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J 

一
七
六
二
年
の
三
月
、 H 

フ
ォ
ン

:::L 

ス
一
ア
ィ
ル
）

G 
Jえ

ル
リ
ン
の
啓
蒙
主
義
者
た
ち

赤

沢

ヌじ

務

プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
宛
て
た
一
通
の
告
発
状
（
十
日
付
）
が
ベ
ル
リ
ン
の
枢
密
院
に
届
い
た
。

告
発
者
は
著
名
な
政
経
学
者
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
ロ
l
フ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ス
テ
ィ
、

レ
ッ
シ
ン
グ
ら
ベ

そ
し
て
告
発
の
相
手
は
『
最
新
の
文
学
に

関
す
る
書
簡
』
の
発
行
人
及
び
執
筆
者
、
す
な
わ
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
コ
ラ
イ
、

モ
l
ゼ
ス
・
メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ
l
ン

ル
リ
ン
の
啓
蒙
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
レ
ッ
シ
ン
グ
の
発
案
に
な
る
こ
の
画
期
的
な
文
芸
書
評
誌
の
、

テ
ィ
は
つ
ま
り
そ
の
発
禁
処
分
を
求
め
王
に
直
訴
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

彼
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
ー
i
『
文
学
書
簡
』
の
執
筆
者
は
書
籍
商
の
ニ
コ
ラ
イ
と
、

モ
l
ゼ
ス
と
か
い
う
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人

学
者
た
ち

（
ヴ
ォ
ル
テ
l
ル

モ
i
ザ
！

ク
ラ

l
マ
l

ら
し
い
が
、
彼
ら
は
利
欲
に
か
ら
れ
た
邪
な
考
え
か
ら
、
国
内
外
の
第
一
級
の
高
名
な
文
人
、

ル
ソ
l
、
ゴ
ッ
ト
シ
エ
！
ト
等
）
を
学
問
世
界
に
あ
っ
て
は
前
代
未
聞
の
不
遜
、
無
恥
、
無
責
任
さ
で
も
っ
て

攻
撃
、
瑚
笑
し
て
い
る
。

フ
ォ
ン

い
や
、

Q
H
h
ミ
g
h
t
S
3
2
吾
、
注
目
。
旬
尋
常
母

h
g匂
旬
。
忠
之
の
高
逼
な
る
作
者
、
王
そ
の
人
に
対
し
て
ま
で
も

不
敬
の
言
辞
を
弄
し
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
同
様
に
宗
教
に
関
し
て
も
彼
ら
の
言
動
は
愚
か
し
く
、

わ
け
で
も
黙
視
し
が
た
い
の
は
、

円。

ニエ

ス
イ
ニL



ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
し
き
わ
め
て
侮
蔑
的
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ユ
ダ
ヤ
人
モ

l
ゼ
ス
の
筆
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
由
々
し
い
問
題
で
は
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
重
要
な
点
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
歴
と
し
た
検
閲
の
法
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
『
文
学
書
簡
』
が
そ
れ
を
犯
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
と
し
て
の
信
用
に
も
か
か
わ
っ

て
く
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
私
こ
と
ユ
ス
テ
ィ
は
密
告
者
、
告
発
者
と
し
て
で
は
な
く
、
善
良
な
る
一
市
民
と
し
て
愛
国
の
至
情
か
ら
、
こ
の

不
正
に
終
止
符
の
打
た
れ
ん
こ
と
を
強
く
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
ー
ー

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
と
き
七
年
戦
争
の
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
に
は
不
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
当
時
す
で
に
王
の
信
任
も
厚
か
っ
た
ら
し
い

ユ
ス
テ
ィ
の
こ
の
告
発
状
は
絶
大
の
威
力
を
発
揮
し
た
。
枢
密
院
に
お
い
て
は
異
例
の
速
さ
で
『
文
学
書
簡
』
の
出
版
禁
止
が
決
議
さ
れ
、

す
で
に
三
月
の
十
八
日
に
は
ニ
コ
ラ
イ
の
も
と
に
検
事
総
長
か
ら
の
封
印
さ
れ
た
禁
止
令
状
が
届
い
て
い
る
。
こ
の
禁
令
を
破
れ
ば
百
タ
l

ラ
l
の
罰
金
刑
に
処
す
と
い
う
、
こ
れ
は
形
の
上
で
は
王
命
で
あ
っ
て
、

一
コ
ラ
イ
は
文
字
通
り
驚
倒
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
メ

- 61 -

ン
J

ア
ル
ス
ゾ
l
ン
は
当
局
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、
特
別
に
事
情
聴
取
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
禁
止
令
は
こ
れ
ま
た
異
例
の
速
や
か
さ

で
も
っ
て
解
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
何
と
五
日
間
し
か
続
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
コ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
理
由
は
簡
単
で
あ
っ
て
、
『
文
学
書

簡
』
は
発
刊
当
初
か
ら
そ
の
都
度
検
閲
官
の
も
と
に
提
出
さ
れ
、
出
版
の
法
的
認
可
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ユ
ス
テ
ィ
の
側
に

は
そ
れ
以
外
に
も

レ
ッ
シ
ン
グ
と
メ
ン
ヂ
ル
ス
ゾ
！
ン
を
取
り
違
え
る
な
ど

い
く
つ
か
の
事
実
誤
認
が
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
彼
の
告
発

状
は
、
最
大
の
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、

そ
の
直
接
的
理
由
の
一
つ
は
、
彼
自
身
の
あ
る
著
作
が
『
文
学
書
簡
』
の
な
か
で
酷
評
さ
れ
た
こ

と
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
ユ
ス
テ
ィ
の
立
場
は
当
然
不
利
に
な
っ
て
く
る
。
事
実
、
後
世
の
評
価
の
場
に
お
い
て
も
、
こ
と
に
ニ
コ
ラ
イ
が
一
八

O
七

ハ
2
）

年
に
こ
の
発
禁
事
件
を
回
想
し
て
一
文
を
草
し
、
個
人
的
復
讐
の
た
め
に
は
枢
密
院
を
も
証
か
す
「
山
師
的
学
者
」

（
巴
ロ
加
。
－
Z
M『件。吋



〉

Z
E
2
5円
〉
と
い
う
風
に
ユ
ス
テ
ィ
を
描
い
て
か
ら
は
、
彼
は
黙
殺
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
評
価
は
従
来
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で

レ
ッ
シ
ン
グ
と
神
学
論
争
上
の
大
立
ち
回
り
を
演
じ
た
あ
の
神
学
者
ゲ
ッ
ツ
ェ
と
ユ
ス
テ
ィ

を
同
類
視
し
な
が
ら
、
思
想
と
出
版
の
自
由
の
た
め
に
闘
う
ベ
ル
リ
ン
の
啓
蒙
主
義
者
の
敵
、
「
保
守
的
反
啓
蒙
主
義
者
」
の
レ
ッ
テ
ル
を

は
な
か
っ
た
。
今
日
で
も
あ
る
文
芸
史
家
は

彼
に
貼
り
付
け
て
い
る
。
が
、

し
か
し
こ
の
ユ
ス
テ
ィ
評
価
は
は
た
し
て
事
実
を
正
確
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ユ
ス
テ
ィ
は
た
し
か
に
一
見
「
山
師
的
」
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
彼
の
生
涯
は
し
か
し
じ
つ
は
い
ま
だ
に
多
く
が
謎
に
包
ま
れ
た
ま

ま
で
あ
っ
て
、

そ
の
解
明
は
今
後
の
実
証
的
研
究
に
侠
た
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
彼
が
一
七
一
七
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う

そ
れ
が
判
明
し
た
の
は
や
っ
と
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
の
著
作
歴
の
方
は
匿
名
の
も
の
も
含
め
、

円。

単
純
な
事
実
で
す
ら
、

こ
れ
は
幸
い
に
も
現
在
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
以
下
、
学
者
、
著
作
家
と
し
て
の
ユ
ス
テ
ィ
紹
介
の
一
便
法
と
し
て
、
発
禁
事
件
あ

た
り
ま
で
の
そ
の
跡
を
ま
ず
ご
く
簡
単
に
辿
っ
て
お
き
た
い
。

一
七
四
五
年
刊
の
『
詩
人
の
島
』
、
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
風
の
調
刺
文
学
が
政
経
学
者
ユ
ス
テ
ィ
の
処
女
作
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
作
品

は
魅
力
的
な
題
名
と
は
裏
腹
に
か
な
り
退
屈
な
代
物
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
あ
の
ゴ
ッ
ト
シ
エ
l
ト
を
は
じ
め
、
同
時
代
人
は
こ
れ
を
高
く

評
価
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ユ
ス
テ
ィ
は
こ
の
成
功
に
意
を
強
く
し
た
ら
し
く
、
同
じ
年
に
月
刊
誌
『
理
性
的
魂
の
楽
し
み
』
を
創
刊
し
、
白

ら
種
々
の
文
学
的
、
学
問
的
文
章
を
発
表
し
た
。
そ
の
創
刊
号
の
巻
頭
を
飾
っ
た
の
は
『
学
問
上
の
流
行
』
と
い
う
、

や
は
り
調
刺
作
品
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
生
誕
百
年
の
前
年
に
あ
た
る
こ
の
四
五
年
に
、

ベ
ル
リ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
そ
ナ
ド
論
に
関
す
る
懸

賞
論
文
の
募
集
を
行
な
っ
た
。
ユ
ス
テ
ィ
は
何
と
こ
れ
に
も
挑
戦
し
、
『
モ
ナ
ド
の
無
価
値
と
無
根
拠
』
と
い
う
刺
激
的
な
論
文
で
四
七
年
に

見
事
賞
金
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
ド
イ
ツ
学
問
界
に
あ
っ
て
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
一
大
事
件
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
老



哲
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
は
不
快
の
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
。

四
七
）

の
な
か
に
早
速
取
り
入
れ

一
方
、
青
年
レ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
事
件
を
彼
の
喜
劇
『
若
き
学
者
』
（
一
七

一
つ
の
興
味
深
い
プ
ロ
ッ
ト
に
仕
立
て
て
い
る
。
な
お
、

ユ
ス
テ
ィ
の
注
目
す
べ
き
論
文
『
宗
教
の
衰

退
及
び
自
由
思
想
蔓
延
の
諸
原
因
』
も
こ
の
頃
の
作
で
あ
る
。

一
七
五

O
年
に
は
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
ザ
ン
ガ

l
ハ
ウ
ゼ
ン
の
一
法
律
顧
問
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ユ
ス
テ
ィ
は
突
如
ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
大
舞

台
に
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
の
新
設
の
リ
ッ
タ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー
、
テ
レ
ジ
ア

i
ヌ
ム
の
教
授
に
抜
擢
さ
れ
、
修
辞
学
と
経
済
学
を
講
じ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
良
き
ド
イ
ツ
語
文
体
の
た
め
の
指
針
』
と
『
国
家
経
済
学
』
は
こ
の
と
き
の
講
義
か
ら
生
ま
れ
た
著
作
で
あ

る
。
前
者
は
、
主
に
将
来
公
職
に
就
く
貴
族
の
子
弟
の
た
め
の
作
文
指
南
で
あ
り
、
こ
と
に
第
二
部
実
践
篇
は
豊
富
な
文
章
例
ゆ
え
に
そ
の

意
義
は
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
後
者
は
、
あ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
啓
蒙
主
義
者
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
っ
て
も
後
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で

講
義
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ユ
ス
テ
ィ
は
こ
の
時
期
、
鉱
山
学
者
と
し
て
も
耳
目
を
ひ
く
活
動
を
し
て
い
る
が
、

円

δ円。

こ
の
ウ
ィ
ー
ン
時
代
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

す
で
に
五
四
年
に
は

ユ
ス
テ
ィ
の
新
し
い
雑
誌
『
自
然
学
と
人
間
の
社
会
生
活
の
た
め
の
新
た
な
真
実
』
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
五
五
年
に
は
、
『
ア
ル
プ
ス
』
の
詩
人
ハ
ラ
l
の
仲
介
と
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
推
挽
が
あ
る
い
は
あ
っ
て

の
こ
と
だ
ろ
う
、

ユ
ス
テ
ィ
は

O
Z円l
司

022
可。。
E
E
5
3
5
の
資
格
で
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
に
紹
聴
さ
れ
た
。
彼
は
こ
こ
で
も
大
学
で
経

済
学
や
自
然
学
を
講
じ
、
著
作
の
方
も
『
行
政
学
原
理
』
、
『
全
鉱
物
界
の
概
略
』
等
を
著
わ
し
た
が
、

そ
の
か
た
わ
ら
、

い
や
本
業
の
行
政

官
と
し
て
も
斬
新
な
企
画
に
よ
っ
て
特
筆
す
べ
き
仕
事
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
毎
週
二
回
、
『
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
行
政
広
報
』
を
発
行

し
、
生
産
者
階
級
（
Z
m
F
Eロ加
ω巳
伊
豆
）
の
た
め
に
有
益
な
情
報
、
知
識
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
五
七
年
に
は
こ
の
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン

も
去
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ
の
後
一
時
期
コ
ベ
ン
ハ
l
ゲ
ン
で
植
民
監
督
官
の
よ
う
な
職
に
あ
っ
た
が
、

七
年
戦
争
の
後
、

プ
ロ
イ
セ



ン
の
鉱
山
監
督
局
長
と
い
う
要
職
に
就
く
ま
で
は
、
自
由
な
学
者
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
著
作
に
専
念
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、

五
八
年
か
ら
六
一
年
（
ま
で
に
い
ま
は
か
ぎ
る
〉

の
あ
い
だ
に
出
版
さ
れ
た
ユ
ス
テ
ィ
の
著
書
は
ま
さ
に
汗
牛
充
棟
の
感
が

あ
る
。
『
寓
話
と
物
語
』
、
『
譜
語
・
調
刺
文
集
』
三
巻
、
『
道
徳
・
哲
学
論
集
』
二
巻
、
『
歴
史
・
法
学
論
集
』

二
巻
、
『
化
学
論
文
集
成
』

巻
、
『
経
済
論
集
』
二
巻
ー
ー
ー
こ
れ
ら
は
大
体
が
既
発
表
の
文
章
を
新
た
に
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
均
衡
と
い

う
キ
メ
ラ
』
、
『
国
家
の
自
然
と
本
質
』
、
『
国
家
の
力
と
幸
福
の
た
め
の
基
盤
・
行
政
学
詳
論
』

二
巻
等
々
の
著
作
を
ユ
ス
テ
ィ
は
矢
継
ぎ
早

に
発
表
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
一
連
の
著
作
の
な
か
に
、

じ
つ
は
一
一
部
か
ら
な
る
問
題
の
書
『
ま
こ
と
の
、

そ
し
て
偽
り
の
政
治
の
影
響
・

エ
ジ
プ
ト
王
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
と
そ
の
時
代
の
物
ヨ
巴
（
一
七
五
九
l
六

O
〉
も
含
ま
れ
て
い
た
。
『
文
学
書
簡
』
の
な
か
で
酷
評
さ
れ
た
の

は
こ
の
長
篇
小
説
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
の
書
評
は
第
一
九
六
｜
一
九
八
書
簡
と
し
て
『
文
学
書
簡
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
匿
名
の
筆
者
は
若
冠
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二
十
三
歳
の
新
進
の
批
評
家
ト

l
マ
ス
・
ア
プ
ト
だ
っ
た
。

ご
七
五
九
年
版
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ニ

l
ゼ
を
あ
な
た
は
お
そ
ら
く
こ
の
ド
イ
ツ
で
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
彼

女
が
、
男
装
を
し
て
で
す
が
現
れ
た
の
で
す
。

フ
ォ
ン
・
ユ
ス
テ
ィ
氏
は
、
著
作
の
内
容
の
良
さ
で
で
は
な
く
、

そ
の
量
に
よ
っ
て
有
名
に

な
っ
た
の
で
、

い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、
批
評
の
牙
に
と
っ
て
は
こ
う
も
多
く
の
巻
数
を
噛
み
砕
く
の
は
あ
ま
り
に
困
難
な
た
め
に
、

そ
れ
か

ら
守
ら
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
ユ
ス
テ
ィ
氏
か
ら
新
パ
ニ
l
ゼ
も
生
ま
れ
た
の
で
す
。
き
っ
と
陣
痛
を
引
き
起
こ
し
た
り
は
し
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。
彼
女
は
い
ま
や
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
の
名
前
で
世
間
を
う
ろ
っ
き
、
自
分
の
名
戸
は
疲
れ
を
知
ら
な
い
父
親
が
す
ぐ

ハ
6
）

に
も
八
折
版
で
守
っ
て
く
れ
る
と
、
こ
う
鼻
に
か
け
て
も
い
ま
す
。
」



お
そ
ら
く
先
輩
レ
ッ
シ
ン
グ
の
書
評
に
も
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
な
か
な
か
機
知
に
富
む
、

そ
し
て
辛
競
な
書
き
出
し
で
あ
る
が
、

ア
プ
ト

の

「
批
評
の
牙
」

は
し
か
し
何
は
さ
て
お
き
ユ
ス
テ
ィ
の
文
章
、
文
体
に
対
し
挑
み
か
か
る
。
そ
れ
は
暦
物
語
の
文
体
、

い
や
も
っ
と
単
調
、

わ
れ
ら
が
言
葉
の
天
才
が
自
ら
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
の
に
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
表
現
に
欠
け
、

全
紙
を
埋
め
る
以
外
の
い
か
な
る
術
に
も
欠
け
て
い
ま
す
。
」
ア
プ
ト
は
こ
の
よ
う
に
情
け
容
赦
な
く
噛
み
つ
い
た
。

「
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
ほ
ど
に
締
ま
り
が
な
く
、

た
し
か
に
ユ
ス
テ
ィ
は
文
学
的
、
詩
的
表
現
の
才
は
あ
ま
り
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
文
章
の
彫
琢
と
い
う
こ

と
に
も
彼
は
い
く
分
無
頓
着
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
『
良
き
ド
イ
ツ
語
文
体
の
た
め
の
指
針
』
の
著
者
で
あ
り
、

フ
－
フ
ン
ス

人

「
ド
イ
ツ
の
ピ
ュ
ッ
フ
ォ
ン
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
ユ
ス
テ
ィ
の
文
章
は
、
軽
や
か
で
読
み
や
す
く
、
客
観
的
で
気
取
り
が
な
く
、
、
議
潮

と
し
て
い
て
気
持
ち
の
よ
い
魅
力
的
な
文
体
と
い
う
こ
と
で

一
般
に
は
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
説
と
は
い
え
、

こ
の
文
体
に
関
し
て
は
『
プ
サ
ミ

ニ
コ
ラ
イ
で
す
ら
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
の
文
体

F
「
uno 

に
は
比
較
的
甘
い
点
を
付
け
て
い
る
。

で
は
ア
プ
ト
の
文
体
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
の
文
章
の
ぜ
い
肉
は
当
時
ニ
コ
ラ
イ
が
削
り
落
と

自
然
で
気
取
っ
て
い
て
、

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
同
時
代
の
あ
る
批
評
家
は
た
と
え
ば
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
ア
プ
ト
の
文
体
は
不

ハ
8
）

不
必
要
に
酒
落
る
」
と
。
事
実
、
ア
プ

セ
ネ
カ
の
雛
型
に
合
わ
せ
て
裁
断
さ
れ
て
お
り
、

し
ば
し
ば
熱
弁
調
で
、

ト
は
つ
ね
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
表
現
に
お
い
て
も
奇
抜
さ
に
走
る
き
ら
い
が
な
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
こ
こ
は
ア
プ
ト
の
文
体
批
判
が
目
的
で
は
な
い
。

た
だ
言
い
た
い
の
は
、
文
章
の
技
巧
派
ア
フ
ト
と
自
然
派
ユ
ス
テ
ィ
と
で
は
体
質
的
な

ま
で
に
文
体
の
好
み
が
違
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
文
体
好
尚
の
違
い
が
ア
プ
ト
の
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
評
価
を
大
き
く
左
右
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
フ
ォ
ン
・
ユ
ス
テ
ィ
氏
は
、
著
作
の
内
容
の
良
さ
で
で
は
な
く
、
そ
の
量
に
よ
っ
て
」
云
々
も
、
ア
プ

ト
/J~ 

「
不
必
要
に
酒
落
」

た
が
た
め
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
事
実
で
は
な
い
。



ユ
ス
テ
ィ
は
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
第
二
部
（
こ
れ
を
ア
プ
ト
は
読
ん
で
い
な
い
し
、

そ
の
気
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
）

の
序
に
お
い
て
、

こ
の
作
品
を
手
が
け
た
第
一
の
目
的
は
、
「
人
類
に
と
っ
て
危
険
な
誤
っ
た
政
治
を
、
そ
れ
に
事
実
見
合
っ
た
醜
悪
な
色
調
で
描
き
出
す
こ

と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
つ
ま
り
政
経
学
者
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
の
政
治
状
況
を
見
据
え
な
が
ら
、
歴
史
に
材
を
借
り

て
政
治
的
啓
蒙
の
た
め
の

「
国
家
小
説
」
（

2
8
2
3
5
m
g）
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
に
お
い
て
そ

の
意
図
が
十
分
に
活
か
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
『
。
フ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
は
バ
ロ
ッ
ク
小
説
と
見
粉
う
点
も
多
く
、

ア
プ
ト
が
ツ
ィ

l
グ

ラ
i
の
『
ア
ジ
ア
の
パ
ニ

l
ゼ
』
を
想
起
し
た
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
『
パ
ニ

l
ゼ
』
は
一
七
七

O
年
に
も
新
た
な
版
で
出
て
お

り
、
他
方
、

ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
の
『
黄
金
の
鏡
』
、

ハ
ラ
l
の
『
ウ
l
ゾ
ン
グ
』
等
の
国
家
小
説
は
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
は
相
応
の
積
極
的
評
価
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
作
品
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
ア
プ
ト
は
、
ど
こ
ま
で
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ど
う
に
も
救
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
風
に
全
面
的
に
否
定
し
去
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
書
評
は
、
そ
の
批

（凶）

評
の
態
度
も
含
め
、
少
な
く
と
も
ニ
コ
ラ
イ
の
よ
う
に
「
正
当
」
と
は
評
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

も
凡
庸
で
劣
悪
、

と
こ
ろ
で
、

ユ
ス
テ
ィ
が
一
時
的

O
σ
2
H
V
O
一w
a
h
o
g
s
－ZREω
と
い
う
行
政
官
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

じ
つ
は
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
彼
は
宮
廷
検
閲
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
実
際
に
検
閲
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
検
閲
に
関
し

て
は
い
わ
ば
そ
の
道
の
専
門
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
ユ
ス
テ
ィ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
な
機
会
に
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

彼
の
見
解
が
一
番
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら
れ
る
の
は
、
発
禁
事
件
の
前
年
、

一
七
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
国
家
の
力
と
幸
福
の
た
め
の
基

盤
・
行
政
学
詳
論
』
第
二
巻
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
書
物
の
検
閲
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
一
章
が
特
別
に
設
け
ら
れ
、
「
検
閲
の

三
原
則
」
と
い
う
こ
と
が
語
わ
れ
て
い
る
。
宗
教
に
と
っ
て
、
道
徳
に
と
っ
て
、
国
家
と
君
主
に
と
っ
て
危
険
な
書
物
で
な
い
か
ど
う
か
。



こ
れ
が

「
一
二
原
則
」

の
骨
子
で
あ
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
別
段
取
り
立
て
て
云
々
す
る
ま
で
も
な
い
。
が
、

ユ
ス
テ
ィ
は
そ

れ
に
肉
付
け
し
な
が
ら
さ
ら
に
こ
う
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
教
と
は
い
え
、
宗
派
間
の
論
争
の
書
、
教
義
に
対
す
る
理
性
的
疑
念
の
表
明
、
あ
る
い
は
い
か
に
激
し
い
表
現
で
批
判
し
て
い
よ
う
と
、

支
配
的
宗
教
に
対
す
る
神
学
者
の
著
作
等
は
禁
止
さ
れ
る
、
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
世
俗
の
手
段
に
訴
え
る
の
は
独
裁
的
な
宗
教
だ
け
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
光
を
恐
れ
、
自
ら
の
教
義
を
弁
護
し
え
な
い
よ
う
な
宗
教
、
自
ら
信
じ
る
と
こ
ろ
を
あ
え
て
考
究
し
疑
う
こ
と
を
し
な

い
信
仰
は
惨
め
な
も
の
で
あ
る
。
宗
教
に
と
っ
て
危
険
な
書
と
は
、

そ
れ
ゆ
え
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
総
体
を
冒
漬
、
瑚
弄
し
よ
う
と

す
る
書
物
に
か
ぎ
ら
れ
る
。

ま
た
道
徳
に
関
し
て
も
、

そ
れ
を
あ
ま
り
厳
密
に
解
す
る
必
要
は
な
い
。

で
な
け
れ
ば
大
抵
の
小
説
、
詩
な
ど

は
没
収
の
憂
き
目
を
見
る
で
あ
ろ
う
し
、
書
店
の
本
も
三
分
の
二
ほ
ど
は
店
頭
か
ら
姿
を
消
し
て
い
ま
い
、
多
く
の
人
か
ら
罪
の
な
い
楽
し

み
を
奪
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
没
収
す
べ
き
は
、
有
用
で
理
性
的
な
目
的
と
は
一
切
没
交
渉
の
、

た
だ
背
徳
の
快
楽
を
喚
起
す
る
た
め
に
の
み
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書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。
た
だ
し
無
闇
に
好
奇
心
を
刺
激
さ
せ
な
い
た
め
に
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
（
ユ
ス
テ
ィ
）
。
そ
し
て
第
三

の
原
則
に
つ
い
て
も
、
君
主
と
国
家
の
権
能
に
対
し
異
義
申
し
立
て
を
す
る
書
物
、
あ
ら
ゆ
る
提
言
及
び
建
白
書
の
類
は
、
著
者
の
愛
国
的

意
図
が
窺
え
る
な
ら
ば
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
君
主
と
国
家
の
権
能
は
禁
止
、
没
収
の
手
段
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

正
当
な
る
理
由

を
も
っ
て
弁
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
や
、
自
ら
思
考
す
る
理
性
的
人
聞
を
統
治
し
、
彼
ら
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
政
府
は
そ
う
し
た
方

法
は
取
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
国
家
に
と
っ
て
危
険
な
書
と
は
、
要
す
る
に
毒
を
含
ん
だ
誹
誘
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
政
策
を
長
め
、
臣
民
の

心
に
不
信
と
嫌
悪
の
情
を
植
え
つ
け
、
国
家
の
紐
帯
を
破
壊
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
充
ち
た
書
物
で
あ
る
。

な
お
、
国
家
の
幹
と
安
寧
は
、

君
主
の
聖
な
る
人
格
に
寄
せ
る
臣
民
の
畏
敬
の
念
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
に
反
す
る
不
敬
の
書
は
禁
書
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
宰
相
、
大
臣
に
関
し
て
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。



以
上
が
ユ
ス
テ
ィ
の
い
う
「
検
閲
の
三
原
則
」
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。
こ
こ
に
何
か
、
「
検
閲
官
」
、
「
行
政
官
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
ら

連
想
さ
れ
る
保
守
・
反
動
的
な
精
神
の
こ
わ
ば
り
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

い
ま
だ
に
封
建
的
な
領
邦
国
家
で
あ
っ
た
当

時
の
ド
イ
ツ
、

し、

や

そ
の
後
の
検
閲
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
見
て
も

ユ
ス
テ
ィ
の
こ
の

「
検
閲
」
解
釈
は
き
わ
め
て
柔
軟
、

む
し
ろ
白

由
で
進
歩
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
は
こ
こ
で
検
閲
を
論
じ
な
が
ら
、

し
か
し
同
時
に
思
想
と
出
版
の
自
由
を
大
胆
に
擁
護
し
て
も

（ロ）

い
る
の
で
あ
る
。
「
厳
格
な
検
閲
に
私
ほ
ど
反
対
の
人
聞
は
、
あ
る
い
は
ほ
か
に
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
、
こ
う
ま
で
彼
は
言
い
切
っ
て
い

る
が
、
こ
の
言
は
た
ん
な
る
ポ

l
ズ
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
ユ
ス
テ
ィ
自
身
、
検
閲
を
受
け
る
側
の
著
述
家
と
し
て
思
想
と

出
版
の
自
由
を
最
大
限
に
活
用
し
、

そ
の
た
め
に
ま
た
自
ら
迫
害
の
危
険
に
身
を
晒
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
事
柄
は
、
そ

の
顕
著
な
一
例
と
も
な
ろ
う
。

ユ
ス
テ
ィ
の
超
人
的
健
筆
ぶ
り
に
は
ま
っ
た
く
驚
嘆
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
、
『
行
政
学
詳
論
』
の
二
大
著
と
ほ

口
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ぼ
同
時
並
行
的
に

ユ
ス
テ
ィ
は
こ
の
時
期
の
彼
を
知
る
上
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
も
う
一
つ
の
著
作
を
書
き
進
め
て
い
た
。
調
刺
的
手
法

を
も
用
い
た
書
簡
体
形
式
の
作
品
『
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ

l
ル
伯
爵
の
生
涯
と
人
物
』
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
の
宰
相
ブ

リ
ュ
ー
し
ま
J
t
 
い
わ
ゆ
る
ミ
ニ
ス
ト
リ
ス
ム
ス
と
し
て
君
主
以
上
の
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
自
己
と
一
族
の
豪
奪
の
た
め
に
は
ザ
ク
セ

ン
の
財
政
を
破
綻
さ
せ
て
も
意
に
介
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
作
品
『
ブ
リ
ュ
i
ル
』
は
そ
の
彼
の
悪
疎
さ
、
悪

政
ぶ
り
を
白
日
の
も
と
に
曝
し
た
痛
烈
き
わ
ま
る
弾
劾
の
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ

l
ル、

ザ
ク
セ
ン
の
宮
廷
そ
し
て
オ

l
ス
ト
リ

ア
家
は
も
ち
ろ
ん
黙
っ
て
手
を
扶
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
『
ブ
リ
ュ

l
ル
』
は
た
だ
ち
に
禁
書
処
分
、
そ
し
て
没
収
、
い
や
六

O
年
の
九
月
二

十
四
日
に
は
、
帝
国
直
属
の
自
由
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
刑
吏
の
手
に
よ
っ
て
公
然
と
焚
書
に
さ
れ
た
。
だ
が
著
者
も
相
当
に
豪
胆
で
あ
っ
た



の
だ
ろ
う
。
彼
は
五
日
後
の
二
十
九
日
付
で
も
っ
て
『
読
者
へ
の
書
簡
・
ブ
リ
ュ

l
ル
伯
爵
の
生
涯
と
人
物
と
題
し
て
世
に
出
た
書
簡
集
の

筆
者
よ
り
』
と
い
う
小
冊
子
を
発
表
し
、
そ
の
焚
書
に
対
し
こ
の
よ
う
な
榔
捻
の
言
で
も
っ
て
応
じ
て
い
る
。
「
も
し
や
、
焚
書
が
恥
辱
で
あ

り
懲
罰
で
あ
る
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

お
お
！
こ
れ
ま
で
数
多
の
す
ぐ
れ
た
書
物
が
焚
書
に
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
こ
の
措
置
は
書
物

に
対
す
る
先
入
見
を
す
ら
呼
び
起
こ
し
は
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
報
復
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
情
け
な
い
子
供
じ
み
た
報
復
だ
。
報
復

し
よ
う
と
思
う
当
の
相
手
は
そ
れ
で
何
の
痛
淳
も
感
じ
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
」
ユ
ス
テ
ィ
は
実
際
ほ
と
ん
ど
「
痛
痔
」
を
感
じ
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
翌
六
一
年
に
は
「
第
二
部
」
と
称
し
て
『
ブ
リ
ュ

l
ル
』
の
続
篇
を
著
わ
し
、

そ
の
序
言
に
お
い
て
も
、
も
し
こ
の
第
二
部
を

（は）

「
第
三
部
で
も
っ
て
こ
の
愚
か
し
く
も
無
意
味
な
怒
り
を
懲
ら
し
め
る
」
と
逆
に
嚇
し
を
か
け
て
い
る
ほ
ど

も
焚
書
に
し
よ
う
も
の
な
ら
、

で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
『
ブ
リ
ュ
l
ル
』
は
ペ
ン
に
よ
る
命
が
け
の
戦
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
は
当
然
な
が
ら
匿
名
の
出
版
で

Q
U
 

F
O
 

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
匿
名
氏
の
何
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
様
々
な
憶
測
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
真
の
作
者
が
ユ

ス
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
疑
問
の
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
『
ブ
リ
ュ
l
ル
』
の
文
体
が
そ
れ
を
明
瞭
に
物
語
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に

二
、
三
証
拠
と
な
る
例
を
挙
げ
て
お
け
ば
、

ブ
リ
ュ
l
ル
の
悪
政
は
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
で
も

形
を
変
え
て
描
か
れ
て
い
る
し
、
『
政
治
・
経
済
論
集
』
所
収
の
小
論
「
宰
相
は
国
家
に
と
り
有
益
で
あ
る
や
い
な
や
」

は
、
『
ブ
リ
ュ
l

ル
』
を
抽
象
し
一
個
の
学
説
に
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
行
政
学
詳
論
』
で
は
、

一
国
の
宰
相
、
大
臣
に
対
す
る
批
判
の
正
当
性
が

主
張
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、

そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
一
節
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
権
勢
家
が
世
論
へ
の
一
切
の
遠
慮
を
放

榔
し
、

不
正
と
悪
意
に
よ
り
多
く
の
人
民
を
不
幸
に
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
、

そ
の
悪
意
と
不
正
に
制
肘
を
加
え
ん
と
す
る
純
粋
な
意
図
に

も
出
た
も
の
な
ら
ば
、
彼
に
対
す
る
個
人
調
刺
の
作
者
は
到
底
非
難
さ
れ
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
市
民
社
会
の
た
め
に
わ
が
身
を
犠
牲



に
供
す
る
人
物
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
な
意
図
に
発
し
、
立
ち
向
う
べ
き
不
正
が
大
き
く
明
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
に

賞
賛
に
値
す
る
行
為
を
私
は
知
ら
な
い
。
」
『
ブ
リ
ュ
l
ル
』
、
『
読
者
へ
の
書
簡
』
の
作
者
ユ
ス
テ
ィ
の
、
こ
れ
は
正
当
な
る
自
己
正
当
化
で

あ
ろ
う
。
ザ
ク
セ
ン
の
出
身
で
あ
り
、

そ
の
宮
廷
事
情
に
も
通
じ
て
い
た
ら
し
い
ユ
ス
テ
ィ
に
と
っ
て
、

ブ
リ
ュ
l
ル
の
悪
政
ぶ
り
は
お
そ

ら
く
目
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

行
政
学
者
と
し
て
も
思
想
と
出
版
の
自
由
を
擁
護
し
、

一
国
の
独
裁
者
的
宰
相
に
筆
諌
を
加
え
自
ら
焚
書
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
ユ
ス
テ
ィ

が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
ま
た
同
じ
時
期
に
告
発
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
『
文
学
書
簡
』
の
発
禁
処
分
を
求
め
た
の
か
。

一
コ
ラ
イ
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
ユ
ス
テ
ィ
は
（
ア
プ
ト
の
書
評
に
｜
｜
引
用
者
｜
｜
）
激
怒
し
た
。
し
か
し
自
己
を
弁
護
す
る
に
は
彼
は
も
ち
ろ
ん
あ
ま
り
に
無

能
力
で
あ
っ
た
た
め
に
、
き
わ
め
て
陰
険
な
や
り
方
で
復
讐
を
し
よ
う
と
し
た
。
」
な
る
ほ
ど
ユ
ス
テ
ィ
は
「
激
怒
」
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
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彼
の
告
発
状
か
ら
受
け
る
印
象
で
は
、
学
者
と
し
て
の
正
当
な
自
尊
心
が
い
く
分
倣
り
に
変
質
し
て
い
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。

し
か
し

な
が
ら
「
無
能
力
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ユ
ス
テ
ィ
を
表
わ
す
の
に
適
当
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
は
や
確
認
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
あ

の
そ
ナ
ド
に
関
す
る
懸
賞
論
文
か
ら
『
ブ
リ
ュ

i
ル
』
に
い
た
る
ま
で
の
彼
の
著
作
活
動
が
そ
れ
を
十
二
分
に
証
明
し
て
い
る
。
『
プ
サ
ミ

テ
ィ
ク
ス
』
の
書
評
に
関
し
て
は
、
告
発
状
で
ユ
ス
テ
ィ
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
自
己
弁
護
の
必
要
を
き
ら
き
ら
認
め
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
陰
険
な
や
り
方
で
復
讐
」
と
い
う
の
も
、
か
り
に
そ
れ
が
ニ
コ
ラ
イ
の
流
儀
で
あ
っ
た
に
し
て
も
ユ
ス
テ
ィ
の
流
儀
で

は
な
か
っ
た
。
彼
は
『
文
学
書
簡
』
に
対
し
て
も
や
は
り
た
だ
例
の

「
検
閲
の
三
原
則
」
を
適
用
し
、
君
主
、
国
家
、
宗
教
及
び
学
問
世
界

に
と
り
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
そ
れ
を
禁
書
に
値
す
る
と
判
断
し
、
告
発
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
彼
は

そ
の
た
め
の
事
実
の
究
明
に
あ
ま
り
意
を
用
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
『
文
学
書
簡
』
は
ユ
ス
テ
ィ
に
と
っ
て
そ
の
程
度
の
重
要
性
し



か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
が

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
彼
の
落
ち
度
で
あ
っ
て
弁
解
の
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
彼
の
禁
書
判

断
も
や
や
性
急
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
ニ
コ
ラ
イ
の
よ
う
に
、

ユ
ス
テ
ィ
を
「
自
由
に
思
考
す
る
学

者
」
の
敵
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
れ
ま
た
性
急
な
判
断
と
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
「
学
者
共
和
国
に
あ
っ
て
は
、
相
手
の
著
作
を
封
じ
込
め

ょ
う
と
す
る
の
は
つ
ね
に
恥
ず
べ
き
卑
劣
な
行
為
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
学
問
上
の
論
争
の
書
に
対
し
、

そ
れ
が
い
か
に
激
烈
な

こ
と
ば
で
書
か
れ
て
い
よ
う
と
、
検
閲
官
は
決
し
て
そ
の
出
版
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
：
：
：
そ
う
考
え
な
い
な
ら
ば
、
学
者
の
自

由
と
学
問
自
体
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
あ
る
い
は
蛇
足
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
引
用
文
も
ユ
ス
テ
ィ
の
こ
と
ば

で
あ
る
。

十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
文
芸
批
評
史
上
、
『
文
学
書
簡
』
が
果
し
た
積
極
的
な
役
割
、
と
り
わ
け
批
評
の
自
由
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
『
文
学
書
簡
』
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。

レ
ッ
シ
ン
グ
が
素
知
ら
ぬ
顔
で
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過
少
に
評
価
す
、
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
ニ
コ
ラ
イ
自
身
、
啓
蒙
主
義
者
と
し
て
の
彼
の
功
績
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
正
当
な
評
価
が
な
さ
れ
て

彼
と
ラ
ム
ラ
l
の
編
に
な
る
『
ロ
l
ガ
ウ
・
寸
鉄
詩
集
』
を
『
文
学
書
簡
』
で
書
評
し
大
い
に
推
賞
し
て
い
る
な
ど
は
微
笑
ま
し
く
あ
っ
て

も
非
難
に
は
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
ア
プ
ト
に
よ
れ
ば
、
編
集
兼
発
行
人
の
ニ
コ
ラ
イ
は
「
牛
耳
互
命
者
各
吾

2
2」
を
筆
に
す
る
こ
と
、
こ

れ
を
『
文
学
書
簡
』
の
基
本
方
針
と
し
、

そ
の
徹
底
の
た
め
に
執
筆
仲
間
に
対
し
つ
ね
に
は
つ
ば
を
か
け
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

宅
mF『

F
2
2
、
が
い
な
か
る
意
味
で
母
2ω
円
で
あ
り
う
る
の
か
判
然
と
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、

と
も
あ
れ
『
文
学
書
簡
』
に
は
、

レ
ッ
シ
ン

グ
の
書
評
を
も
含
め
、

と
き
に
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
ま
で
に
刺
激
的
な
表
現
を
用
い
た
勇
み
足
の
、

し
た
が
っ
て
そ
の
評
価
に
お
い
て
も

穏
当
を
欠
く
母
巴
巳
な
書
評
も
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
プ
サ
ミ
テ
ィ
ク
ス
』
の
室
戸
評
に
し
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
「
学
者
共
和
国
の

自
由
」
を
逸
脱
し
て
は
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

や
や
骨
ω互
に
す
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
。



w
諜

Q
+
tいく＜

-4
ri 
r< 

lト
T
Q
~
M
n
’
『

－？＜~ゆ
制
E塩

E』
＠
帯
主
軸
！
ト
盤
徒
ふ

0
，
＼
入
、
，

ii
「1

lト
ャ
’

穴
入

1ト
士

r<
＇
＞
一
入
’
ト
ネ
ム
心
”
’
ぐ
弐

E

入
Qi酌

榔
#4~晴

榊
.\-2~

 ＼
：
－
＇
，
時
ひ
ど
ど
舟
~
’
~
心
＠
制

E柏
市
ま
お
韓
両
判

111~...J
吋
小
久

J....).\-2ベ
jム
れ
ど
~
i
-
V
Q
J
時
下

J
..,9 

¥' 
\-J

「司~
w
~
1
ば

1皆
目
隠

科
i~
附
榊

J
~
判
長
ド
J
制
。

.\-20
....）~ミJ

~J~.¢き
入

j竺
ヤ
〈
朴
車
駅
榊
Q

）
ト田
g
’
図

tト
~
~
主
将
略
や
ど
も
（
宕
肱
垣
Z
§
~
Q
€
-
#
J
Q

\:J..,9~ ~
 ¥:-' 

1Q
心
心
。

ri 
r< 

lト
ヤ
竺
単
作
－
~
識
弐

j士±
~

ιii
i-V単

品
単

Q
’
当
官
官
《
j....) 

¥-J t± 
.mi ..,Ci舟

ド
矧
＊
＼
~
，
¢
ヨ
併
栴

F
令＜－－＜

¥:-' 1Q
心
’
毛
、
必
〉
ベ
J
..,9 ~く

O

叶
乞

尽
舟

Q
宮
崎
千

J
笠
’
時

J
Q
述
通
欄
IDR~ミ心....）

¥-J 
..,9

ふ
ト
ぶ
入
、
，

1＼「
1
1ト

ャ
Z§..Lj

~
 r< 
~
ー
士

Q
-
K
相

Jム
回
困

Q
f
l
t
K
~
~
i削
鵬
州
柵
悔
や

1Q
ひ
ど

Q
¥:-' 
1Q i-0

。

制（ー〉
付

t¥
Iト

γ
Q

~ J
 Q
和

駅
長

“
alleruntertanigste

A
n
z
e
i
g
e
”
竺

W
o
l
f
g
a
n
g
 
B
e
n
d
e
r
 
V

 .L1J
ゃい，

~
0
1
護
士
社
以

.0
t.Q 

G
o
t
t
h
o
l
d
 
E
p
h
r
a
i
m
 

N
 

Lessing: 
Briefe 

die 
n
e
u
e
s
t
e
 Literatur 

betreffend. 
Stuttgart 

1
9
7
2
 (

R
U
B
 9
3
3
9

〔7
〕）

0
 .0-R cs. 

3
4
4
 
3
5
0
）

ド
辱

舟
ド

嬰
な

判
長

.t2
。
.t2 

＋.！
’

 ト与
J
~J ~

竺
~
J

 Q
“A
n
z
e
i
g
e
”
Q
帯
主
軸
｜
ト
叶

m:::巴
も
｜
♀

4く
I.叶

lilm:::-1ー
巴
《
J,0
ゃ
い
ム

t.Q’~，
,J 4

竺
I
-tJ 

~く｜｜掛－
0
略
心
千
J~t.Q

。

(
 N)

 
Nicolai, 

Friedrich: 
V
e
r
 bot 

d
e
r
 Literaturbriefe 

in 
Berlin 

1762. 
In:) 

Kritik 
ist 

iiberall, 
z
u
m
a
l
 in 

Deutschland, 
notig 

(Satiren 

u
n
d
 Schriften 

zur 
Literatur, 

hrsg. 
v. 

W
o
l
f
g
a
n
g
 Albrecht, 

Mi.inchen 
1987 

(Bibliothek 
d
e
s
 
18. 

Jahrhunderts), 
S. 

4
4
3
 
457. 

（的）
B
e
r
g
h
a
h
n
,
 
K
l
a
u
s
 
L.: 

V
o
n
 d

e
r
 
klassizistischen 

zur 
klassischen 

Literaturkritik. 
ln: 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
der 

d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
Literatur 

(1730 
1980), 

hrsg. 
v. 

P
e
t
e
r
 U

w
e
 H
o
h
e
n
d
a
h
l
,
 Stuttgart 

1985, 
S. 

44 

（司）
Frensdorff, 

F.: 
U
b
e
r
 
d
a
s
 
L
e
b
e
n
 
u
n
d
 
Schriften 

d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
e
n
 
J. 

H. 
G. 

v
o
n
 
Justi. 

G
り
ttingen

1903 
(
N
e
u
d
r
u
c
k
:
 

Glashi.itten 
in 

T
a
u
n
u
s
 
1970), 

S. 
5.

嶋
監
。

F
r
e
n
s
d
o
r
f
f

 0
 'J 

0
 il!l<

樹
君

臨
駅

V
-
4
>
-
R
-
R
♀
心
恥
’

E京
柑
再
三
Lヒモト

0
N
e
u
e
 D

e
u
t
s
c
h
e
 

B
i
o
g
r
a
p
h
i
e
 
~
 4

’
W
.
 Killy 

1曜
Q

Literatur 
L
e
x
i
k
o
n
 
~
 4

 ri 
t¥ 

lト.，
0
剖
叶
竺
｜
♀

1
1
0
砂
川
れ
）
~
ド
ム
的
。

(LJ')) 
}jQ}J..¥J-R

心
梨

J
ド
ム
＂

，
）
，
入
、
も
が
や

L」
荊
世

H
t¥ 

lト
ャ
会

J.ijミ（＇
t-J 

.:. 
.{.2} J

 ..＼）竺
fil¥<-D-R.00

山
’
る
’
ム

h
ぶ
入
、

04+1
蝋
fド

題
以

l]IHI
肖

J

ド
ム

t.Q姐
1藍
笠
通

ID！
耗
千J~t.Q

。
~-1-t\’

付
K

l卜
T
竺
’

4く
11咽－

0
~
口
駅
長

-R
<ii

慣
吋

時
吋

心
,V

＇こ人
j心

4
ム
＂

，），入、
0
｛
宇
蝉
炉
心
思

<-D-0
~
ミ
や
4」

ト
ー



Qf-'
竺
将
兵
心
心
イ
ミ
。

4き
お
や
ム
や
お
も
£
’
『

*1
冷
tr~ル

押
』

0
＋刊－«

4
竺

ti
t¥ 

Iト
T
羽
咋

1ト
弐
《

J,_.:qJQf-'
竺

4..,.0心
イ
＃
〉
ド
’
醤
~
~
叫
縄
何
v

t三
時
竺
，
＿
.
）
~
’a

捜期，＿.）
~~t-Q-jく

朴
制
千

J
，
時
や

~<-0
，＿.）ム。

(
 c:.o) 

A
b
b
t
,
 T

h
o
m
a
s
:
 Briefe 

die 
neueste Literatur 

betreffend, 
Xllter 

Theil, 
Berlin 

1762, 
S. 

255. 

（ド）
A
b
b
t
:
 a. 

a. 
0., 

S. 
265£. 

(
 

oo) 
D
e
u
t
s
c
h
e
 Bibliothek 

der 
s
c
h
o
n
e
n
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
 ten, 

hrsg. 
v
o
m
 H
e
r
r
n
 G
e
h
e
i
m
d
e
n
r
a
t
h
 Klotz, 

3. 
Sti.ick, 

Halle 
1768, 

S. 
114.

『
何

えル側
E題
E』

E
草壁’

~ J
 Q
制
E肱
将
司
~
~
手
掛
榊
明
会
J
~
キ
l\－－＇~t-QQj:J

蛮
Wl
竺

f-'冷tr~さ
：：，士

~＇.：.＼！4
＇

‘Dtsch
’
Q
半
、
ァ
入
も
~
t
-
Q
~
J
Q
~手
掛
榊
笠
荊
ピ

｜
！
謡
Q
~
阿
制
~
＇
~
 Q

 Friedrich 
Just 

Riedel
ド：！：；！

.；：±
長
心
心
長
。

(
 
m
)
 
J

 
usti: 

Die W
i
r
k
u
n
g
e
n
 u

n
d
 F
o
l
g
e
n
 s
o
w
o
h
l
 der 

w
a
h
r
e
n
,
 
als 

der 
falschen 

Staatskunst 
in 

der 
Geschichte 

des 
P
s
a
m
m
i
t
i
c
h
u
s
 

K
o
n
i
g
e
s
 v

o
n
 E

g
y
p
t
e
n
 u

n
d
 der 

d
a
m
a
l
i
g
e
n
 
Zeiten, 

2. 
Theil, 

Frankfurt 
u
n
d
 Leipzig 

1760. 
V
o
r
r
e
d
e
 
Q
幅
立
糧
。

(
8
)
 

..,.0
持

r{
1」
『
判
朴
制

III~』
Q
掠

Iiiく
II

 C
 I
 -¥J 
~く

11I）
千

J..,{j!
tit¥ 

Iト
T
Q
榊
と
（
『

m
-
u
＂て

Q
吉言語

E
心
’
ト
、
ト
骨
子
与

JQ
垣

Q
：：，
岳
会
的
障
可
制
再

督
謀
ベ

J
Q
全
~
~
詳
』
〉
：
£
長
心
叫
’
E
心
兵
ド
ム
ト
Q
。
付
~

J
心：る’

1亘
社

Q
開
朝
日
跡
社

V
4
.
Q
.
fミ

♀
心
恥
’
制
4」『。ト令’＇＇

Iト＇＜＂
""' 

t¥
』
Q
制
E枯

ベ
1竺

上
こ
や

ド
長
以
」
ミ
や
ド
’
け
~

J
 f-'
竺

ti
t¥ 

lト＇＜＂
v
~
主
~m~~

.
；
：
ぎ
肱
埋
も
4当
初
~
\
J

：：，
時
。
弘
、
ァ
ト
ド
竺
~
恥
心
J

：：，
「
時
岨
杓
J
.fミ

心
廿

1制
石
崎
「
HIR<-D

,_.) 
：：，
判

的

宅
金
」
ベ

j
ム
心
.lf12f.'

「i
t¥ 

Iト
T
竺世部，＿.）

¥J::, .;:±-v4~ぎ
-v'

~J Q
榊
と
は
「
社

Em:i」
，
＿
.
）
~
ベ

j制
千

JI陪
栴
竺

1J11a
0

 \J
：：，時

Q
f
-
'
~
的
。

~J
Q

／；
花
押
’
千

j

竺
::;.l~f-J~

＼＇
~
Q
.
Q
o

『
。
ト
中
，
，
ti卜＇＜＂

""' 
t\
』
Q
側
E肱
~
~
き
‘
B

’
Q

半
、
プ
入
’
る
，
＿
.
）
¥J ~

 t-Q -R 
<-0’

ト
。
ト
ム
《
）
~
主主

，＿.）
\
J
~
刑

：：，.；：き
:0,j:J，

崎
心
心
。
ベ

j

←
t-Q

叫
ti
t¥ 

Iト
T
v
~
~
眠
時
ト
ト
ム
Q
拍
車

Q
'

~J Q
国
護
お
制
下

J
Q
：
＠
~
竺

l
投
入

j心
睦
令
長
官
吋

：：，
Q
.
Q
。

ii
「1

1ト
ャ
竺
｝

j
Q
抑

枯
以

竺
I
53¥ 

要
~\---1:0,,;:±:0,

。

(;::::::) 
Justi: 

Die 
G
r
u
n
d
f
e
s
t
e
 
zu 

der 
M
a
c
h
t
 
u
n
d
 
Gh.ickseeligkeit 

der 
Staaten; 

oder 
ausfi..ihrliche 

Vorstellung 
der 

g
e
s
a
m
t
e
n
 

Policey=wissenschaft. 
Z
w
e
y
t
e
r
 Band, 

K
o
n
i
g
s
b
e
r
g
 u

n
d
 Leipzig 

1761, 
S. 

56-66. 

（出）
Justi: 

Die 
Grundfeste, 

S. 
57. 

（巴）
Justi 

(anonym): 
Schreiben 

a
n
 das P

u
b
l
i
c
u
m
 v

o
n
 d

e
m
 Verfasser der 

Briefe, 
so 

unter 
d
e
m
 Titel: 

L
e
b
e
n
 u
n
d
 Character des 

G
r
a
f
e
n
 v

o
n
 Bri..ihl, 

z
u
m
 V
o
r
s
c
h
e
i
n
 g

e
k
o
m
m
e
n
,
 H

a
m
b
u
r
g
 u
n
d
 Leipzig 

1760, 
S. 

28. 

（ヨ）
Justi 

(anonym): 
L
e
b
e
n
 
u
n
d
 
Character 

des 
Konig!. 

Pohlnischen 
u
n
d
 
Churfi..irstl. 

Sachsischen 
Premier=Ministers, 

G
r
a
f
e
n
 

v
o
n
 Bri..ihl, 

in 
vertraulichen 

Briefen 
entworfen. 

Z
w
e
y
t
e
r
 Theil 

1761, 
Vorbericht 

S. 
XII. 

t--



（巴）
Justi: 

Die 
Grundfeste, 

S. 
53 

（虫）
Nicolai: 

a. 
a. 

0., 
S. 

450. 

（に）
Justi: 

Die 
Grundfeste, 

S. 
65f. 

（告）
A
b
b
t
:
 
V
e
r
m
i
s
c
h
t
e
 Schrif ten, 

3. 
Theil, 

Frankfurt 
u
n
d
 Leipzig 

1783, 
S. 

55. 

（告〉
I
~
~
く

11
叶
Q
健
闘
目
冊
社
会

1岡
田
長
心
恒
心
斗
’
＇
＇
.
！
：
~
’
a
心
’

.-l-R-# 
"Policey

”
 W

i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
 tier 

ti 
t¥ 

1ト
γ
仰

F
ム
ト
ヤ
入
、
ベ

j竺
制
や
~
＂
＂

制
や

4」
然
、
「
。
ト

\".J竺
~1-Q';fu

酬
'Im\~さ

↑
世
相
補
+ti~瞬

榊
よ

j
,.._) ¥J

拍
車

J
ド＿：－，，

l'Q 
Q
竺
’
掛
1ト判事

Q
患

l'Q
-R
恥
心
’

W
o
l
f
g
a
n
g
 M
a
r
t
e
n
s
山
士
千

J
時

的
。

一

一
Martens:

Literatur 
u
n
d
 
“Policey

”
i
m
 
Aufklarungszeitalter. 

A
u
f
 g
a
b
e
n
 
sozialgeschichtlicher 

Literaturforschung. 
In: 

G
e
r
m
a
n
i
s
c
h
 
R
o
m
a
n
i
s
c
h
e
 Monatsschrift 

N. 
F. 

Bd. 
31 

(1981), 
S. 

404 
419. 

吋
4

t
-


