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い
て
.い
え
ば
、
発
邗
の
辞
の
い
ぅ
通
り
現
在
ま
で
の 

世
界
史
の
発
展
の
中
で
果
し
て
き
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸 

，民
族
の
歴
史
の
も
つ
先
進
的
な
役
割
が
、
何

故

可

能

ョ
I

.

卩
'
ッ
パ
資
本
主
義
を
そ
の
胎
内
か
ら
う
み
だ
す 

に
い
た
っ
た
ョー

ロ
ッ
パ
封
建
制
ゼ
つ
い
て
新
し
い
. 

研
究
.史
の
.
成
果
に
立
っ
た
も
の
で
注
间
さ
.
.れ
る
。
.
そ 

こ
で
.
は
か
つ
て
3

丨
ロ
.
ッ
パ
封
建
制
に
つ
：い
て
ど
な 

.え
ら
れ
て
い
た
古
典
荘
園
制
に
つ
い
て
の
丹
吟
眛
が
、
 

様
々
の
角
度
か
ら
行
な
'
わ
れ
て
い
る
*°

と
く
に
領
主
：
 

と
農
民
と
い
う
i

m

的

生

産

関

係

.が

具

体

的

に

農

民 

の〉

共
同
体
的
な
定
住
に
お
い
て
ど

の

よ

う.

に
な
つ
て 

い
る
か
？

と
い
？
た
問
題
が
解
明
さ
れ
て
い
る
0 

.

近
世
前
期
に
お
い

て

は

市

民

革

命

の

時

_

の
様

 々

の
問
題
が
新
し
い
.研
究
の
成
果
の
上
：で
^
明
さ
れ
て 

い
.

る
。

と
く
に
ィ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
を
め
ぐ
る
誰
問 

題
の
解
明
に
多
ぐ
の
頁
が
さ
か
れ
、
内
容
的
に
も
注 

目
さ
れ
る
。

H'
丨
ロ
ッ
パ
費

本
主
義
の
中
で
も

先
進 

的
な
発
展
を
と
げ
た
ィ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
.の
道
が
市 

民
苯
命
を
契
機
に
き
り
ひ
ら
か
れ
て

い

-
った
こ
と
を 

思
え
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

.

.

最
後
に
簡
単
に
批
評
を
い
え
ば
賭
労
作
の
間
の
問 

撤
意
識
が
必
ず
し
も
共
通
の
も
の
で
な
い
場
合
も

あ
。

り
、
.こ
の
点
発
刊
の
辞
の
い
う
よ
.う
な
協
力
的
研
究 

体
制
が
今
後
の
歴
史
研
究
に
と
り
不
可
欠
の
も
の
で

'気
噴
健

1
'ニ'著
：
：

'
'
:

■ 

V
『

ソ

ビ

チ

ト

：経

済

の

研

究

』

-

, 

, 

- 

.

.

.

. 

.

ソ
連
経
済
は
き
わ
め
て
高
い
経
済
成
長
率
を
誇
っ 

て
'き
た
。
し
か
し
、

ソ
連
の
計
画
経
済
の
メ
力
一
一
ズ 

.

ム
は
、
中
央
指
導
的
計
画
経
済
面
有
の
矛
盾
を
も
っ
. 

て
い
る
。
本
書
は
、、
こ
の
矛
盾
に
■光
を
当
て
る
と
と 

も
に
、
.
こ

れ

に

関

連

し

，
て

.、

.
マ
ル
.ク
，
ス
，
一>
ス
.タ
I

リ
ン
主
義
理
論
の
根
本
的
誤
！

i

を
鋭
く
指
摘
す
る
。

.先
ず
■マ
ル
ダ
ス 
'と
ス 
'タ
ー
リ
ン
と
題
さ
れ
た
第
.一.，
 

章
に
お
い
て
は
、
上
部
構
造
と
下
部
槨
造
と
の
関
係 

に
.つ
い
て
の
両
者
の
見
解
の
.相
違
が
指
摘
さ
れ
る
。 

そ
し
て
、

ス
タ
ー
リ
ゾ
が
自
ら
上
部
構
造
：の
指
導
者 

の
地
位
に
立
？
た
こ
と
紙
、
上
部
構
造
ゆ
歴
史
的
役 

割
を
力
説
し
た
り
、
歴
史
に
お
け
る
恒
常
的
要
：因
を

八
〇
/

(

四
九
六
>

:

.'重
視
す
る
ょ
う
に
-な
づ
た一

:

つ
の
理
由
で
あ
る
と
論
. 

じ
ら
れ
る
。
第
二
窜
は
ス
タ
ー
リ
ン
.の
経
済
法
則
論 

の
批
判
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ス

タ

ー

リ

ン
 

©
;い

う「

国
民
経
済
の
針
圆
的
杜
会
主
義
経
済
の
'基 

本
的
避
済
法
'1
|
1

」

が
、
客
観
的
法
則
で
な
く
ソ
ビ
ェ
.ト 

.権

力

の「

八
<
称
目
的
、
計
画
意
因」

' 
の
表
明
に
す
ぎ 

:

な

，い

こ

と

、

「

国

民
.経
済
の
計
画
的
.

(

釣
食
の
と
れ 

た)

発
展
の
法
則」

が
現
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
.
以
下
の
章
は
、
こ
の
点
を 

実
証
す
.る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
そ
こ
で
特
に
強 

調
さ
れ
て
い
る
こ
と
.は
、
市
場
価
格
機
構
を
基
礎
と 

し
な
い
計
画
経
済
に
お
，い
て
は
浪
費
、
不
均
衡
、
低 

能
率
を
避
け
が
た
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
事
実
、

ソ 

.連
経
済
の
最
近
：の
動
き
を
み
る
と
、
'価
値
法
則
の
利 

用
が
強
調
さ
れ
、
商
品
生
産
の
意
義
が
再
認
さ
れ
、
：
 

計
画
機
構
の
分
権
化
が
進
ん
.で
い
る
。

と
う
し
た
方 

向
人
：
の
現
実
の
動
き
は
、

マ
ル
ク
ス
の
本
来
の
理
論 

に
お
い
て
は
説
明
し
餘
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

い 

く
つ
か
の
点
で
は
へ
ス

タ

！

リ

ン

の
命
題
を
も
超
え 

て
避
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
結
局
、

こ
う
し
て
、

ソ 

連
の
計
画
経
済
は
、
そ
の
経
済
的
合
理
性
へ
の
要
請 

が
強
ま
る
と
と
も
に
.、
市
場
経
済
.的
機
構
を
基
礎
と 

す
る
経
済
許
画
の
方
向
に
ま
.す
ま
す
進
ま
ざ
る
を
得 

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
の 

よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。

*.
.

あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
。
又
政
治
史
や
社
会
史
そ 

で
あ
ァ
た
の
か
？
と
い
う
.根
本
的
な
.問
い
を
.具

体
的
の
他
と
の
開
連
も
社
会
：経
済
史
：と
い
う
以
上
も
つ
と 

な
個
別
研
究
：に
お
い
て
深
.め
て
い
る
と
•い
え
ょ
う
。

要
求
さ
れ
.て
く
る
で
あ
ろ
.ゲ
。(

弘
文
堂
.
全
十
巻
，
 

と
く
：に
中
世
前
期
、
'後
期
に
の
せ
ら
'れ
た
.諸

労

作

は

.
<
}
:
5
.
*

各
卷
三
：五
0

5:)
：

丨
寺
盾
誠

—

本
書
は
論
文
集
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
佥
体
は 

以
上
の
よ
う
な
主
張
に
■よ
っ
て

貫
ぬ

か
れ
、
統
一
さ 

れ
て
い
る
。
即
ち
、
前
半
に
お
い
て
は
>
思
想
的
理 

論
的
間
題
の
解
明
に
重
点
が
：お
‘
れ
、
後
半
に
お
い 

て
は
、
主
と
し
て
.庚
証
的
分
析
に
よ
っ
て
、
前
半
の 

主
張
を
.褒
付
げ
る
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
、

こ
う
し 

て
、
問
題
点
を
浮
^
り

に
し
て
い
る
0 

本
書
は
、

ソ
連
経
済
の
讃
美
論
と

か
単
な
る
解
説 

書
と
は
全
く
異
.な
り
、

ソ
述
経
済
の
華
や
か
な
発
展 

の
蔭
に
あ
る
矛
盾
乃〕

至
問
題
点
を
え
ぐ
り
出
し
た
注 

@
す
.■べ

き
研
究
で
あ
る
と
.い
え
よ
う
9 (

日
本
評
論 

新

社

• 

A

5'.1

八
五
頁
•
ニ
八
0
円
.

)

1

丸
’

尾
l i

：
美

I

エ
ウ
ジ
X

オ

.
'ガ
レ
ン
著
'

清
.

水

純

-*
訳

■:
■:
:
:

'『

ィ

タ

.リ

ア

の

；ヒ

チ

ー

マ

i
l

ズ

ム

』

丨
ル
ネ
サ
.ン
ス
に
お
.け
る
哲
学
と
市
民
生
活
丨

.本
書
は
ィ
タ
リ
ア
o;
#
学
史
家
ガ
レ
ン
教
授
：の
ル
' 

ネ
サ
ン
ス
思
想
史
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
.独
自
' 

だ
思
想
家
が
少
な
い
允
め
思
想
史
的
に
は
従
來
見
過 

さ
れ
が
ち
'で
あ
つ
た
'
0し
.か
，
し

中

做

と

-近

代

の

結

び
 

目
と
し
て
そ
の
性
格
が
明
ら
か
^
さ

れ

^

ば

か

ら

新
、
刊

^
 

f 

.

ぬ
。
本
書
は
そ
の
要
求
に
答
え
る
も
.の

と

言

え

よ 

う

,

.

.

著
者
の
意
因
は
、
尤
小
さ
ま
ざ
ま
の
ヒ
ユ
!
マ
_十
 

ス
ト
の
文
献
を
駆
使
し
.て

、

当

時

：
.
の

沛

民

生

话

に

お
 

い
て
論
じ
.b.
れ
た
主
題
.を
、
な
る
，ベ
く
そ
.■の
.ま
ま
に
，
.■ 

抨
現
す
る
に
あ
.っ
た
。
必
ず
し
も
新
し
い
ル
ネ
サ
ン
.

.

ス
解
釈
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
.
豊
富
に 

用
い
ら
れ
た
資
料
自
身
に
，よ
っ
て
語
ら
れ
る
ル
ネ
.

サ 

ン
ス
思
想
史
を
、
そ
こ
.に
み
る
の
で
あ
る
0

ヒ
H 
I

マ
ニ
ズ
ム
が
古
典
の
再
生
を
は
か
る
文
化 

運
動
で
^

る
の
ゆ
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
.古 

.典
を
通
じ
て
古
代
の
，人

々
と
会
話
を
し
、
人
間
教
?
, 

の
助
げ
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
会
話
に 

よ
っ
て
隣
人
と
語
り
あ
う
市
民
生
活
の
意
義
を
、

ヒ 

H

丨
マ
一
一
ス
ト逮
は
高
く
評
価
し
た
。
孤
龙
し
た
冥 

.想
生
活
に
は
何
の
葛
義
も
認
め
な
か
っ
た
。

な
市
民
生
活
の
範
と
し
て
古
典
と
'の
会
話
を
重
ん
'

じ 

た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
古
典
は
歴
史
の
中
に
生
.き
た 

古
代
人
.
を
具
体
的
に
示
.す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ 

た
。
新
し
い
胃
_
女
献
学
は
、：
古
典
：を
坐
き
た
言
葉「 

と
し
て
.

史
的
背
景
.

の
：中
に
.

理
解
し
よ
ラ

と
す
る
必
^

 

が

ら

生

ま

れ

た
.0
'

初

期

ヒ
H

I

:

マ」
1

,?
<

ム

は

と.の
よ
'
 

う

に
市
民
生
活
の
自
由
を
強
調
す
る
も
ダ

P

ぁ
っ
た 

於
、)

や
が
て
フ
ィ
レ
シ
ッ
エ
の
独

' ^
^

に
夂
'

つ'
て
そ
.

'れ
は
脅
か
さ
れ
る
に

い
た
る
。
フ
イ
レ
ン
ツ
工
に
栄

.え
る
プ
ラ
ト
二
ズ
ム
は
そ
の
事
情
を
反
映
し
て
市
民 

活
動
を
逃
避
:^
た
冥
想
的
性
格
を
邋
厚
に
し
て
い 

き
、
そ
の
中
で
人
間
の
尊
厳
性
を
極
め
よ
う
と
試
み 

る
。
他
方
パ
ド
ヴ
T
を
中
心
に
す
る
伝
統
的
な
ア
リ 

ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
も
、
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
プ 

ラ
ト
二
ズ
ム
に
誘
発
さ
れ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
リ
ズ
ム 

で
は
霊
魂
論
、
知
性
論
が
主
題
と
な
る
が
、
こ
こ
か 

ら
論
理
学
や
方
法
論
へ
の
道
と
自
然
探
求
べ
の
関
心 

.が
：開
け
て
ゆ 

< こ
と
に
な
る
0

こ
の
よ
う
に
し
て
ィ 

.タ

.リ
ア
'の

ヒ

ユ

ー

マ

ー

ー

ズ

.ム
_は

、

市

民

生

活

を

蜜

..ん 

じ
る
人
間
の
社
会
性
と
尊
厳
を
強
調
し
、

一
方
で
経
- 

験
的
合
理
性
を
基
礎 
に
自
然
科
学
へ
接
近
し
て
ゆ
く 

こ
と
に
よ
り
、
近
代
思
想
の
成
立
を
促
す
こ
と
に
な 

.る
。

ガ
レ
ゾ
の
.結
論
を
直
線
的
に
：ひ
き
.だ
す
の
は
危 

険
を
.伴
う
が
、
以
上
は
そ
の
一
：
面
を
.と
り
だ
し
て
み 

た
。(

創
文
社
'
‘

A 
5 

.
三
四
0
頁

.
七
0
0
2

:

)

.

I

漉
辺
和
一
郎
丨

八

1

@

九
：七

)


