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配
』

明
治
政
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貸
附
金

･

講

演

大
都
市
及
其
附
近
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交
通
機
関
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牡

録

ド
イ
ツ
g
S.合
理
化
運
動
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機
関

･
･

フ
ラ
ン
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詣
庶
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銀
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裁
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･

米
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指
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命
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就
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愛
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記

苑

チ

ュ

ル
ゴ

ー
の
『
富
の
形
成
と
分
配
Jl

第
1]一+
巻

三
四
四

第
二
親

七
二

託

苑

チ

ュ
ル

ゴ

I
の
『富
の
形
成

)ヾ分
配
』

山

口

正

大

郭

【
序

説

チ
エ

ル
ゴ
I
は
重
農
畢
派
の
殿
鼎
で
あ
る
k
J共
に
.
牌
に
此
派
よ
-
枚
を
分
た
ん
と
す
る
鮎
に
立
っ
て
ゐ
る
0

彼
の
主
要
論
文
『宮
の
形
成
1J
分
配
に
裁
て
の
考
察
』
は
此
分
岐
鮎
竺
不
す
と
共
に
'
此
論
文

の費
表
昔
時
'
奇
農

畢
派
の
機
関
雑
誌
た
る

E

ph
6
mか
1･ide
s
du

c
it.
y
en

の
縞
輯
者
に
し
て
､
且
っ
此
顔
の
有

力
な
る
聾
者

O
i
人

た
る
デ
ュ
ポ
ン
･
ド
･
ヌ
ム
ー
ル
ビ
の
雫
が
'

彼

を
し

て
此
源
を
去
ら
し
む
る
事
情
を
告
げ
て
ゐ
る
｡

抑
も
チ
エ
ル
ゴ
I
の
F富
の
形
成
ビ
分
配
』
は
､
曹
時
フ
ラ
ン
ス
に
留
畢
せ
る
支
那
の
二
青
年

K
o
及
び

Y
aL品
,

e]

の
故
国
に
蘇
る
LJ=
際
し
､
『
支
那
に
関
す
る
諸
問
題
』
ビ
名
-
る
五
十
二
個
俵
の
空

量
目
を
輿
へ
'
夏
に
之
を
説

明

す
る
た
め
に
書
い
た
も
の
で
､
チ
ュ
ル
ゴ
ー
自
身
'
最
初
は
之
を
会
読
す
る
意
思
を
有
せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

=
が
'
デ
ュ
ポ
ン
･
ド
･
ヌ
ム
ー
ル
の
懇
望
に
よ
Jn
l
七
六
九
年
末
よ
り
翌
七

〇
年
に
か
け
て
蓉
表
し
た
も
の
で
執
筆
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は
'
そ
れ
よ
hこ
こ
年
以
前

1
七
六
六
年
の
碁
で
あ
っ
た
O

(畢

ア
ッ
シ
n
レ
I
は
此
論
文
の
英
語

R
ed
ectEO
n
S
O
lニ
h
e
fo
rlna二〇
n
an
d
th
e
d
lStrit)utlO
n
Of
rich
e
s
･

E
corH)m
ic
c
lass]cs･

T9T4
の
序
文
の
中
で
､
此

E
ph
61n
Erides
誌
は
資
行
が
遅
れ
'
棄
際
だ
1
七
七
〇
年
1
月
､
二
月
.
及
び
四
月
に
出

た
主
有
っ
て
ゐ
る
.
チ
ュ

ル
ゴ
I
は
最
初
の
こ
清
を
月
て

､
編
稗
者
デ
ュ
ポ
ン
に
l･[読
書
を
二
月
二
日
附
で
田
L
t
最
後
の
詰
の
み
チ
エ
ル
一コ
I
の
意
の
如
-
原
文
の
鮭
で
出

て
ゐ
る

事
か
ら
稚
案
す
る
と
此
難
詰
の
敢
行
が
順
次
､
遅
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
ア
ッ
シ
ュ
レ
-
の
記
は
正
し
い.

此

チ
ュ
ル
オ
ー

の
『
富

の
形
成
ビ
分
配
』
に
射
し
て
'
デ

ュ
ポ
ン
は
重
農
畢
派
の
立
場
か
ら
訂
正
を
試
み
た
の
で

あ
っ
て
~
例

へ
ば

第
十
七
節
に
於
て
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
､
『
地
車
､
即
ち
最
初
の
耕
作
者
及
び
異
相
庶
人
に
土
地
の
所

T･
､

r.

S

有
権
を
碓
保
て
る
爵
S
.人
街
の
契
約
ビ
人
々
の
法
律
』

三

吉
へ
る
鮭

に
p
八
弊
73,7
及
び
人

々
の
.,J
去
ふ
字
句
を
故

意

に
省

い
た
の
で
.
乗
農
畢
派
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
地
主
の
土
地
所
有
権
は
自
然
の
秩
序
に
基
き
沖
の
耗
理
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
人
膚

の秩
序
に
よ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
LJ
い
か
ら
で
あ
る
0

然
る
に
チ
エ
ル
ゴ

I
は
重
度
革
派
の
根
本
主
張
た
る
自
然
の
秩
序

に
は
常
に
無
思
慮
で
あ
り
'
入
鹿
の
秩
序

のみ

を
眼
中
に
置

い
て

ゐ
た
の
で
あ
る
｡
夏
に
叉
､
デ
ュ
ポ
ン
は
此
節

の
中
で

F
土
地
S
廟

有
権
は

1
番
最
初
の

農
業

上
の
投
資

の
代
償
ビ
し
て
L
あ
っ
て
､
此
農
業
上
･S
投
資

に
よ
っ
て
彼
等
の
土
地
が
耕
作
可
能

の
状
態
に
蔚
さ
れ

た
の
で
ゐ
-
､
謂
は
3
･

此
投
資
は
土
地
亡
命
髄

宇

し
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
0』
と
の

一
句
を
附
加
し

た

の

で
=あ

る
0
此
鮎
は
チ
ュ
ル
ゴ

ー
の
甚
だ
し
き
憤
慨
皇

只
っ
た
庭

(二
月
二
日
附
デ
ュ
ポ
ン
宛
の
手
紙
)
で
あ
っ
て
､
チ
ュ
ル

ゴ
ー

L
J
ビ
つ
て
は
農
業
上
の
投
資
は
人
掛
の
働
の
存
す
る
庭
で
あ
-
､
土
地
そ
の
も
の
ビ
合
燈
し
て
見
ら
る
べ
き

も
の

で
な
し

又
土
地
の
所
有
権
は
斯
か
る
投
資
の
存
す
る
yJ
否
亡
を
問
は
す
'
入
寮

の
契
約
又
は
法
律
を
以
て
菅
生

詑

苑

チ

ユル
ゴ
I
の
『富
の
形
成
と
分
配
』

節
三
十
笹

三
四
五

夢

二
既

七

三
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説

苑

チ
ユ
ル
ゴ
I
の
『
富
の
形
成
と
分
配
J]

麓
二
二
十
巻

三
四
六

歩
二
瀕

七
四

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
0

チ

ュ

ル
ゴ

ー
は
デ
ュ
ポ
ン
へ
の
抗
議
の
終
結
に
於

で

『斯

-

の如
き
附
加
は
予

を
し
て
･
予
が
欲
せ
ざ
る
重
度
畢
派
の

1
人

た
ら
し
ひ
る
も
の
で
あ
る
』
ど
極
言
し
て
ゐ
る
ho

デ
ュ
ポ
ン
の
訂
正
は
滑
此
鮎
に
止
ま
ら
L･.
い
'
第
二
十

1
節
.
奴
隷
の
労
働
を
論
す
る
庭
で
は
チ
ュ
ル
:n
I
り

原
文
を
大
部
分
削
除
し
,
之
に
代
ゆ
る
に
三
節
か
ら
成
る
造
か
に
原
文
よ
り
長
き
も
の
を
挿
入
し
て
ゐ
る
.a

(証
)

チ
ェ
ル

オ
ー
は
デ
ュ
ポ
ン
の
訂
正
に
憤
慨

し
て

､
姥
自
身
の
原

文
LlJ別
刷

に
し
た
が

､
そ
れ
は

宵
珊
乃
至
有
五
十
部
に
止
ま
つ
た
か
ら
､

tra
TISlatio
n
)
デ
ュ
ポ
ン
と
チ
ユ
ル
ゴ
I
は
此
鮎
に
放
て
衝
突
し
た
け
れ
ど
も
､
二
人
の
間
竺

LT
牛
木

の
友

人
で
あ
-
.
チ
ュ
ル
h
I

の
竃
陶

を

去

っ
て
経
過
後
も
交
際
し
､
デ
ュ
ポ
ン
〃

M
em
o
ire
s
su
r
Ja
vi
e
e
二

es
o
u
v
ra
g
e
s
d
e
M
･
T
u
rg
o
t
･)7
8
H

7
8
2

は
最

も
正
確

な
る
チ
エ

ル
.コ
-
侍
,～
1式
ほ
れ
て
ゐ
る
O

フ
ラ
ン
ス

に
は
巾
爽
チ

ユ
ル

T
II
著
作

集

な
る

も
の
は

三
種
あ
る
'

一
は
デ

ュ
ポ
ン
の
嗣
某
せ
る
九
番
よ
り
成
る
も

の
で
､

一
八
〇
七
年
よ
り

l
八

二

年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
第

1
巻
に
は
上
記
の
チ
ュ
ル
ゴ
･･
侍
が
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､

二
は
一ア
ー
ル
､
及

び
デ
H
サ
ー

ル
の
編
纂
せ
rO
も
の
.tJ
T惑

よ
p
成
-

C
E
te
ctio
n
d
e
s
g
ra
n
d
s
f
c
o
n
o
mi

ste
s

の
i
と
し
て
打
た
も
の
で
あ
る
｡
之
は
大
壁

ア

ユ
ボ

ン
の
も
の
と
同
じ
し

そ

れ
に
新
ら
し
-
鞍

見
せ

られ
た
手
簡

を
加
え
た
も

の
で
あ
る

｡
三
は
ン
エ
ー
ル
の
踊
碁
せ
る
も
の
で
､
チ
エ
ル
ゴ
I

の
ラ
ン
ツ
ィ

ユ
の
家
に
確
れ
ro
多
-
の
原
稿
料
を
加

(
た
も
の
で
あ
る
｡

(S
c
h
etle
J

T
u
lg
O
t,
P

T
Z0
･)
釣
る
K
デ
ュ
ポ
ン
の
綱
基
せ

る
も
の

及
び
iiJ次

の
デ
ー
ル
の
も
の
に
は
｢
富
の
形
成
と
分
配
｣
は
デ
ュ
ポ
ン
の
訂
正

L

E
p
h
e
m
e
-).d
e
s
i
,

出
し
た
も
の
を
其
俵
に
牧

♪
て
あ

っ
て
､
チ
ユ

ル
ゴ
ー
の
原
文
は
苧

り
じ
て

1
人
八
九
年

R
o
三
n
ea
u
に
ょ
つ
て
韓
見
せ
ら
れ
t

P
etite
B
lblio
th
e
q
ue

E
co
n
o
m
iq
u
e

中

の
一
巻

T
u
rg
o
t

の
中
に
入
れ
ら
れ
た
｡

シ
エ
ー
ル
綱
基

山
も
の
は

此
原
文
に
ょ
り
､
又
､
ア
ッ

ソ
ユ
レ
I
の英
雫
は

此

ロ

ビ

ノ

I
の
も

の
に
よ
り
'
更
に
ア
メ
リ
カ

の
セ
リ
グ

マ
ン
よ
り

E
p
71e
m
erid
e
s
を
借
入
れ
て
比
較
封
洞
し
た
も

の
で
あ
る
O

斯

櫨

に
し

てチ
ニ

ゴ

ー
自

身
は

重
農

学

派

t･.
る

一
セ

ク

ト

に
虜
す
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
胃

か
宣
言
し
た
の
で

あ
る
が
'
彼

の『
富
の
形
成
と
分
配
』
は
猶
'
大
髄
に
於
て
此
派
の
面
影
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
'

経
済
畢
史
家
を

7) HectorDerllS･Ibld.p･1311
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9

し
て
『
竿
ば
の
電
農
聾
者
』
だ
呼
ば
し
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡
以
下
彼
の
所
詮
を
追
ひ
っ
～
'
之
等
の
鮎
を
吟
暁

し
よ
-
ご
恩
ふ
o

〓

土
地
所
有
権
及
農
業
に
就
て
重
農
学
孤
ご
の

背
反
及

一
致

今
若
し
土
地
が

7
団
の
住
民
に
'
漸
-
自
給
自
足
す
る
だ
け
の
程
度
に
分
配
さ
れ
て
ゐ
た
1J
偶
定
す
る
だ
'
彼

等
は
洞
僧
に
適
雁
す
る
だ
け
の
農
業
撞
崖
を
術
ふ
に
過
ぎ
な
い
が
ら
っ
何
等
の
僚
刺
を
有
せ
ず
'
経
て
他
人
里
雁

傭
し
て
労
働
せ
し
ひ
る
が
如
き
こ
と
は
想
像
さ
れ
な
い
.
乍
然
新
税
Ll
侶
定

は
貰
際
許
さ
れ
な
い
'

何
ど
な
れ
ば

土
地
が
彼
等
の
自
給
自
足
の
鮎
に
分
配
さ
れ
る
前
に
'
土
地
は
既
に
耕
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
'
此
耕
作
の
労

働
こ
そ
'
土

地分
配
り
標
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
-
､
且
つ
土
地
所
有
権
を
認
め
る
法
律
を
創
造
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
0
億
初
り
耕
作
者
は
彼

Sカ
の
及
ぶ
限
り
耕
作
の
範
国
を
清
張
L
t
自
己
の
洞
塵
以
上
の
生
産
物

を
得
る
で
あ
ら
-
O.
先
に
述

べ
た
暇
定

に於
け
る
日
給
自
足
三
石
ふ
二
ど
も
二

足
の
土
地
を
耕
や
し
で
得
る
農

産
物
の
挿
輝
に
は
限
-
が
あ
る
か
ら
'
之
を
以
て
は
種
々
な
る
生
活
上
S
欲
望
を
充
足
し
得
な
い
こ
亡
は
自
明
の

理
で
あ
h
P
徒
て
斯
-
の
如
き
仮
定
は

1
時
存
す
る
と
し
て
も
'
掌

り
に
事
賓
上
枝
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
ち
.
共

産
で
土
地
の
分
配
'
徒
で
土
地
所
有
権
は
土
地
耕
作
の
労
働
'yJ
1石
ふ
人
輪
の
行
男
に
よ
っ
て
定

ま
る
も

の
で

あ

C
1'
此
事
賓
に
基
い
て
所
有
権
を
是
認
す
る
法
梓
が
出
凍
る
.
『
耕
作
が
進
む

ビ
最
良
の
土
地
は
蓬
に
各
部
占
有

せ
ら
れ
'
後
か
ら
凍
る
者
に
は
､
前
者
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
不
毛
の

土
地
の
み
が
戎
さ
れ
る
｡
乍
お
産

記

苑

チ
エ

ル
ゴ

I
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

夢
三
十
番

三
四
七

第
二
騎

七
五
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設

苑

チ
屯
ル
tn
-
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

第
1二
十
番

三
四
八

第
二
親

七
六

に
は
絶
て
の
土
地
は
其
所
有
者
を
尊
兄
す
る
に
至
Â
.
土
地
を
所
有
せ
ざ
る
も
の
は
彼
等
の
腕
の
労
働
を
交
換
す

る
よ
-
以
外
に
何
等
の
財
源
を
有
せ
ざ
る
に
至
る
Io』
耕
作
が
最
良

QI,
土
地
よ
り
順
次
'
然
ら
ざ
る
土
地
に
及
ぶ
ビ

f..

云
っ
た
の
は

タ
カ
ア
ド
ク
の
地
代
静
の
前
提
yJ
同
じ
き
も
の
で
あ
る
が
F
チ
ュ
ル

ゴ
ー
の
土
地
所
有
権
の
基
礎
が

斯
-
の
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
'
そ
は
普
然
に
重
農
尊
派
の
所
説
tJ･甚
だ
し
-

異
る
も
の
で
あ
る
.
重
度
車
波

は
地
主
の
存
在
ビ
其
不
労
所
得
を
群
議
せ
ん
だ
す
る
た
め
に
出
凍
化
も
の
ど
さ
へ
云
ほ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
p

彼
等
は
地
主
の

土
地
所
布
を
以
U
自
然
の
秩
序
の
指
示
す
る
庭
で
あ
h
.
柵
の
頻
ふ
る
虞
な
り
ピ
す
る
O
即
ち
土

地
所
有
樺
は
入
寮
の
行
男
に
よ
っ
て
費
生
す
る
の
で
は
な
-
'
偶
然
に
選
ば
れ
た
る
人
々
に
神
に
よ
っ
て
の
財
物

と
し
て
有
す
る
も
の
で
'
唯
彼
等
に
は
此
贈
物
に
封
す
る
反
封
給
付
と
し
て
'
人
々
に
パ
ン
を
奥
ふ
.(
き
義
務
が

S

,
'
'

..
I
,

訣
せ
ら
れ
て
ゐ
る
亡
為
す
も
の
で
あ
る
..
序
説
に
述
べ
た
る
如
.＼

デ
ュ
ポ
ン
が
人
現
の
契
約
tJ.
人
々
:;
法
律

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

三
言
へ
る
句
の
中
'
人
頻
の
亡
人
々
の
の
字
句
を
省
い
た
の
は
'
彼
等
に
TJ
h
て
は
重
税
す
べ
き
は
自

然

の
秩

序
'
自
然
の
法
で
あ
っ
て
人
馬
の
そ
れ
等
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
-
'
チ
ユ
ル
ゴ
ー
が
人
膚
の
秩
序
.
法
律
の

み
を
念
頭
に
置
き
.
穿
働
TJ
l玄
ふ
行
為
の
帝
朱
に
重
き
を
置
い
に
の
ビ
鼎
に
正
反
射
に
あ
る
｡
天
意
と
人
名
'
此

の
対
照
の
中
に
チ
ユ
ル
ゴ
ー
が
重
農
畢
派
ビ
離
る
べ
き

一
契
機
が
存
在
す
る
.

乍
然
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
又
'
次
の
論
述
に
於
て
重
度
畢
涙
の
足
跡
を
､
い
と
も
厳
格
に
追
っ
て
ゐ
る
か

に
見

ゆ

ち
.
チ
ェ
ル

ゴ
ー

に
よ
れ
ば
農
夫
は
彼
等
の
生
産
物
'
即

ち
食
料
ビ
原
料
品
1J
に
よ
っ
て
'
他
の
階
級
に
何
等
依

擾
す
る
こ
と

L･1
-
し
て
生
活
し
得
る
'
然
る
に
他
の
階
級
に
あ
つ
て
は
'
先
つ
食
料
ビ
原
料
品
亡
を
農
夫
に
仰
ぐ

に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
活
を
も
'
職
業
を
も
営
む
こ
}J
が
出
水
な
い
O
農
夫
の
燭
立
位
ピ
優
越
性
.fJ
は
此
鮎
に
存
在
す

ll) Turgot･p･539･
12) GideetRist.Histoire.p:2:9･nOte･
13) GideetRise.p.241



る
.
『
乍
然
此
優
越
は
名
巷
亡
か
尊
厳
亡
か
の
意
味
で
は
な
-
そ
は
物
理
的
必
然
で
あ
る
..』
農
夫
は
他
人
の
労
働

を
要
せ
な
い
が
'
他
の
人
々
は
農
夫
の
協
力
が
架
け
れ
ば
生
存
し
得
な
い
'
そ
れ
で
農
夫
の
穿
働
は
'
あ
ら
ゆ
る

財
り
循
痕

り第
i
の
動
機

le
p

rem
ier
nl.
b
ile
な

の
で
あ
る
.
農
夫
が
耕
作
の
労
働
に
よ
っ
て
'
自
己

の消
費

以
上
に
徐

刺
を
生
産
す
る
が
､
此
件
刺
が
賃
銀
～J
な

っ
て
他
人
を
勢
働
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
｡
農
夫
以

外
の
勢

働
な
-
職
業
に
従
蕃
す
る
人
々
は
彼
等
の
労
働
の
提
供
に
射
し
此
食
像
を
受
け
､
之
を
生
活
費
b～tし
て
東
に
農
夫

よ
h
食
料
な
り
'
原
料
品
t･t
り
を
購
入
す
る
､
即
ち
脅
取
-
た
る
賃
銀
は
再
び
農
夫
の
手
に
戻
る
の
で
あ
っ
て
p

彼
等
は
腰
未
に
よ
っ
LTJ
E
付
の
銀
活
を

造
る
に
過
ぎ
な
い
O
換
言
す
れ
ば
彼
等
は
何
等
の
徐
刺
を
生
産
せ
ざ
る
も

の
で
あ
る
｡

以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
我
々
は
ケ
ネ
ー
に
よ
っ
て
創
鵜
せ
ら
れ
た
重
農
畢
派
が
農
夫
を
以
で
唯

1
の
生
産
者
ビ

な
し
純
収
入

tn
･o
dllit
n
et
を
馨
生
す
る
に
反
し
'
商
工
業
者
は
軍
に
財
を
加
工
し
､
移
噂
す
る
に
過

ぎ
な

い

で
､
所
謂
不
生
産
者
階
級
.ぜ
形
成
す
る
三
石
ふ
所
謂
重
農
畢
波
の
階
級
観
が
其
値
に
取
容
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見

る
○此

論
述
に
癌
-

一
節

『
労
働
者
の
賃
銀
は
労
働
者
間
の
歳
事
に
よ
っ
て
'
生
活
維
持
の
鮎
に
限
ら
れ
る
､
労
働

?

者
は
唯
彼
の
生
活
費
を
受
-
る
に
止
ま
る
..』
に
於
て
は
チ
エ
ル
ゴ
-
は
後
に
ラ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
賃
親
戚
則
ビ

i;?

名
け
ら
れ
た
る
も
の
を
早
-
洞
破
し

てゐ
る
い
即

ち彼
に
よ
れ
ば
･
腕
だ
勤
勉
の
他
'
何
物
を
も
有
せ
ざ
る
労
働

者
は
他
人
に
彼
の
苦
痛

L〕eine
を
責

るよ
-
他
に
生
存
の
方
法
が
な
い
0
枚
は
成
る
ペ
-
高
-
真
ら
-
ビ
欲
す
る

が
'
穿
働
の
債
格
は
彼
の
み
に
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く

其
労
働
の
買
手
と
の
契
約
に
よ
ら
ね
ば
な
td
ぬ
o

記

苑

チ

ユ
ル

ゴ
ー
の
『
首

の
形
成
と
分
配
』

$
三
十
巻

三
四
洗

鉱
二
義

七
七
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詮

苑

チ

ュ

ル
ゴ
ー
の
『
富

の
移
虚
と
分
配
』

既
二
二
十
番

三
五
〇

夢

二
執

七
八

ヽ

ヽ

然
る
に
買
手
は
､
よ
-
少
-
排
は
ん
}J
欲
し
'

若
し
多
-
の
労
働
者
の
中
か
ら
撰
揮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば

1
番
廉
償
な
の
を
撰
ぶ
O
『
其
結
果
労
働
者
は

相
互
の
競
争
の
た
め
'
慣
格
を
引
下
げ
る
こ
と
を
徐
儀
な
-
さ

れ
る
C
あ
ら
ゆ
る
労
働
に
於
で
労
働
者
の
賃
飯
は
生
括
維
持
に
必
要
な
鮎
に
制
限
さ
れ
る
U
t.Fi
ふ
事
情
は
鼓
も=
常

然
に
聴
生
す
る
幣

農
夫
の
耕
作
労
働
が
彼
等

の
精
選
以
上
に
静
刺
を
生
す
る
め
は
垂
-
土
地
の
肥
沃
ビ
､
此
肥
沃
を
更
に
大
な
ら

し
め
A
E
す
る
彼
等
の
魯
鳳

の
結
取
で
あ
っ
て
,.
此
徐
刺
を
以
て
他
A
s
静
働
F
或
は
其
判
作
品
を
粗
久
し
.
財

の
循
環
一宮
促
す
.
そ
れ
故
に
農
夫
は
'
あ
ら
ゆ
る
富
の
唯

I
の
源
泉

)'uniq
ue
so
ttr
c

e
de

to
utes
les
rich
esses

で
あ
-
'
彼
･hS
労
働
は
其
報
酬
に
嘗
る
も
の
以
上
を
生
産
し
､
其
徐
刺
を
以
て
'
敢

倉

の
あ

ら
ゆ
る
労
働
を
生
か

し

a
nim
enニ
o
us
les
t-av
au
x
d
e
11
SOCiit6･
む
る
も
の
で
あ
る
.
共
産
で
洗
骨
は
二
つ
の
勤
勉
な
る
階
教
に

分
た
れ
る

.
1
つ
は
農
夫

で
あ
り
'
他

は
農
夫
よ
り
原
料
を
購
入
し
之
を
人
榎
の
欲
望
を
充
す
に
通
す
る
形
式
に

麺
化
し
其
生
活
費
を
得
る
階
級
で
あ
る
｡
此
階
級
は
結
局
農
夫
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら
れ
'
農
夫
の
僚
刺
に
よ
っ
て

其
生
活
費
を
得
る
の
で
之
を
破
傭
者
階
般

S
tip
e
nd
㌫
eビ
呼
び
'
農
夫
を
生
産
者
階
級
だ
呼
ぶ
･
破
傭
者
階
駿
yJ

は
即
ち
商
⊥
菜
者
に
普
る
O
彼
等
は
頼
局
農
夫
か
ら
賃
銀
を
受
け
て
生
存
す
る
=
ビ
J
同
じ
で
あ
る
か
ら

で
あ

る
O
益
に
於
で
我
々
は
ケ
ネ
ー
が
商
工
業
者
を
不
生
産
階
級

classe
st6ri
le
ビ
呼
ん
だ
こ
yJ
を
思
ひ
出
す
O
彼
は

此
名
稀
の
た
め
'
特
に
商
工
業
者
を
韓
蔑
す
る
も
の
ど
看
倣
さ
れ
'
彼
自
身
か
､
る
畔
茂
の
意
な
し
三
言
へ
る
に

か
ヽ
わ
ら
す
'
攻
撃
を
受
け
た
鮎
で
あ
っ
て
､
這
般
の
事
情
を
知
れ
る
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
之
を
改
め
て
故
傭
者
階
級

bJ
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
'
其
資
質
に
於
て
は
ケ
ネ
ー
9
1玄
ふ
虞
ビ
些
の
相
異
も
な

い
の
で
あ
る
.
此
チ
ュ
ル

ゴ
ー

17) Turgot･Oeuvres･pl537･
18) Turgot.p.538.



の
名
稀
の
麹
更
に
裁

ては
∵

7
エ
ポ
ン
も
之
を
是
認
し
陀
の
か
'
何
等
訂
正
を
施
す
こ
ど
な
-
､
チ
ュ
〝
ゴ
ー
の

a

原
文
の
任
に
番
表
し

てゐ
.to
o

人
口
稀
紬
で
土
地
豊
富
L1
時
代
で
は
耕
作
り
労
働
が
土
地
所
有
権
の
基
礎
ど
な
っ

てゐ
七
か
ら
耕
作
者
は
即
ち

地
iil
で
あ
っ
た
o
然
る
に
土
地
の
所
有
権
が
大
館
定
ま
っ
て
'
耕
作
に
よ
っ
て
所
有

権を
獲
得
す
る
こ
YJ
が
柑
凍

な
い
晴
代
kJな
る
だ
'
耕
作
労

働
を
営
む
も
の
.ij.
軍
に
立
地
を
研
和
す
る
地
主
亡
は
分
離
す
る
こ
と
J
な
る
｡

土
些
り
耕
作
は
労
働
者
り
生
活
を
維
持
し
て
滑
そ
れ
以
上
に
純
収
入
を
教
生
す
べ
き
も
の
で
鳩
る
か
ら
'
此
純
収

(U

入
即
ち
桝
杓

i･e･Y･cT
LLie
を
収
め
.T,
t
iZEl
ら
ほ
撃

i,静
似
せ
ざ
ろ
階
紋
を

生
す
る
二
だ
､
な
る
ON
地
主
は
此
所
櫓
を

以
て
個
人
の
用

に
宛

て､
或
は
国
家
其
他
の
灸
共
の
用
に
宛

て得
る
の
で
.
之
が
庭
舟
は
他
山
階
級
叫
人
々
が
生

活
維
持
3

み
に
宛

て
る
に
止
ま
る
ど
異
-
'
任
意
咋
あ
る
､

之
を
以
て
チ
ユ
i;
n
I
は
ケ
ネ
ー
の
所
謂
地
主
階
級

a

を
随
意
彪
分
の
階
淡

Ctasse
d
isp
.
n

ib
l
eYJ
呼
ぶ
｡
期
-
て
敢
骨
階
級
は
生
産
者
階
級
.
故
傭
瀦
階
級
'
随
意
匪

分
階
級
ど
の

三
つ
ど
な
る
.
然
る

に

此

第
三
の
所
謂
地
主
階
級
な
る
も
の
は
自
壊
作
用
を
営
む
も
の
で
'
此
階
駿

の
所
有
権
に
大
L1
る
不
卒
等
を
生
じ
'
盛
者
は
前
二
者
の
何
れ
か
に
陥
没
す
る
に
至
る
.
所

有
権
の
不
年
等
を

ー

生
ず
る
原
因
と
し
て
チ
ユ
ル
ゴ

ー
の
拳
ぐ
る
庭
は
次
の
四
確
で
あ
る
｣
1
最
初
は
耕
作
者
郎
地
主
で
あ
っ
た
か
ら

(

ノヽ

勤
勉
に
し
て
鱒
力
強
健
な
も

の
は
多
-
の
土
地
を
耕
作
す
る
か
ら
此
庭
に
所
有
権
の
不
年
等
を
生
す
る
.
二
土
地

Ei-

■HJ

は
肥
沃
り
度
を
異
に
す
る
か
ら
､
同

1
群
度
の
労
働
で
も
其
結
果
を
異
に
す
る
｡
三
相
積
の
際
､
子
供
の
教
に
鷹

ー

川r
り

じ
土
地
を
細
分
す
る
こ
1J
に
よ
っ
て
所
有
借
に
不
平
等
を
生
す
る
.
四
最
後
に
最
も
重
要
な
る
不
卒
等
の
原
因
は

i

個
人

の性
質
に
基
-
'
怠
惰
浪
賓
で
あ
る
.
之
等
の
原
因
か
ら
し
て
地
主
の
階
級
の
中
か
ら
所
謂
穿
働
者
階
級
に

記

苑

チ

ュ
ル

.コ
I
の
『
富

の
形
成
と
分
配
』

鰐

三
十
番

三
五

1

第
二
戟

七
九
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記

苑

チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
番

三
五
二

蒋

二
組

八
rJ

落
伍
す
る
者
も
亦
少
か
ら
す
存
す
ろ
｡

所
謂
地
主
階
級
を
除
い
た
他
の
二
階
親
は
'
彼
等
の
生
活
を
維
持
す
る
黙
だ
け
'
賃
銀
と
し
て
竣
領
す
る
事
に

於
て
相
似
た
る
も
の
で
あ
る
｡
役
等
二
階
級
は
穿
働
の
報
酬
以
上
に
何
物
を
も
得
な
い
の
で
あ
る
N･
乍
然
其
相
違

す
る
鮎
か
ら
見
る
と
生
産
者
階
級
帥
ち
耕
作
者
は
自
分
蓮
の
労
働
の
報
酬
よ
り
以
上
に
'
地
王
の
所
得
三
仏
る
部

分
を
生
産
す
る
が
'
破
傭
者
階
級
は
之
に
反
し
唯
彼
等
の
生
活
維

持
に
鷹
ず
る
部
分
だ
け
を
衛
生
す

る
に
止
ま

る
C
印
も
此
二
者
は
等
し
-
労
働
に
従
事
し
其
報
酬
を
受
け
る
に
址
ま
る
が
.
其
労
働
の
選
れ
る
性
備
に
よ
っ
で

T
方
は
地
iii
に
所
得
を
暫
し
､
他
方
は
之
を
欝
さ
>
る
者
で
あ
る
N.
以
上
彼
S
論
述
を
追
ひ
凍
る
ミ

彼
の
所
詮

は
'
彼
自
身
重
度
畢
派
に
あ
ら
ず
字
壬
張
し
乍
ら
､

ケ
ネ
ー
の
経
済
表
に
於
け
る
此
派
の
階
級
軌
'
徒
て
は
又
此

涯

の
根
本
観
念
を
梼
成
せ
る
部
分
を
軍
に
名
稀
を

異
に
せ

る
だ
け
で
其
資
質
を
其
健
に
紀
承
せ
る
を
見

る
の
で
あ

る

O

nr-H】

チ
ュ
ル
Lfl
I
は
次
_=
地
主
階
故
が
他
人
を
穿
働
せ
し
め
て
収
益
を
巷
ぐ
る
五
つ
の
方
法
を
考
察
す
る
O

l
賃
銀

′-

静
働
者
を
使
用
す
る
場
合
O
地
主
は
絶
え
す
自
ら
監
督
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
'
然
ら
す
ぼ
彼
等
は
牧
獲
を
障

匪
す

る

か
'
怠
惰
YJ
L･{
る
か
ら
で
あ
る
'
そ
し
て
此
方
法
は
労
働
者
の
存
在
が
多
-
､
賃
銀
が
低
廉
な
時
で
L1
け
れ
ば
､

I■1"■hリ

賃
銀
の
支
出
が
非
常
に
大
ど
な
る
供
が
あ
る
O
二
奴
隷
使
用
の
場
令
O
此
場
合
を
叙
述
す
る

一
節
は
'
エ
フ
ェ
メ

【l
u

リ
ー
ド
誌
掲
載
に
常
っ
て
､
デ
ュ
ポ
ン
が
著
し
-
訂
正
し
た
庭
で
あ
る
が
'
此
訂
正
文
ビ
原
文
己
を
比
較

す

る

ヽ
ヽ

に

'
デ
ュ
ポ
ン
は
奴
隷
制
度
が
道
徳
上
'
経
済
上
よ
-
不
可
な
る
所
以
を
チ
エ
ル

ゴ
I
の
所
説
以
上
に
力
説
せ
る

に
止
ま
っ
て
'
科
聾
的
考
察
}J
し
て
は
原
文
よ
-
優
れ
た
り
yJ
は
思
は
れ
な
い
.

例
へ
ば
奴
隷
制
炭

山存
す
る
結

23) Turgot･p･5421
24) Turgot,p.543･
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果
､
強
固
は
弱
国
に
宣
戦
L
tJ
P
被
征
服
老
中
,奴
隷
化
ら
し
め
ん
と
L
t
期
-
て
戦
事
は
紹
ゆ
る
こ
kJLl
L
三
石

ひ
'
又
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
他
言
庭
で
'
動
産
S
中
に
奴
隷
を
数

へ
て
ゐ
る
の
を
呑
然
削
除
し
た
が
如
き
'
デ
ュ
ポ

ン

は
満
li
理
想
的
p
道
徳
的
立
場
に
ゐ
･I
'
チ
ユ
ル
ゴ
ー
は
現
貨
に
立
脚
し
て
ゐ
る
S
で
'
科
挙
的
著
述
E
L
で
は

チ
エ
ル
ゴ
-
の
原
文
√ぞ
以
て
寧
ろ
優

れ-
三
石
は
ね
ば
な
ら
ぬ
o
チ
ユ
か

ゴ
ー
は
奴
隷
の
耕
作
努
働
に
裁
て
は
彼

等
は
過
労
の
た
め
死
亡
す
る
･)
A,J多

きを
以
て
常
に
補
充
S
方
法
か
講
や

ね
は
な
ら
す
'
其
方
rJ
7･J
し
て
掠
奪
'

奴
隷
膏
貫
等
り
粕
僧
面
倒
な
卓
を
せ
ね
は
な
ら
ぬ
か
ら
､
漸
次
奴
隷
労
働
は
家
内
労
働
ご
な
り
.
蓬
に
は
根
絶
す

E;7
)

る
に
覚
る
三
石
ふ
じ
三

上
他
生
描
渡
し
.
年
々

1
定
確
の
支
排
を

費
-
る
場
命
.
地
主
は
此
場
食
は

S
eig
ncurs

ビ
呼
ば
れ
'
譲
渡
を
受
け
た
者
は

te
nanciel･;
或
は

v
ass
a
u
x
ビ

云
ふ
.
地
主
は
此
際
は
査
-
土
地
に
封
す
る
執

着
か
ら
郡
れ
て
一
億
樺
老
ど
な
っ
て
了

ま
ふ

め
で
あ
る

｡
四
折

年
小
作
制
度
.
地
主
と
耕
作
者
.J
に
牧
猿
に
就
き

折
等
す
べ
も
の
で
'
大
抵
は
土
地
に
封
す
る
投
資
は
地
主
の
負
喝
で
あ
る
.
此
小
作
人
は
ま

tay
er
ビ
呼
ぶ
'
南

部

フ
ラ
ン
ス
で
は
此
方
法
が
多
-
行
は
れ
る
.
五
小
作
制
度
.
地
主
は

小
作
人

F
e-m
iers
E
の
契
約
に
よ
っ
て

rH川l
U

毎
年

丁
定
朝
を
収
得
L
t
地
主
は
投
資
其
他
の
危
険
に
無
関
係
な
も
り
で
あ
る
.
北
部
フ
ラ
ン
ス
9̂
富
め
る
地
方

は
此
方
法
を
凍
る
O
而
し
て
チ
エ
ル
ゴ
I
は
此
第
五
の
方
法
を
以
′-
農
業
耕
作
の
最
良
法
ビ
す
る
.
彼
が
支
那
の

二
留
畢
生
に
『支
那
LLi
関
す
る
諸
問
題
』
の
望

豊

冒

輿

へ
た
中
に
も
'
支
那
に
斯
か
る
小
作
制
度
が
存
在
せ
る
や

を
質
問
し
て
ゐ
る
庭
か
ら
見
て
も
'
若
し
支
那
に
此
制
度
が
無
け
れ
ば
'
国
富
槍
進
の
方
法
と
し
て
此
方
法
を
採

用
す
べ
き
こ
と
を
'
此
論
文
の
執
筆
の
原
田
か
ら
見
て
'
彼
等
に
敢

へ
た
も
の
ど
思
は
れ
る
.
以
上
を
以
て
エ
フ

ェ
メ
リ

ー
ド
誌

1
七
六
九
年
十

1
月
掲
載
の
分
は
終
る
0
チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
筆
は
以
下
'
仝
′
-呉
れ
る
方

面

に
向

祝

苑

チ

ユ
ル
ゴ

1

の
『
富
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分
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』
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孜

苑

チ
ュ

ル

ゴ

I
望

富
の
形
成
と
分
配
)I

第
三
十
番

三
五
四

第

二
幼

八
二

ふ

｡

≡
資
本
の
意
義
ご
用
法

重
度
聾
派
の
人
々
は
'
重
商
iii読
者
が
貨
幣
を
以

て富
Ll
-
ど
す
る
親
方
を
斥
け
､
貨
幣
を
以
て
翠
に
名
目
的

の
も
の
ビ
考

へ
､
彼
等
の
根
本
的
･｡仙想
た
る
自
然
観

に基
い
て
財
そ
の
も
の
･ぜ
重
要
成
し
た
こ
AJJ
か
ら
'
貨
幣
は

軍
に
副
次
的
な
.
交
換
り
手
段
た
る
に
過
ぎ
な
い
の
み
で
な
し

貨
幣
を
似
て
表
象
せ
ら
る
J
資
本
の
重
要
さ
を

_1

･.
.I-･･･
･;

一
,
.･

･

二
･･･iI
.･J

.-
･.'･･｡

,LL
･.
.
旧
い
､
･;,
T
.i;
.=･:.｡i.∵

=:･･
･

,刊
f･[･
･･
;H
･

.yJ
し
て
の

投
資
を
要
す
る
こ
と
を
認
め
'
且
つ
之
が
投
資
の
方
法
の
巧
拙
に
よ
っ
て
農
業
の
興
麿
が
分
.L!れ
る
こ

"
を
主

張
ず
る
け
誓

｣
も
'
其
寵
要
碗
す
る
鮎
は
貨
幣
資
本
で
は
な
し

具
鰭
化
し
て
投
資
さ
れ
る
資
本
財
で
あ

ら
.
而
し
て
此
資
本
の
教
生
す
る
根
源
は
年
々
の
剰
徐
た
る
純
収
入

p
r.
dLlit
n
et
で
あ
-
.
そ
は
自
然
が
､
人

顕
の
協
力
に
対
し
て
輿
へ
ほ
ろ
恵
で
あ
り
賜
物

d
o
n
で
あ
る
｡

然
る
に
チ
エ
ル
ゴ
-
に
あ
つ
て
は
重
農
聾
派
所
詮
の
之
等

り重
要
鮎
に
関
し
て
全
-
真
-
た
る
態
度
を
探
る
0

先
づ
第

l
に
'冒
還

土
地
の
所
有
及
び
耕
作
以
外

の方
法
に
よ
っ
て
も
構
成
さ
れ
ち
.
-

･･-
此
方
法
は
貨
幣
り

所
得
ビ
呼
ば
れ
る
も
り
.
或
は
貸
金

り
利
子
よ
-

成
る
』
三
石
ひ
'
富

的
形
成
が
必
ず
し
も
農
業
耕
作
の
み
ょ
-

成
立
す
る
も
の
で
t･b
い
こ
と
宣
不
L
t
貨
幣
そ
の
も
の
が
軍

で
生
む
こ
と
を
醐芸

に
の
で
あ
-
､
琴

Tに
資
本
り

形
成
は
貯
蓄
よ
-
成
-
.
自
然
S
賜
ビ
し
て
土
撃
で
S
も
の
よ
-
密
生
す
る
の
で
は
な
い
こ
亡
を
謂
む

.
『
土
地

の
所
得
と
し
て
'
或
は
穿
働
､
或
は
工
業
の
報
酬
こ

し
て
毎
年
'
自
己
が
消
費
す
る
必
要
あ
る
よ
-
以

上

に
受
取

30) Petzet,I)erPhys10kratlSmtlSunddie】∋:nldeckung deSWirtschaftlichen
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那

る
人
々
は
､
此
徐
分
の
も
の
を
書
簡
す
る
'
之
等
の
蓄
債
し
た
償
伍
は
所
謂
資
本
で
あ
る
』

帥
ち
彼
の
畢
者
が
資

本
の
成
因
か
,貯
蓄
に
あ
る
./J
す
る
説
に
普
る
0

チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
重
度
畢
雄
の
人
々
の
自
然
観
に
基
-
尉
そ
の
も
C>J1.J
重
税
か
ら
､

l
時
し
て
貨
幣
の
不
思
講
L･b

る
作
用
に
着
眼
し
､
綻
醇
配
骨
に
於
げ
ろ
貨
幣
の
職
分
の
質
草
さ
L1
驚
き
'
先
つ
之
が
蓉
生
山
庶
国
を
探
求
し
衣

で
之
が
機
能
を
拾
歎
節
に
亘
つ
1t.J詳
論
す
る
鮎

は
､
七
年
遅
れ
て
盈
鼓
さ
れ
た
ア
ダ
ム
p
ス
ミ
ス
の
『
餓
富
諭
』
第

=

rg
I葺
『
貨
幣
り
起
源
及
び
用
法
に
就
て
』
ビ
殆
ん
ど
親
を

叫
に
せ
る
も
の
で
め
-
､
後
S
貨
幣
畢
蕃
山
多
-
踏
襲
す

る
彪
で
あ
る
か
ら
弦
に
訟
す
る
迄
も
な
い
O
暇
チ
コ
ル
ゴ
ー
の
貨
酢
諭
に
於
て
T.
我
々
は
従
凍
蚤
腰
撃
派

の人
々

に
よ
っ
て
看
過
せ
ら
れ
た
貨
幣
り
偉
大
な
る
職
値
に
就
て
新
し
-
開
拓
さ
れ
た
逸
.官
費
見
L
t
チ
ュ
ル
ゴ

ー
が
此

派
だ
奔

放
す
る
蔀
の
所
以
を
知

る
こ
亡
が
出
来
る
の
で
あ
る
.

前
に

述
べ
た
る
如
し

チ
ユ
ル
ゴ
ー
に
あ
つ
て
は
富
は
土
地
ビ
其
耕
作
'
並
び
に
貨
幣
.ぜ
似
て
形
成
さ
れ
る
0

即
ち
重
農
畢
派
の
富

山
観
念
は
'
更
に
漬
張
せ
ら
れ
て
'
此
淀
が
重
商
主
義
に
反
封
す
る
旗
職
た
る
貨
幣
EE:
富
の

観
念
が
取
容
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
O
換
言
す
れ
ば
チ
ユ
ル
ゴ
ー
に
よ
っ
て
は
重
商
'
重
度
繭
主
義
の
根
本
思
想

が
綜
各
さ
れ
､
更
に

1
段
の
高
所
に
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

1段
の
高
所
に
呈
1N'
ふ
は
両
者
が
各
々
其
地
位
を

占
め
て
灘
崎
し
て
ゐ
る
三
吉
ふ
の
で
は
t･b-
'
全
-
融
合
さ
れ
て
新
し
き
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
.
今
此
皐
を

諾
明
す
る
た
め
に
彼
が
資
本
S
t機
能
､
徒
て
は
亦
'
其
用
法
に
就
き
述
べ
る
庭
を
吟
晩
す
る
で
あ
ら
う
｡

富
が
常
そ
の
も
の
TJ
し
て
洞
盟
の
封
象
で
あ
る
場
令
以
外
に
は
'
常
に
何
等
か
の
牧
亮
一で
密
生
す
る
状
態
に
置

か
れ
て
あ
る
の
.笠

計
過
ぎ

す
る
｡
而
し
て
此
状
態
は
富
を
資
本
に
化
し
た
も
の
で
あ
る
.
然
る
に
此
資
本
な
る
も

訣

苑

チ

ュ
ル

rT1-
望
東
の
形
成

JJ
分
配
n

第
三
十
巻

三
方
五

筋

二
耽

八

三
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記

苑

チ

エ
ル
ゴ
-
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
番

1三
五
六

第

二

班

八
四

の
は
貨
幣

を
以

て表
象
さ
れ
る
を
常
u
す
る
.

資
本
の
特
質
が
其
収
益
性
に
ゐ
-
"
す
る
な

ら
ば
'
農
業
に
投
資

す
る
W
.
商
工

業
に
投
資
す
る
亡
に
よ
っ
て
'
資
本
そ
の
も
の
～
性
質
に
茅
を
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
'
重
度
学

派
の
知
-
'
農
業
に
の
み
収
益
性
が
あ
り
､
徒
て
資
本
は
農
業
の
投
資
に
の
み
制
限
せ
ら
る
ヽ
も
の
で
は
な
い
O

尤
-
此
議
論
の
成
立
す
る
た
め
に
は
重
度
学
派
の
所
謂
不
生
産
的
階
級
た
る
商
工
業
に
も
収
益
性
の
存
す
る
こ
さ

.官
立
鐙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
.
此
串
は
チ
エ
ル
ゴ
γ
が
特
に
節
を
設
け
て
設
-
産
で
は
な
-
､
彼
の
所
論
全
髄
を
通

じ
て
観
る
の
他
は
な
い
が
T.
以
下.
の
叙
述
の
間
に
自
然
に
此
蔀
は
明
瞭

こ
L1.三
･で
あ
ら
-
ハノ
さ
て
農
米

ピ

商

工
業

亡
を
間
は
す
'
資
本
が
等
し
き
性
質
を
布
す
る
た
め
に
は
'
そ
は
先
づ

T
定
し
た
形
態
を
携
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ち
.
即
ち
資
本
が
貨
幣
の
形
軍

で
探
る
二
･,J
に
よ
っ
で
､
あ
ら
ゆ
る
産
業
を
通
じ
て
'
資
本
化
る
性
質
を
有
す
る

こ
}J
に
な
る
0
若
-
重
度
単
流
の
如
-
上
地
及
び
其
耕
作
状
態
を
以
て
資
本
ご
す
る
時
'
或
は
重
商
去
養
老
の
如

-
'
貨
幣
即
資
本
だ
観
て
'
土
地
及
び
其
耕
作
状
態
を
除
外
す
る
時
'
共
に
総
て
の
席
準

で
通
じ
て
資
本
の
存
在

す
る
所
以
を
了
解
す
る
こ
と
が
不
可
硯
で
あ
る
｡
絶
て
の
産
業
が
収
益
を
奉
げ
'
其
根
底
に
資
本
が
存
在
す
る
の

理
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
は
資
本
が
同

1
形
態
を
'
徒
て
は
又
同

1
性
質
,5･J有
だ
ね
は
な
ら
ぬ
.
此
統

一
態
は
重

商
主
義
の
云
ふ
庭
の
負
幣
で
は
な
い
'
彼
等

竺
石
ふ
貨
幣
は
､
貨
鮮
即
寓
の
意
暁
に
於
て
'
そ
れ
白
身
に
効
用
を

有
す
る
盛
の
財
に
曹
る
.
斯
様
な
憲
政
い
貨

幣
で
は
な
-
て
'
所
謂
償
伍
の
表
象
ビ
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
.
そ
れ

白
身
の
具
髄
的
な
効
用
の
故
に
慣
低
音
も
つ
も
の
で
な
く

慣
値
の
表
象

ビし
て
の
み
僧
侶
を
も
つ
庭
の
貨
幣
で

あ
る
0
徒
て
'
を
は
土
地
そ
の
他
'
確
々
の
具
鰻
的
な
る
財
の
膚
値
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
O
資
本
は
此
償
低

の
表
象
た
る
貨
幣
の
形
態
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
'
農
業
に
も
商
工
業
に
も
'
共
に
等
し
-
資
本
だ
し
て

35) Petzt,DerPhysiokratismus･I929･S･J451



作
用
し
得
る
の
で
あ
る
｡

此
同

1
形
態
た
る
資
本
が
'
農
業
に
'
或
は
商
工
業
に
使
用
さ
れ
る
に
徒
て
穐
々
の
異
-
た
る
形
式
を
瀧

る
｡

資
本
の
用
法
は
大
別
す
れ
ば
五
種
}J
な
る
｡

一
は
土
地
そ
の
も
の
J
障
男
に
使
用
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
0
此
投

資
せ
ら
れ
た
る
状
態
に
於
て
は
土
地
､
即
ち
資
本
で
あ
る
.
第
二
は
耕
作
に
封
す
る
投
資

で
あ

る
.
家

苦
､
農

具
'
肥
料
､
農
業
労
働
者
の
賃
銭
等
に
替
る
､
而
し
て
投
資
者
が
他
人
ま
-
土
地
を
借
入
れ
る
場
合
は
之
に
封
す

る
地
代
を
も
合
む
､
此
地
代
な
る
も
の
は
地
毛
の
所
得
で
ゐ
-
'
土
地
の
耕
作
よ
り
生
す
る
純
収
入

p
rodu
it
n
et

に
的
監
す
る
O
以
上
の
二
つ
の
資
本
の
用
途
は
農
業
で
あ
る
｡
然
る
に
資
本
は
充
に
第
1.二
に
工
業
上
の
企

業
に
使

=--

用
せ
ら
れ
;
第
四
に
商
業
者
に
使
用
さ
れ
る
｡
東
に
第
五
に
は
按
典
語
に
所
謂

usura
pLn
lnlOe
た
る
利
子
か
寮

生
す
る
貸
金
と
し
て
使
用
さ
れ
る
が

斯
-
の
如
-
チ
エ
ル
ゴ
I
の
資
本
の
観
念
は
農
商
工
業
及
び
単
な
る
貸
金
ビ
し
て
絶
て
の
人
々
に
具
鱒
的
に
投

資
せ
ら
る
J
だ
共
に
'

期
-
あ
ら
ゆ
る
政
令
階
級
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
は
､
即
ち
其
根
底
に
資
本
か
資
本
と
し

て
抽
象
的
統

1
的
形
態
を
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
重
度
畢
派
の
如
-
.
土
地
及
び
其
耕
作
状
態

の
み
､
或
は
重

商
幸
義
の
如
-
.
具
鰭
的
L
.
る
貨
幣
り
み
､
を
以
て
資
本
ビ
考
ふ
る
.,J
全
-
其
考
方
の
系
列
を
異
に
す
る
.
チ

ユ

ル
ゴ
ー
は
謂
は
3･高
次
的
立
場
に
あ

る
の
で
あ
る
.

ケ

ネ
ー
が
『
経
済
表
』
に
於
て
商
工
業
者
を
不
生
産
的
階
級
cla
sse
stgrile
ビ

呼
び
'
エ
業
者
は
生
産
階
級
た
る

農
民
か
ら
原
料
を
構
ひ
'
之
を
加
工
し
て
再
び
生
産
階
級
及
び
地
毛
階
奴
に
其
製
品
を
販
責
L
t
其
賃
銀
を
以
て

自
己
の
生
活
を
維
持
す
る
以
上
.
此
の
世
に
何
物
を
も
蘭
さ
な
い
階
級
で
あ
る
三
石
ひ
'
商
人
も
亦
'
此
財
の
洗

配

苑

チ

ュ
ル
ゴ

I
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

節

三
十
番

三
五
七

餅

二耽

八
五
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設

苑

チ
｢一
ル
ゴ
ー
の
『
富
の
形
成
と
分
配
.D

準

二
十
雀

三
五
八

準

一
班

八
六

通
の
問
に
起
し
て
生
活
を
維
持
す
る
に
過
ぎ

な
い
ど
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
To
然
も
之
等
の
不
生
産
階

級
も
現
賞

に
於
で
は
彼
等
の
生
存
に
要
す
る
費
用
以
上
に
彼
等
の
所
得
を
獲
得
す
る
｡
ケ
ネ
ー
は
常
時
の
商

人
の
暴
官
を
獲

得
せ
る
を
見
て
'
商
業
ど
は
取
引

t
rar･C
に
過
ぎ
な
い
で
､
謂
は
>
富
の
横
簡

d
il(lPi〔tatio
l:
les
rich
e
sse刀
で

あ
る
三
吉
ひ
F.
或
は
彼
等
は
惰
り
る

g
abCm
e
の
で
あ
っ
て
銀
座
す
る
の
で
な
い
ビ
耕
し
ー

ル
､
メ
ル
シ
ュ
ー
'

ド
'
ラ
'
ク

ビ
ェ
-
ル
の
如
き
は
商
業
を
甥
こ

TJ
.
互
に
反
映
す
る
よ
-
に
違
か
れ
た
多
-
の
慮
り
如

き

も
の

で
F
其

問
に
茂
か
れ
た
物
鰻
は
此
多
-
の
鋸
に
映
さ
れ
て
'
段
々
火
-
-･な
っ
て
旦

K.る
が
'
贋
物
は
依
然
yJ
し

て
同
じ
で
あ
る
､
商
業
の
利
益
は
畢
貢
斯
様
t･bも
の
で
あ
る
三

石
ふ
｡
乍
然
､
事
業
S
収
益
な
る
も
の
は
農
業
が

農
産
物
を
'
工
業
が
工
業
品
を
'
商
人
が
之
等
の
運
織

に
よ
っ
て
欲
望
の
調
蓮
を
'
提
供
す
る
に
よ

っ

て
得

ら

れ
'
等
し
-
貨
野

ぞ
以
て
許
償
さ
れ
'
其
結
果
貨
幣
を
以
て
支
沸
は
る
1
こ
と
は
､
重
度
華
族
の
時
代
に
於
て
も

既
に
然
-
で
あ
る
O
而
し
て
貨
幣

の獲
得
或
は
事
業
の
収
益
性
は
彼
等
も
亦
認
め
て
居
る
庭
で
あ
る
か
ら
商
工
菜

が
彼
等
の
云
ふ
如
-
'
仮
令

不
生
産

的
で
あ
つ
て
も
'
其
収
益
の
存
す
る
こ
亡
は
拒
み
得
る
庭
で
は
な

い
.
此
現

賓
を
彼
等
が
確
論
を
以
て
歪
曲
し
ょ
う
ど

し
て
も
属

し
了
は
せ
る
も
の
で
は
な
い
｡
寧
ろ
率
直
に
農
琴

こ
共
に
商

工
業
に
生
産
性
を
認
め
､
投
下
せ
る
資
本
に
t
等
し
き
性
質
の
収
益
性
あ
る
を
是
認
す
べ
き
で
あ
･(,o
チ
エ
ル
ゴ

-
は
此
鮎
に
着
眼
L
t
農
業
も
個
工
業
も
同
じ
-
剰
潤

r,r.
r.t
を
発
生
し
'
『
農
業
上
の
企
実
家
も

必
然
的
に
工

業
上
の
企
業
家
と
同
じ
で
あ
る
虹
ビ
明
言
す
る
0
立
に
明

か
に
チ
ユ
ル
ゴ
ー
が
重
度
学
派
ビ
別
か
れ
,
ア
ダ
ム
,

ス
ミ
ス
の
出
現
を
侯
つ
消
息
.ゲ
見
る
こ
亡
が
出
来
る
.

資
本
が
あ
ら
ゆ
る
産
業
界
に
導
入
せ
ら
れ
る
二
･こ
～
Ll
る
～
.
資
本
を
有
す
る
人
と
有
せ
ざ
る
人
亡
の
対
立
が

40) Que5nEty.Analysedu〔aT71eLluLTconomique.Oeuvrc5.P.309H.
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生
す
る
｡
此
事
は
工
業
に
於

て殊
に
甚
だ
し
い
O
『
1
方
に
は
企
業
者
'
工
菜
家
二
雇
主
.
其
他
大
資
本
の
所
有

者
は
彼
等
の
資
本
を
使
用
し

て多
-
の
人
々
を
労
働
せ
し
め
て
利
潤
を
作
,A
.
他
方
に
は
彼
等
の
腕
よ
-
以
外
に

何
等
り
財
産
を
有
せ
す
'
日
々
の
算
働
に
従
事
L
t
利
潤
亡
は
無
関
係
に
賃
銀
の
み
を
受
け
る

人々

が
存

在

す

/T･
る
』
此
文
句
に
よ
っ
て
見
る
に
チ
エ
ル
ゴ,
-
は
夙
に
工
業
上
に
.k
'け
る
額
資

叫
封
立

だ
認
め
て
居
り

､
且
つ
前
に

も
述
.べ
た
る
如
-
､
後
者
S
賃
銀
は
競

軍
の
結
果
低
落
し
､
漸
-
生
活
維
持
り
鮎
に
文

へ
ら
れ
て
ゐ
る
ビ

賃
聴
労

働
者
S
悲
惨
な
る
状
態
.官
述
べ
て
ゐ
る
が
'
封
立
が
進
ん
で
関
守
に
入
る
二
･JJ
は
勿
論
考
ふ
る
庭
で
は
な

か

っ

た

且
つ
は
叉
'
賃
紙
が
競
節
に
･･b
つ
て
生
田
維
持
の
郡
に
止
手

や

L
.iJ
は
彼
に
-
れ
ば
自
然
S
道
理
で
あ
･Jl
'

必
然
の
経
過
で
あ
っ
た
､
徒
て
賃
銀
政
策
に
関
す
る
議
論
･31
如
き
は
蓬
に
見
る
･ゲ
得
な
い
S
七

あ
る
G
以
上
一ぞ
似

て
エ
フ
ェ
メ
リ
ー
ド
誌

i
七
六
九
年
十
二
日
鴇
載
り
分
の
考
察
一ぜ
了
は
る
｡

四

利
子
の
蟹
生
原
因
に
就
て
の
重
農
学
沢
'')
の
分
離

資
本
の
用
途
は
上
に
述
べ
た
る
如
-
五
種
あ
る
が
'
其
中
最
後
の
も
の
'
帥
ち
其
目
的
が
洞
農
に
あ
る
ビ
生
産

に
あ
る
亡
を
間
は
す
'
唯
､
利
子
を
獲
得
す
る
が
た
め
の
貸
金
は
其
範

囲
の
最
も
贋
汎
な
も
S
で
あ
る
.
然
る
に

此
種
の
貸
金
に
裁
て
は
背
か
ら
ス
コ
ラ
哲
畢
者
が

『
何
物
を
･h
望
ま
す
し
て
貸
し
輿
へ
よ
』
M
u
tum
d
ate
,

n
ih
il

i.ld
e
spe
rl
n
teS
の
標
語
を
振
舞
L
t
或
は
『
貨
幣
は
貨
幣
を
生
ま
す
』
三
石
っ
て
非
難
す
る
.
ナ
エ
ル
ゴ
I
は
自

由
放
任

の立
場
か
ら
此
非
難
に
答

へ
'
貸
手
も
借
手
も
共
に
自
由
契
約
に
よ
り
､
利
益
あ
り
ど
思
惟
す
る
か
ら
金

の
貸
借

を
行
ふ
の
で
あ

る
が
た
め
'
唯
第
三
者
の
利
害
に
開
せ
L
.
い
限
-
'
雨
普
串
者
が
其
契
約
で
満
足
を
得
る

詮

苑

チ
ユ
ル
ゴ
I
の
『
富

の
形
成
と
分
配
』

弊
三
十
番

三
五
九

節

二
毅

八
七

43) Turgot.p.569,与70.
44) Turgot･p･537･



託

苑

チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
番

三六〇

節
二
戟

八

八

な
ら
ば
'

之
を
禁
じ
.

或
は
干
渉
す
る
は
不
令
理
で
あ
る
'
利
子
の
高
は
資
本
の
存
在
量
及
び
危
険
性
の
多
少
に

.LS

よ
っ
て
定
ま
る
.
そ
れ
故
に
『
此
貸
借
は
完

全

に
爾
菅
事
者
に
}J
-
て
中
等
で
ゐ
-
'
徒
て
各
卒
で
あ
る
』
.
乍
然

利
子
の
密
生
す
る
原
因
は
普
通
に
解
せ
ら
る
～
如
-
､
貸
手
は
其
期
間
'
普
請
資
金
を
白
ら
利
用
し
て
収
益
を
馨

八､
る
を
得
ざ
る
が
た
め
其
封
慣
ビ
し
て
教
生
す
る
も
の
で
も
な
し

又
資
本
が
危
険
に
暴
露
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で

も
･;I･8-
'
又
借
手
が
其
資
本
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
が
た
め
で
も
な
し

東
に
は
又
資
本
国
債
が
利
轟
を
潜
生
す

る
快
挙

で
布
す
る
た
め
で
は
t･S
い
O
刺
子
の
磯
生
す
る
は
'
資
本
が
其
所
布
満
に
鷹
す
る
Lfと

Tハ

ム
簡
単
Li
串
質
に

基
-
.
所
有
者
は
其
資
本
の
庭
分
に
裁
て
は
自
由
で
あ
･L,
'
他
<
に
貸
輿
す
る
の
義
務
を
有
せ
t･.
い
o
借
手
は
之

か
請
求
す
る
棟
利
を
有
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
結
局
利
子
を
支
沸
ふ
こ
と
を
約
し
て
貸
借
が
成
立
す
^d)
の
で
'

利
子
の
費
生
は
査
-
資
本
の
所
有
三
方
ふ
1
つ
の
串
貫
に
基
-
.
贋
-
云

へ
ば
所
有
権
の
新
来
で
あ
る
O

従
で
所

有
権
を
是
認
す
る
者
は
普
然
に
'
合
法
的
に
利
子
の
存
在
を
是
試
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
三
石
ふ
.
此
チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
利

8

子
の
是
認
は
叉
重
度
畢
派

の刺
子
諭
に
封
す
る
反
抗
yJ
も
な
･J
o
蓋
し
重
度
畢
派
に
あ
つ
て
は
利
子
は
唯
純
牧
人

の
み
ょ
h
文
殊
は
る
ペ
-

'純
収
入
は
農
業
生
産
に
よ
っ
て
衛
生
す
る
も
の
な
る
が
故
に
'
利
子
の
存
す
る
は
農

業
に
放
資
さ
れ
た
る
資
本
に
の
み
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
.
商
工
業
の
資
本
及
び

!
股
の
貸
金
に
は
利
子
の
生
ず
ろ

理
由
な
-
徒
て
此
種
の
も
の
に
利
子
の
存
す
る
こ
亡
.曾
否
定
す
る

か
ら
で
あ
る
.
然
る
に
チ
エ
ル
ゴ
-
に
ご
つ
て

は
前
述
せ
る
如
-
'
利
子
は
資
本
の
所
有
三
石
ふ
事
賓
か
ら
合
法
的
に
馨
生
し
､

資
本
は
其
用
途
は
五
つ
に
分
た

れ
る
が
其
資
本
た
る
に
於

て
は
何
等

の差
違
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
商
工
業
に
も
亦
.
他
の

1
般
の
貸
企
に
も
利

子
の
費
生
す
る
は
不
令
理
で
は
な
い

ど見
る
O
重
度
撃
派
の
考
ふ
る
如
-
利
子
は
農
業
に
執
て
の
み
令
珊
的
だ
･fJ

4･5) Turgol･p･578･
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し
て
も
､
事
案
上
に
於
で
は
組
で
の
貸
金
は
何
等
か
の
報
酬
を
伴
は
す
し
て
は
行
ほ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
不

合
理
な
る
も
の
を
禁
す
る
と
せ
ば
'
農
業
以
外
の
投
資
に
は
国
家

の
権
力
を
以
て
干
渉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
此
事
は

重
度
早
派
の
根
本
信
健
の

r
L
'
ろ
『
自
由
に
行
か
し
め
よ
'
自
由
に
為
さ
し
め
よ
』
の
自
由
放
任
の
原
理
ビ
矛
盾
せ

ざ
る
を
得

な
い
.

チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
云
ふ
如
し

利
子
の
費
生
原
因
か
資
本
の
所
有
三
石
ふ
山
蔀
に
あ
Jl
だ
す
れ
ば
'
利
子
は
罪
に

農
業
上
の
投
資
に
の
み
生
す
る
も
の
で
は
な
-
､
商
工
業
上
の
投
資
其
他

7
般
山
貸
金
に
も
教
生
や
ね
ば
な

ら

Q
.
弛
張
.Jt
'で
も
iS
チ
ユ
ル
ゴ
ー
Jは
憂
監
撃
仮
よ
り

山
歩
を
計
つ
か
で
あ
る
｡

日.p

-･一JiF]1
...~
.T′′
.

て一ノ

五

資
本
の
形
成
に
関
す
る
デ
ュ
ポ
ン
の
訂
正
の
不
合
理

利
子
瀞
生
の
原
因
が
以
上
述
べ
た
る
如
-
資
本
の
所
有
に
ゐ
-
ど
す
る
な
ら
ば
'
そ
し
て
大
健
の
基
調
ビ
し
て

自
由
放
任
壬
義
を
探
る
な
ら
ば
'
利
子
の
率
は
徒
て
商
品
の
貢
男
に
於
け
る
が
如
-
需
要
供
給
の
関
係
に
よ
っ
て

定
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
.
光
も
借
手
の
償
超
能
力
に
疑
快
の
存
す
る
時
に
は
利
率
は
高
か
ら
ざ
る
を
得
ね
が
此
蔀
を

除
け
ば
利
率
は
資
本
の
需
要
多
き
時
に
は
高
-
供
給
多
き
時
に
は
低
か
ら
ざ
る
を
得
L･.い
O

而
し
て
資
本
の
供
給

多
き
は
国
民
に
勤
倹
の
風
あ
る
に
よ
り
､
之
に
反
し
て
供
給
少
き
は
蓉
惨
な
る
が
た
め
"P
.
欧
洲
諸
国
に
於

て利

率
の
漸
次
低
下
の
傾
向
あ
る
は
勤
倹
に
よ
る
資
本
の
蓄
積
漸
次
加
は
る
が
た
め
で
あ
る
｡
徒

て
1
部
の
論
者

の如

-
利
率
を
法
梓
を
以
て
定
む
ペ
L
yJ
l芸
ふ
は
需
要
供
給
の
関
係
を
無
税
し
た
も
の
で
あ
り
､

箕
行
不
可
能
の
議
論

で
あ
る
ブ二
六
ふ
｡
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認

苑

チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
『笛
の
形
成
と
分
配
』

撃

二
十
番

三

六

二

第

二
親

九

〇

さ
て
以
上
の
如
-
資
本
が
利
子
を
教
生
す
る
と
す
れ
ば
'
滋
に
貨
幣
は
二
つ
の
評
膚
を
受
け
る
こ
亡

に
LJ
る
O

資
本
は
貨
幣
の
み
に
限
ら
な
い
が
､
貨
幣
は
之
が
表
象
で
あ
る
か
ら
'
今
貨
幣
を
以
て
姑
ら
-
資
本
を
代
表
せ
し

め
る
ミ

貨
幣
は
商
品
或
は
労
働
ご
交
換
さ
れ
る
TJ
l云
ふ
意
味
で
許
慣
せ
ら
る
､
場
合
ビ
'利
子
を
寮
生
す
る
笠
石

/-l

ふ
見
地
か
ら
､
利
子
を
利
率
を
以
て
還
元
す
る
こ
亡
に
よ
っ

て評
償
さ
れ
る
O
此
二
つ
の
評
慣
方
法
は
各
々
澗
宜

し
で
'
具
れ
る
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
｡

1
完
の
貨
幣

が商
品
の
量
を
佳
か
し
か
支
配
せ
な
い
敢
骨
に
於
て

ち
.
刺
子
S
高
い
-
と
が
あ
る
0
今
若
し
1
国

の
通
貨
量
が
二
倍
L
.
貨
幣
の
封
商
措
横
倍
が
半
減
-
化
･7J
L
で

も
'
此
曙
加
し
た
通
貨
量
が
絶
て
市

場
に
出
て
商
品
の
購
買
に
曹
て
ら
る
＼
限
･C1'
貸
金
の
利
率
の
低
下
す
絹
,)

と
は
な
い
｡
蓋
し
資
本
の
利
率
S
lロ同
位
は
蓄
積
さ
る
､
資
本
の
量
に
関
係
し
､
市
城
に
洗
通
さ
れ
る
分
量
u
関
係

が
な
い
か
ら
で
あ
る
O
つ
ま
-
些

7
つ
の
評
償
方
法
は
垂
-
異
S
る
原
理
に
基
-
の
で
あ
る
か
ら

l
方
の
廼
化
は

同
時
に
他
方
の
塵
化
を
普
然
に
欝
す
も
の
で
は
汁
.
い
の
で
あ
る

0

此

一
節
に
於
て
エ
フ
ェ
メ
リ
ー
ド
誌
の
編
輯
者

デ
ュ
ポ
ン
は
反
射
山
草
を
番
げ
て
ゐ
る
'
乍
然
前
に
遁
ペ
化
る
如
-
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
デ
-
ボ
ン
に
本
文
車
訂
正
す

る
事
を
拒
否
し
た

の
で
あ
る
か
ら
'
デ
ュ
ポ
ン
は
自
己
の
意
見
.SJ.脚
証
ビ
し

て
述
べ
て
ゐ
る
O
そ
れ
に
よ
る
ビ
デ

ュ
ポ
ン
は
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
資
本

の
形
成
を
以
て
所
得
の
書
簡
に
基
-
u
l玄
ふ
の
に
反
射
で
あ
っ
て
'
蓄
積
は
軍
な

る
洞
極
的
意
味
L
か
無
い
の
で

'
専
賞
'
資
本
は
寧
ろ
所
得
り
支
出
方
法
如
何
に
関
す
る
'
即
ち
所
得
を
有
数
に

生
産
的
に
支
出
す
る
に
よ
っ
て
資
本
は
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
三
石
ふ
｡『
資
本
の
形
成

S要
素

･山中
か
ら
蓄
闇
と

17

云
ふ
簡
畢
な
考
は
除
外
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

O
』

人
類
の
原
始
状
態
に
於
で
人
々
が

自
然
の

生
産
物
に
依
渡
し

てゐ
托

時
'
之
等
の
生
産
物
を
蓄
積
す
る
こ
と
は
竜
も
彼
等

の生
活
を
改
良
す
る
こ
YJ
で
も
な
け
れ
ば
又
資
本
を

形
成
す

52) Turgotp･581･
53) TLlrgOt.p.58ト586.
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る

こ
亡
で
も
な
か
っ
た
.
彼
等
は
食
事
を
欲
す
る
時
に
随
時
に
自
然
物
に
よ
っ
て
食
欲
を
満
足
せ
し
め
て
ゐ
た
り

で
蓄
積
の
如
き
は
考

へ
な
か
っ
た
､
人
智
精
々
進
ん
で
労
働
を
す
る
こ
ビ
J
t･6-
､
叉
器
具
を
使
用
す
る
二
だ
､

;I･t
る
W
.
之
等
に
要
す
る
も
の
は
絶
て
支
出
の
形
式
に
よ
-
'
之
を
巧
妙
に
支
出
す
る
も
山
は
有
効
な
結
果
,{q･J奉

げ
る
の
で
あ
っ
て
､
其
問
に
書
簡
な
る
も
の
は
作
用
せ
L
b
い
｡
社
食
が
充
分
進
歩
す
る
と
蓄
積
は
却
て
危
険
を
欝

す
供
が
あ
る
O
地
主
は
労
働
者
か
ら
取
立
て
た
穀
物
を
蓄
積
す
る
E
t
穀
物
山
原
格
は
低
下
し
'
多
-
の
生
産
階

級
は
困
桃
に
陥
る
O
資
本
の
形
舷
は
決
し
て
田
植
的
な
蓄
頂
に
よ
る
の
で
は
な
-
'
寧
ろ
萌
極
的
な
支
出
､
即
ち

q
l届
け
∃
T
"

与
る
の
で
･,め
-
之
-̂t-巧
妙
に
使
用
す
る
こ
.,)
に
よ
る
.
.デ
ュ
ポ
ン
.ふ
折
琴

毎

＼
.
チ
ュ
ル
ゴ
ー

一
].JT]lEZ)
1′)l｣
.l

の
苦
情
の
観
念
を
以
下
此
意
味
に
解
滞
寸

1J.
ILご
注
意
し
て
み
る
｡
光
も
ヲ
コ
ル
''h
l
も
布
教
L
b憤
梅
的
支
肘
､

生
産
的
支
出
の
必
要
は
認
め
て
ゐ
る
の
tiJ
..j
あ
る
が
､
彼

の
蓄
態
の
観
念
は
デ
ュ
ポ
ン
り加
-
解
梓
す
る
こ
さ
は

不
可
で
あ
っ
て
､
矢
張
普
通
望
風
味

の書
簡
､
所
得
の
併

刺
の
貯
蓄

gp
a
rg
.le
PlJ
す
べ
･htJで
あ
る
0
例

へ
は
チ
ュ

ル
ゴ
ー
の
此

論文
の結
論
ど

も
見
る

べき
部
分
'
即
ち
最
後
の

一
つ
手
前
レJ
節
は
彼
が
重
度
嬰
嬢
と

分
社

L
乍

ら

'
再
び
最
後
に

逆
樽
し
て
重
度
単
流
の
根
本
主
張
を
取
容
れ
た
庭
で
あ
る
が
'
其
節

山
標
題
は
『
土
地
は
動
産

或
は
資
本
の
総
額
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
-
'
之
等
の
も
の
は
年
々
に
蓄
積
さ
れ
る
土
地
生
産
物
の

1
部
り
み
ょ

I.

ち
形
成
さ
る
幣

と
あ
っ
て
､
書
簡
が
資
本
構
成
の
不
可
歓
の
要
素
で
あ
-
･
彼
の
資
本
畢
詮
に
於
け
る
重
要
な

る
役
目
.ゲ
有
す
る
も
S
で
あ
る
0
之
を
デ
ュ
ポ
ン
が
以
下
に
於
て
は
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
菩
琴

管
.
生
産
的
支
出
の
義

に
解
す
ペ
L
至
芸
ふ
の
は
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
畢
詮
の
傍
系
を
枝
盛
す
る
も
り
1三
石
は
ね
は
な
ら
ぬ
｡
生
産
的
支
出
は

既
に
存
在
せ
る
資
本
を
使
用
-
之
を
曙
殖
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
'
資
本
そ
の
も
の
～
成
立
を
解
-
も
の
で
は
L･t

設

苑

チ
ュ

ル
ゴ
ー
の
『
雷

の
形
成
と
分
配
』

第

三
十
巻

三
六
三

第

二
耽

九

一

5う) Turgot.p･60〇･



設

苑

チ
エ
ル
ゴ
I
の
『
富

の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
馨

三

六

四

第

二
親

九
こ

い
.
未
だ
資
本
に
ら
ざ
る
産
山
年
々
の
所
得
の
徐
剰
り
蓄
積
が
資
本
そ
の
も
の
を
形

成
す
三
方
ふ
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の

記
は
侶
命

.
寮
生
的
解
梓

geI,etisch
e
E
rk
ta
･"･g
で
あ
る
ビ
立
場

の
異
る
人
々
か
ら
非
難
さ
れ
る
に
し
て
も
'

又
資
本
望
息
義
に
関
す
る

電
設
で
あ
る
1J
l云
は
る

＼に
し
て
も
､
チ

ュ
ル
ゴ
ー
の
仝
髄
系
に
ご
つ
で
は
重
要
な
要

鮎
で
あ
る
以
上
'
デ
ュ
ポ
ン
の
如
-
解
揮
す
る
こ
と
は
チ
ュ
ル

ゴ
ー
を
仝

-
骨
按
き
に
す
る
こ
と
で
あ
る
.
私
は

デ
ふ
.i:-
ン
の
訂
畢
留
金
-
衆
意
暁
L18-
･yJ
見
る
O

六

結
論
に
於
け
る
重
農
撃
沈

へ
の
復
揖

さ
て
チ
エ
ル
ゴ
I
は
前
に
資
本
の
用
途
と
し
て
'

1
.
土
地
の
隣
人
.
二
.
農
業
投
資
.
三
､
工
業
投
資
.

四
､
商
業
投
資
'
五
､

T
股
の
貸
金
の
五
つ
を
奉
げ
た
の
で
あ
る
が
､
今
此
五
つ
を
比
較
し
且
つ
其
相
克
関
係
を

考

へ
ろ
｡
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
第

1
の
土
地
の
隣
人
は
'
最
安
全
に
且
っ
自
ら
静
す
ら
,,
-;J
な
-
て
所
得
を
韓
げ
得
る

の
で
あ
る
か
ら
'
所
得
S
資
本
LJ.封
す
る
率
は
他
S
投
資
に
比
し
て
低
か
ら
ざ
る
を
待
L･t
い
.
庭
が
第
五
の
一
般

の
貸
金
な
る
も
の
は
之
も
自
ら
穿
せ
ざ
る
鮎
に
於
て
第

7
の
も
の
ビ
所
得
の
性
質
を
等
し
-
す
る
け
れ
ど
も
.
借

手
の
如
何
に
よ
っ
て
資
本
そ
の
も
の
を
失
ふ
の
供

が
あ
る
か
ら
所
得
の
率
'
即
ち
貸
金

り利
率
は
前
者
よ
-
高
か

ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
第
二
､
三
.
四
の
農
工
商
業

へ
の
投
資
は
'
投
資
者
の
注
意
ビ
努
力
'
才
能
.
危
険
'
猶
其

上
に
之
等
の
投
資
物
件
の
磨
損
破
壊
に
封
す
る
修
繕
'
補
充
等
の
多
-
の
支
出
を
要
す
る
が
故
に
所
得
の
率
は
節

i
.
第
五
の
も
の
よ
り
は
遥
か
に
上
に
廻
は
ら
な
け
れ
ば
t･bら
ね
.
某
槙
,J
資
本
の
用
途
に
よ
っ
て
'
所
得
の
率

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
叉

一
方
か
ら
見
る
yJ
之
等
の
其
れ
る
所
得
相
互
の
間
に
は
互
の
影
響
が
存
L
t
資



本
の

1
用
途
に
所
得

の率
が
非
常
に
高
け
れ
ば
資
本
は
そ
の
用
途
に
集
中
す
る
こ
と
～
な
り
'
所
得
の
率
低
き
庭

を
立
去
る
こ
tfJ
～
な

る｡
期
-
て
集
中
す
る
庭
に
は
資
本
の
供
給
多
き
た
め
利
率
低
下
し
'
他
方
資
本
の
立
去
り

Gl′

た
る
庭
に
は
供
給
少
き
た
め
利
率
上
昇
し
結
局
水
平
面
を
保
っ
こ
ピ
＼
な
る

O

資
本
が
利
率
の
高
き
を
迫
ひ
て
流

動
し
'
需
要
供
給
り
均
衡
か
ら
卒
均
率
に
締
着
す
る
の
理
由
は
後
に
英
国
古
典
畢
派
の
根
本
主
潮

C,1J一
己
L･t
つ
た

も
の
で
あ
る
が
.
チ
ュ
ル

ゴ
-
が
此
思
想
を
表
現
し
た
の
は
､
重
度
学
派
が
農
業
生
産
の
み
純
収
入
を
生
む
が
た

め
の
資
本
の
投
下
は
農
業

に
射
し
て
の
み
わ
は
る
..(
し
･,J
読
い
た
の
に
裁
て
'
商
工
業
及
び

T
股
の
貸
金
の
如
き

払
亦
'
所
得
即
ち
蚤
腔
嘩
派
の
所
謂
純
収
入
に
柑
督
す
る
も
の
み
敏
捷
す
る
,Jだ
空
ii荻
･J
以
て
此
振
S
根
底
を

嫁
さ
ん
ビ
し
た
も
の
で
あ
る
.
若
し
農
業
に
の
み
資
本
が
集
中
す
る
晴
は
'
農
業
に
於
け
る
純
収
入
の
資
本
に
封

す
る
歩
合
低
下
せ
ざ
る
･ゲ
毎

な
い
の
で
あ
っ
て
､
決
し
て
重
度
翠
帳
の
稀
ふ
る
如
し

農
業
に
資
本
が
集
中
す
る

程
､
純
収
入
の
割
合
が
増
加
す
る
も
の
で
な

し
反
射
に
低
下
す
る
も
の
で
あ
る
.
此
派
の
人
々
は
商
工
業
に
裁

て
は
漸
-
生
産
盛
を
慣
ふ
に
止
ま
-
何
等
の
僚
刺
を
生
む
も
の
で
は
な
し

暇
令

存
在
し
て
も
'
そ
は
儲
け
る
の

で
あ
っ
て
生
産
す
る
の
で
は
な
い
三
去
っ
た
が
､
解
け
る

叩
ag
ner
事
が
生
産
す

る
こ
ど
～
全
-
別
程
の
事
に
属

す
と
し
て
も
'
其
庭
に
貨
幣
所
得
山
存
す
る
以
上
'
商
工
業
に
も
亦

資
本
は
投
下
さ
る
べ
き
理
で
あ
っ
T
t
資

本
は
農
業
上
の
純
牧
人
の
み
を
唯

1
の
日
的
ビ
し
て
投
資
さ
れ
る
.yJ
は
云
ひ
得
な
い
も
の
で
あ
る
｡

さ
て
チ
ユ
ル
ゴ
ー
は
此
『富
の
形
成
亡
分
配
』
の
最
後
の
十
節
に
於
て
以
上
述
べ
凍
っ
た
虞
を
線
描
L
t
再
び
之

を
吟
昧
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
誠
に
不
思
議
に
も
.
今
迄
多
-
の
鮎
に
於
て
反
抗
し
凍
っ
た
直
り
'
そ
し
て
彼
自
ら

も
此
派
に
威
す
亡
兄
ら
る
＼
事
を
嫌
っ
た
庭
の
'
重
度
畢
派
の
所
説
に
掃
-
つ
～
あ
る
の
を
観
る
.
例
へ
ば
第
九

認

苑

チ

ュ
ル

.コ
ー
の
『
富

の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
番

111六
五

撃

壷

九

三
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改

苑

チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
『
富

の
形
成
と
分
配

j]

撃

二
十
谷

三
六
六

撃

1班

九
四

十
節
は
閲
比

FS
富
の
絶
和
は

一
土
地

の
純
収
入
を
其
常
時
の
利
率
を
以
て
還
元

し

た

上
帖
財
産

山
絶
額
二

l国
民

n川lU

の
有
す
る
動
産
の
祖
和
t
か
ら
成
る

･IJIM
ひ
'
動
産
亡
貨
幣
･

,
J

,γ
混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
を
説
い
て
'
貨
幣
は
其
素

質
と
し
て
の
金
銀
と
し
て

)'arg
cut
eL"

Lltt"･C
動
産
の
極
-

僅
少
t
二

部
分
を
構
成
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
.y,

刀

云
ふ
耶

そ
し
て
質
本
字

言

の
を
嬰

品
S
中
1品

へ
る
二
で
は
之
空

重

l]計
算
し
誓

言

に
な
る
'
班
に
投

下

さ
れ
た
資
本
は
動
産
不
動
産
S
何
等
か
の
形
態
を
探
る
が
故
に
､
資
本
額
を
国
富

り
中
に
加

へ
れ
ば

二
重

tyj
な

阿
る
rJ
此
粁
諭
に
よ
=

上
誉
'-
れ
た
る
虞
は
｡
茸
腰
畢
派
が
F
か
つ
て
東
商
主
義
い
貨
野
ぞ
以
て
富
乍
り
tj
t,q
る
軌

念
を
排
し
た
主
旨
に
和
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
｡
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
土
地
及
び
其
他
山
具
鴨
的

な
る
財
産
の
総
和
を
以

て
国
富
だ
考

へ
'
貨
幣
は
動
産

山
僅
少
な
る

"
部
.,J
し
て
の
み
考
慮

山
中
に
加

へ
ら

;

貨
幣
量
･i･J以
TJ闘
富
を

代
表
せ
し
め
L1
か
つ
た
.
此
鮎
に
於
て
彼
は
笥
農
学
派

へ
再
び
復
路
し
た
も
の
三
石
ひ
得
ら
れ
ろ
｡

チ
H･
ル
ゴ
ー
に
lふれ
は
資
本
重
な
る
も
り
は
其
賓
頃
に
於
て
'
重
度
畢
派
S
.･州-.%
.階
級
に
和
瞥
す
る
･f)S
で
あ

っ
て
'
そ
れ
以
外
の
濁
立
し
た
特
殊
の
地
位
を
布
す
る
も
S,で
は
な
い
o
何

ごな
れ
ば
資
藩
主

山所
得
は
'
地
主

階

級
の
所
得
だ
同
じ
-
自
由
に
虞
分
･-
清
盛
L
得
る
も
の
で
あ
っ
て
､
資
本
圭
は
地
主
yJ同
じ

-
C一asse
disp
o･

Jlih
te
に
留
る
O
尤

も
地
主
は
土
地
を
所
有
す
る
意
味
で
絶
て
資
本
主
で
あ
る
'J
l石
へ
る
が
､
総
て
の

資
本
壬
は

必
ず
し
も
地
主
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
O
或
は
自
ら
農
工
商
の
企
業
に
徒
事
す
る
こ
と
が
あ
る
'
此
場
合
に
於
て

は
其
所
得
に
関
し
て
は
､
努
偽
者
階
級
ざ
等
-
-
'
自
由
盛
分
の
状
態
に
置
か
れ
な
い
｡
此
企
実
名
YJ
な
つ
LJ
時

に
自
由
庭
分
階
級
か
ら
脱
す
る
三
石
ふ
鮎
に
於
て
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
考
は
仝
-
重
度
畢

派
S
そ
れ
に
屈
す
る
.
蓋
し

F
経
済
表
』
に
於
け
ち
二
面

放
中
､
自
由
庭
介
階
級
は
地
主
階
級
の
み
で
あ
っ
て
他
の
二
階
紋
は
其
所
得
に
裁
て
何

r)丁) Turgot.p･593,5941
58) Turgorp.594-;961

･59) Turgot･pl596.597.



等
の
庭
分
権
を
も
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
O
而
し
て
資
本
圭
は
自
ら
地
王
と
な
る
か
'
企
業
琴

IJ
L･.

る
か
の
以
外
に
滑
.
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
よ
れ
ば

1
股
に
貸
金
を
な
し
利
子
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
が
'
此
際
は
又
資

本
主
は
自
由
庭
分
階
級
で
あ
っ
て
地
主
に
於
け
る
ビ
等
し
い
0
斯
様
に
し
て
資
本
主
は
自
ら
企
莱
家
た
る
以
外
､

即
ち
ITI
J
地
を
有
す
る
か
'
他
人
に
貨
幣
k
J貸
附
け
る
場
脊
'
而
し
て
そ
れ
は
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
ど
つ
て
は
資
本
ま
の

資
本
主
た
る
本
質
で
あ
る
が
､
此
際
は
自
由
庭
升
階
奴
だ
し
て
聖

iJ階
観
に
屈
す
る
O
苑
に
於
で
か
チ
ュ
ル
ゴ
ー

が
資
本
の
農
業
以
外
に
於
け
る
偉
大
な
る
括
動
を
認
め
之
が
収
益
性
を
是
認
し
た
鮎
か
ら
零
度
単
流
と
全
-
枚
を

分
ち
Lr
.粧
酵
韓
史
上
に
於
1･tJ
t
新
し
き
分
野
S
開
拓
弟
た
る
LIHJ
位
を
親
へ
ら
乙>
./
-
賢

＼
ら
･Cニ
ーも
り
ド
t
b
E
も

l一T
ノ

.月

.1..

･L
7

一.1L

や
逆
稗
し
て
重
農
聾
派
れ
陣
営
に
繰
っ
た
の
で
あ
る
｡

チ
エ
ル
ゴ
I
に
ご
つ
で
は
資
本
壬
階
級
は
地
主
階
級
ビ
等
し
-
自
由
庭
分
階
級
で
あ
る
が
､
唯
其
所
得
に
於

て

租
税
に
鵜
苫

す
る
部
分
に
裁
て
は
自
由
庭
分
接
が
な
い

｡

之
は
丁
度
.
霧
農
学
派
に
於
で
硯
枕
の
支
排
者
は
純
収

入
を
獲
得
す
る
地
圭
階
班
で
ゐ
-
'
租
枕
は
唯
純
収
入
に
の
み
試
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
国
富
増
加
を
寄
せ

な
い
三
石
っ
た
鮎
に
雷
る
の
で
あ
っ
て
'
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
於
で
は
租
税
負
控
者
は
精
其
範
囲
を
拡
め
て
地
主
の
み

な
ら
や
資
本
主
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
､
此
雨
着
の
所
得
は
自
由
庭
分
の
鮎
に
於
て
性
質
を
等
し
-
し
､
経
済
鉄

骨
に
於
け
る
地
位
を
等
し
-
せ
る
も

ので
あ
る
｡

チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
重
度

学
派

へ
の
復

蹄
は

『
富
の
形
成
ビ
分
配
』
の
最
彼
に
近
づ
-
に
従
っ
て
其
色
彩
を
濃
-
す

る
｡
例

へ
は

『土
地
が
働
産
或
は
資
本
の
総
軍

で
供
給
す
る
.』

三
石
ひ
'
『
土
地
の
純
収
入
の
み
が
所
得
ビ
な
る

は
動
か
..m
る
異
理
な
り
』
三
吉
ひ
､
或
は

『資
本
が

7
部
分
は
努
倒
宕
階
紋
の
所
得
か
ら
の
貯
蓄
に
よ
っ
で
形
成

設

苑

チ

ュ
ル
ゴ
I
の
『
官
=
の
形
成
と
分
配
』

節
)]1十
巻

三
六
七

第

二
蚊

九

五

60) Turgot.p 59/-,59S.
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盆

苑

チ

エ

ル
.コ
-
岩

窟

の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
笹

三

六
八

勝
二
班

九
六

F'･

せ
ら
れ
る
.

然
し
此
所
得
は
土
地
か
ら
常
に
馨
生
†

O
も
の
で
あ
る
Q』
'J
l云
ひ
'
或
は
『
園

内
に
於
て
異
に
自
由

に
庭
分
し
得
る
は
土
地
の
純
収
入
だ
け
で
あ
る
』
『貸
金
の
刺
子
は
土
地
の
所
得
か
'
商
工
農
の
企
業
の
所
得
か
ら

得
ら
れ
ろ
け
れ
ど
も
.
之
等
の
所
得
は
土
州
生
産
物
=
t
l
部
分
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
塙
地
主
以
外
の
庇
骨
階

級
の
膏
取
る
所
得
'
利
潤
は
或
は
賃
銀
･,J
な
-
'
企

業
利
潤
三
:6-
或
は
刺
子
亡
な
る
が
t
を
は
地
主
の
所
得
か

汁

I

･

､

.J
T̀･‥
､
LI"
二
芝
芦
)
巨
一‡
A･I.d
r･-
r
･rl
)
〕
L'･･つ
･｡
｡
訂
～
二
14
-6｡

頚
膿

嘩

減

ら
支
研
.mo
j1
る
も
坑
で
去
り

朗
詔
吻
LJ
発

て礎
等
♂
世
賃
い
男
･-
.三
-
I-
0
｢
,TS
･-

3
,-
ニl
一

圭
の
張
は
之
等
の
個
所
に
於
で
随
所
に
発
見

し得
る
も
の
で
あ
る
.

七

結

言

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
る
↓
如
-
~
チ

エ

ル

ゴ
I
の
『富
の
形
成
TJ
舟
配
』
は
其
最
初
の
部
分
ビ
最
後
の
結

論
亡
に
於
て
重
度
畢
派
の
跡
を
襲
ふ
.,J
共
に
其
中
央

部
分
に
&
'て
此
準

,J
金
-
垂
れ
る
立
場
に
あ
っ
て
相
容
れ

ざ
る
主
張
宣

不
せ
る
も
の
で
あ
る
.
而
し
て
農
業
以
外
に
於
け
る
資
本
の

一
般
的
牧
食
性
を
認
め
利
子
の
衛
生
原

因
を
究
め
'
諸
企
業
の
特
殊
性
ビ
英
日
由
出湯

丁を
認
め
ろ
過
-
に
於
て
'
チ

ュ

ル
ゴ
ー
は
婿
に
出
現
せ
ん
だ
す
る

ア
ダ
ム
t

で
,,
ス
三

脈
の
連
関
を
有
す
る
が

チ
ル
ル
ゴ
ー
は
重
度
畢
派
の
単
記
を
茸
際
政
治
に
鷹
用
し
た
人
ビ

65

普
通
に
云
は
れ
る
庭
で
あ

る
が
'
彼
が
畢
説
の
最
も
膚
去

れ
る
も
の
三
石
は
ろ
～

『
富
の
形
成
･､.
舟

配
』
に
於
て

は
'
以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
知
ら
る
1
如
し

滑
に
そ
は
重
度
革
涯
の
最
後
を
斎
せ
る
も
の
で
あ
-
'
次
の
時
代

へ
の
歩
を
既
に
準
備
せ
る
･ぜ
見
る
O

338,339
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爪r【H一
一
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
あ
つ
て
は
財
産
は
障
史
上
の
串
賞
と
し
て
存
在
し
'
人
数
の
創
造
せ
る
庭
で
あ
る
が
'
重
度

′l

畢
派
に
あ
つ
て
は
'
そ
は
自
然
の
秩
序

O
rdre
llaturet
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
紳
S
琴

不
で
ゐ
-
'
人
顛
軌
骨

に
天
よ
り
輿
へ
L
f

れ
化
常
然

山
制
度

であ
る
O
チ

ュ
ル
ゴ

ー
に
あ
っ
iJ
は
人
山
労
働
'
人
為

い
秩
序
に
重
き
を
置

き
-･
自
然

り
秩
序
･
田
然

い
樺
利
は
側
に
乗
LJ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
uO

二
チ
エ
ル

ゴ
-
は
商
工
業
に
於
て
も
農
業
-亡
等
し
-
収
益
性
を
認
め
､
重
度
畢
派
に
於
け
る
如
-
､

1
方
は
儲

け
る
の
で
､

他
方
は
生
産
す
る
の
で
あ
る
と
の
隈
別
を
撤
厳
し
p
等
し
-
収
益
を
生
す
る
生
産
業
た
る
こ
と
を
詐

I
I
L

.が
∵..

1二
徒
て
資
本
は
釆
農
撃
沈
に
於
け
る
如
-
､
農
業
に
の
み
使
用
せ
ら
れ
'
収
益
を
生
す

る
の
み
で
は
な
い
'
を

は
商
工
業
及
び

1
般

S
貸
金
に
於
て
等
し
-
利
子
を
生
む
｡

口hH】
四
資
本
の
用
途
及

び
利
子
の
教
生
に
裁
て
､
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
粛
農
畢
浜
手
C,も
造
か
に
自
由
な
る
立

場

に
あ

る
0
此
派
が
農
菜
の
み
純
収
入
を
生
む
が
故
に
資
本
は
農
業
に
S
み
用
ふ
ペ
L
だ
制
限
し
.
刺
子
は
農
業
資
本
の

み
に
輿
へ
ら
る
､
ど
な
す
鮎
を
越
え
て
'
あ
ら
ゆ
る
鮎
に
資
本
及
び
利
子

Sl存
在
を
認
め
る
〇

五
重
農
畢
瀬
は
大
磯
に
於
て
自
由
放
任
主
義

り
立
場
に
あ
っ
て
自
由
貿
易
主
義
を
探
る
も
'
滑
其
常
時
存
在
し

た
封
建
制
座
り
影
響
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
'
ケ
ネ

ー
の
自
由
貿
易
政
策

の如
き
は
輸
出
の
白
由
を
偏
重
し
､
殊

に
そ
は
穀
物
S
輸
出
日
由
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
一
般
に
輪
T<
の
自
由
は
其
蔭
Li‥
隠
れ
て
居
た
の
で
あ
る
O.

チ
ュ
ル

ゴ
ー
に
於

では
自
由
放
任
‡
義
は
更
に
英
軍

で
温
-
し
て

?
ア

ダ

ム

'
ス
ミ
ス
に
接
近
せ
る
を
見
る
.
此

諜

苑

チ

ユル
.コ
I
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

撃

二
十
番

三
八
九

夢

二
戟

九
七
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記

苑

チ
エ
ル
'TT
I
の
『
富
の
形
成
と
分
配
』

第
三
十
番

三
九

〇

第

二
班

九
八

9

鮎
は
彼
が
ケ
ネ
ー
だ
並
ん
で
自
分

S
師
k
)仰
ぐ
グ
ー
ル
ネ
I
の
影
響
ビ
思
は
れ
る
.

1
七
五
九
年
六
月
二
十
七
日

和

グ
ー
ル
ネ
-
死
す
る
や
､
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
メ
ル
キ

ュ
ー
ル
'
ド
､
フ
ラ
ン
歪
.山
上
に
筋
節
や
掲
げ
た
が
'
其
中
に

於

て
グ
ー
ル
ネ
I
の
自
由
貿

易
諭
を
讃
仰
し
､
商
業

の
自
由
は

責
手
を
L
で
'
生
産
を
薬

倒
せ
し
ひ
る
に
足
る

代
償
を
得
せ
し
め
'
買
手
に
は
最
良
の
曹

叩
富

加
廉
の
代
償
に
L̂J
獲
得
せ
L
ひ
る
こ
と
､
な
る
を
以
て
､
自
由
貿

易
こ
そ
は
国
家
の
採
用
す
べ
き
最
良
の
政
策
で
あ
る
W
考

へ
R
c.
此
グ
ー

ル
ネ
-
の
商
業
重
戒
S
思
想
ビ
F
ケ
ネ

ー
の
頚
農
凹心
怨
だ
が
'
和
混
じ
て
チ
ュ
ル
'.R
I
の
頭
脳
を
支
配
し
.
彼

S
『
富
の
形
成
ビ
分
配
津
i
も
此
二
思
想
の

交
流
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
O
兎
ま
れ
零
度
畢
派
よ
-
ア
ダ
ム
'

ス
ミ
ス
へ
の
過
渡
期
の
最
大
著
作

た
る
チ
ュ
ル
ゴ
ー
の
『
富

の形
成
YJ
分
配
=Bは
経
済
畢
史
上
S
注
目
す
べ
き
著
述
と
し
て
看
過
す
る
を
許
さ
れ
ざ
る

も
の
で
あ
る
0
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