲
展
を
香
定

し
'

特
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
於
て
は
支
那
の
特
殊
な
社
食
構
造
'
無
風
制
'
不
肇
の
生
清
様
式
'
王
朝
の
不
断
の
交
替
~
濯
嘩

商

業
の
腐
敗
'
暴
利
等
々

の
問
題
が
既
に
抹
-
上
げ
ら
れ
解
明
1U
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
其
後
の
西
欧
の
支
部
社
食
研
究
の
驚
展
と
考
へ
併

せ
て
多
く
の
興
味
あ
る
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
又
こ
れ
ら
西
欧
の
支
那
研
究
が
西
欧
に
よ
る
東
洋
侵
略
と

い
ふ
事
貫
の
上
に
う
ち
樹
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
し
か
も
今
日
こ
の
事
茸
が
ま
さ
に
新
し
き
秩
序
に
於
い
て
変
更
を
加
へ
ら
れ
つ

･J

あ
る
こ
と
を
憶
ふ
と
き
'
新
た
な
る
わ
れ
わ
れ
の
東
洋
研
究
に
期
待
す
べ
き
問
題
は
ま
こ
と
に
重
大
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な

い
｡
ケ
ネ
ー
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
支
邪
論
の
概
略
を
こ
1
に
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
O

Ibid.,p.626.46)


