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ま
え
が
き

フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
、「
啓
蒙
の
時
代
」
を
代
表
す
る
哲
学
者
ド
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
は
、
一
七
一
三
年
に
生
ま
れ
一
七
八

四
年
に
没
し
て
い
る
。
絶
対
君
主
政
の
盛
期
で
あ
る
ル
イ
一
四
世
の
長
い
治
世
の
末
期
か
ら
、
一
七
八
九
年
七
月
一
四

日
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
開
幕
直
前
ま
で
、
大
き
な
政
治
の
転
換
期
を
生
き
抜
い
た
哲
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
〇
一
三
年
は
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
生
誕
三
百
年
に
あ
た
っ
た
。
本
書
に
は
、
そ
の
年
日
本
に
招
か
れ
た

デ
ィ
ド
ロ
政
治
思
想
研
究
の
第
一
人
者
、
ジ
ャ
ン
ル
イ
ジ
・
ゴ
ッ
ジ
（
当
時
ピ
サ
大
学
教
授
）
が
東
京
・
名
古
屋
・
京
都

で
行
な
っ
た
三
つ
の
講
演
の
テ
ク
ス
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
訪
日
に
先
立
っ
て
、
ゴ
ッ
ジ
は
過
去
三
〇
年
あ
ま
り
の

研
究
成
果
の
一
部
を
『
百
科
全
書
か
ら
共
和
主
義
的
雄
弁
へ D

e lʼ Encyclopédie à lʼ éloquence républicaine

』（
パ
リ
、

シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
社
、
二
〇
一
三
）
と
題
さ
れ
た
大
部
の
論
文
集
と
し
て
刊
行
し
た
が
、
本
書
は
、
そ
の
大
著
を
含
む
ゴ
ッ

ジ
の
仕
事
全
体
へ
の
恰
好
の
手
引
き
で
も
あ
る
。
三
つ
の
講
演
の
な
か
で
、
ゴ
ッ
ジ
は
お
も
に
一
七
七
〇
年
代
の
デ
ィ

ド
ロ
の
政
治
論
を
と
り
あ
げ
、
テ
ク
ス
ト
の
綿
密
な
考
証
と
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成
を
踏
ま
え
て
、
そ
の

政
治
思
想
の
特
質
に
光
を
あ
て
る
。
順
に
「
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
的
言
語
に
お
け
る
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
」、「
植
民
地
建
設
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と
文
明
化
─
─
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
『
ロ
シ
ア
の
文
明
化
』
論
と
そ
の
周
辺
」、「
最
後
の
デ
ィ
ド
ロ
と
政
治
的
雄
弁
」
と

題
さ
れ
た
一
連
の
講
演
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
専
制
批
判
」、「
文
明
化
」、「
共
和
主
義
の
選
択
と
革
命
の
展
望
」
と
い
う

後
期
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
の
主
要
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

や
が
て
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
時
代
の
終
わ
り
に
あ
っ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
は
つ
ね
に

そ
の
時
々
の
状
況
の
な
か
で
、
そ
の
状
況
の
な
か
か
ら
政
治
に
つ
い
て
考
え
た
哲
学
者
だ
っ
た
。
読
者
は
ゴ
ッ
ジ
に
よ

る
デ
ィ
ド
ロ
政
治
論
の
読
解
か
ら
、「
啓
蒙
か
ら
革
命
へ
」
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
哲
学
者
が
同
時
代
の
政
治
に
い
か
に

相
対
し
、
い
か
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
本
書
は
、
啓
蒙
の
時
代
の
暮
れ

方
に
一
人
の
哲
学
者
が
な
し
た
政
治
的
考
察
に
つ
い
て
の
歴
史
的
証
言
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
が
さ
ま
ざ
ま

な
状
況
の
違
い
を
超
え
て
一
貫
し
て
問
い
続
け
て
い
る
の
は
、「
解
放 affranchissem

ent

」
に
つ
い
て
の
問
い
、
自
由

な
主
体
を
い
か
に
生
み
出
す
か
、
と
い
う
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
解
放
」
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
大
多
数
の
人
々
が
隷
属
状
態
の
も
と
に
置
か
れ
て

い
る
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
各
人
が
自
己
の
身
体
も
財
産
も
自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
好
き
な
よ
う
に
用
い
る

こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
そ
も
そ
も
所
有
権
自
体
が
保
証
さ
れ
な
い
「
民
事
的
隷
属
」
の
み
な
ら
ず
、
自
分
自
身
が
構
成
員

と
な
る
政
治
体
で
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
統
治
者
の
恣
意
的
な
権
力
行
使
に
従
属
す
る
ほ
か
な
い
「
政

治
的
隷
属
」
が
問
題
に
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
が
目
指
す
「
解
放
」
は
、
た
ん
に
国
家
権
力
が
も
た
ら
す
拘
束

か
ら
の
「
解
放
」
で
は
な
い
し
、
そ
こ
で
生
み
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
「
自
由
な
主
体
」
は
、
所
有
権
を
保
証
さ
れ
、

自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
自
己
の
身
体
と
財
産
を
用
い
る
個
人
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
ん
な
個
人
た
ち

か
ら
、
恣
意
的
な
権
力
を
行
使
す
る
統
治
者
に
対
峙
し
、
そ
の
恣
意
を
妨
げ
る
「
対
抗
力
」
を
そ
な
え
た
一
つ
の
集
団
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的
主
体
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
統
治
者
を
制
御
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
自
己
自
身
を
統
治
す
る
集
団
的
主

体
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
集
団
的
主
体
は
「
人
民
」
と
も
「
国
民
」
と
も
呼
ば
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
重
要
な
こ
と
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
「
自
由
」
が
、
人
間
集
団
の
「
自
律
」
の
理
想
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
解
放
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
自
由
な
主
体
は
、
な
に
よ
り
も
自
ら
政
治
権
力

を
行
使
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

デ
ィ
ド
ロ
が
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
な
か
で
隷
属
の
現
状
に
直
面
す
る
以
上
、「
解
放
」
の
理
想
は
た
だ
ち
に
実
践
的
な

政
治
的
ア
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問
い
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
隷
属
状
態
の
も
と
に
置
か
れ
た
人
間

た
ち
に
、
当
の
隷
属
状
態
の
た
だ
な
か
か
ら
、
い
っ
た
い
誰
が
、
い
か
に
し
て
「
解
放
」
を
も
た
ら
し
、
自
由
な
主
体

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
、「
解
放
」
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す

る
歴
史
的
条
件
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
い
っ
た
い
な
に
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
と
い
う

問
い
も
付
随
す
る
だ
ろ
う
。
自
由
な
主
体
、
自
律
的
主
体
を
い
か
に
他
律
的
に
（
外
か
ら
の
介
入
に
よ
っ
て
）
構
成
す
る

か
─
─
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
啓
蒙
の
哲
学
が
抱
え
込
ん
だ
最
大
の
難
問
が
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
政
治
的
な

次
元
で
こ
の
難
問
に
直
面
し
、
そ
の
解
決
策
を
考
え
た
の
だ
。
二
一
世
紀
初
頭
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
が
生
み
出
し
、
資
本
主
義
と
と
も
に
近
代
世
界
に
拡
大
し
た
国
民
国
家
や
代
議
制
民
主
主
義
と
い
っ
た
制
度
に

対
す
る
懐
疑
や
批
判
は
、
す
で
に
耳
慣
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
現
在
も
な
お
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
が
刺
激

的
で
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
の
政
治
制
度
の
手
前
に
あ
っ
て
、
そ
の
制
度
を
支
え
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
制
度
を
内
側
か
ら
揺
る
が
せ
て
も
来
た
「
解
放
」
と
「
自
由
」
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
の
困
難
に
、

デ
ィ
ド
ロ
が
直
面
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
な
ぜ
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
「
哲
学
者
と
政
治
」
な
の
か
。
一
般
に
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
と

も
に
『
百
科
全
書
』
を
編
纂
し
た
人
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
す
る
唯
物
論
哲
学
者
の
一

人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
多
才
の
人
は
ま
た
、
一
連
の
サ
ロ
ン
評
で
近
代
的
美
術
批
評
を
創
始
し
た
一
人
と
し

て
、
あ
る
い
は
『
ラ
モ
ー
の
甥
』、『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』、『
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
と
そ
の
主
人
』
と
い
っ
た
自
由
闊

達
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
作
者
と
し
て
、
美
学
史
や
文
学
史
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
と

政
治
論
に
か
ん
し
て
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
欧
米
の
研
究
史
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
相
応
し
い
扱
い
を
受

け
て
は
こ
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
『
百
科
全
書
』
の
編
纂
者
に
は
、
学
問
や
技
術
の
有
用
な
知
識
を
流
布
し
た

知
識
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
一
七
七
〇
年
代
に
お
け
る
レ
ナ

ル
『
両
イ
ン
ド
史
』
へ
の
寄
稿
や
、
ロ
シ
ア
の
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
と
の
対
話
／
対
決
も
、
存
在
だ
け
は
古
く
か
ら
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
過
去
三
〇
年
来
ゴ
ッ
ジ
た
ち
が
研
究
水
準
を
飛
躍
的
に
上
げ
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
政
治

論
は
、
啓
蒙
期
を
代
表
す
る
反
植
民
地
主
義
的
著
作
と
か
、
啓
蒙
専
制
君
主
と
の
危
う
い
接
近
と
か
い
っ
た
紋
切
り
型

で
語
ら
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。　

こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
に
対
す
る
相
対
的
な
無
関
心
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
政

治
論
が
強
く
時
論
的
な
性
格
を
も
ち
、
一
貫
し
た
政
治
理
論
の
体
系
と
し
て
捉
え
が
た
い
こ
と
が
理
由
の
一
つ
に
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
の
よ
う
な
、
政
治
権
力
の
作
用
を
拘
束
す
る
諸
条
件
を
考
量
し

な
が
ら
各
政
体
特
有
の
機
能
の
し
か
た
を
分
析
し
、
総
体
と
し
て
専
制
批
判
を
目
論
む
精
緻
な
企
て
と
か
、
ル
ソ
ー
の

『
社
会
契
約
論
』
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
正
統
な
統
治
の
根
拠
と
し
て
主
権
者
人
民
の
一
般
意
志
を
置
き
、
そ
の
一
般
意

志
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
条
件
を
考
え
る
理
論
的
考
察
に
相
当
す
る
も
の
を
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
か
ら
引
き
出
す
こ
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と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
的
考
察
に
原
理
的
考
察
が
欠
け
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
は
む
し
ろ
、
政
治
を
一
つ
の
閉
じ
た
理
論
体
系
の
な
か
で
処
理
で
き
な
い
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
か

ら
こ
そ
、
哲
学
者
と
し
て
同
時
代
の
現
実
政
治
に
対
峙
し
、「
解
放
」
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
政
治
行
為

と
歴
史
的
条
件
に
つ
い
て
同
時
代
の
状
況
の
な
か
で
考
え
続
け
た
の
だ
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
最

大
の
政
治
の
思
考
者
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
。

受
容
側
の
問
題
と
し
て
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
思
想
に
対
す
る
偏
見
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
『
百
科
全

書
』
の
編
纂
者
は
、
往
々
に
し
て
ル
ソ
ー
に
対
置
さ
れ
な
が
ら
、
人
間
本
性
に
そ
な
わ
る
社
交
性
を
信
奉
し
、
社
交
性

の
発
展
の
果
て
に
「
文
明
化
」
の
理
想
の
実
現
を
展
望
す
る
、
楽
天
的
な
進
歩
主
義
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
そ
の
と
き
、
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
自
然
的
社
交
性
の
仮
説
が
、
そ
れ
を
展
開
し
さ
え
す
れ
ば
理
想
的
な
社
会
秩
序

に
到
達
す
る
と
い
っ
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
は
無
縁
だ
っ
た
こ
と
は
あ
っ
さ
り
無
視
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会

が
自
然
に
存
在
す
る
こ
と
と
、
社
会
内
に
紛
争
が
遍
在
す
る
こ
と
が
矛
盾
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
政
治
が
回
避
し
が
た
い

問
題
と
な
る
と
い
う
デ
ィ
ド
ロ
の
根
本
的
な
前
提
も
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
と
同
様
、
デ
ィ
ド

ロ
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
な
に
よ
り
も
彼
自
身
に
と
っ
て
の
「
近
代
」
の
終
わ
り
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ル
ネ
サ
ン
ス

期
以
降
、
絶
対
君
主
政
や
商
業
の
興
隆
の
も
と
で
進
行
し
た
国
制
や
習
俗
の
「
腐
敗
」
と
人
民
の
「
自
由
の
喪
失
」
だ
っ

た
。
ゴ
ッ
ジ
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ド
ロ
が
私
た
ち
の
生
き
る
「
近
代
」
の
始
ま
り
を
告
げ
る
思
想
家
で
あ
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
が
自
分
自
身
の
生
き
た
「
近
代
」
の
鋭
い
批
判
者
で
あ
り
、
そ
の
「
腐
敗
」
と
「
自
由
の
喪
失
」

の
現
状
か
ら
の
「
再
生
」
の
方
策
を
考
え
続
け
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
が
長
く
さ
し
た
る
関
心
を
惹
か
ず
、
偏
見
ば
か
り
が
流
布
さ
れ
て
き
た
の
に
も
無
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理
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
七
六
五
年
の
『
百
科
全
書
』
言
説
篇
の
刊
行
後
、
デ
ィ
ド
ロ
が
活
発
に
手
が
け
た
政
治

論
の
主
な
も
の
が
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
著
作
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
二
〇
世
紀
後
半
の
こ

と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
デ
ィ
ド
ロ
は
、『
百
科
全
書
』
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
哲
学
者

と
し
て
知
ら
れ
な
が
ら
、
世
紀
中
盤
の
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
投
獄
以
来
、
自
分
の
名
を
付
し
て
公
刊
し
た
著
作
の
数
少
な
い

人
だ
っ
た
。
一
連
の
サ
ロ
ン
評
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
多
く
も
、
生
前
に
は
わ
ず
か
に
、
友
人
の
グ
リ
ム
が
編
集
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
侯
貴
族
宛
に
手
書
き
写
本
で
送
ら
れ
た
『
文
藝
通
信
』
に
掲
載
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
著
作
が
曲
が
り
な
り
に
も
彼
の
著
作
と
し
て
少
数
の
読
者
に
知
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
デ
ィ
ド
ロ
は
政
治
論

を
自
分
の
名
に
お
い
て
公
表
す
る
こ
と
に
は
と
り
わ
け
慎
重
だ
っ
た
し
、
デ
ィ
ド
ロ
の
遺
稿
を
相
続
し
た
彼
の
子
孫
た

ち
も
ま
た
同
様
だ
っ
た
。
レ
ナ
ル
の
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
三
つ
の
版
に
寄
稿
さ
れ
た
断
章
群
と
、
ロ
シ
ア
旅
行
（
一
七

七
三
－
七
四
）
前
後
に
書
か
れ
た
『
哲
学
・
歴
史
等
雑
考
』（
通
称
『
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
の
た
め
の
覚
書
』）
お
よ
び
『
訓
令
に

つ
い
て
の
考
察
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
者
が
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
、
後
者
の
全
貌
が
次
第
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
一
年
、
女
婿
の
家
系
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
デ
ィ
ド
ロ
の
手
稿
・
写
本
群
（
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
ー
ル
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
が
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
著
作
の
文
献
学
的
研
究
が
進
ん
で
か

ら
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
ま
だ
、
決
定
版
と
な
る
べ
き
批
評
校
訂
版
を
準

備
す
る
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
最
中
な
の
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
ジ
ャ
ン
ル
イ
ジ
・
ゴ
ッ
ジ
は
、
そ
の
エ
ル
マ
ン
社
版
全
集
の
『
両
イ
ン
ド
史
』
寄
稿
断
章
群
の
責
任
編

集
者
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
政
治
論
の
責
任
編
集
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ラ
ッ
ク
と
と
も
に
、
過
去
三
〇
年
間
、
後
期
デ
ィ

ド
ロ
の
政
治
論
に
つ
い
て
の
知
見
を
飛
躍
的
に
豊
か
な
も
の
に
し
て
き
た
学
者
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
詳
細
な
文
献
考
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証
と
歴
史
的
実
証
か
ら
出
発
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
を
と
り
ま
く
同
時
代
の
政
治
状
況
を
再
構
成
し
、
背
景
と
な
る
汎
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
規
模
の
哲
学
的
・
政
治
的
議
論
を
踏
ま
え
て
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
手
法
に
お
い
て
一
致

し
て
い
る
。
ゴ
ッ
ジ
の
場
合
は
さ
ら
に
、
デ
ィ
ド
ロ
を
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
近
代
政
治
思
想
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

み
せ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ゴ
ッ
ジ
の
仕
事
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ス
ピ
ノ
ザ
と
一
八
世
紀
の
唯
物
論

哲
学
の
関
係
や
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
啓
蒙
期
の
歴
史
叙
述
に
及
ぶ
視
野
の
広
い
も
の
だ
が
、
そ

の
原
点
に
は
つ
ね
に
デ
ィ
ド
ロ
と
『
両
イ
ン
ド
史
』
に
対
す
る
旺
盛
な
関
心
が
あ
り
、
本
書
の
一
連
の
講
演
も
い
ず
れ

も
哲
学
者
が
『
両
イ
ン
ド
史
』
に
寄
稿
し
た
断
章
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。
ゴ
ッ
ジ
の
経
歴
や
研
究
の
背
景
に
つ
い
て

は
あ
と
が
き
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
レ
ナ
ル
の
『
両
イ
ン
ド
史
』
を
中
心
に
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
デ
ィ
ド

ロ
の
政
治
論
の
時
代
背
景
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
、
ゴ
ッ
ジ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
に
に
由
来

す
る
か
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
は
ず
だ
か
ら
。

現
在
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
批
判
校
訂
版
と
相
前
後
し
な
が
ら
邦
訳
も
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
両
イ
ン
ド
史
』
と
い
う
書

物
は（
１
）、
公
式
の
著
者
を
ギ
ヨ
ー
ム=

ト
マ
・
レ
ナ
ル
、
正
式
の
表
題
を
『
両
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
植
民

と
商
業
に
つ
い
て
の
哲
学
的
・
政
治
的
歴
史
』
と
い
う
、
啓
蒙
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
歴
史
作
品
で
あ
る
。
レ
ナ

（
１
）　Guillaum

e-T
hom

as Raynal, H
istoire philosophique et politique des établissem

ens et du com
m

erce des E
uropéens dans les 

deux Indes, Fernay-V
oltaire, Centre international de lʼétude du 18

e siècle, 2010-, 5 vol. prévus, 1 vol. déjà paru (avec 
lʼatlas) ; 

ギ
ヨ
ー
ム=

ト
マ
・
レ
ー
ナ
ル
『
両
イ
ン
ド
史
』
大
津
真
作
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
―
、
三
巻
既
刊
。
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ル
の
生
前
に
は
、
一
七
七
〇
年
の
初
版
（
刊
行
は
七
二
年
）、
七
四
年
の
第
二
版
、
八
〇
年
の
第
三
版
と
増
補
改
訂
を
続

け
て
い
る
。
表
題
の
「
両
イ
ン
ド
」
は
、
喜
望
峰
か
ら
ア
フ
リ
カ
東
岸
・
ア
ラ
ビ
ア
半
島
・
イ
ン
ド
洋
沿
岸
を
経
て
中

国
・
日
本
に
い
た
る
「
東
イ
ン
ド
」
と
、
喜
望
峰
か
ら
ア
フ
リ
カ
西
岸
を
経
て
南
・
中
・
北
ア
メ
リ
カ
全
域
を
覆
う
「
西

イ
ン
ド
」
を
指
す
。
つ
ま
り
『
両
イ
ン
ド
史
』
と
は
、
一
五
世
紀
末
の
大
航
海
時
代
以
来
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
が
独
立

を
宣
言
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
戦
争
（
一
七
七
六
－
八
三
）
に
入
る
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
盛
衰
を
、
植
民
地
主
義
と

商
業
の
世
界
規
模
の
拡
大
を
中
心
に
据
え
て
描
く
特
異
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
の
書
物
な
の
だ
。
こ
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
末
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、
英
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
・
ド
イ
ツ
語
な
ど
各
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
、
同
時
代
の

大
西
洋
両
岸
で
広
く
流
通
し
た
。

レ
ナ
ル
は
世
紀
半
ば
か
ら
フ
ラ
ン
ス
外
交
当
局
の
近
傍
に
あ
っ
て
、
パ
リ
の
論
壇
の
中
心
に
位
置
し
た
歴
史
家
で
あ

り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
八
折
版
で
初
版
六
巻
、
第
二
版
七
巻
、
第
三
版
十
巻
を
数
え
る
『
両
イ

ン
ド
史
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
レ
ナ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
外
交
官
・
植
民
地
官
僚
・
知
識
人
か
ら
情
報
提
供
を

受
け
、
複
数
の
パ
リ
の
哲
学
者
た
ち
に
匿
名
で

0

0

0

協
力
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
有
名
な

0

0

0

協
力
者
が
デ
ィ
ド

ロ
で
あ
る
。
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
寄
稿
は
版
を
重
ね
る
ご
と
に
質
量
を
増
し
、
第
三
版
で
は
、
あ
る
と
き
は
レ
ナ
ル
が
書

い
た
本
文
に
寄
り
添
い
、
ま
た
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
異
を
立
て
る
か
た
ち
で
、
こ
の
書
物
の
各
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
多
声
性
は
、
た
ん
に
こ
の
複
数
の
執
筆
者
の
存
在
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
レ
ナ
ル

は
先
行
す
る
歴
史
書
・
旅
行
記
・
行
政
文
書
・
政
治
経
済
論
・
哲
学
書
・
定
期
刊
行
物
の
記
事
か
ら
小
説
ま
で
、
膨
大

な
源
泉
資
料
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
突
き
合
わ
せ
て
こ
の
書
物
を
綴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
歴
史
書
の
誕
生
を
う
な
が
し
た
の
は
、
一
七
六
〇
年
代
後
半
、
七
年
戦
争
（
一
七
五
六
－
六
三
）
で
ア
ジ
ア
・
ア
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フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
を
舞
台
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
海
外
覇
権
の
争
奪
戦
に
敗
れ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
通
商
・
植
民

地
政
策
の
練
り
直
し
の
機
運
だ
っ
た
。
議
論
の
焦
点
は
、
東
イ
ン
ド
貿
易
は
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
と
し
、
西
イ
ン
ド
の

カ
リ
ブ
海
植
民
地
に
は
宗
主
国
と
の
排
他
的
通
商
を
強
制
す
る
、
い
わ
ゆ
る
重
商
主
義
体
制
の
改
革
で
あ
る
。
そ
こ
で

レ
ナ
ル
た
ち
は
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
（
重
農
主
義
者
）
以
下
、「
商
業
の
自
由
」
を
声
高
に
要
求
し
た
一
群
の
政
治
経

済
学
者
た
ち
と
一
線
を
画
し
、
重
商
主
義
体
制
の
漸
進
的
緩
和
を
求
め
た
。
彼
ら
は
ま
た
そ
の
議
論
の
過
程
で
、
ス
ペ

イ
ン
の
ア
メ
リ
カ
征
服
や
、
カ
リ
ブ
海
植
民
地
に
お
け
る
黒
人
奴
隷
の
現
状
に
も
批
判
の
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。

同
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
に
劣
ら
ず
多
大
な
債
務
を
抱
え
込
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ベ
ン
ガ
ル
の
植
民
地

化
の
開
始
と
と
も
に
、
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地
と
宗
主
国
の
あ
い
だ
で
課
税
を
め
ぐ
る
紛
争
が
勃
発
し
て
い
た
。「
ア
メ

リ
カ
の
革
命
」（
レ
ナ
ル
）
に
い
た
る
動
乱
の
始
ま
り
で
あ
る
。
レ
ナ
ル
が
七
〇
年
代
を
通
じ
て
『
両
イ
ン
ド
史
』
の
増

補
改
訂
を
続
け
た
直
接
の
原
因
は
、
こ
の
同
時
代
の
「
両
イ
ン
ド
」
の
政
治
的
動
揺
に
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
動
揺
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
で
も
大
き
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
七
年
戦
争
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
ハ
プ
ス

ブ
ル
グ
家
と
フ
ラ
ン
ス
王
家
の
対
立
に
終
止
符
を
打
ち
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
対
立
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
勢
力

均
衡
の
中
軸
に
押
し
上
げ
た
国
際
関
係
の
大
変
動
を
発
端
と
し
て
い
る
。
こ
の
戦
争
後
、
北
方
の
新
興
国
家
で
あ
る
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
の
ロ
シ
ア
は
、
七
二
年
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
と
も
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
第
一
次
分
割
に
踏
み
切
っ
た
。
他
方
、
戦
争
を
き
っ
か
け
に
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
イ
エ
ズ

ス
会
は
、
七
三
年
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
ル
イ
一
五
世
治
世
末
期
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
宰
相
モ
ー
プ
ー
に
よ
る
高
等
法
院
の
強
制
的
改
組
が
、
王
国
の
国
制
を
損
な
う
専
制
政
治
の
典
型
と
し
て
哲
学

者
・
政
治
経
済
学
者
た
ち
に
一
斉
に
批
判
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。
そ
の
後
、
七
四
年
に
は
ル
イ
一
六
世
即
位
と
と
も
に
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テ
ュ
ル
ゴ
が
財
務
総
監
と
な
り
、
財
政
再
建
を
期
し
て
ふ
た
た
び
国
内
の
政
治
経
済
改
革
に
着
手
す
る
が
、
そ
の
成
果

も
出
な
い
ま
ま
、
七
六
年
か
ら
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
の
元
銀
行
家
ネ
ッ
ケ
ル
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
報
復
を
目
指
し

て
合
州
国
独
立
戦
争
に
参
戦
し
た
王
国
の
財
政
を
切
り
盛
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
一
七
八
九
年
に

ネ
ッ
ケ
ル
自
身
が
主
導
す
る
三
部
会
招
集
は
、
こ
の
戦
争
当
時
、
公
債
を
乱
発
し
て
王
国
財
政
が
い
っ
そ
う
悪
化
し
た

こ
と
を
遠
因
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
終
わ
り
」（
フ
ラ
ン
コ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
）
の
政
治
的
動
揺
の

た
だ
な
か
で
変
貌
を
続
け
た
『
両
イ
ン
ド
史
』
は
、
征
服
の
暴
力
や
黒
人
奴
隷
制
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
教
会
の
世
俗

権
力
へ
の
容
喙
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
専
制
に
も
激
し
い
批
判
を
加
え
る
一
方
、「
ア
メ
リ
カ
の
叛
逆
者
た
ち
」
に
熱
烈

な
支
持
を
与
え
て
、
そ
の
の
ち
啓
蒙
の
哲
学
の
も
っ
と
も
急
進
的
な
政
治
批
判
の
書
と
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、『
両
イ
ン
ド
史
』
を
た
ん
に
「
植
民
地
世
界
の
百
科
全
書
」
と
か
、
同
時
代
の
政
治
的
ク
ロ
ニ
ク
ル
と
し
て
と
ら
え

た
だ
け
で
は
不
十
分
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
同
時
代
の
政
治
的
動
揺
を
一
五
世
紀
末
以
来
の
歴
史
的
変
動
の
帰
結

と
し
て
位
置
づ
け
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
特
質
は
、
こ
の

書
物
の
な
か
で
古
代
や
中
世
と
対
比
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
「
野
生
状
態
」
や
諸
帝
国
と
の
比
較

を
通
じ
て
く
り
か
え
し
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
レ
ナ
ル
や
デ
ィ
ド
ロ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
特
徴
と
み
な
し
た
の
は
、

主
権
国
家
分
立
体
制
と
主
要
各
国
に
お
け
る
君
主
政
の
確
立
、
そ
し
て
商
業
の
発
展
に
伴
う
農
奴
解
放
の
進
行
と
、
そ

う
し
て
生
ま
れ
た
人
民
の
経
済
的
・
政
治
的
権
力
の
伸
長
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
な
ら
い
か
に
も
啓
蒙
期
に
特
徴
的
な

「
文
明
化
」
擁
護
論
に
と
ど
ま
る
の
だ
が
、『
両
イ
ン
ド
史
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
の
「
文
明
化
」
に
つ
き
ま
と
う
不

安
を
喚
起
し
続
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
主
権
国
家
分
立
体
制
は
つ
ね
に
戦
争
の
脅
威
と
隣
り
合
わ
せ
で
は
な
い
か
。
軍
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事
と
財
政
の
権
力
を
独
占
し
た
絶
対
君
主
政
は
専
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
ま
た
商
業
の
発
展
の
も
と
で
、

人
々
は
政
治
的
自
由
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
私
的
利
害
の
追
求
に
走
り
、
国
家
さ
え
も
が
経
済
的
利
益
の
追
求
に
走
っ
て

世
界
規
模
の
「
商
業
戦
争
」
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。『
両
イ
ン
ド
史
』
に
お
い
て
、
デ
ィ
ド
ロ
が
最
終
的

に
「
解
放
」
の
要
求
を
突
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
主
権
国
家
と
商
業
資
本
主
義
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
世
界
を
覆
い
尽
く
し
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
遺
産
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
近

代
が
も
た
ら
し
た
政
治
的
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る
鍵
を
そ
こ
に
見
出
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

し
か
し
、
対
象
の
大
き
さ
、
作
品
自
体
の
変
貌
、
複
数
の
匿
名
執
筆
者
の
存
在
、
源
泉
資
料
の
膨
大
さ
の
ど
れ
を
と
っ

て
も
、『
両
イ
ン
ド
史
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
一
貫
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

デ
ィ
ド
ロ
執
筆
の
断
章
を
と
っ
て
も
、
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
ー
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
一
連
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
女
婿

が
集
成
し
た
『
両
イ
ン
ド
史
』
第
三
版
の
抜
粋
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
断
章
や
、
初
版
・
第
二
版
に
挿
入
さ

れ
た
と
思
し
き
断
章
の
大
半
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
他
の
著
作
や
同
時
代
の
証
言
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
デ
ィ
ド

ロ
が
執
筆
し
た
か
い
な
か
を
推
定
す
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
労
多
い
作
業
を
く
ぐ
り
抜
け
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
デ
ィ
ド
ロ
と
同
時
代
の
哲
学
と
政
治
に
つ
い
て
こ
の
上
な
く
豊
か
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
察
し
が
つ
く
だ
ろ

う
。
過
去
三
、
四
〇
年
間
、
ゴ
ッ
ジ
が
辛
抱
強
く
続
け
て
き
た
の
は
ま
さ
に
そ
ん
な
仕
事
だ
っ
た
。

本
書
の
三
つ
の
講
演
で
ゴ
ッ
ジ
が
と
り
あ
げ
る
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
ど
れ
も
一
七
七
〇
年
代
の

政
治
的
動
揺
の
い
ず
れ
か
に
対
応
し
て
い
る
。
最
初
の
講
演
で
焦
点
と
な
る
「
専
制
批
判
」
は
、
ル
イ
一
五
世
の
治
世

末
期
の
「
モ
ー
プ
ー
の
ク
ー
デ
タ
」
を
背
景
と
す
る
議
論
で
あ
る
し
、
第
二
の
講
演
で
論
じ
ら
れ
る
「
ロ
シ
ア
の
文
明



まえがき

xii

化
」
は
無
論
、
ロ
シ
ア
に
現
れ
た
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
が
デ
ィ
ド
ロ
に
庇
護
を
与
え
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
ロ
シ
ア
に
旅

行
し
て
、
実
際
に
こ
の
啓
蒙
専
制
君
主
と
対
話
／
対
決
し
た
と
い
う
事
実
と
切
り
離
せ
な
い
。
最
後
の
講
演
で
中
心
的

テ
ー
マ
と
な
る
「
共
和
主
義
の
選
択
と
革
命
の
展
望
」
も
、
一
方
で
は
ル
イ
一
六
世
治
世
初
め
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

テ
ュ
ル
ゴ
の
政
治
経
済
改
革
の
失
敗
に
、
他
方
で
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
独
立
を
支
持
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

た
ち
の
雄
弁
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ゴ
ッ
ジ
は
こ
う
し
た
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ィ
ド
ロ
が
用
い
る
イ
メ
ー
ジ
や
概
念
を
と
ら
え
て
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
た
同
時
代

の
哲
学
的
・
政
治
的
言
説
に
対
す
る
哲
学
者
の
態
度
決
定
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
哲
学
者
独
自
の
思
想
を
引
き
出
そ
う

と
す
る
。
そ
の
読
解
は
ま
た
、
同
時
代
の
公
共
空
間
か
ら
は
隠
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
の
哲
学
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
北
ア
メ
リ
カ
に
及
ぶ
広
域
に
流
通
し
た
同
時
代
の
言
説
に
ど
れ
ほ
ど
深
く
身
を

浸
し
て
い
た
か
を
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ゴ
ッ
ジ
に
よ
る
読
解
の
最
大
の
魅
力
は
、
デ
ィ
ド
ロ
が
下
敷
き
に
し
て
い
る
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
の
地
下
水
脈
を
掘
り
起
こ
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
そ
の
際
、
ゴ
ッ
ジ
が
強
調
す
る
の
は
、

デ
ィ
ド
ロ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
以
来
の
古
典
的
共
和
主
義
と
ロ
ッ
ク
的
な
僭
主
弑
逆
論
、「
政
府
の
解
体
」
論
を
独
特
な

や
り
か
た
で
折
衷
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
折
衷
が
、
絶
対
君
主
政
の
最
大
の
理
論
家
ホ
ッ
ブ
ズ
へ
の
敵
対
を
含
意

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ゴ
ッ
ジ
が
デ
ィ
ド
ロ
に
見
る
古
典
的
共
和
主
義
は
、
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク

が
言
う
よ
う
な
、
共
和
国
内
の
諸
身
分
の
勢
力
均
衡
の
維
持
を
目
指
す
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
い
か
な

る
政
治
体
も
そ
れ
を
構
成
す
る
人
間
た
ち
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
は
政
治
体
を
構
成
す
る
人
間

た
ち
自
身
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
こ
そ
、
ゴ
ッ
ジ
は
共
和
主
義
の
核
心
を
見
て
と
る
か
ら
だ
。
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ゴ
ッ
ジ
の
デ
ィ
ド
ロ
読
解
に
お
い
て
、
政
治
体
を
形
成
す
る
人
間
た
ち
の
集
団
的
な
主
体
性
が
重
要
な
問
題
と
な
る
の

も
─
─
一
八
世
紀
の
用
語
で
言
え
ば
「
習
俗
」
の
問
題
で
あ
る
─
─
、
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
ア
ン
・

モ
ー
メ
ン
ト
」
が
容
易
に
ロ
ッ
ク
的
な
僭
主
弑
逆
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

こ
の
古
典
的
共
和
主
義
と
ロ
ッ
ク
的
僭
主
弑
逆
論
を
理
論
的
な
基
礎
と
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
は
さ
ら
に
、
現
存
す
る
専

制
の
も
と
で
、
隷
属
状
態
の
た
だ
な
か
か
ら
、
い
か
に
自
由
な
政
治
的
主
体
を
生
み
出
す
か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。

ま
さ
に
こ
の
点
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
「
隷
属
状
態
に
あ
っ
て
、
習
俗
を
腐
敗
さ
せ
た
人
民
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
的
な
問
い
を
ふ
た
た
び
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。「
ロ
シ
ア
の

文
明
化
」
を
扱
う
第
二
の
講
演
と
、「
政
治
的
雄
弁
」
を
扱
う
第
三
の
講
演
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
二
つ

の
異
な
る
回
答
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
専
制
国
家
ロ
シ
ア
に
お
け
る
農
奴
解
放
の
た
め
に
は
、

デ
ィ
ド
ロ
は
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
の
試
み
を
支
持
し
な
が
ら
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
民
に
よ
る
開
拓
植
民
地
を
建
設
し
、

植
民
者
に
土
地
所
有
を
保
証
し
、
こ
の
植
民
地
を
起
点
と
し
て
ロ
シ
ア
全
土
に
徐
々
に
経
済
的
発
展
を
う
な
が
す
こ
と

を
主
張
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
生
成
過
程
に
見
出
し
た
歴
史
の
発
展
図
式
を
踏
ま
え
た
政
治
的
提
言

で
あ
る
。
他
方
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ド
ロ
は
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
大

衆
政
治
運
動
や
「
ア
メ
リ
カ
の
革
命
」
に
触
発
さ
れ
て
自
ら
政
治
的
雄
弁
を
選
択
し
、
こ
の
雄
弁
を
介
し
て
「
騒
擾
に

満
ち
た
共
和
国
」
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
的
理
想
を
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
空
間
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
デ
ィ
ド
ロ

に
と
っ
て
そ
れ
は
「
血
の
海
」
の
な
か
で
の
、
あ
る
い
は
「
長
い
革
命
の
連
続
」
を
通
じ
た
「
腐
敗
し
た
国
民
の
再
生
」

の
先
駆
け
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
と
き
デ
ィ
ド
ロ
は
、
一
方
で
は
専
制
君
主
そ
の
人
を
、
他
方
で
は
雄
弁
な
哲
学
者
を
、「
解
放
」
を
も
た
ら
す
政
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治
行
為
の
主
体
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
見
逃
せ
な
い
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
解
放
」
の
た
め
の
ア
ク

シ
ョ
ン
は
け
っ
し
て
隷
属
状
態
に
あ
る
人
間
た
ち
に
「
自
由
で
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
」（
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』）
こ

と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
人
間
た
ち
が
自
ら
を
解
放
す
る
長
い
歴
史
過
程
を
発
動
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
と
ど
ま
る
こ

と
だ
。
専
制
君
主
に
せ
よ
、
哲
学
者
に
せ
よ
、「
解
放
」
を
目
指
す
主
体
に
で
き
る
こ
と
は
、「
自
由
の
酵
母
」
を
散
種

す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
「
酵
母
」
が
発
酵
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
の
経
過

が
不
可
欠
な
の
だ
。
ゴ
ッ
ジ
が
示
す
よ
う
に
、
デ
ィ
ド
ロ
は
最
終
的
に
専
制
君
主
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
「
文
明

化
」
の
可
能
性
に
懐
疑
を
深
め
て
ゆ
き
、
内
戦
の
暴
力
と
も
裏
腹
な
、
政
治
体
の
死
か
ら
再
生
へ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
最

後
の
希
望
を
託
す
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
は
「
自
由
の
酵
母
」
を
散
種
す
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
「
酵
母
」
が
い
つ
の
日
か
、
紛
争
に
満
ち
た
過
程
を
通
じ
て
、
自
己
を
解
放
す
る
人
間
た
ち
の

な
か
で
「
発
酵
」
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
断
念
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
─
─
デ
ィ
ド
ロ
最
晩
年
の
政
治

論
は
、
政
治
行
為
と
歴
史
過
程
の
交
点
で
、
そ
ん
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
交
錯
を
見
せ
る
。
ま
さ
に
そ

の
交
錯
に
お
い
て
、
デ
ィ
ド
ロ
は
一
つ
の
「
近
代
」
の
終
わ
り
か
ら
、
も
う
一
つ
の
「
近
代
」
の
始
ま
り
を
告
げ
る
の

で
あ
る
。

ゴ
ッ
ジ
の
デ
ィ
ド
ロ
読
解
は
こ
う
し
て
、
最
終
的
に
、「
解
放
」
の
政
治
行
為
の
可
能
性
と
限
界
に
読
者
を
直
面
さ
せ

る
。
そ
の
と
き
同
時
に
、
デ
ィ
ド
ロ
と
と
も
に
、
歴
史
の
過
程
こ
そ
が
、
無
数
の
人
間
た
ち
が
主
体
と
な
り
、
互
い
の

相
克
を
通
じ
て
新
た
な
政
治
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
る
特
権
的
な
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
だ
。
お
そ
ら
く

は
こ
の
野
放
図
な
歴
史
の
開
け
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
論
の
到
達
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
デ
ィ

ド
ロ
が
逆
説
的
な
や
り
か
た
で
始
ま
り
を
告
げ
た
「
近
代
」
も
暮
れ
方
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
現
在
、
歴
史
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の
過
程
は
ふ
た
た
び
新
た
な
政
治
的
主
体
を
、
新
た
な
政
治
的
集
団
を
出
現
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と

が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
た
め
に
い
っ
た
い
な
に
を
、
い
か
に
な
す
べ
き
な
の
か
。
デ
ィ
ド
ロ
の
後
世

に
お
い
て
デ
ィ
ド
ロ
を
読
む
こ
と
は
、
そ
う
や
っ
て
、
こ
の
哲
学
者
の
問
い
を
私
た
ち
自
身
が
異
な
っ
た
状
況
の
な
か

で
反
復
す
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
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