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ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
二
二
年
・
二
三
年
の
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
お
い
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
「
本
来
の
イ
ン
ド
」

と
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
と
い
う
「
二
つ
の
イ
ン
ド
」
を
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
た
。
こ
の
さ
い
、
前
者
は
、
専
制
的
な
自
然
の
立

場
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
を
廃
棄
す
る
自
由
の
立
場
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
論
の
進
行
か
ら
す
る
と
、
中
国
の
原
理

と
イ
ン
ド
の
原
理
を
統
合
す
る
の
は
ペ
ル
シ
ア
と
な
る
が
、
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
に
も
現
実
的
に
そ
れ
と
同
等
の
位
置
づ
け
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

121



跡見学園女子大学文学部紀要 第 48 号 2013 

一 

は
じ
め
に 

「
イ
ン
ド
が
二
つ
あ
る
」
と
い
え
ば
、
奇
妙
な
言
明
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
。
し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド

の
あ
り
方
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
と
仏
教
と
で
は
様
相
が
異
な
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
容
易

に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
別
々
の
イ
ン
ド
が
二
つ

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
オ
リ
エ
ン
ト
論
全
体
の
構
造
を
い
わ
ば
揺
る
が
す
も
の
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
ま
で
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

単
純
に
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
ほ
う
が
支
配
的
で
あ
る
、と
い
う
常
識
に
よ
り
か
か
っ
て
、

次
の
ペ
ル
シ
ア
に
進
む
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
。 

こ
れ
に
は
テ
キ
ス
ト
に
も
責
任
が
あ
っ
て
、
本
邦
の
翻
訳
で
あ
る
武
市
健
人
訳
の

『
歴
史
哲
学
』（
岩
波
書
店
刊
）
は
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
を
底
本
と
す
る
が
、
そ
の
実

は
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
編
集
に
か
か
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
構
造
に
忠

実
に
仏
教
を
「
附
録
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。「
附
録
」
な
の
だ

か
ら
、
た
し
か
に
仏
教
は
イ
ン
ド
の
別
の
あ
り
よ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
と
し

て
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
「
一
つ
の
イ
ン
ド
」
で
理
解
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。 

と
こ
ろ
が
、「
附
録
」
の
位
置
づ
け
を
外
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
ら
え
た
仏
教
の
あ

り
よ
う
を
オ
リ
エ
ン
ト
論
の
構
成
の
な
か
で
ま
と
も
に
取
り
上
げ
た
と
き
、
仏
教
が

自
由
の
現
実
的
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
鮮
明
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。 

そ
う
し
た
「
附
録
」
の
位
置
づ
け
が
も
と
も
と
な
い
の
が
、
一
八
二
二
・
二
三
年

に
ベ
ル
リ
ン
で
は
じ
め
て
お
こ
な
っ
た
「
世
界
史
哲
学
講
義（

1
）」

で
あ
る
。
こ
の
論
考

で
は
、
そ
の
講
義
に
お
い
て
「
二
つ
の
イ
ン
ド
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か

を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
把
握
に
従
う
か
ぎ
り
、

「
二
つ
の
イ
ン
ド
」
が
自
然
と
自
由
と
い
う
い
わ
ば
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
構
成
し
て
お

り
、
こ
の
転
轍
点
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
舞
台
と
し
て
歴
史
的
に
自
由
を
展
開

す
る
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
は
非
現
実
の
過
去
で
あ
る
ペ
ル
シ
ア
の
闇
（
光
）
に
沈

み
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

二 

「
本
来
の
イ
ン
ド
」
と
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」、
そ
の
取
扱
い
の
運
命 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
お
い
て
、
そ
の
イ
ン
ド
論
は
、
中

国
と
の
対
比
・
移
行
の
議
論
や
イ
ン
ド
の
根
本
理
念
を
概
説
す
る
総
論
的
な
部
分
を

冒
頭
に
置
き
、
そ
の
あ
と
に
イ
ン
ド
の
地
理
や
社
会
、
宗
教
な
ど
を
展
開
す
る
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
ン
ド
論
で
扱
う
べ
き
社
会
や
宗
教

な
ど
が
、
根
本
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
民
族
に
分
岐
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
は
、「
バ
ラ
モ
ン
教
」
を
信
ず
る
イ
ン
ド
人
で
あ
り
（I.10/2, S.170

）
、

他
方
は
、
「
ラ
マ
教
」
と
い
う
「
仏
教
原
理
を
も
つ
民
族
」
（I.10/3

）
で
あ
る
。
前

者
は
、「
本
来
の
イ
ン
ド
人
」（I.10/6, S.171

）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、

「
チ
ベ
ッ
ト
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
、
カ
ル
ム
イ
ク
人
、
さ
ら
に
セ
イ
ロ
ン
人
で
あ
り
、

ガ
ン
ジ
ス
川
東
岸
の
半
島
の
民
族
で
あ
る
」
（I.10/4, S.170f.

）
と
し
て
い
る
。 

総
論
的
な
部
分
に
続
く
イ
ン
ド
の
地
理
の
説
明
は
（I.11, S.171f.

）、
前
者
の
「
本
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二つのインド 

来
の
イ
ン
ド
人
」
に
関
す
る
も
の
で
、「
バ
ラ
モ
ン
教
の
イ
ン
ド
」（I.100/5, S.225

）

と
も
呼
ば
れ
る
が
、「
ガ
ン
ジ
ス
川
と
イ
ン
ダ
ス
川
の
流
域
」
、「
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
」、

「
デ
カ
ン
高
原
」
を
め
ぐ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
「
仏
教

原
理
を
も
つ
民
族
」
に
つ
い
て
の
地
理
の
説
明
は
、
イ
ン
ド
論
の
末
尾
で
こ
の
民
族

を
取
り
上
げ
る
さ
い
に
な
さ
れ
、「
イ
ン
ド
世
界
に
類
縁
の
世
界
」（I.100/1, S.224

）
、

「
仏
教
の
イ
ン
ド
」（I.100/5, S.225

）
と
呼
ば
れ
、「
セ
イ
ロ
ン
、
ア
ヴ
ァ
、
ア
ヴ

ァ
国
と
シ
ャ
ム
国
が
あ
る
イ
ン
ド
の
東
に
あ
る
半
島
」
か
ら
、「
イ
ン
ド
自
身
の
北
東
」

の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
」
を
経
て
、「
タ
タ
ー
ル
全
域
を
通
っ
て
ア
ジ
ア
の
東
の
辺
縁
に

至
る
」
領
域
、
あ
る
い
は
「
北
極
海
に
ま
で
至
る
」
領
域
（I.100/2ff., S.224f.

）

を
と
ら
え
て
い
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
お
い
て
、「
イ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
こ
う
し
た
異
質
な
二
つ
の
世
界
か
ら
な
る
と
明
確
に
認
識
し
て
い
て
、
そ

の
区
分
原
理
は
、
宗
教
に
依
拠
し
て
「
バ
ラ
モ
ン
教
」
と
「
仏
教
」
の
別
に
あ
る
と

み
て
い
た
。
こ
の
た
め
か
、「
仏
教
」
の
分
布
す
る
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン
ゴ
ル
、
さ
ら
に

は
北
極
海
に
至
る
ま
で
―
―
そ
し
て
「
ア
ジ
ア
の
東
の
辺
縁
」
と
い
う
こ
と
で
は
日

本
も
含
み
う
る
で
あ
ろ
う
―
―
が
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
と
し
て
包
括
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
我
々
の
地
理
感
覚
と
大
い
に
ず
れ
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う（

2
）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
み
ず
か
ら
所
有
す
る
地
図

（
3
）

に
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
も
あ

え
て
こ
う
し
た
言
明
を
し
て
い
る
と
想
定
し
た
と
き
、
少
な
く
と
も
そ
の
空
間
意
識

に
迷
い
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
『
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
東
経
約
六
〇
度
以
東
』
マ
イ
ナ
ス
『
中
国
』」
と
い
っ
た
領
域
全
体
を
「
イ
ン

ド
」
と
し
て
包
括
的
に
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

（
4
）

 

も
っ
と
も
、「
バ
ラ
モ
ン
教
の
イ
ン
ド
」
が
「
本
来
の
イ
ン
ド
」（I.100/5, S.225

）

と
呼
ば
れ
る
こ
と
、
ま
た
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
議
論
す
る
に
先
立
っ
て
「
本
来
の

イ
ン
ド
」
を
総
括
し
、
イ
ン
ド
世
界
の
世
界
史
的
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
す
る
と(I.88-97, S.217-223

)

、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ン
ド
論
の
中
心
は
や
は
り

「
バ
ラ
モ
ン
教
の
イ
ン
ド
」
で
あ
っ
て
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
は
附
録
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
、
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

い
や
、
む
し
ろ
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
は
、
イ
ン
ド
と
い
う
よ
り
は
中
国
に
編
入
し

た
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
考
え
も
、
た
ん
な
る
地
理
的
関
係
か
ら
す
れ
ば
十
分
に
成

り
立
つ
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
実
際
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
で
は
、
中
国
論
の

末
尾
に
お
い
て
、
「
ラ
マ
教
」
な
い
し
「
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
」
、
「
仏(Fo

)

の
宗
教
」
へ

の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら(C

.55/7-14, S.163f.)

、
議
論
の
重
複
を
避
け

よ
う
と
す
れ
ば
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
中
国
論
に
入
れ
込
ん
で
整
理
す
る
、
と
い
う

方
針
も
出
て
く
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
い
つ
き
に
至
っ
た
の
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
を
最
初
に
編
集
し
た
ガ
ン
ス
だ
っ
た

（
5
）

。
ガ
ン
ス
は
、
こ

こ
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
第
一
章
を
見
出
し
レ
ベ
ル
で
「
中
国
」
で
は
な
く
「
中
国
と

モ
ン
ゴ
ル
」
に
変
え（

6
）

、
そ
の
第
一
節
を
「
中
国
」
、
第
二
節
を
「
仏
な
い
し
ブ
ッ
ダ
の

宗
教
と
モ
ン
ゴ
ル（

7
）

」
と
題
し
て
区
分
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
ガ
ン
ス
版
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
カ
ー
ル
・

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
第
一
章
を
た
ん
に
「
中
国
」
と
し
、
モ
ン
ゴ
ル
を
含

む
「
仏
教
」
を
「
イ
ン
ド
」
の
下
位
項
目
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
に
な
る

（
8
）

。
カ
ー
ル
・

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
さ
い
に
、
次
の
よ
う
に
註
記
す
る
。「
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
か

ら
仏
教
へ
の
移
行
は
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
初
の
構
想
と
最
初
の
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講
義
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
仏
教
の
位
置
づ
け
は
、
仏
教
に
関
す
る
最
新

の
研
究
と
い
っ
そ
う
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
以
降
の
附
録
を
以
前

に
占
め
て
い
た
位
置
か
ら
移
動
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
正
当
化
で
き
る
も
の
と
思
う（

9
）。」

こ
う
し
た
措
置
は
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
照
ら
せ
ば
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー

ゲ
ル
が
い
う
よ
う
に
、
順
序
関
係
の
点
で
ご
く
ご
く
当
然
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
と

は
い
え
、「
仏
教
」
の
位
置
づ
け
は
、
二
面
性
あ
る
イ
ン
ド
世
界
の
一
方
の
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ヴ
で
は
な
く
、「
附
録
」
と
銘
打
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
た
ん
な
る
添
え

物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
新
た
な

難
点
を
生
み
出
し
た
と
も
い
え
る
。 

た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
を
い
わ
ゆ
る
発
展
史
的
に
理
解
す

る
か
ぎ
り
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
仏
教
の
位
置
づ
け
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
こ

と
も
容
易
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学

講
義
」
に
お
い
て
中
国
論
の
末
尾
に
あ
っ
た
「
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
」
へ
の
言
及
は
、
最

後
の
一
八
三
〇
・
三
一
年
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
で
は
よ
り
前
に
移
動
し
て
い
る
。

（
10
）

ま
た
、
イ
ン
ド
論
の
冒
頭
で
中
国
と
の
差
異
を
語
る
場
合
、
最
初
の
講
義
で
は
、
中

国
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
最
後
の
講
義
で
は
、
特
殊
に
モ
ン
ゴ

ル
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
て
い
る
節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
後
の
講
義
の
イ
ン
ド

論
冒
頭
は
、
モ
ン
ゴ
ル
世
界
に
言
及
し
、
こ
れ
が
中
国
世
界
の
統
合
性
を
解
消
す
る

も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。「
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
は
、
中
国
の
統
合
を
消
し

去
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
人
が
も
つ
確
固
た
る
秩
序
に
対
比
し
て
放
浪
す

る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
学
者
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
文
献
を
研
究
し
た
。
そ
れ
は
、

人
倫
的
な
有
機
体
を
欠
い
た
永
遠
の
変
化
で
あ
る
。
人
び
と
の
も
と
で
も
っ
と
も
普

及
し
て
い
る
の
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
宗
教
で
あ
る
。
ア
ベ
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
に
よ
れ

ば
、
僧
院
に
属
す
る
者
た
ち
が
こ
の
宗
教
を
探
究
す
る
の
は
、
そ
の
宗
教
で
神
人
を

尊
崇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
純
な
命
脈
の
根
源
を
見
出
す
た
め
で
あ
る
。
」

さ
ら

（
11
）

に
、
最
初
の
講
義
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
が
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
の
宗
教
と
し
て
、

人
倫
的
な
も
の
の
欠
如
の
責
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
最
後
の
講
義
に
お
い

て
は
、
「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
宗
教
」
に
そ
の
責
が
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
最
後
の
講
義
で
は
、
最
初
の
講
義
の
イ
ン
ド
論
に
存
在
し

て
い
た
「
二
つ
の
民
族
」
論
が
な
く
な
り
、
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
の
議
論
に
専
念
し

（
12
）

、

こ
れ
に
伴
っ
て
仏
教
に
関
す
る
議
論
が
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
晩
年
の
構
成
を
と
ら
え
て
、
イ
ン
ド
を
「
二
つ
の
民
族
」
と
し
て
と
ら

え
る
見
方
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
放
棄
し
た
と
ま
で
断
言
す
る
と
す
れ
ば
、
「
本
来
の
イ
ン

ド
」
と
い
う
表
現
が
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
―
―
本
来
的
で
な
い
イ
ン
ド
も
想
定
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
―
―
、
そ
れ
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
時
間
を
見
計
ら
っ
て
主
要

部
分
を
駆
け
抜
け
る
こ
と
も
、
講
義
に
は
つ
き
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
は
、
イ
ン
ド
論
の
主
文
脈
た
り
え
な
い
、
と
も

い
え
る
わ
け
だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
の
「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
宗
教
」
を

中
国
と
イ
ン
ド
の
結
節
点
に
置
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
晩
年
の
構
成
を
そ
の
最
終
的
な
到
達

点
と
と
ら
え
て
、
ガ
ン
ス
の
よ
う
に
、
仏
教
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
中
国
論

の
「
第
二
節
」
と
し
て
扱
い
た
く
な
る
の
も
人
情
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ン

ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、
少
な
く
と
も
最
初
と
最
後
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
依
拠
す

る
か
ぎ
り
、
実
際
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ま
っ
た
く
論
じ
な
か
っ
た
形
態
で
あ
る
こ
と
も

さ
ら
に
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。 
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
で
は
、
明
確
に
、
バ
ラ
モ
ン
教

と
い
う
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
と
と
も
に
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
同
時
に
「
イ
ン
ド
」

世
界
の
あ
り
方
と
し
て
―
―
重
み
づ
け
に
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
―
―
位
置
づ
け
て
い

る
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
史
哲
学
に
は
「
二
つ
の
イ
ン
ド
が
あ
る
」
と
言
っ

て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

専
制
的
な
自
然
と
そ
れ
を
克
服
す
る
自
由 

と
こ
ろ
で
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
は
、
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
の
社
会
論

（I.12-42, S.172-192

）
の
あ
と
に
た
だ
ち
に
イ
ン
ド
の
宗
教
論
（I.43-63, 

S.192-204

）
が
接
続
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
国
家
論
と
お
ぼ
し
き

も
の
は
、
そ
の
社
会
論
の
冒
頭
に
も
あ
る
が
（I.12f., S.172f.

）
、
主
題
的
に
は
宗

教
論
の
あ
と
に
位
置
し
（I.64-69, S.204-207

）、
そ
の
封
建
制
的
な
あ
り
か
た
と

抗
争
状
態
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
や
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の

組
み
立
て
方
に
準
じ
て
い
え
ば
、
絶
対
的
精
神
に
属
す
る
宗
教
が
、
客
観
的
精
神
に

属
す
る
社
会
論
と
国
家
論
の
あ
い
だ
に
割
っ
て
入
る
か
た
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
、
図

式
と
現
実
と
が
齟
齬
を
き
た
し
た
場
合
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
実
を
優
先
し
て
思
考
す
る

態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る
。 

「
本
来
の
イ
ン
ド
」
社
会
を
律
す
る
カ
ー
ス
ト
制
度
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の

宗
教
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。「
カ
ー
ス
ト
区
分
は
、
人
間
の
一
部
が
神
的
に
現

象
す
る
祭
祀
で
あ
る
。」
（I.18/10, S.177

）
「
人
間
は
神
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
の

う
ち
に
あ
り
、
そ
の
た
め
、
人
間
の
日
常
生
活
は
神
奉
仕
と
し
て
現
象
す
る
。
」

（I.18/13

）
し
た
が
っ
て
、
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
社
会
を
論
ず
る
に
は
、
国
家
よ
り

は
、
ま
ず
宗
教
と
の
関
係
で
論
ず
る
ほ
う
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。 

し
か
も
、「
本
来
の
イ
ン
ド
」
に
は
、
国
家
と
の
関
係
で
社
会
を
論
ず
る
こ
と
の
で

き
な
い
深
刻
な
現
実
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
イ
ン
ド

に
は
国
家
が
ま
っ
た
く
存
在
し
え
な
い
」
（I.12/9, S.172

）
の
で
あ
る
。
「
イ
ン
ド

で
は
、
人
民
だ
け
が
存
在
し
、
国
家
が
存
在
し
な
い
。」
（I.12/10

） 

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
国
家
」
概
念
か
ら
す
る
評
価
で
あ
っ
て
、

「
本
来
の
イ
ン
ド
」
を
単
純
な
無
政
府
状
態
と
と
ら
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
。 

「
国
家
は
自
由
な
意
志
と
い
う
意
識
を
前
提
と
す
る
」
（I.12/3

）
が
、
「
自
由
な

意
志
と
し
て
の
精
神
的
な
も
の
」
が
「
自
然
的
な
も
の
と
対
立
す
る
こ
と
も
な
い
よ

う
な
統
一
」
を
な
し
て
お
り
（I.12/5

）
、
端
的
に
い
え
ば
、
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す

る
意
志
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
な
意
志
と
い
う
形
式
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
自
由

の
原
理
が
欠
け
て
い
る
」（I.12/8

）
。
だ
か
ら
、「
イ
ン
ド
に
は
国
家
が
ま
っ
た
く
存

在
し
え
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、「
社
会
的
共
同
生
活
」
が
あ
る
以
上
「
統
治
」
は
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
点

で
は
無
政
府
状
態
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
自
由
の
原
理
が
欠
け
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
こ
の
生
活
で
な
に
が
人
倫
的
で
正
当
で
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
か
の
規
定

に
と
っ
て
、
人
倫
の
原
則
も
、
良
心
と
し
て
の
宗
教
性
な
ど
も
現
前
し
な
い
」
の
で
、

必
然
、「
統
治
が
あ
る
か
ぎ
り
、
専
制
政
治
（D

espotism
us

）
が
、
原
則
や
法
則
を

ま
っ
た
く
欠
い
た
専
制
政
治
が
存
在
す
る
」
こ
と
に
な
る
（I.13/1-3, S.173

）
。
し

か
も
、
専
制
政
治
が
「
圧
政
（Tyrannei

）」（I.13/7

）
と
な
っ
て
も
、「
イ
ン
ド
で
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は
自
由
の
自
己
感
情
も
、
道
徳
的
な
も
の
の
意
識
も
な
い
か
ら
、
圧
政
は
秩
序
の
う

ち
に
あ
り
、
嫌
悪
さ
れ
な
い
」
（I.13/9

）
と
ま
で
い
わ
れ
る
。 

社
会
生
活
を
律
す
る
カ
ー
ス
ト
制
度
は
、
自
由
な
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
自
然
的
な
区
別
」
（I.17/9, S.175

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
、
『
マ
ヌ

法
典
』
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
「
原
則
や
法
則
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
人

格
的
な
自
由
」（I.15/3, S.174

）
や
「
内
面
的
で
主
体
的
な
自
由
」
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
『
法
の
哲
学
』
の
観
点
も
入
れ
な
が
ら
理
解

す
る
な
ら
ば
、
人
倫
的
な
も
の
に
は
、
習
慣
と
し
て
の
自
然
に
属
す
る
も
の
と
、
個

人
で
あ
れ
集
団
で
あ
れ
「
み
ず
か
ら
が
決
め
る
」
と
い
う
自
己
意
識
的
な
自
由
に
属

す
る
も
の
と
が
あ
る
と
す
る
と
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
そ
こ
に
人

間
が
踏
む
べ
き
「
原
則
や
法
則
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
習
慣
と
し
て
の
自

然
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
自
己
意
識
的
な
自
由
が
働
い
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
生
ま
れ
」（I.16/12, S.175

）
と
い
っ
た
「
自
然
」
は
、

習
慣
と
し
て
の
自
然
と
連
続
し
て
そ
れ
を
強
化
し
、
そ
も
そ
も
社
会
的
な
「
原
則
や

法
則
」
で
あ
る
も
の
を
、
人
間
の
自
由
な
意
志
と
は
無
縁
な
世
界
に
奉
る
契
機
と
し

て
格
好
で
あ
る
。 

「
本
来
の
イ
ン
ド
」
が
こ
の
よ
う
に
自
然
に
埋
没
す
る
社
会
生
活
を
営
み
、
そ
の

反
射
と
し
て
専
制
政
治
と
圧
制
を
戴
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
、「
仏
教
の
イ

ン
ド
」
は
「
自
由
な
種
類
の
民
族
」
（I.112/1, S.232

）
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度

か
ら
脱
す
る
こ
と
で
専
制
政
治
を
も
克
服
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
、
い
わ
ば
自
然

と
自
由
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
成
り
立
つ
が
、
ど
ち
ら
を
望

む
か
は
、
自
己
意
識
の
程
度
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
と
仏
教
と
の
あ
い
だ
の
成
立
を
め
ぐ
る
前
後
関
係
に

つ
い
て
、「
二
つ
の
宗
教
の
う
ち
い
ず
れ
が
よ
り
古
く
単
純
で
あ
る
の
か
」
の
「
大
き

な
論
争
」
に
言
及
し
（I.101/2, S.225

）
、
仏
教
が
「
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
も
の
の
改

革
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（I.102/8, S.226

）
と
し
な
が
ら
も
、「
よ

り
単
純
な
も
の
」
（I.101/8, S.225

）
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
仏
教
的
な
も
の
が
よ
り

圧
倒
的
に
古
い
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
あ
り
そ
う
な
こ
と
」
（I.102/11, 

S.226

）
だ
と
す
る

（
13
）

。
こ
う
し
た
新
旧
の
認
識
の
当
否
は
と
も
か
く
、
肝
腎
な
こ
と

は
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
基
づ
く
「
奴
隷
状
態
か
ら
、
と
く
に
カ
ー
ス
ト
区
分
か
ら
解
放
」

（I.103/2

）
さ
れ
る
こ
と
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
シ

ク
教
徒
」（I.103/2f.

）
へ
の
言
及
を
先
立
た
せ
な
が
ら
、
セ
イ
ロ
ン
に
お
い
て
は
カ

ー
ス
ト
が
「
厳
密
性
」
を
失
い
（I.108/1, S.230

）
、
ビ
ル
マ
、
シ
ャ
ム
、
チ
ベ
ッ

ト
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
「
カ
ー
ス
ト
が
現
前
し
な
い
」
（I.108/7

）
こ
と
に
着

目
す
る
。
こ
れ
ら
は
、い
ず
れ
も
仏
教
の
普
及
す
る
領
域
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、

仏
教
と
カ
ー
ス
ト
制
度
か
ら
の
脱
却
と
は
相
即
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。 

カ
ー
ス
ト
制
度
か
ら
脱
却
し
た
仏
教
の
社
会
は
、「
自
由
で
勇
気
が
あ
り
友
情
の
あ

る
生
活
」（I.108/7

）
を
送
っ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
「
学
僧
」
は
、「
バ
ラ
モ
ン
と

対
照
的
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
尊
大
で
な
く
、
謙
虚
で
、
教
育
を
受
け
て
お
り
、
博
愛
主
義

的
で
あ
り
」
（I.109/9, S.230f.

）
、「
モ
ン
ゴ
ル
人
や
チ
ベ
ッ
ト
人
」
は
、
「
最
高
に

勇
敢
で
、
腹
蔵
が
な
く
、
信
頼
が
置
け
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
勤
勉
で
あ
る
」（I.111/1, 

S.231
）
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
の
人
間
性
そ
の
も
の

に
疑
念
を
抱
い
て
お
り
、
「
バ
ラ
モ
ン
は
、
冷
酷
で
、
尊
大
で
、
友
情
が
な
い
」

（I.109/9

）
、「
イ
ン
ド
人
は
悪
魔
で
、
臆
病
で
卑
劣
で
あ
る
」（I.111/1

）
と
す
る
。 
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ま
た
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
は
、
政
治
制
度
に
お
い
て
も
、「
本
来
の
イ
ン
ド
」
の

専
制
政
治
と
は
異
な
っ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル

人
の
政
治
に
言
及
す
る
。「
モ
ン
ゴ
ル
人
は
、
全
体
的
に
は
、遊
牧
で
生
活
し
て
お
り
、

本
来
は
、
あ
る
者
が
出
生
に
よ
っ
て
無
規
定
な
権
力
を
持
つ
よ
う
な
家
父
長
制
的
な

状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
人
の
首
長
は
、
た
し
か
に
一
部
で
は
、
出

生
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
全
体
的
に
は
、
家
族
の
長
は
、
自
分

た
ち
の
な
か
か
ら
取
り
決
め
る
。
そ
し
て
、
政
治
的
な
も
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

人
民
全
体
に
と
っ
て
懸
案
の
事
柄
と
な
る
。」（I.111/11f., S.232

）
政
治
的
な
正
統

性
を
、「
生
ま
れ
」
と
い
っ
た
自
然
的
な
も
の
に
よ
ら
ず
、
人
民
全
体
の
自
由
な
意
志

に
よ
っ
て
決
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
モ
ン
ゴ
ル
の
事
実
と
し
て

認
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

「
家
父
長
制
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、「
中
国
の
国
家
原
理
」
で
あ
っ
た
（C.13/1, 

S.132 （
14
））

。
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
の
オ
リ
エ
ン
ト
論
に
お
い
て
、
中
国
と
イ
ン
ド
の

社
会
・
政
治
は
、
前
者
が
「
家
父
長
制
」
、
後
者
が
「
カ
ー
ス
ト
制
」
に
よ
っ
て
特
色

づ
け
ら
れ
て
い
る

（
15
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
は
―
―
し
た
が
っ
て
「
仏
教
的
な

、
、
、
、

イ
ン
ド

、
、
、
」
は
―
―
、
こ
う
し
た
「
家
父
長
制

、
、
、
、
」
も、「
カ
ー
ス
ト
制

、
、
、
、
、
」
も
脱
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、「
仏
教
的
な
イ
ン
ド
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
界

史
哲
学
講
義
」
に
お
い
て
中
国
、
イ
ン
ド
と
順
次
進
行
す
る
次
の
世
界

、
、
、
、
を
予
示
す
る

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
仏
教
的
な
イ
ン
ド
」
は
、「
本
来
的
な
イ
ン
ド
」

の
た
ん
な
る
「
附
録
」
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
仏
教
的
な
イ
ン
ド
」
の
先
に
あ
る
も
の
を
「
世

界
史
」
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
生
き
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
は
、「
仏
教
的
な
イ
ン
ド
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
、「
仏
教
的
な
イ
ン
ド
」
に
自
由
を
見
出
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
因
果
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
き
ら
れ
る
自
由
が
あ
る
と
は
、
け

っ
し
て
語
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。「
イ
ン
ド
世
界
や
モ
ン
ゴ
ル
世
界
は
東
ア
ジ
ア
に
属

し
、
東
ア
ジ
ア
で
の
自
己
感
情
の
あ
り
方
全
体
は
、
ヨ
ー
ロ
パ
人
の
自
己
感
情
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
。」（P.3/6, S.234

）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
エ
ル
フ
ィ
ン
ス
ト
ー
ン
の
言

葉
を
紹
介
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
イ
ン
ダ
ス
川
ま
で
な
ら
、

ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
に
い
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
し
か
し
、〕
イ
ン
ダ

ス
川
を
渡
っ
た
途
端
に
す
べ
て
は
別
に
な
る
。」
（P.3/10f.

） 

す
く
な
く
と
も
、
近
代
的
な
自
由
の
意
識
が
人
格
的
自
由
の
そ
れ
を
根
底
と
し
て

政
治
的
自
由
の
そ
れ
に
至
る
ま
で
全
般
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
明
確
に
な
っ
た
の
だ
と

す
る
と
、「
自
由
」
を
明
確
に
し
た
と
の
先
着
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
前
提
を

遡
及
す
る
先
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
本
来
の
世
界
史
」
（P.1/3, 

S.233

）
の
時
間
の
矢
は
、
こ
う
し
て
ペ
ル
シ
ア
に
発
す
る
。
中
国
も
イ
ン
ド
も
古

い
世
界
で
あ
る
と
の
認
識
は
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
意
識
的
で

歴
史
的
な
「
つ
な
が
り
」
（P.1/4

）
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

四 

転
轍
点
―
―
現
在
の
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
か
過
去
の
ペ
ル
シ
ア
か 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
現
在
し
て
い
る
現
実
を
つ
ぶ
さ
に

理
解
す
る
こ
と
に
精
力
を
傾
け
つ
つ
、
そ
れ
が
同
時
に
古
代
の
あ
り
方
を
と
ど
め
て

い
る
と
い
う
前
提
を
加
え
る
こ
と
で
、
推
論
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
古
代
像
を
結
ん
で
い
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る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、
す
で
に
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
16
）

。
ペ
ル
シ

ア
や
エ
ジ
プ
ト
も
含
め
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
全
域
が
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
方
法
的
に
一
貫
性
を
も
っ
た
議
論
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

実
際
、
こ
う
し
た
方
法
論
で
議
論
し
た
ほ
か
の
人
の
例
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学
』
の
な
か
で
書
名
を
挙
げ
て
称
讃
し
た
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
の
『
自

然
国
家
の
没
落
に
つ
い
て
』（
一
八
一
二

（
17
）

年
）
で
あ
る
。
そ
の
「
第
一
の
手
紙
」
で
は
、

「
法
的
な
生
活
と
国
家
構
成
員
の
政
治
的
相
違
」
が
「
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
た

だ
ち
に
定
め
ら
れ
た
」
「
自
然
国
家
」
は
、「
東
洋
人
の
身
分
制
度
に
お
い
て
最
も
純

粋
に
示
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
「
東
洋
と
い
う
の
は
人
間
の
生
が
は
じ
め
て
始

ま
っ
た
と
こ
ろ
」
だ
と
し
て

（
18
）

、
こ
う
し
た
「
自
然
国
家
」
を
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
イ

ス
ラ
ム
の
順
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
い
ず
れ
に
つ
い

て
も
、
現
在
し
て
い
る
現
実
の
情
報
に
依
拠
し
て
議
論
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ

ン
ド
に
関
し
て
は
、
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
パ
ン
デ
ィ
ト
の
戒
律
を
伝
え
る
『
異
教
徒
の

戒
律
集

（
19
）』

、
中
国
に
関
し
て
は
、
コ
ン
ト
の
『
中
国
メ
モ
ワ
ー
ル

（
20
）』

や
バ
ロ
ー
の
『
中

国
紀
行

（
21
）』

、
ス
ト
ー
ン
ト
ン
の
『
大
使
紀
行

（
22
）』

、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
は
『
コ
ー
ラ

ン
』
に
依
拠
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
同
時
に
、「
神
話
を
そ
れ
が
詩
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
虚
構
と
み
な
し
、
歴
史
の
領
域
か
ら
追
放
す
る
こ
と
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と

し
て
、「
歴
史
家
」
が
「
神
話
」
を
も
「
詩
的
な
感
受
性
」
に
よ
っ
て
受
け
と
め
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。「
神
話
は
自
然
的
起
源
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
ま
た
、
人
類
の
歴
史
的

発
展
を
も
指
し
示
す
」
の
で
あ
る
。
こ
の
系
と
し
て
、『
聖
書
』
の
神
話
も
歴
史
的
に

意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

（
23
）

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
の
方
法
の
う
ち
、
現
実
的
な
も
の
に
依

拠
す
る
こ
と
は
当
然
に
し
て
認
め
る
の
だ
が
、「
神
話
」
の
史
料
化
だ
け
は
認
め
な
い
。

「
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
は
、
歴
史
の
基
礎
の
上
に
［
成
り
立
っ
て
］
い
な
い
。
ホ
メ
ロ

ス
が
ト
ロ
イ
戦
争
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
な
い
。
」

（I.73/1f., S.208 （
24
））

「
神
話
」
を
史
料
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
論
に
か
ぎ

ら
ず
、
同
じ
論
理
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
史
の
復
活
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ

ろ
う

（
25
）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
路
線
に
は
ま
り
込
む
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
の

で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
現
実
的
な
も
の
に
依
拠
す
る
と
し
て
も
、
時
系
列
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と

は
、
歴
史
で
あ
る
以
上
、
断
じ
て
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
ル
シ
ア
が
古

代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を

念
頭
に
置
い
て
、
推
論
的
に
古
代
を
想
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
世
界
が
古
代
ペ
ル
シ
ア
と
断
絶
し
て
い
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う

（
26
）

。
し
か
も
、
ペ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
と
は

異
な
っ
て
、
現
在
の
ペ
ル
シ
ア
で
は
な
く
、
古
代
の
ペ
ル
シ
ア
が
我
々
に
遺
物
と
し

て
現
前
し
て
い
る
。「
内
的
な
ペ
ル
シ
ア
世
界
の
う
ち
で
我
々
に
な
じ
み
の
あ
る
も
の
、

し
か
も
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
こ
う
し
た
モ
メ
ン
ト
は
、
す

べ
て
の
歴
史
を
生
き
延
び
て
、
尊
い
遺
物
と
し
て
今
日
ま
で
現
前
し
、
最
近
に
な
っ

て
は
じ
め
て
明
る
み
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。」（P.1/8, S.233

）
そ
れ
ゆ
え
、
中

国
や
イ
ン
ド
で
し
た
よ
う
に
古
代
を
推
論
的
に
想
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
直
接
的
に

ペ
ル
シ
ア
の
古
代
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
判
断
が
あ
る
。 

さ
て
、
ペ
ル
シ
ア
を
も
っ
て
「
本
来
の
歴
史
」
（P.1/3

）
に
踏
み
込
む
と
ヘ
ー
ゲ
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二つのインド 

ル
は
宣
言
す
る
。
こ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
ペ
ル
シ
ア
帝
国
は
、
先
行
す
る
〔
中

国
や
イ
ン
ド
に
お
け
る
〕
諸
モ
メ
ン
ト
よ
り
も
国
家
の
理
念
に
近
い
」
（P.2/3, 

S.234
）
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
を
、「
中
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
家
父
長
制

的
・
道
徳
的
な
も
の
も
な
い
し
、
イ
ン
ド
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
差
別
の
硬
直
性
も

な
い
」（P.2/4

）
点
に
求
め
る
。
ま
た
、「
ペ
ル
シ
ア
の
な
か
で
中
国
的
原
理
と
イ
ン

ド
的
原
理
が
統
合
さ
れ
て
い
る
。」（P.3/2, S.234f.

）
と
も
い
う
。「
中
国
で
は
、
人

間
の
も
っ
と
も
内
的
な
意
志
を
す
ら
規
定
す
る
外
的
な
道
徳
的
意
志
の
支
配
の
も
と

で
、
全
体
が
統
合
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
人
の
原
理
は
、
自
然
に

化
石
化
し
た
絶
対
的
区
別
の
原
理
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
な
か
に
は
、〔
統
合
〕

同
様
、
諸
個
体
す
な
わ
ち
諸
国
民
の
あ
い
だ
の
区
別
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
諸

区
別
〔
諸
国
民
〕
は
、
〔
た
が
い
か
ら
〕
解
き
放
た
れ
て
は
い
て
も
、
〔
区
別
が
〕
克

服
さ
れ
、
一
つ
の
統
一
点
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
も
い
る
。
か
く
て
こ
こ
〔
ペ

ル
シ
ア
帝
国
〕
で
は
、
自
由
な
個
体
化
〔
の
運
動
〕
が
、
そ
れ
を
結
び
合
わ
せ
る
一

点
の
な
か
へ
帰
っ
て
行
く
。
こ
れ
が
、
第
三
の
必
然
的
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
」

（P.3.3-6, S.235

） 

ペ
ル
シ
ア

、
、
、
、
は
、
家
父
長
制
と
カ
ー
ス
ト
制
を
超
え
た
あ
り
方

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
す
る
も
の
と
し
て
、

ま
た
区
別
と
統
一
が
結
び
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
中
国
と
イ
ン
ド
に
後
続
す
る

正
統
な
位
置
づ
け
が
そ
こ
に
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
同
時
に
指
摘

し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
も
、
家
父

長
制
と
カ
ー
ス
ト
制
を
超
え
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
明

確
に
確
認
し
た
も
の
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
推
論
と
し

て
も
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
も
古
代
に
回
帰
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
中
国
と
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
に
後
続
す
べ
き
そ
れ
ら
を
超
え
る
も
の
は
、
議
論
、
、

の
導
出
関
係
だ
け
で
み
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
ペ
ル
シ
ア

で
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
行
き
着
く
先
の
異
な
る
転
轍
点
が

あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
は
さ
ら
に
進
展
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
端
的
に
い
っ
て
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」

は
、
そ
れ
が
よ
し
ん
ば
古
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
由
を
め
ぐ
り
ペ
ル
シ
ア
と
同
様

で
あ
る
と
し
て
も
、
の
ち
に
ギ
リ
シ
ア
世
界
か
ら
ロ
ー
マ
、
ゲ
ル
マ
ン
世
界
へ
と
進

む
歴
史
の
出
発
点
と
な
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
己

感
情
に
合
致
す
る
「
本
来
の
歴
史
」
は
、
い
ま
や
過
去
の
非
現
実
で
あ
る
ペ
ル
シ
ア

に
は
じ
ま
る
ほ
か
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
住
ま
う
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
判
断
を

下
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
段
異
を
唱
え
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同

時
に
我
々
と
し
て
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
八
二

二
・
二
三
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
圏
域
の
な
か
で
中
国
と
「
本
来
の
イ

ン
ド
」
の
双
方
を
と
も
に
い
ま
現
に

、
、
、
、
超
え
て
い
る
―
―
ペ
ル
シ
ア
に
相
当
す
る
―
―

現
実
態

、
、
、
と
し
て
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
が
あ
る
こ
と
を
正
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
中
国
に
還
元
し
て
み
た
り
、「
本
来
の
イ
ン
ド
」

の
「
附
録
」
に
し
て
み
た
り
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
異
質
の
思
考
回
路
で
あ
る
。 

自
由
の
進
展
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
進
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
た
め
に
、
い
ま

現
に
あ
る
自
由
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
前
に
し
て
、
過
去
に
迂
回
す
る
以
外
に
な
い

の
で
あ
る
。 
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五 

小
括 

「
イ
ン
ド
が
二
つ
あ
る
」
と
の
認
識
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
達
し
た
の
は
、
そ
の
経
験
主

義
的
現
実
主
義
の
賜
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
自
由
の
進
展
と
い
う
図
式
を
保
守
す

る
た
め
に
は
経
験
的
現
実
に
目
を
瞑
る
と
い
っ
た
発
想
を
も
た
な
い
ほ
ど
に
透
徹
し

て
い
る
。
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
自
由
と
し
て
描
き
え
た
の

で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
に
本
気
で
転
轍
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
先
に
は

世
界
史
と
し
て
の
線
路
は
敷
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に

立
つ
瀬
が
な
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
に
自
由
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

自
由
の
進
展
と
し
て
の
世
界
史
が
そ
も
そ
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
双
方
を
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
今
後
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
本
来
の
歴
史
」
に
向
か
う
路
線
を
歩

む
し
か
な
い
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
仏

教
の
イ
ン
ド
」
を
自
由
と
描
く
こ
と
に
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
か
っ
た
。 

し
か
し
、
自
由
と
し
て
の
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
手
渡
さ
れ
た
弟
子
た
ち
は
、
こ

の
率
直
さ
に
戸
惑
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
二
つ
の
イ
ン
ド
」
が
な
か
っ

た
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
中
国
に
還
元
す
る
か
、
せ
め
て
は
「
仏
教
の
イ
ン
ド
」
を
「
附

録
」
扱
い
す
る
、
と
い
う
明
確
な
位
置
づ
け
が
弟
子
た
ち
に
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
措
置
は
い
ず
れ
も
不
適
切
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
明

の
意
味
を
真
剣
に
考
え
て
悩
ん
だ
の
は
、
む
し
ろ
弟
子
た
ち
の
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
、
あ
る
危
険
な
路
線
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
な
が
ら
自
由
に
向
か
う

路
線
を
現
実
的
に
延
伸
す
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
取
り
扱
い
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
自
由
の
実
現
に
照

ら
せ
ば
、
単
線
形
の
歴
史
観
ば
か
り
が
正
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
的
自
由
の
承
認
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
に
も
あ
り
う
る
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
軸
に
世
界

史
を
叙
述
し
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
こ
そ
人
格
的
自
由
の
承
認
が
な
さ
れ
た

と
表
明
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
感
情

、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
哲
学
的
に
突
破
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
気

づ
い
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

  

註 （
1
）G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, Vorlesungen über die Philosophie der 

W
eltgeschichte, Berlin 1822/1823, N

achschriften von K
arl G

ustav Julius 

von G
riesheim

, H
einrich G

ustav H
otho und Friedrich C

arl H
erm

ann 

Victor von K
ehler, H

rsg. v. K
.-H

. Ilting, K
. B

rehm
er, H

. N
. Seelm

ann, 

( Vorlesungen, Ausgew
ählte N

achschriften und M
anuskripte, B

d. 12), 

H
am

burg 1996 [abgek. VPW
1822/23]. 

こ
の
講
義
の
冒
頭
か
ら
オ
リ
エ
ン
ト
ま
で

の
試
訳
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
「
一
八
二
二
／
二
三
年
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
抄
訳
註
」
、
石
川
伊

織
・
神
山
伸
弘
・
久
間
泰
賢
・
栗
原
裕
次
・
権
左
武
志
・
柴
田
隆
行
・
橋
本
敬
司
・
早
瀬

明
訳
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
世
界
史
哲
学
に
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
像
を

結
ば
せ
た
文
化
接
触
資
料
と
そ
の
世
界
像
の
反
歴
史
性
―
―
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤

研
究
（
Ｂ
）
課
題
番
号
二
一
三
二
〇
〇
〇
八
研
究
成
果
報
告
書
）
、
二
〇
一
二
年
、
四
〇
七

～
六
八
三
頁
。
以
下
、
本
講
義
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、
本
文
中
に
お
い
て
、
中
国
論
を

Ｃ
、
イ
ン
ド
論
を
Ｉ
、
ペ
ル
シ
ア
論
を
Ｐ
と
略
し
て
各
論
の
段
落
番
号
を
記
し
、
必
要
に
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二つのインド 

応
じ
て
ス
ラ
ッ
シ
ュ
後
に
文
番
号
を
記
し
、
原
書
頁
数
を
付
記
す
る
。
な
お
、
前
掲
頁
数

と
同
じ
と
き
は
、
原
書
頁
数
の
付
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
は
、

前
掲
課
題
の
事
後
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

（
2
）
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
地
理
的
把
握
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ボ
ア
の
『
イ
ン
ド
の
人
び
と
の

特
徴
、
風
俗
、
習
慣
、
お
よ
び
、
宗
教
制
度
、
行
政
制
度
の
記
述
』
に
お
け
る
仏
教
の
信

仰
地
域
の
叙
述
と
重
な
る
と
の
指
摘
は
、
久
間
泰
賢
「
一
八
二
二
／
二
三
年
「
世
界
史
哲

学
講
義
」
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
仏
教
理
解
」
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
』
、
六
四
頁
以

下
参
照
。 

（
3
）Johann M

arius Friedrich Schm
idt, D

ie östliche und w
estliche H

albkugel 

der Erde , Schropp, B
erlin 1820. 

（
4
）
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
の
「
世
界
史
の
概
念
」
に
お
け
る
「
国
家
の
自
然
」
と

し
て
の
地
理
的
説
明
に
即
し
て
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
三
角
州
の
原
理
」
が
「
東

ア
ジ
ア
領
域
」（
モ
ン
ゴ
ル
を
含
む
。
）
と
「
イ
ン
ド
」
を
包
括
す
る
の
で
（VPW

1822/23, 

S.104

）
、
こ
こ
か
ら
中
国
と
い
う
「
東
ア
ジ
ア
領
域
」
以
外
は
「
イ
ン
ド
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。 

（
5
）G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel,Vorlesungen über die Philosophie der 

G
eschichte , H

rsg. v. D
. E

duard G
ans, (W

erke, Vollständige A
usgabe durch 

einen Verein von Freunden des Verew
igten, B

d. 9), B
erlin 1837. 

（
6
）V

gl. a. a. O
., S. 113. 

（
7
）V

gl. a. a. O
., S. 139. 

（
8
）G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel,Vorlesungen über die Philosophie der 

G
eschichte , H

rsg. v. D
. E

duard G
ans, 2. A

ufl., besorgt von D
r. K

arl H
egel, 

B
erlin 1840, S. 205ff. 

（
9
）V

gl. a. a. O
., S. 205. 

（
10
）V

gl. G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, D
ie Philosophie der G

eschichte, 

Vorlesungsm
itschrift H

eim
ann (W

inter 1830/1831), H
rsg. v. K

laus View
eg, 

M
ünchen 2005, S. 83f. 

（
11
）V

gl. a. a. O
., S. 87. 

「
命
脈
」
は
、Trüm

m
er

の
訳
。
グ
リ
ム
、TRU

M
M

の
項

A
.1.e.

のlebensfaden

で
理
解
す
る
。
な
お
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
か
ら
最

後
の
そ
れ
に
至
る
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
イ
ン
ド
研
究
の
進
展
お
よ
び
他
の
論
者
と
の
論

争
関
係
で
の
位
置
取
り
の
変
化
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
小
論
で
は
そ
の
詳
細

を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
日
を
期
す
る
。 

（
12
）
「
本
来
の
イ
ン
ド
」
と
い
う
は
表
現
は
残
っ
て
い
る
。V

gl. a. a. O
., S. 88. 

（
13
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
の
『
英
領
イ
ン
ド
史
』
（
一
八
二
〇
年
）
の
指
摘

に
踊
ら
さ
れ
て
、
こ
の
「
論
争
」
を
深
刻
に
と
ら
え
た
。
こ
の
こ
と
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
「
一
八
二
二
／
二
三
年
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
抄
訳
註
」
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ

エ
ン
ト
』
、
六
〇
七
頁
以
下
参
照
。 

（
14
）
家
父
長
制
と
は
い
え
、
国
家
の
実
体
性
の
レ
ベ
ル
で
は
、
中
国
が
西
洋
に
伍
す
る
と
い

う
理
解
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
中
国
の
国
制
は
、
イ

ン
ド
や
ト
ル
コ
と
い
っ
た
西
ア
ジ
ア
の
国
々
の
国
制
ほ
ど
は
、
我
々
の
国
制
と
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
中
国
で
は
、
一
面
で
は

む
し
ろ
自
分
の
家
に
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
他
面
で
は
そ
れ
以
外
の
土
地
に
い
る
よ
り
も

疎
遠
に
感
じ
る
。
」
（C

.12/5f., S.132

）
こ
こ
で
「
疎
遠
に
感
じ
る
も
の
」
は
、
文
脈
的

に
直
接
的
に
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
歴
史
の
な
か
に
は
伝
承
の
緊
密
な
鎖
」（C

.12/3

）

が
あ
る
の
に
、
中
国
に
は
そ
れ
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
15
）
こ
う
し
た
区
別
の
認
識
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
の
そ
れ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
家

族
国
家
と
カ
ー
ス
ト
国
家
と
い
う
上
述
の
二
つ
の
形
式
は
、
ア
ジ
ア
史
の
最
も
初
期
の
神

話
的
時
代
に
固
有
の
形
式
で
す
。
一
方
は
、
イ
ン
ド
で
最
も
純
粋
な
か
た
ち
で
見
ら
れ
ま

す
し
、
他
方
は
、
中
国
で
最
も
仕
上
げ
ら
れ
た
姿
で
見
ら
れ
ま
す
。
」
ペ
ー
タ
ー
・
フ
ェ
デ

ル
セ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
「
『
自
然
国
家
の
没
落
に
つ
い
て
』
（
一
八
一
二
年
）
―
第
一
の

手
紙
―
」
、
小
井
沼
広
嗣
・
滝
口
清
榮
訳
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
』
、
四
〇
二
頁
。 

（
16
）
神
山
伸
弘
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
と
そ
の
イ
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ン
ド
世
界
の
位
置
づ
け
」
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
』
、
四
三
頁
。 

（
17
）Feodor Eggo [=Peter Feddersen Stuhr], Der U

ntergang der N
aturstaaten, 

dargestellt in Briefen über N
iebuhr’s Röm

ische G
eschichte , Berlin 1812.  

（
18
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
、
前
掲
邦
訳
、
三
九
五
頁
参
照
。 

（
19
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、“G

esetzbuch d. G
entoos, n. d. Engl. übersetzt von Raspe. 

H
am

burg 1778.” 
と
註
し
て
い
る
が
（V

gl. E
ggo, a. a. O

., S. 15.

）
、
次
の
書
で
あ

ろ
う
。G

esetzbuch der G
entoo’s; oder Sam

m
lung der G

esetze der Pundits, 

nach einer persianischen U
ebersetzung des in der Schanscrit=Sprache 

geschriebenen O
riginales, A

us dem
 E

nglischen von R
udolph E

rich R
aspe, 

H
am

burg 1778. 

（
20
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、“Le C

om
te M

em
. sur le C

hine. Tom
. 2” 

と
註
し
て
い
る
が

（V
gl. E

ggo, a. a. O
., S. 21.

）
、
次
の
書
で
あ
ろ
う
。Louis Le C

om
te, N

ouveaux 

m
ém

oires sur l’état présent de la Chine , Tom
e Second, Paris 1696. 

（
21
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、“B

arrow
’s R

eise nach C
hina. Th. 2” 

と
註
し
て
い
る
が
（V

gl. 

E
ggo, a. a. O

.

）
、
次
の
書
で
あ
ろ
う
。John B

arrow, Reise durch China von 

Peking nach Canton im
 G

efolge der G
roßbrittannischen G

esandtschaft in 

den Jahren 1793 und 1794 , A
us dem

 E
nglischen übersetzt und m

it 

einigen A
nm

erkungen begleitet von Johann C
hristian H

üttner, Th. 2, 

W
eim

ar 1804. 

な
お
、
異
版
が
い
く
つ
か
あ
る
。 

（
22
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
は
、“Staunton’s G

esandschaftsreise, Th. 2”

と
註
し
て
い
る
が

（Vgl. 
Eggo, 

a. 
a. 

O
.

）
、
次
の
書
で
あ
ろ
う
。D

es 
G

rafen 
M

acartney 

G
esandschaftsreise nach China , A

us dem
 E

nglischen des Sir G
eorge 

Staunton, Th. 2, B
erlin 1798. 

（
23
）
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
、
前
掲
邦
訳
、
三
九
三
頁
以
下
参
照
。 

（
24
）
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
で
あ
る
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
が
あ
る
程
度
の

史
実
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
「
一
八
二
二
／
二
三
年
「
世
界
史

哲
学
講
義
」
抄
訳
註
」
、
五
九
〇
頁
参
照
。 

（
25
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
史
に
対
し
て
根
底
か
ら
批
判
的
で
あ
る
。
前
掲

拙
論
、
四
〇
頁
以
下
参
照
。 

（
26
）
も
っ
と
も
、
一
八
一
七
・
一
八
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
け
る
「
自
然
法
と
国
家
学
講

義
」
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
「
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
国
」
の
な
か
に
含
め
て
論
じ
て
い
る
。

「
憲
法
典
と
権
利
の
法
律
と
は
、
す
べ
て
コ
ー
ラ
ン
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
、

礼
儀
作
法
、
洗
面
、
食
事
な
ど
の
戒
め
さ
え
、
宗
教
的
な
律
法
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
は
、
精
神
が
人
間
に
帰
属
す
る
と
想
定
し
な
い
か
ぎ
り
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
的

世
界
観
を
純
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
性
的
で
あ
る
こ
と
が
も
つ
こ
う
し
た
区
別
の
み
が

本
質
的
な
区
別
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
観
で
は
、
精
神
が
同
様
に
自
然
エ
レ
メ
ン
ト
、
太

陽
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
」
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
と
国
家
学
講
義
―
―
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
一
八
一
七
・
一
八
年
』
、
高
柳
良
治
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇

七
年
、
二
八
一
頁
以
下
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
講
義
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
お
シ
ュ
ト
ゥ

ー
ル
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
最
初
の
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
に
至
る
五
年
の
う

ち
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
す
る
位
置
づ
け
を
変
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
理
由
の
詳
細
は
、
現
段
階
で
は
追
究
し
え
て
い
な
い
。 
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