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疋
に
シ
チ
ト
レ
ラ
ー
の
說
く
如
く「『

欲
求
の
重
壓』

と『

坐
活
に
必
要
な
る
も
の』

の
認
識
と
の
ニ
つ
，の
考
慮
が
經
濟
渚
を
驅
り
動 

す
。
而
し
て
之
は
か

1

『

主
觀
的
惯
値
評
宛
と
異
る
も
.'
の
で
あ
る
か
、
泛
は
舊
き
概
念
に
對
す
る
新
し
^
^
稱
へ
衣
き
酒
に
對
す
る
新
し 

き
駿
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
.い
か
。『

欲
求
の
_道
歷』

と
い
ふ
用
部
1
.と
_

『

價

値』

と

い

ふ

用

語

と

..の

間

に

或

區

別

を

確

觉

す

る

こ

と

は

下 

可
能
で
あ
る
。
雨
者
は
同

.一
の
概
念
で
あ
る
？
其
意
味
す
る
内
容
.は
、
.經
濟

#
が

先

づ

第

一

に

、
最

も

强

く

妥

當

す

る

所

.の

欲
望
を
滿 

况
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
.で
あ
る
。
經
濟
諸
が
ー
定
の
欲
望
滿
足
手
段
を
ょ
り
高
く
評
價
す
る
と
.言
は
ぅ
が
、
欲
求
は
ょ
り
大
な
る
道
腿 

を
持
つ
と
：F
は
ぅ
が
、
唯
單
に
表
現
方
法
の
問
題
に
す
ぎ
ぬ」c

註
l
i

:
:蝕1

〇
H
. stl.eller; 

> 

a. 

p S. 34-5,

最
後
に
：告
々
は
結
論
と
し
て
左
の
加
く
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
經
濟
的
デ
ィ
メ
ン
ジ
オ
ン
は
、
論
理
的
に
矛
盾
せ
る
概
念
で
あ
る
。 

ー
方
に
於
て
論
银
の
當
の
相
手
の
概
念
を
|1
|
|解
し
、
他
方
、
向
ら
は
#
在
し
得
ざ
る
概
念
を
#
在
せ
る
如
く
想
宛
し
て
獨
0
相
手
を
权 

つ
た
の
が
ゴ
ッ
ト
ル
の
デ
ィ
メ
ン
ジ
オ
ン
.論
で
あ
る
。
經
濟
.的
デ
ィ
メ
ン
，ジ
オ
ン
に
固
執
す
る
限
り
ゴ
ッ
ト
ル
の
惯
値
贤
格
論
は
！̂A

兀 

全
で
あ
る
が
、
，之
か
ら
離
れ
て
險
界
效
ll
'
j說
に
.類
似
せ
る
說
阴
を
爲
す
點
に
於
て
は
、
經
濟
的
.デ
ィ
メ
ン
ジ
オ
ン
の
缺
點
を
補
へ
る
觀 

が
あ
る
。
此
祺
は
結
局
ゴ
ッ
ト
ル
の
經
濟
的
デ
ィ
メ
ン
ジ
オ
ン
論
が「

在
來」

の
.科
學
を
無
視
し
、「

從
來
の」

理
論
を
輕
蔑
し
て
學
問 

上
の
ロ
ピ
ン
ソ
ー
•
■>
>

1
ソ
ー
を
演
ぜ
ん
と
欲
し
た
こ
と
に
#
す
る
も
の
で
あ
ら
ぅ
と
。

附
記
デ
ィ
メ
ン
ジ
オ
ン

(

D

i

m

p
o *
n

v

な
る
言
葉
を
ば
譯
せ
ず
其
儘
使
5

1
た
の
は
、
之
を
强
ひ
て「

擴
が
り
し
ミ
か「

大
さ
し
ミ
か
或
は 

1
次
一H

」

な
ど
、
課
し
て
薪
苕
の
意
味
せ
ん
d
欲
す
る
所
の
本
来
の
語
義
に
暖
眛
を
與
へ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン

ス

革

命

V
I

民

衆

運

動

_

1
其
■指
導

^
と
そ
の
性
質

"

~

■ 

j
:

小

M

順

三

• 

. 

,
 

,

. 

• 

• 

- 

-

ぐ
大

な

る

社
會
變
f
常
に
騷
亂
と
不
秩
序
を
坐
む
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
熱
に
浮
か
さ
れ
i

s
艺

I

I
中
に
あ
つ
て
i

4

<*
r
時
、
f

l

l
民
衆
の
S

I
則
I
彿
せ
し
め
る
。
我
々
は
民
衆

I
接
行
動
を
見
る 

夺
、
そこに行はふ時

-
財
產

I
す
る
I
的
I

I
識

か

、
或
は
、
I
識
的
I

I

I
を
肯
李
る 

傾
向

I

つ
。
こ
の
理
出
に
依
つ
て
、
民
衆
の
一
族
に
於
て
、
フ
ラ
ン
5

命
は
社
會
主
義
的
實
行
力
の
何
素
か
を
i

し
て
ゐ
な
か 

つ
た
か
と
考
へ
て
見
る
事
も
出
來
る
。
然
し
、

I

ユ
テ
ン
べ
ル
、チ
ェ
は
其
名
载
'

「

社

#
■
と
フ
ラ
ン
ス
第
命」

に
於
て
、
こ
の
挺 

の
見
解
暮
觉
し
て
、「

そ
れ
は
社
重
霞
は
民
衆
心
理
の
极
本
的
原
迦
に
奇
妙
な
誤
解
志
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
掠
奪
の 

あ
ら
ゆ
る
|

は
、
社
會
的
に
呢
有
權
囘
復
の
一
行
動
で
は
な
X
、
.意
識
的
理
論
か
ら
出
發
し
な
：い
場
合
の
個
人
的
衝
動
で
あ
る
。

一
 

片
の
f
盗
む
犬
が
社
看
主
響
で
な
い
機
に
、
.一
片
の
。ハ
ン
I
む
飢
ぇ
た
I
も
社
會
I
者
で
な
い」

と
云
つ
て
ゐ
る
。(

>

|

:

t
iuc 
七
コ
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>
ラ
ン
.ス
.軍
命
ビ
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衆
連
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1フ
ソ
ス
革
命
v

m
衆
.運
：動
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七

六

(

七
三
四)

の
暴
動
に
は
、
彼
の
5

が
如
く
、

,

I

主
f
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。
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フ
ラ
ン
ス
革
命
.0

進
行
中
に
於
て
、
寒
動
或
-
は
一
換
を
作
成
し
た
も
の
は
.
、
殆
ん
ど
全
く
、
.

飢
僅
、
貧
困
、.
憤
怒
、
缺
乏
等
で
あ
つ 

た
事
は
確
實
で
あ
る
。

- 
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.

.
:農
民
及
都
市
0

民
衆
の
坐
活
狀
態
は
、
些
少
の
.
.凶
作
で
も
、
ま
1]
1

の
パ
.

シ
の
價
格
の
_

貴
と
、
農
村
の
.
飢
«
と
を
惹
起
す
る
桴
に
惡 

化
し
、
そ
れ
亦
常
に
暴
動
の
原
因
を
な
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
0

そ
の
要
求
が
パ
：ン.
の
價
格
の
.

一
定
、
：小
麥
の
價
格
の
，引
下
、
小
麥Q

,

 

掠
靡
、
：
封
雄
的
諸
税
の
强
制
的
撤
廢
、
土
地
裏
帳
の
燒
却
、
穀
物
の
强
制
.
微
收
等
何
れ
の
表
規
形
式
を
と
っ
た
に
せ
ょ
、
最
初
に
於
て 

は
、
パ
シ
の
問
遛
が
.主

要

動

观

で

あ

，
っ

て

、

そ

.
れ
以
上
何
者
で
も
な
か
'
っ
.
た
の
で
あ
る
。

：

然
し
、
そ
れ
に
ゝ
や
が
て
ノ
海
濟
狀
態
及
政
治
紐
織
に
關
す
る
要
求
、
即
ち
段
衆
の
目
的
意
識
的
要
素
が
附
加
さ
れ
て
來
た
の
が
認 

め
ら
れ
名
。 

.、

，V
 

. 

ニ
' 

;
 

■
:

.

然
ら
ば
、
當
時
、
こ
の
意
識
的
要
求
は
如
何
な
る
內
容
を
も
つ
て
居
っ
た
か
0

‘

.

三

常
時
、
農
村
に
も
ヴ
ル
テ
ー
ル
が
譲
ま
れ
、「

第
三
階
級
と
は
何
ぞ
や」

を
®

み
且
考
へ
る
客
は
あ
つ
た
。
又

「

假
令
、
楷
書
に
せ
ょ 

兎
に
約
、
請
み
書
き
の
出
來
る
織
匠
や
左
官
も
居
っ
た」

。

農
民
達
は
ヨ
民
_

#

の
召
集
に
際
じ
て
、
太
念
ぎ
で
彼
等
の
苦
情
を
跤
惝 

書
に
載
せ
る
?:

と
も
出
来
た
。
彼
等
は
、
長
い
間
盲E

的
服
從
に
咀
縛
さ
れ
て
居
っ
た
彼
等
の
財
産
を
、
封
連
的
呪
文
か
ら
解
放
し
た 

い
と
考
へ
て
、
そ
れ
を
陳惝

#
1

に
書
い
た
o

.

こ
.

れ
ら
の
要
求
.
に
關
.
し
て
、
有
識
ブ
.ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
璀
命
思
想
を
彼
等
に
傅
播
し
た
祺 

は
事
實
で
あ
る
。K

ル
ジ
ョ
ア
.ジ

--
1

が
、
彼
'等

を「

平
和
な
る
叛
徒
.

」

な
ら
し
め
や
う
と
し
た
に
對
し
て
、
本
命
的
段
衆
は
、
直
接
的

.於
f
如
く
に
徘
徊
し
ゼ
一
錢
も
租
税
を
支
拂
ふ
な
。
I

藍

U

I

ょ
♦

へ
； 

#

1

1

.ぃ
I

體
か
i

l

l
還
し

I

ね
ば
I

。
I
制
度
か

|

た
す
ベ
て

I

I

し
k

ば
な 

^
む

酌

f
す
べ
て
I
さ
れ
ね
ば
I

ぬ
矣
ふ
考
が
漸

I
透
し
て
居
つ
た
機
で
あ
る
。

.
、
土

I

I

P
 

尤

と

叫

ん

l

i

t

i
な
く
i

l

と
し
て
、
又

民

衆

の

パ

け

だ

^

I 

' 

..
rノ
乙
り
？

ミ

.

Iて
、
.
.
皮
等
が
往
々
に
し
て
個
人
的
侵
害
霧
つ
た
場
合
も

.
Iが
、
.そ
れ
は
大
'低

I

l

f合
*

5

云̂
つ
て
ょ
か
.つ
た
Q

S
る
。
人

罡

對

t

f

l
制
し
た
一
切
の
I
制
I

f

こ
f

i

r
つ
た
'

..

.
 

-i
 

•

 
•

 •

 

■

«

の
t

d

n.
-
°
甚

气

ら

，

f

l

l

忠

人

4

す
ら
、
社
1

1

議
に
は
全
く
未
知
H

つ
I

し
い
。 

r l

! ;
<

t

 

C

,

と
I

化
し
た
i

時
代
I

は
、
i

i

i

i

し
得
I

た
。
1

者

I
fら

し

い

し

^

も

I

な
も
の
が
然
ら
し
め
た
に
過
ぎ
な
か
I

の
で
あ
る
。
村
落
及
都
市
に
於
け
る 

の
奇
怪
な
響
に
從
つ
た
の
は
、

人
I

本
.！

.

.シ

く

、「

I

、
：忘

首

十

四

泛

パ

f
 Q

■

が
打
敗
ら 

£
1 士
人
な
るP

變

宜

f
 6

で
あ
..つて
、
ク
ロ
ホ
ト
キ
ン
§

?
 

i
i 

I
 

グ

、
私

を 
一
t
 

o

i

i

l

l
に
戾
す
事
は
最
早
不
可
能
で
あ
つ
た
ろ
ぅ」

と
炤
は
れ
る』

民
も
の 

れ
て
茗
と
し
て
も

€

11
一

:f
1
 
一

I

-
ハ
、

.

、

1

1

,
 

f分
離
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
そ
れ 

f

は
織
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
1

何
等
创
始
的
の
も
の
で
は
な
く 

一
 

I

!

丨

f

1

(

七
三
五〕

フ
ラ
ゾ
ス
浓
命
:̂

氏
衆
^
動



フ
ラ
ン
^
苹
命
ミ
民
衆
連
動
.

 

七

八

C

七IiM

ハ) 

と
同
檝
の
ぢ
の
で
あ
つ
た
と
風
は
れ
る
0
で
あ
：る
9

;
:'
'

ン
リ
'
’

.

.

.

.四

.

從
つ
て
、
暴
動
は
、
全
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
,の
利
用
す
る
所
と
1

っ
た
と
云
つ
て
よ
か
-0
た
0
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
こ
れ
を
利
/I
J 

し
て
®
建
思
想
に
浸
み
透
っ
て
ゐ
る
舊
市
政
^

^
を
■

し
、
民
主
的
■
礎
の
上
に
選
出
さ
れ
た
新
市
政
機
關
を
樹
立
し
た
Q
そ
し
て 

同
時
に
、
彼
等
は
郤
市
の
.下
曆
民
と
農
村
の
土
匪
の
蜂
起
の
紱
艰
惹
起
し
た
恐
怖
を
利
用
し
て
、
自
己
'0
武
裝
を
_

ぇ
る
た
め
、
都
市 

衞
兵
な
る
も
の
を
飢
織
す
を
の
に
.、
、成
功
し
た
。(

然
る
後
、〗

彼
等
は
、
秧
序
の
囘
復
の
た
め
に
暴
動
の
擊
減
に
着
手
し
た
。
農
村
に
迄 

こ
の
手
段
が
行
は
れ
、
各
所
に
錄
起
し
た
農
民
の
指
裸
者
を
絞
刑
に
處
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
中
に
は
、
八
月
四
R
の
封
建 

的
衆
縛
の
廢
止
を
無
條
件
徹
廢
と
思
ひ
誤
っ
て
^
物
を
占
有
し
た
、
银
.域
な
る
農
民
達
も
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o
:

 

(
K
r
o
potkin, 

I>. 

cit., 

!
>
♦
1
2
7

 
ノ

マ
ラ
ト
は
こ
の
如
の
翦
情
を
觀
破
し
て
次
の
如
く
述
ベ
'
て
ゐ
る
0「

平
民
即
ち
、
下
滕
階
級
の
み
で
，上
曆
階
級
に
對
し
て
_

雜
す
る
時
、
 

取
命
は
決
し
て
成
功
し
な
い
0

,

#

励
の
_

^

に
は
、
平
，民
は
、

.そ
の
團
結
'に
よ
っ
て
よ
く

腿
倒
す
る
o

然
し
、
.最
初
に
ど
れ
程
の
優
勢 

さ
を
見
せ
て
も
、
最
後
は
常
に
腿
倒
さ
れ
て
了
ふ
0

何
故
な
ら
1

、
歡
に
知
識
と
.藝
術
と
富
と
武
器
と
指
導
渚
と
行
動
の
計
諶
と
を
持 

た
な
い
彼
等
は
、
巧
眢
と
狡
.
猜
と
技
巧
と
に
滿
ち
た
陰
謀
渚
に
：龀
じ
て
は
、
防
銜
の
方
法
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蒞
し
、

' 

敎
養
あ
り
、 

坐
活
が
璺
か
で
而
も
下
脐
階
級
の
密
謀
渚
た
る
.
人
々
が
、.
堪
制
君
生
に
叛
い
て
最
初
立
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
等
が
追
放
し
た 

特
權
階
級
の
場
所
に
自
ら
座
ら
ん
が
た
め
に
信
用
を
充
分
に
つ
げ
、.
自
分
の
勢
力
を
用
ひ
た
後
は
、
た
V

民
衆
に
叛
く
た
め
に
過
ぎ
な 

か
っ
た
。
か
く
の
如
く
、
難
命
は
社
會
の
最
下
級
階
級
に
よ
っ
て
、
勞
働
#

に
よ
っ
て
、
職
工
に
よ
っ
て
、
小
寶
商
人
に
よ
っ
て
、
農 

夫
に
よ
つ
.
て
、
無
禮
な
有
產
者
に
賤
民
と
呼
ば
れ
、
ロ
1

マ
人
的
傲
慢
な
人
々
に
無
產
者
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
.

の
不
幸
な
人
々
に
よ
つ

て
の
み
行
は
れ
.

'

乱
っ
支
持
さ
れ
I

I

。
然
し
、
人
の
'

一
向
⑴f

及
ば
ぬ
事
，
.
そ
れ
ば
革
命
が
小
地
主
、
雜

家
:

^

 

rA 

i
+
、
し

とこと 
f
 
る

-
とoQ

J
l
s
,

 

s
s
t
o
i
r
e

 

s
o
c
i
a
l

 de la Revolution 

f

l

の
手
先
等
の
利
益
に
な
る
や
う
に
の
み
1ぐ
は
れ
た
こ
と
て
あ
る」

と

c

い

局

、
一i

.

l

l

i主
義
I

I

む
べ
き

I

の
I

が
、
I

が
、
.意
^
^
^

ょ
、
彼
等
办
團
結
し
た
直
接
行
動
I

て
、
常

I

f

l

i

l
 

S
的
.
Iへ
ば
、

し
や
う
.と
し
I

I
に

臂

ず

r

l

l
し
か
も
、
.そ
れ
は
何
人
に
ょ
つ
て
も
、
f
さ
れ

f

の

指

響

？

ダ
ン
ト
ン
、
マ
ラ
I
等
に
霞
さ
れ
た
の
で
は
な
か
づ
た
に
於
て
お
や
で
t

。

t
レ
フ
の
f

-

i
 

h 

9
1 

5
 

o
p
.
o
c
l
:

 

T
o
m

 

I
p

 

こ

の
巡
行
中
、
相
繼
い
で
越
つ
た
暴
動
と
®-
亂

を

考

察

し

て

、

そ

こ

に

現

れ

た

民

ず

の

*

'

^

知

べ

う

革
命
に
於
け
る
_

の
蜂
想
と
し
て
、
我
々
：は
、
.レ
ヴ
ィ
ヨ
ン
事
件
を
初
め
と
し
て
：
ハ
ス
チ
i
の
f

ゥ
ル
サ
i

へ
£
 

チ
ユ
イ
ラ
リ
V

へ
の
亂
入
，
最
後
に

^
ロ
ン
ド
黨
潰
滅
の
：
た
：办
の
暴
動
筝
々

.を
擧
げ
る
翦
が
出
來
る
。
.

.塔

、
辟
命
に
於
け
る
最
初
馨
件
と
し
て
ば
、
レ
ゲ
ィ
ヨ
ン
事
件
を
擧
げ
S
き
.で
I

I
 

.

彼
は
、
フ
わ
丨
ブ
丨
ル
、
サv

•
タ
ン
ト
ア
丨
ヌ
の
'非
常
に
貧
ん
だ
商
人
で
あ
っ
た
：か
ら
し
て
、
こ

れ

は

有

產

霞

と

級
と

の
最
初
の
身
抗
ぎ
示
し
.て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。

.：

一
七
八
I

四
芑
十
七
,
.
レ
ヴ
ィ
ヨ
シ
が
聽

人

會

S

て
、
給
料
ば
十
耍
ゥ
で
し
か
あ
っ

^
^

ふg

が
擴
が
っ
た
。
.
然
る
に
、
こ
の
要
漱
額
は
。ハ
ン
、̂̂

と
同
一
で
あ
っ
だ
か
ら
し
て
勞
働
者
.に

と

っ

て

は

正

し

負

ぇ

”
 

.フ
ラ
ン
.

:

七
プ
-

 

•



-

フ
ラ
ン
K

I

逢

：S

動
 

A

O

.

 

(

S

八〕

味

; ^

る

に

等

し

が

.

つ
.

た

。
.
そ

ぐ

で

、

石

を

携

べ

た

威

#

の

i

隊

が

^

*

彼

の

ぎ

下

.に

狎

寄

せ

.
て

彼

の

肯

像

を

燒

き

.、

倉

庫

を

襲

ひ

、

掠

奪

 

し

た

。

だ

が

、
.
兵

士

は
.
こ

れ

に
.

錢

火

を

一

浴

ザ

、

.
强

盜

と

し

て

.

彼

等

を

絶

首

臺

に

上

せ

た

o

 

,

1:

; -

<

ぐ 

r

.

夕

ロ

ボ

•
ト
.
.キ

ン

は

、

.

こ
.の
^

件

に

就

い

て

、
.中

等

階

級

と

勞

働

者

達

と

の

間

に

不

一

致

が

あ

つ

た

ら

し

い

と

云
つ
て

ゐ

る

。

然

し

、

C

ィ
も
功
一

F
T

J

力

攻

く

.

こ
.
の
^

^

ば

啤

に

起

因

し

て

ゐ

る

し

.

.

.
又

そ

O '
-

動

癖

の

眞

の

意

味

1

分

明

で

.
な
_
:い

0

こ

れ

に

%

し

て

は

、
.
总

の

坐

產

素

，競

攀1

對

す

る

憎

み

、

或

は

！

强

盜

' 

の

仕

業

、
或

は

，反

茧

命

、
朝

廷

の

煽

動

に

依

る

三

民

議

會

の

選

擧

に

對

す

る

处

圆

等

 

i

s

 

^

0

0

.

^

0

0

^

^

4

フ

ォ

ー

ブ

ー

ル
、

.サ

ン

•，タ

ン
ト
.
T

i

さ
.

へ

.

と

の

、悼

ま

し

い

揷

話

を

速

か

.
に
.
忘

れ

て

了

つ

た

o

如

何

な

る

影

も

七

月

の

光

輝

あ

る

本

命

騷

亂

の

上

に

-

•

こ

れ

ら

の

絞

墓

の

上

か

ら

射

し

て

は

來

な

か

つ

た

。

か

く

の

如

き

が

、

革

命

の

歷

史

的

力

で

あ

り

、

こ
の

時

代

に

は

.

か

く

の

，如

き

が

最

高

の

合

理

性

で

あ

つ

た

か

ら

、

有

產

者

と

.
無

産

者

が

、

共

に

バ

ス

チ

丨

ユ

の

攻

■

上

つ

て

行

き

、

W

M

者

レ

ヴ

ィ

ョ

，
ン

の

た

め

に

流

さ

れ

た

血

が

、

不

一

致

の

檩

と

も

、

邪

靡

な

記

憶

と

も

な

ら

な

か

つ

た

」

と
ジ
日
レ
ス
は
一
其
つ
て
ゐ
る

o

 

(
i

b
i

d
,

 

p
.

 

I

f

i

)

，
 

：
 

.：

 

:

.-
•■

こQ

四
月
册
四
日
か
ら
二

十

八

.
日
迄.

Q

數

晨

又

、
七
月
.十
一
日
か
ら
十
四
日
迄
の
普
の
；前
觸
れ
と
も
見
ぇ
た
。
..バ
ス
チ
ー
ユ
の 

占
領
、
.何
入
が
何
故
に
人
々
の
注
意
•を
こ
.こ
.へ
.向
け
さ
せ
た
か
は
議

す

ベ
き
.靡
か
も
知
れ
ぬ9

,

然

^

こ

れ

は

不

可

能

で

な

く

、

下 

可
评
で

'

あ
る
ミ
シ
ユ
レ
は 
一？

曙
光
と
共
に
一
つ
の
考
へ「
'、ハ
ス
チ
ー

ユ
へ
し
が
パ
リ
丨
の
人
々
の
頭
/€
浮
ん
だ
。
そ
し
て
、
す 

ベ
て
の
人
々
が
同
じ
希
望Q

光
で
輝
い
た
o

 

:

:

そ
れ
は
不
可
能
な「
不
合
理
■な
、
奇
畫
極
な
事
で
あ
つ
たo

し
か
も
、
各
人
は
そ

れ

を

信

じ

た

」

と
o
 

(
M

i
c

h
l

e
t

,

 

F
r

e
n

c
h

 

R
e

v
o

i
u

t
i

F
.

 

t
r

a
n

s
l

昏

^

。

何

人

も

こ

の

擧

に

は

衝

動

を

與

.
へ

て

ゐ

な

か

つ

た

。
'
パ

レ

丨

、

ロ

ワ

イ

ア

丨

ル

の

論

客

連

は

、

ポ

1

ヤ

ツ

ク

夫

ぺ

T

ル

ト

ア

、

フ
レ
.ッ
セ
ル
其
他
、
弛
に
王
■后
を
死
罪
に
處
す
問
責
表
を
作
る
に
時
を
過
し
っ
、
あ
，っ
た
。
バ
ス
チ
ー
ユ
の
征
服
者
の
名
に
は
、
從
っ 

.て
、
こ
れ
ら
の
動
_
製
作
客
の
そ
れ
を
一

人
も
含
ん
で
ゐ
な
い
0
,
こ
の
パ
レ
ー
、
U.
ワ

ィ

ヤ

ー

ル
は
、
暴
動
の
出
發
地
で
な
か
つ
た
し 

征
服
客
等
が
掠
奪
品
と
凶
人
と
を
連
れ
歸
っ
た
と
こ
ろ
で
も
な
か
っ
た
。
況
ん
や
、
•市
廳
に
集
つ
て
居
っ
た
選
擧
人
會
が
、
か
、
る
意 

圖
を
持
っ
喾
は
な
か
っ
た
。
反
つ
て
、
彼
等
は
こ
れ
ら
を
防
ぐ
意
思
を
有
し
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。

.，
然
ら
ば
何
人
が
こ
の
信
念
に
忠
實
で
あ
り
、
實
行
を
完
成
し
た
の
か
。
そ
れ
は
國
民
で
あ
っ
た
と
應
ふ
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。
ク
ロ
ポ
ト 

キ
ン
は
、
バ
ス
チ
.
1

ユ
を
占
領
す
る
と一 .K

ふ
集
は
、
民
衆
の
本
能
的
知
覺
に
ょ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
ぅ
と
一K

つ
て
ゐ
る
。(

0
P
.

 

c
i
v
p
.

 

7
8
)

殊
に
、
當
時
バ
.ス
チ
ー.

ュ
を
破
壤
す
*べ
し
と1

K

ふ
聲
は
、
陳
懷
書
に
も
/1
々
.現
れ
.て
居
っ
た
し
、
又
ハ
リ
ー
の
人
民
を
粉 

碎
す
る
宵
庭
の
訐
畫
に
は
バ
ス
チ
ー
ュ
が
重
要
な
地
位
と
役
割
と
を
演
ず
バ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
は
人
々
に
餘
り
に
も
知
ら
れ
過 

ぎ
た
事
實
で
あ
っ
た
の
.で
あ
る
。

,

バ
ス
チ
ー
ュ
卜
M領
の
こ
の
運
動
を
指
導
し
た
も
，の
は
、
小
市
民
階
級
で
あ
り
、
勞
働
者
の
，最
.も
貧
し
い
客
が
大
部
分
、
:I
t
ハ
實
行
上
の 

義
務
を
盡
し
た
。「

バ
ス
チ
ー
ュ
の
前
で
殺
さ
れ
た
數
百
數
千
の
戰
士
の
中
に
は
、幾
週
間
後
に
は
、其
名
も
呼
起
さ
れ
な
い
程
貧
し
い
哀 

れ
な
卑
し
い
人
々
が
あ
っ
た
O
Jそ
し
て
、「

城
砦
の
殺
人
的
火
災
の
下
に
在
っ
て
は
、『

能
動
的
市
民』

と『

受
動
的
市
民』

と
の
區
別
は 

な
か
っ
，た
。'-
選
擧
人
资
格
を
得
る
丈
の
税
を
拂
は
な
か
っ
た
も
の
さ
へ
、
共
同
の
自
_
の
た
め
.に
戰
ひ
、
死
ぬ
鄯
が
許
さ
れ
て
ゐ
た
の 

で
あ
る」

。(

1
. 

,
T
a
u
r

rt
>
/
s
, 

op. cit, 

T
o
m

 

1
.
P. 

3
0
3

)

. 

• 

.
:

そ
し
て
、
.フ
，ォ
;1
ブ
ー
ル
の
勞
働
衮
達
が
實
金
の
支
拂
を
途
絕
さ
れ
て
居
っ
た

こ

の

騷

亂

，の
，
三

日

間

H
、

こ
の
所
謂
大
衆
の
•中
に
は
、 

立
派
な
服
裝
を
し
た
多
數
の
市
民
が
參
加
し
て
、
痛
ま
し
.い
こ
の
野
蠻
な
行
列
の
中
で
勝
関
を
あ
げ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
行 

は
れ
た
殺
戮
暴
行
に
就
い
て
、
ジ
ョ
レ
ス
は
ノ
バ
ス
.チ
ー
.ュ
の
：占
.領
に
は
、
荷
產
激
堪
命
の
殘
忍
非
人
情
時
代——

舊
制
度
の
野
蠻
行

フ
ラ
ン
ス
苯
命
S

衆
運
動
 

八

I

 

(

七
3
九〕



m

l

 

A
-

 

I

货
の
I

か
あ
っ
た
と
評
し
て
ゐ
る
が
、
パ
X

T

 r
f
.
Q

勝
利
が
如
何
H

的
で
あ
っ
た
か
は
、
間
も
な
l

i

さ
れ
I

が
來 

て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、

マ
ル
モ
ン
テ
ル
の
慈
善
工
場
讓
_

で
あ
る
。
秦
工
場
に
働
く
一 

萬
餘
の

人

が々

解

親
さ
れ
る

I

し
、

大
砲
す
き
出
さ
れ
、
そ
I

欝

I

履

Q:

中H

於
て
行
は
れ
た
。
繼

S

ま
れ
、
標

し

_
|

働

證

、
こ
の
脅
普 

下
で
二
十
四
ス
ゥ
I
f 
s
g
l

る
。
管

に

、
こ
Q'f

思

て

來

た

人
S

麗

な

く

、X

 K
T

d

 

Q

勝
I

達 

.で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
レ
ス
はM

ふ
、「

t
f

の

麗

_

馨
的
で
あ
っ
た
か
を
、
こ
れ
以
上
ょ
く
示
す
も
の
は
な
い
？
生
命
I

し

て

慶

か

倉

の

馨

慕

っ
1

春

は

、
饑
l

_

f

t

流
さ
し
め
る
I

ょ
っ
て
、
そ
の
名
f

l

る
と
は
#Ifへ

な
か
っ
た
。
當

時

の

印

蕾

、
有
產
者
の
大
砲
が
マ
ル
モ
ン
テ
ル
へ
向
ふ『

華
々
し
い
進
行』

を
、
バ
ス
チ
丨
ユ
の
春
殆
ん
ど
同 

#

に
#

ん
で
#
き
出
し
て
ゐ
る
し
と(

i
b
i
d
,

 

P
*

 

3

 5
6

 

ノ。

れ

の

七

_̂

四
E
は

チ
 =
:

的
民
衆
の
最
1职
の
勝
羽
の
日
で
あ
り
、「

尙
暗
い
背
後
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
ゐ
た
伽
1

階
級
を
尤
、 

少
し
f

還

I

1

楚

近

づ

け
f

Q

で
あ
っ
た」

。
た
と
へ

1

職
間
と
I

へ
、
彼
等
が
s

f

伍
し
て
指
I

Q

地
h

ヒ 

づ
た
祺
は
無
産
者
に
は
、

一
資
格
で
あ
り
、
又
•未
來
ベ
の
約
朿
で
も
あ
っ
た
o(

g
o.
, p. 

3
0
9
}

次
い
で
十
月
五
日
に
は
、
民
衆Q

幸
福
に
反
す
る
_

Q

_
化
所
と

I

れ
る
ヴ
ル
サ

ィ

ユ

へ

、

民

衆

、

殊
に
婦
人
の
洋
5

 

. 

た
。こ

の
婦
人
達
は
、
決
し
て
I

質
春
の
徒
で
な
く
、「

營
蒙
良
の
小
供
.の
嘆
き
に
f

か

ね

た

深
い
I

愛
を
も
っ
良
き
髮
| 

•

ぁ
っ
た」

4

は
れ
て
ゐ
る
。(ibid. 

P. 

3.84〕

六
月
一I

士

f

以
前
I
f

狎
f

ぅ
と
す
I
I

議

§

し

て

は

、 

賞

に

人

民

の

靈

f
 I

拿

段

は

な
|

。
ク
S

ト
キ
ン
は
云
ふ
、_

|

ィ

隻

っ

て

、
f

震
 

と
に
艇
服
さ
れ
、
K
シ
ヤ
降
り
雨
に
ビ
シ
ヨ
濡
れ
I

つ
た
女
達
は
、
パ
ン
を
要
請
す
る
こ
と
で
蹵
し
た
。
I
I

會
に
閬
入
し

た
時
、
疲
れ
艰
て
た
彼
等
は
、
蠻
達
の
ベ
ン
チ
に
倒
れ
て
了
っ
た
。.
併
し
、
そ
れ
に
も
枸
ら
ず
、
彼
等
の
现
れ
た
ば
か
.り

で

、
旣

.
に
彼 

等
は
锻
初
の
勝
利
を
#
た
。
議
會
は
、
こ
の
進
軍
に
ょ
っ
て『

人
權
の
宣
言』

の
栽
可
を
獲
#
し
た」

と
。(Kropotckin, 

op. cit, 

pp. 

1
5
5
-
1
5
6
)

こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
新
ら
し
い
人
間
性
に
、
そ
の
輝
か
し
い
稱
號
、
即
ち
、「

人
旧
の
#/
职」

.
’

灰

胙

し

た

容

は

貴

に
 

パ
ン

を

求

め

る

パ
リ
ー
の
手
內
職
の
婦
人
勞
働
渚
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
か
く
し
て
得
た「

人
！
！

の
權
利」

は
、
彼
女
や
彼
女
の
夫
逄
の 

も
の
で
な
く
し
て
、
翁
實
は
荷
產
的
市
民
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
丈
は
遺
憾
で
あ
る
。

ジ
ョ
レ
ス
は
こ
の
群
衆
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
巧
み
に
其
本
質
を
我
々
'に
敎
ぇ
て
ゐ
るc

「

こ
れ
は
粗
藜
狂
亂
の
群
衆
で
は
な
い
o

:
.

一
瞬
關
議
長
の
席
を
,1
«
.領
し
、
次
い
で
大
膽
な
、
厚
誼
的
な
親
し
い
調
子
で
彼
と
語
り
、
終
ひ
に
#
び
有
產
盏
議
會
に
そ
の
自
山
行
励 

を
許
さ
ん
が
た
め
に
群
雄
の
大
微
流
の
中
に
加
っ
て
行
っ
.た
女
達
、
こ
れ
：I

、
JH
し
.く
，革
命
の
下
に
於
け
る
棄
運
動
の
姿
，で
あ
る
。 

貧
民
達
は
念
激
に
進
出
し
、
突
如
と
し
て
權
カ
に
近
寄
る
。
彼
等
は
、
こ
の
權
カ
を
訊
問
し
、
虐
待
し
、
時
々
之
れ
を
措
導
し
、
包
園 

.

.し

.た
。
し
か
も
、
彼
等
は
、
遂
に
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
知
^;
ず
、
又
出
來
な
か
つ
た」

と

(
J

目

癸

o
p
. 

p
t
, 

p. 

3
9
4
)
0

 

'
藜
動
は
尙
煺
々
起
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
•
そ
.れ
は
革
命
を
完
成
さ
す
.に
ま
だ
足
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

.

.
:一
七
九
一
ー
¥

六
..&ー
 i

十

日

の

民

衆

，
の
：
チ

ュ

イ

ラ

リ

ー
進

{車

は

V

王
權
忆
對
し
て
は
不
成
功
ち
あ
っ
た
。
然
し
、
王
の
反
革
命
的
態
度 

が
民
衆
..に
明
由
'に
な
る
や
、
彼
等
は
最
早
決
し
て
.疑
惧
し
な
か
っ
允
。
バ
ス
チ
ー
.ユ
へ
、一
ヴ
ル
サ
ィ
ラ
へ
ノ
嘏
後
に
：チ
ュ
イ
ラ
リ
ー
へ 

こ
の
チ
ユ
イ
ラ
リ
ー
へ
一
大
攻
擊
を
加
べ
る
こ
と
の
觀
念
、
舊
支
配
は
ル
イ
十
六
#
が
主
位
に
あ
る
ホ
は
、
何
時
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
に 

•永
久
的
脅
威
を
殘
す
も
の
で
あ
る
と
去
ぶ
觀
念
は
、
今
や
段
衆
の
心
を
完
全
に
把
振
し
て
了
.っ
た
の
.
.で
あ
る
。

‘V

七
九
一
ー
¥
八
月
十
日
(0
,'チ
ュ
イ
ラ
リ
ー
攻
藥
が
そ
の
具
體
化
さ
れ
た
事
.實
で
あ
.っ
た
o
'
,
ク
ロ
。ホ
ト

キ

ン

.
の
^
謂

-.
意
亂
の
セ
^」 

"で
.あ
る
.ロ
べ.ス
^

^

ダ
ン
ト
ン
及
其
門
下
が
こ
れ
を
了
解
す
る
や
否
や
、
人
民
即
ち
無
名
の
大
人
物
達
は
、
反
亂
に
對
す
る
準 

フ
ラ
ン
ス
迤
命
穹
民
衆
霧
動 

：
.
5
1 

.

(

七
'四1

〕



K.

ラ
ン
.K

革
命V

民
衆
運
動 

八

四

(

七
四1

D
備
を
始
め
た
む
で
あ
る
.o
.'
:
\ 

^

こ
の
際
、「

例
の
首
^

皿
0

0

に
ど
ぅ
し
て
居
つ
た
.か」 o

「

そ

こ

.
に

は

何

も

の

も

そ

れ

を

指

示

す

ベ

き

も

の
がな
い
L o
こ
れ
は
、
ル 

ィ
*
ブ
ラ
ン
の
，問
答
で
あ
る
。

•!
:
際

、

ロ
ベ
，
：
ス

ビ

エ

1
ル
は
何
も
し
.て
居
な
か
つ
た
P
ダ
.ン
ト
シ
は
民
衆
の
間
を
說
き
歩
い
て
草
疲
れ 

た
の
か
、
.安
ら
か
に
其
夜
は
眠
っ
V
T-
っ
た
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
、
彼
等
の
誰
れ
も
が
、
運
動
が
決
定
さ
れ
た
_
間
か
ら
、
政
治
家
は 

必
要
な
い
こ
と
を
呑
込
ん
で
居
つ
た
た
め
で
も
あ
ら
ぅ
0
必
要
な
も
の
は
、
眞
實
、
民
衆
の
武
器
と
武
器
の
分
配
と
，
街
上
の
保
塞
の 

築
造
で
あ
っ
た
。
八
月
十
日
の
夜
は
、
月
光
和
や
か
■，に
、
E
夜
中
少
し
過
ぎ
迄
は
靜
か
な
岛
夜
で
あ
つ
た
0
こ
の
時
に
は
、
路
上
に
は 

0

一
 

人
も
殆
ん
ど
な
く
、
.人
影
一
つ
も
.な

か

つ

た

。
，
特

に

フ

.ォ

ー
.プ
ー
.ル
、

サ

ン

.
*
タ

シ

ト

ァ

ー

ヌ

は
靜
ま
り
返
つ
て
居
つ
た
。

人
 々

は
戰
を
待
ち
つ
、
昵
つ
て
居
つ
た」

と
、
ミ
シ
ユ
レ
は
美
し
く
筆
を
進
；

Q

て
當
夜
を
書
い
て
ゐ
る
。(Michiet, 

Revolu.tion 

fhanfaise 

吒
0日 

I<!
.
. pp. 

2
-
3
デ

こ
の
日
、'
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
.の
民
衆
は
銃
を
執
り
大
砲
を
曳
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
縱
隊
に
は
諸
所
に
赤
旗
が
翻
つ
た
0.

註
ジ
ョ
レ
ス
は
こ

X

に
赤
旗
の
歷
史
的
起
源
を
求
め
て
次
の
如
く
書
い
て
ゐ
る
0

.
民
衆
は
宮
廷
及
溫
和
主
義
の
徒
爾
に
對
し
て
,
駔
國
及
自 

S

の
名
に
於
て
合
法
的
卿
謹
の
旗
を
織
し
た
の
で
あ
る
？
從
つ
て
、
こ
の
赤
旗
は
、
決
し
て
、
シ
ャ
ン
ド
•
.
マ
ル
ス
の
復
響
の
旗
で
は
な 

か
っ
た
"

「

そ
れ
は
肖
己
の
.權
利
を
意
識
す
る
新
權
カ
の
輝
か
し
い
旗
で
あ
っ
た
：。
そ
れ
故
こ
の
時
以
来
、
無
產
階
級
が
そ
の
力
及
期
待 

を
斷
言
す
る
時
每
に
赤
旗
が
飜
る
で
あ
ら
ぅ
*-
0「

赤
旗
が
灰
の
下
に
永
い
間
隱
さ
れ
て
ゐ
た
h焰
の
如
く
再
び
聳
立
っ
に
は
八
月
十
日
の
革 

命

Q
G

傅
へ
が
、
半
世
紀
の
間
、
フ
*

1

ブ
1

ル
の
貧
し
：，家
に
於
て
、
父Q

H

か
らt

：

の
耳
及
心
に
續
け
ら
れ
S

た
に
S

な
い
J
0 

(
J
.

 

J
a
u
r
F

 

o
p
.

 

c
i
t
,

 

T
o
m
.

 

4
,

 

p
.
1
4
1ノ

然
し
、
こ
の
企
も
、
決
し
て
、
人
の
云
ふ
如
く
、.
賤
段
の
.
寄
合
に
よ
つ
て
實
行
さ
れ
た
の
で
は
な
い
？

E

.の
人
民
に
よ
つ
.
て
、
あ
ら

少
る
I

W

よ
っ
て
、
ベ
？

及
地
方
の
軍
人
、
I

人
、
雪

S

町
人
階
級
の
人
々
が
混
交
し
I

團
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
。
パ 

u

t

H

、
除
外
な
く
、
戰
ひ
ぅ
る
人
に
し
て
彼
等
が
有
っ
す
べ
て
の
人
I

り
出
し
た
。
こ

の

繁

、
彼
等
が
得
た
も
の

は
友

、
i

l

 
奮

。

I

f

 f

 
i

、
I

I

I

 め 
G

ィ

t

ブ1

 

l

l

l

i

 

I

ブ

ラ
y

i

 
i

i

i

i

 

I

、
A

弓
十

I

、「

無
産
階
級
を
蜂
起
さ
せ
た
の
は
ハ
明
白
I

I

I

級
運
動
で
は
な
か
っ
た」

。「

勞

馨

の

I

は

こ

の 

尤
邵
の
视H

、

麗

Q

勝
利
に
結
合
さ
れ
て
ゐ
た
。」

靈

か

立

老

た

民

衆

は

管

王

權

を

赞

す

る

峯

っ

ナ

の

で

ぁ

る

日
と
六
月
二
日
の
I

は
、
t

十
日
I

f

ず
I

し
な
が
t

、
I

行
を
I

し
て
居
っ
た
タ
ン
ト 

V

マ
ラ
1
、
口
べ
ス
ビ
H

I

I
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
所
謂
無
名
の
全
に
よ
っ
て
行
は
れ
、
革
命
H

阻
管
す
る
シ
ロ

ン
ド
露
を
塞
に
追
除
け
で
了
ふ
事
が
出
来
た
。 

，

，
、
：

X

 

D

 

\

 

M

l

し
、 

か
く
し
C
、
無
名
の
人
々
は
、
革
命
的
コ
ン
ミ
ユ
丨
ン
を
組
織
し
、
支
配
し
、
民
衆
の
.眞
中
か
ら
常
に
コ
ン
へ
ン
シ
ン
f

t

i

l

l

i

監
視
I

見
i

の
で
I

。
I

畫

S

、
全
く

ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
パ
？

市
區
の
I

重

i

で
I

く
し
て
、
l

l

l

g

s

ち

た

霞

は

^
4

 

と
し
て
は
■

す
べ
I

霞

Q

I

る
。
而
し
て
、
こ
.の
.期
g

l

、
.

I

s
ベ
る
如
く
、
そ
れ
よ
り
麥
の
そ
れ 

抱
、
て
し
.、
依
然
と
し
て
本
質
的
に
は
ブ
ル
ミ
ア
I

I

し

て

も

或

1

動
機
と
し
て
、
生
I

迫 

•
そ

れ

梟

、
或
は
そ
れ
を
惹
起
し
た
ブ
ル
ジ
a
ア
.の
社
會
的
活
動
に
起
因
し
て
居
っ
た
事
も
管
す
べ
き
で
ぁ
る
。
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フ
ヲ
ン
X准
命

民̂
衆
運
動
.’ 

X

六
.

(

私
四
.四)

我
々
は
、
か
ム
る
種
類
の
设
衆
の
指
墙
客
を
"
そ
の
反
對
黨
ブ
リ
ソ

-̂の
命
名
を
採
用
し
て「

ア
ナ
ー
キ
ス
ト」

と
呼
ぶ
事
が
U
來

る
o 

.

•

.

 

•
 

'
.-
' 

.

常
に
黎
動
を
製
作
し
て
革
命
を
指
11

し
て
居
っ
た
彼
等
は
、
如
何
な
る
人
々
で
あ
，っ
た
か
0

:

W

P「

ア
ナ
ー
キ
ス
ト」

に
は
頗
る
多
様
の
要
素
が
包
含
せ
ら
れ
て
居
っ
た
が
.、

-C
れ
を
ブ
リ
ソ
ー
の
言
葉
，に
ょ
っ
て
史
義
す

る

と

、
 

「

秧
序
紊
亂
者
は
、あ
ら
ゆ
る
.も
の
i

財
避
、
慰
安
、
商
品
の
倒
格
、‘
國
家
に
供
す
る
種
々
な
る
勤
勞
等——

を
平
均
化
し
や
ぅ
と
欲 

す
る
人
々
、
立
法
雰
給
料
丈
を
小
舍Q

勞
働
者
.に
も
欲
し
、
彼
等
が
所
有
し
.て
ゐ
な
.い
が
故
に
、
熟
練
、
知
識
美
德
さ
へ
も
平
均
し 

や
ぅ
と
欲
す
る
人
々
.で
-̂
る
。」 

.

そ
の
特
微
は
、「

法
#

の
.施
行
さ
れ
ぬ
こ
と
、
無
力
且
輕
蔑
さ
れ
る
官
憲
、
罰
せ
ら
れ
な
い
犯
罪
、
攻
擊
さ
れ
る
財
産
、
犯
侵
さ
れ
る 

個
人
の
安
金
、
腐
敗
し
た
民
衆
の
逍
德
、
無
憲
法
、
無
政
府
、
無
主
義」

等
で
あ
る
'̂
0(

1
<
:
3
1
>

.0
'

|
ぎ

op. 

cit, 

p. 

3
5
2
.
)

彼
等
は
、
常
に
コ
ン
べ
ン
シ
ョ
ン
の
外
部
に
居
っ
た
？
從
っ
て
彼
等
は
政
黨
で
は
な
.
か
っ
た
0

政
黨
を
な
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。 

或
考
は
コ
ル
デ
リH

丨
供
樂
部
の
部
員
で
あ
り
、
或
苕
は
ジ
ャ
コ
パ
シ
供
樂
部
.
に
麗
し
て
居
っ
た
0

彼
等
の
多
く
は
、
パ
リ
ー
の
コ
ン 

ミ
ユ
ー
ン
の
炳
降
に
集
っ
た
が
、

;H
ハ
本
領
は
セ
ク
シ
ョ
シ(
區)

に
あ
り
、
又

#
.で
あ
つ
た
0

彼
は
街
上
に
出
で
、
又

コ
ン
べ
ン
シ
ョ 

ン
に
现
れ
て
は
、
そ
の
廻
廊
か
ら
大
聲
で
一
切
を
指
撺
す
る
の
で
あ
っ
たo

然
し
、
そ
の
有
名
さ
か
ら
宕
へ
ば
、
全
く
無
名
の
士
ば
か 

り
で
あ
-

っ
た
か
ら
、.
革
命
の
情
熱
の
冷
却
と
共
に
、
典
聲
も
次
第
に
鄕
れ
て
、
無
名
の
名
に
ふ
さ
は
し
く
、
街
の
軒
端
に
姿
を
か
く
す 

人
々
で
あ
っ
た
。
ク
.

ロ
ポ
卜
キ
ン
は
彼
等
|

し
て
、「

全
フ
ラ
ン
ス
に
散
在
し
た
娘
命
黨
で
あ
っ
た」

と
稱
し
て
ゐ
る(

|

,

 P. 

3
5
3
)
0

 

然
ら
ば
、
彼
等
は
如
何
な
る
韵
標
に
向
っ
て
、
民
衆
と
供
に
'
行
進
し
た
の
か
。
彼
等
の
要
求
し
た
も
の
は「

离
人
に
土
地」

即
ち「

土 

地
均
分
ね」

と
經
濟
的
平
等
即
ち
甯
の
平
均
で
ぁ
っ
た
。
そ
し
て
、
有
つ
者
と
荷
た
ぬ
，紫
と
の
：對
立
に
於
け
石
_

が
彼
等
の
平
段
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
最
も
必
要
な
も
の
は
、
當
然
、
暴
動
で
あ
っ
た
。
秩
序
は
彼
等
の
最
も
好
ま
ね
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
常
に 

こ
の
！i
il
l
の
先
頭
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
か
、
る
態
度
は
、
ジ
ロ
ン
ド
黨
と
は
全
く
尖
銳
化
し
た
對
立
を
な
し
、
時
と
し
て
は 

ロ
べ
ス
ピ
エ

ー
ル
す
ら
も

相
容
れ
ぬ
も
の
が
あ
つ
たo

こ
の
.種
の
^
熱
と
.暴
動
に
ょ
.
.つ
て
、
彼
等
.を
し
て
行
く
と
こ
ろ
.ま
で
行
力
し
む 

る
時
、
我
々
は
、
そ
こ
に
宛
然
社
會
主
義
的
社
會
の
出
現
を
览
る
の
觀
が
あ
る
の
を
覺
ぇ
る
。

一
七
九
三
年
の
共
和
政
時
代
が
正
し
く 

そ
れ
で
あ
っ
た
。

當
時
、n

ン
べ
ン
シ
ョ
\
.は
取
獨
に
於
て
：は
何
鄯
も
な
し
得
ぬ
存
在
で
.あ
っ
た
0
:非
常
時
に
於
て
"
合
法
性
を
尊
茁
す
る
團
體
が
何 

靡
も
な
し
#
ぬ

都

は

自

然

の

.
理

で
は
あ
る
が
、
パ
リ
ー

の
民
衆
が
蹶
起
し

て

こ
れ
を
援
助
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
倒
壤
す
る
事
は
確
賞 

な
、
無
氣
力
な
集
園
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
こ〜

に
於
て
、
民
衆
は
彼
等
の
占
領
し
た
革
命
的
，コ
ン
ミ
ユ
ー
ン
の
中
か
.ら
、
周
圍
か
ら
、
 

全
フ
ラ
ン
ス
に
注
意
す
る
に
次
の
如
き
斷
乎
た
る
意
11
1
心
表
示
を
以
っ
て
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
出
の
^

ふ

所

が

險

段

議

贫

丈

で

，
.あ 

る
と
き
、
そ
の
自
FI
.
1は
實
に
不
安
宛
で
あ
り
、
無
氣
カ
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
ミ
み
ー
ン
は
自
FI
1
の
た
め
の
火
炤
と
な
ら
ね
ば
な
ら 

ぬ
と
云
ふ
態
度
、が
そ
れ
で
あ
る
。
ジ
ヲ
レ
ス
は
、
か
く
の
如
く
革
命
の
體
現
し
た
、
こ
の
强
カ
的
。ハ
Iリ
|
を
評
し
て
云
.ふ
0「

深
い
空
間 

の
光
線
の
中
に
現
は
れ
る
城
壘
の
樣
に
、
.こ
の
都
市
の
城
.壁
は
、
兩
世
界
的
自
F1
1
の
大
き
な
光
の
上
に
描
き
出
さ
れ
た」

と
。

(
)

• 

J
a
u
r
F
.

 

op. 

civ. T
o
m

 

I. 

p. 

3
0
7

)

こ
の
城
.壁
の
；上
に
..上
っ
て
民
衆
を
指
[1
す
る
.
.

「

ア
.
.ナ
ー
.キ
.ス
，ト」

は
勿
何
な
，る
思
想
を
抱
い
て
. 

居
っ
た
か
。

七

議
會
及
ジ
ヤ
コ
バ
ン
と
獨
立
の
立
場
を
擁
し
て
、
常
に
民
衆
と
供
に
立
働
い
た
こ
れ
ら
.の

人

々

に

、

我

々

.
は

共

産

主

義

m

心
想
が
抱
懷 

.さ
れ
て
ゐ
る
の
を
觅
る
。
.

.

'

:

•

フ
ラ
ン
ス
革
命
I

衆
連
動
.
. 
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j
i

i
1i

/ 

,

r-t
s
l
^
c

夂

m

九
I

は
，
I

、
又
特
に
、
l

i

!

ク
ーi

は
し
ジ
ャ
5

の
_

如
き
は
、
保
守
的
の 

f
 L

む

人

々

i

た
。
こ
の
人
々
の
I

々
.は

I

s
 

I

 

I

 

D

l

l

 

,

1

彼
等
に
は
、
社
會
問
題
の
共
聖
義
的
解
決
を
待
望
す
る
學
說
の
明
瞭
な
る
流
が
.ぁ
つ
た
。
テ

ル

ミ

ド

丨

こ

れ

ら

の

人

々
.

す
べ
て
破
壊
し
た
。
そ
し
て
、
I

は
、
I

「

I

 

一
 

I

I

」

i

i :
H

の
I

を
支
持
し
I

I

 

I

重

f

沈
■

時
I

f

、
人
M

i

得

ぬ

資

卜
“

H

r

 

'

I

 

く
す
I

f

し
S

I

I

知
し
て
居
っ
た
0

彼
等
は
如
何
に
し
i

己
の
|

|

現
す
る 

U

ふ
考
は
持
た
な
力
っ
た
が
、
自

裏

任
_

の
I

議
を
觀
取
し
て
、
事
實
上
I

I

現
し
た
い
I

を
有
し
て
居

我
々
は
彼
等
に
つ
い
て
、
餘
り
多
く
を
知
ら
な
.い
。
と
s

o

.

は
、

H

ベ
，1

ル
や
シ
ョ
ゥ
メ
ッ
上
派
の
過
敬
派
の
如
く

-

I

沈 

有
名
で
な
か
っ
た
か
ら
、
f

は
彼
等
を
知
る
充
分
の
手
が
か
り
を
與
へ

ら

れ

な

い

.

か
.

|

ぁ
る
。

、

I

の
中
で
も
特
記
さ
れ
I

I

有
し
て
|

.

彼
は
|

で
ぁ
っ
た
。
そ
し
.
て
、
恐
ら
く
、
メ
リ
T

o

 

ジ
日
レ
我
皇
き
て
ゐ
る
ぁ
の

f

i

憤

怒

I

て
I

され
た人

I

たろ
ぅ。

ん
1

っ̂

T

m

 

^

て數
奇な

I

I

て。
ハリ

1

に來
た

.
四十
才の

こ
の僧煙大
き

I

心の
目的

I

f

進

 

t

%

、

る」

と記
して

ゐ
る
。
彼は
常

S

しか
った
。そ

Q

孤獨

Q

I

於て

、

f

 

2

?

 

Q

友と
なっ

 

考

た
。
この

I

I

は、
パ

i

勞
I

階級の街々養な

|

_

|

いて

i

いた

€

l

m

、雙
羞

i

l

f

 

f

 

i

着
毫
慕
た

f

、雪

i

、

婦
人
達
と
も
、
ょ
く
話
合
っ
た
。
.

こ
の
際
彼
が
自
己
の
有
力
な
方
便
と
し
て
採
用
し
た
も
0

は
、，、政
爭
を
事
と
し
.て
ゐ
る
諸
黨
派
が
等 

閑
に
付
し
て
居
っ
た
經
濟
問
題
で
あ
っ
た
。
即
ち
、「

王
の
首
が
落
ち
て
以
來
、彼
は
常
に
■
買
占
人
と
い
ふ
言
葉
を
口
癖
に
し
て
步
い
た」 

.の
で
あ
る
。

■

:

‘

リ
ヨ
ン
に
は
ミ
シ
ュ
レ
が
、
異
常
な
人
物
と
し
て
賞
諧
し
た
シ
ャ
リ
エ
が
居
っ
た
。
彼
も
、
其
行
動
や
眞
の
思
想
の
細
末
を
僅
か
七 

か
我
々
に
知
ら
せ
て
ゐ
な
い
。
彼
は
リ
ヨ
ン
に
於
て
商
業
を
始
め
、
ヨ
ー
口
ッ
パ
及
萊
洋
に
旅
行
し
て
富
有
で
は
な
か
っ
た
が
安
易
な 

生
活
を
し
て
居
ク
た
。
彼
が
リ
ヨ
ン
の
溫
和
主
義
と
反
革
命
と
を
踮
殺
し
た
の
.
は
、
自
由
に
對
す
る
愛
と
貧
民
に
對
す
る
大
な
る
憐
牌 

の
情
と
で
あ
っ
た
。

ラ
ン
デ
エ
を
發
見
し
た
の
は
ミ
シ
ュ
レ
で
あ
つ
た
。
ミ
シ
ュ
レ

は

、

こ
の
都
市
以
上
に
夢
想
家
の
多
く
ゐ
る
と
こ
ろ
は
他
に
な

く

、 

叉
如
何
な
る
所
に
於
て
も
'

失
望
者
が
、
人
間
.
.の
運
命
の
問
題
に
っ
い
て
'
 

こ
れ
以
上
心
配
し
て
新
解
釋
を
求
め
な
か
っ
た
リ
ヨ
ン
の 

市
に
於
て
、
こ
の
地
最
初
の
社
會
主
義
者
ラ
ン
デ
エ
を
發
見
し
た
o
然
し
、
リ
シ
エ
テ
シ
べ
.ル
，ヂ
ュ
は
其
著「

社
#
主
義
と
フ
ラ
ン
ス 

革
命」

.
の
中
に
於
て
ラ
ン
デ
工
の
名
す
ら
.
擧
げ
て
ゐ
な
い
。

ラ
ン
，デ

H

は
靈
の
ヶ
ー
ル
•

に
坐
れ
、
ム
ン
ス
ーK

ル
で
育
て
ら
れ
' 

十
六
才
の
時
に
パ
リ
ー
へ
來
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
財 

產
は
掠
奪
で
あ
る
と
說
い
，て
、
ブ
'
リ
ッ
ソ
ー
以
上
に
す
ぐ
れ
た
プ
ル
F-

シ
の
先
驢
者
と
な
り
、
大
フ
ラ
ン
ル
の
，共
同
主
義
的
組
合
の
觀 

念
を
說
い
て
、
.■
フ.
—

リ
エ
.
、''土
義
の
桌
に
大
.河
.
の
幅
を
取
へ
.

た
0

ヴ
ァ
ル
レ
ー
も
亦
、
•

生
要
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
ジ
ャ
ク
ん
ー
と
相
並
ん
で
、
經
濟
間
題
を
最
前
線
に
置
い
た
の
で
あ
る
。「

ニ
十 

才
に
'̂

た
な
か
っ
た
.が
、
，
活
動
と
_
尊
の
焦
躁
に
蝕
ま
れ
て
居
っ
た」

彼
は
、「

ま
だ
被
選
擧
苹
齡
に
達
し
て
ゐ

な

か

っ

た

か

ら

、

議
會 

の
外
部
か
ら
、
こ
れ
に
對
し
て
働
.き
か
け
や
ぅ
と
し
た
。
彼
は
八
月
十
日
の
一
切
の
暴
動
に
加
っ

た
が
、
次
い
で
チ
ュ
ィ
ラ
リ
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命
^
民
衆
運
動 

八

九

(

七
pi

七)



フ
ラ
ン
ス
革
命V

民

衆

運

動

九

〇

(

t

ぬ6
中
に
霞
天
の
墓
を
設
け
て
-
そ
ひ
上
か
ら
民
衆
に
向
つ
てg

.

哮
し
た
。
議
會
と
コ
，シ
ミ
ュ
丨
.ン
と
を
種
々
な
霞
で
機
ま
せ
、 

諸
區
に
於
て
親
に
活
動
し
た」

。(J. 

J

l

,
 

op, 
&
, T

o
m

 VII. p. 

3

1の
理
論
は
、j

七
九
三
年
の
初
期
の
小

冊

子

•

 

H
i

 

d
e
s  droits de 

5

0

1
 

I
 

I

 

Iに
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
所
有
權
の
行
使
に
際
し
て
社
會
の
肇 

を
故
か
ざ
る1

5
^

公
共
の
財
產
を
犯
し
て
獲
特
せ
ら
れ
た
財
產
は
、
其
靡
實
が
.立
證
さ
れ
る
や
否
や
、
馨

と
な
る
、
と
云
ふ
の
が
皮 

の
意
I

あ
つ
た
。
然
し
、
パ
リ
丨
の
勞
働
者
と
し
て
の
彼
に
就
て
は

、

之
亦
、
我
：：々
の
知
る
と
こ
ろ
は
養
不
塞
で
I

O
 

「

モ
！

レ
ャ
ン
.

」

の

司

祭

ビ

エ

ー

ル
•
ド

リ

ヴH

は
.、

子

タ

ン

プ

の

：
篤
.に
代
つ
て
I

思
想
を
述Y

た
僧
侶
の一

人
で
あ
つ
I
 

彼
は
云
ふ
。
_

必
需
品
が
馨
の
買
ひ
.得
な
い
價
格
に
上
る
事
は
、
貧
者
に
と
つ
て
、
食
糧
品
の
存
在
の
無
を
意
味
す
る
。
1

C
 

方

て

そ

の

最
联
の
部
分
を
持
づ
者
は
自
然
を
最
も
ょ
く
農
か
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
.然
る
に
、
坐
れ
■な
が
ら
相
續
f
を
も

た

Q 

多
く
の
人
々
は
I

J
の
勞
働
の
繁
と
し
て
、
パ
.シ
の
缺
乏
を
强
制
さ
れ
て
I

。
か
、
る
不
幸
は
共
通
で
な
け
れ
ば
な
I

。
獨

り
勞
働
I

級
の
み
_

く
べ
き
不
幸
で
は
な
い
。

’政
治
は
か
4

火
I

f

犯

し

て

ゐ

論
I

。a
.

 

J

.

 eit、
T
o
m

 

III 

pp. 

351-35<2)o

4

等

は

i

に
、
土
地
所
有
の
制
限
、
强
制
公
愦
、
震

に

ょ

つ
.

て
得
た
：る
財
産
の
沒
收
、
，國
民
工
場
、
食
物
供
給
の
公
I

節 

等
を
要
求
し
た
。
彼
等
が
ジ
ャn

バ
ン
I

異な
ると
ころ
は、
彼等が靈して尊敬美つて

.

ゐ
な
い
點
£

つ
た
0-
彼 

等
は
危
機
S

太
建
ょ
く
了
解
し
て
ゐ
た
か
ら
、
顆

的

擧

段
■

成
し
袤
つ
た
。
そ
し
て
、
裏

i

惰
I

於
て
、
私
利 

の
た
め
に
公
共
の
墓
を
露
な
く
犠
牲
に
す
る
貧
Q

_

f

認
識
し
て
居
つ
た
。
土
地
均
分
法
の
如
き
は
、
I

の
墓
支
持
す
る

.テ
ル
.ミ
ド
丨
ル
は
彼
等
を
失
望
せ
し

め

た

。

ロ
.

ベ
ス
ピH

丨
ル
の
失
脚
は
、
同
時
に
'
劇
藥
的
I

濟
的
立
法
に
對
す

る

|

の

希

望
の
消
滅
を
意
味
し
た
か
ら
で
.あ
る
。
然
し
*
彼
等
.に
は
、
パ
ブ
ー
フ
の
實
行
迄
に
突
き
進
む
傾
向
は
な
か
っ
た
。
如

部

は

飽

く
-)
1

 

民
主
義
的
社
會
を
尊
敬
し
て
席
っ
た
。
彼
等
の
思
想
の
全
體
的
展
望
は
、

一
七
八
九
年
に
ボ
ア
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
。ハ
ン 

フ
レ
ッ
ト
、

C
a

t
S

c
h

i
s

m
e

 

&

 

g
e

n
r

e

 

h
u

m
a

i
n

e

に
於
て
最
も
よ
く

行
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
ポ
ア
ッ
セ
ル
は
極
^

の
シ
コ
ノ
ン
の
.1

人
で
あ
っ
た
。 

.

皮
の
取
1

は
、

一
.切§

霊

の

育
兕

と

し

て
社
會
を
滿
烈
に
攻
擊
す
る
亊
に
よ
'っ
て
、
筆
が
巡
め
ら
れ
て
ゐ
る
則
產
が
姬
及

宗

敎

は

、

人

§_

の

衝

動

の

證

と

し

て

检

討

さ
れ
、
排
斥
さ
れ
て
ゐ
る
。
財
產
は
取
に
腿
迫
の
手
段
で
f

不
一
致
の
f

几
で 

あ
る
。
貨

幣
の
霸
は
、
只
、
こ
れ
を
！p

加
し
た
に
す
ぎ
•な
い
0
社
#
の
職
務
は
、
自
然
的
に
正
し
い
我
々
の
I

本
能
に
報
ゆ
る
に 

作
す
る
。
.若
し
、
，我
々
が
、
神
の
み
が
唯
一
就
の
所
馨
で
あ
る
寧
、
及
我
々
は
、
必
要
の
；場
合
を
除
い
て
は
、
何
寶
對
し
て
も
權 

利
を
持
っ
こ
と
は
不
可
で
あ
る
奮
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
は
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
敎
育
を
改
造
し
、
產
業
を
國
反
化
し
完
全 

な
る
共
廳
義
の
誘
入
の
思
想
を
以
っ
て
、
集
產
的
所
布
の
精
神
に
人
を
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ボ
ア
ッ
セ
ル
は
敎
育
制
度
に
艰 

待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た

こ
の

灸

、
，

一

七

九

三

平

に

、

彼
は
、
地
上
の
成
艰
は
自
然
權
に
よ
っ
て
贫
说
に
屬
す
る
事

、

財
產
は
、
生
#
物
資
に
篓
す
る
人
げ
の 

不
可
簾
の
横
奪
で
あ
る
か
ら
、
羅
力
に
よ
っ
て
取
戾
し
ぅ
る
事
を
ジ
ャ
コ 

''ハ
ン
に
於
て
主
張
し
た
。
然
し
彼
の
希
望
し
た
I
化
は 

如
何
に
し
て
決S

的
■

行
が
出
來
る
か
と
云
ふ
蹵
關
し
て
は
、
彼
は
何
等
明
皂
方
案
を
荷
し
て
居
な
か
っ
た
。

■̂リ
ヴ
工
と
厉 

じ
く
、
■皮
に
と
っ
て
は
、

.

社
會
は
.、

口
シ
ャ
の
ミ
ユ
ー

ル
.の
业
ハ
產
生
義
に
い
く
ら
か
似
た
共
產
主
義
の
.條
理
の
.上

に

，
又

^

便

び

金

收
 

益
權
の
上
に
改
造
さ
る
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
焐
っ
た
の
で
あ
る
。

要
之
、
彼
等
は
如
何
に
し
て
彼
等
の
共
產
、王
義
に
到
達
す
べ
き
か
を
實
際
に
考
へ
な
か
っ
た
。
ラ
ス
キ
ー
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
共

フ
ラ
ジ
ス
苗
命
民
衆
連
動
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フ
ラ
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七
五
〇
，

)

に

、
「

こ

れ

ら

の

早

期

の

哲

學

者

の

分

析

は

，

.
ー

八

四

八

年

以

來

0
原
理
の
多
く
を
豫
期
.し
て
ゐ
る
？
フ
-1
*
,リ
キ
、
オ
ー
エ
ン
、
プ
ル
ド 

ン
に
よ
っ
て
精
製
さ
れ
た
も
の
.：は
、
殆
ん
ど
當
時
の
小
册
子
及
演
說
.又
地
方
的
法
令
の
中
に
見
出
ず
靡
が
出
來
る
。
彼
等
は
思
想
は
持 

つ
て
^
つ
た
が
、
方
法
.を
も
た
な
か
つ
た
丈
1?
-
-あ
る」

と
評
し
て
ゐ
.る
9
9
|
, 

The., socialist- tradition, in French. R
e
v
l
i
o
r

p
.

 

2
3
)

こ
の
.

點
か
ら
一
巧
へ
ば
、
パ
ブ
1
フ
は
何
人
I

優
っ
て
、
行
動
と
思
想
と
を
有
っ
重
要
な
社
會
改
良
家
の
地
位
を
確
保
し
C
 

ゐ
る
o

; 

八
.

.

か
く
の
如
く
、民
衆
は
、彼
等
の
車
命
的
献
身
に
依
っ
て
、
ジ
ヤ
コ
バ
ン
俱
樂
部
を
ホ
領
し
、
。ハ
リ
丨
の
コ
ン
ミ
ュ
丨
ン
を
占
領
し
ヒo

 

ジ
r

n

パ
ン
仍
樂
部
が
全
フ
ラ
ン
ス
に
張
り
っ
め
た

指
撺
權
と

、

。ハ
リ

i

の
コ
ン
'ミ
ユ

J

V

の
全
權
限
と
で
尙
不
充
分
の
場
合
に
は
、 

彼
等
は
常
に
叛
亂
を
採
用
し
た
。
即
ち
、
彼
等
は
あ
.ら
ゆ
る
權
力
を
支
配
す
る
こ

と

に

よ

っ

て
革
命
を
守
り
、

.
フ

ラ

ン
ス
を
守
っ
たn

で
あ
る
。
到

に

フ
ラ
ン
ス
の
最
大
危
機
に
於
て
は

-
戰
爭
^
.
.
其

權

カ

を

最

も

極

端

に

行
使
し
た
。
從
っ
て
、

恐

怖

政

治

の

如

き

も
、
口
べ
ス
ピ
工
ー
ル
.の
行
ふ
と
こ
ろ
に
非
ら
ず
し
て
、'寧
ろ
彼
等
の
と
の
活
動
の
發
表
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、

一
 

切
の
反
抗
、

一
切
S

切
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
す
ら
も
、
苔
の
間
か
ら
別
り
取
っ
たo

そ
し
て
.
.外
敵
、
內
敵
に
對
す
る 

准
命
的
信
念
を
ー
曆
强
固
に
す
る
た
め
の
絕
大
の
腮
カ
を
釀
成
：し
た
の
.で
あ
る
0

さ
り
な
が
ら
其
反
面
に
於
て
、
戰
爭
は
、
當
時
念
速
に
發
展
し
っ
、
あ
っ
た
資
本
主
義
的
經
濟
の
影
響
t

一
 

曆
强
く
彼
等
の
上
に
丨JI
1
 

へ
る
こ
と
を
容
赦
し
な
か
つ
た
。
こ
れ
が
、
生
活
其
の
も
の
に
對
す
る
革
命
の
踮
迫
と
な
つ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
.對
し
て
、
 

彼
等
は
、
無
產
階
級
の
自
覺
的
要
來
と
同
一
の
形
式
と
手
段
と
を
援
用
し
て
、
こ
の
瓞
廹
を
押
戾
し
た
の
で
ぁ
る
。
徵
發
、
牛
>:
1

必
|
§ 

品
の
價
秸
決
定
、
其
他
の
强
制
手
段
を
要
求
し
.
、
實
施
せ
し
め
た
，の
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
？

彼
等
が
こ
の
要
求
を
貫
徹
す
.
る
た
め
に
は
、
勿
論
反
亂
が
必
#

で
.
あ
つ
た
。
そ
し
て
叉
そ
れ
が
決
定
的
の
有
效
さ
を
も
つ
.

て
居
つ
た
C 

足
つ
て
、
そ
の
反
亂
は
舊
制
度
に
對
す
る
そ
れ
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
た
そ
れ
で
あ
り
、
殊
に
買
占
に
依
る
物
侦
騰
貴
の
た
め
に
坐
活 

が
脅
か
さ
れ
；る
時
、

.

屢
.■々
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
.
一
七
九
ニ
ギ
の
砂
糖
の
騷
亂
、
及
'1

七
九
三
年
の
.石
鹼
と
パ
ン
の
暴
動
の
如
き
は
そ 

の〕

つ
で
あ
る
。

、
：

前
容
に
つ
ハ
て
見
る
に
、
砂
溏
の
馘
格
の
騰
貴
は
牛
乳
入
り
の
珈
琲
で
朝
飯
を
執
る
習
慣
を
有
つ
て
居
ク
た
勞
働
者
の
家
政
赞
を
莕 

し
く
增
加
せ
し
め
た
。
勞
働
諧
は
、
敎
#

が
買
占
人
に
ょ
つ
て
買
取
ら
れ
て
、
倉
庫
と
な
り
、
そ
こ
へ
珈
琲
や
砂
糖
が
か
つ
ぎ
込
ま
れ 

る
の
を
見
て
潋
怒
を
覺
ぇ
た
。
か
く
し
て
騷
亂
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
騷
亂
が
、
.こ
れ
ら
の
投
機
が
商
業
競
爭
と
私
有
財
産
と 

か
ら
坐
ず
る
不
可
避
的
結
集
で
あ
る
と
云
ふ
民
衆
の
社
: #

組
織
的
分
析
の
結
#
で
な
か
つ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
財
產 

が
生
む
過
度
の
不
秧
萍
を
匡
正
し
や
ぅ
と
し
た
に
す
.ぎ
な
い
の
で
あ
.
る
。

：
 

.

'

 

.

一
七
九
三
ハ
±

ー
月
ニ
十
.五
日
の
右
鹼
と
。ハ
ン
の
蜂
起
は
、
'

朝
の
九
時
か
ら
十
時
迄
の
間
に
多
く
の
大
通
で
始
め
.ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ 

い
て
は
、
こ
の
靡
件
‘の
指
導
者
と
目
さ
れ
て
ゐ

る

ジ

ャ
ク
•
ル
ー
が
、「

食
！
！

品

屋

は

市

民

が

長

い

間

驻

だ

高

く

彼
に
支
拂
は
さ
れ
て
居 

つ
た
も
の
を
、
市
民
に
返
還
し
た
に
す
ぎ
な
か
0

た」

：と
袞
つ
‘て
ゐ
る
。
ジ
ョ
レ
ス
は
、
こ
の
擧
を
七
月
十
四
日
及
八
月
四
H

、
又
王 

を
打
つ
た
八
月
十
H
以
後
富
者
を
_
つ

第

三

#

目

の
^

命
で
$

た

，と

評

，

し
て
ゐ
.る
が
、
そ
の
重
要
性
は
、
準
命
意
識
の
中
に
目
覺
め 

始
め
た
と
こ
ろ
の
坐
#
と
一K

ふ
深
刻
な
本
能
に
急
に
一
筆
の
：力
を
與
へ
た
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
投
機
業
盏
、
仲
買
人
、
請
負
師 

等
の
搾
収
漭
の
所
則
要
求
、
及
そ
の
た
め
.の
暴
動
、
經
濟
坐
活
に
對
す
る
强
制
的
千
渉
、
.す
.ベ
て
は
同
種
同
型
の
も
の
で
あ
つ
た
。

:

力
ゥ
：ッ
.
キ
ー
は

1

七
九
三
年
時
代
：の
革
命
の
狂
激
を
次
.
の
.
如
X

說
明
し
て
ゐ
る
。
日
く
.「

_

取
は
水
蛇
の
如
く
、
共
頭
は
多
く
切
れ 

ば
切
る
程
そ
：れ
尤
多
く
坐
‘
ぇ
代
つ
た
0

_0

そ
の
水
蛇
を
追
蹒
し
て
、
サ
.

ン
4

チ
ロ
、ッ
ト
：は
益
：々

深
み
へ
'
は
ま
り
込
.

ん
で
：行
つ
た
。
彼
等 

7

ラ
ン
ス
革
命W

民
衆
運
動 

> 

九

三

(

七
2£
.
1)



フ
ラ
ン
ス
軍
命V」

说
衆
運
動 

.九
^
! 

(

b

l
ニ〕

は
f

を
永
久
的
と
宣
言
せ
.ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
適
用
：が
彼
等
に
對
し
、
旣
に
戰
時
狀
態
を
不
可
避
：な
ら
し
め
て
居
た
恐
怖
I

.H
を
ば 

拌

取

に

對

す

る

彼

等

の

闘

矫

の

'
結

艰

と
.
し
て
、
■

_

_

の
要
望
に
.對
し
他
階
級
の
利
益
.に
對
し
て
彼
等
の
立
論
が
Pi
t
ひ
0

っ
て
行
け 

ば
行
く
程
、
益
々
、
尖
銳
化
せ
ざ
る
を
得
な
.か
0
た」

と
0(

宗
道
太
_

、
ヵ
^

ッ
キ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
.箪
命
時
代
の
階
級
對
立
、
七
五

仍
し
て
、

i

^

^

c

^

.
6
0

^

u

..̂

^

^

 

平
和 

が
す
べ
て
を
'忽
ち
の
中
に
解
消
せ
.し
め
た
こ
と
で
明
か
で
あ
っ
た
？
フ
ラ
ン
ス
の
外
國
に
對
す
る
勝
利
は
、
彼
等
に
ょ
っ
て
保
持
さ
れ 

た
威
嚇
狀
態
を
不
必
耍
に
，し
た
？
秧
序
は「

秧
序
の
.反
亂
盏」

を
全
^
炎
要
と
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
.は
秩
序
に
伴
ふ
經
濟
的
躐 

進
の
隙
赉
で
も
あ
.っ
た
。H

ベ
ー
ル
.、
シ
ョ
ー 
メ
ッ
ト
の
沒
落
、

コ
ン
.ミ
ュ
1

ン
の
顚
落
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
の
最
後
、
す
べ
て
は
こ 

れ
を
現
實
と
し
て
我
々
.に
物
語
っ
.て
ゐ
る
。
弟
命
の
與
士
は
散
|)

急
ぐ
秋
の
.木
の
葉
の
如
く
、
劇
の
艰
て
た
劇
場
の
灯
の

一

っ

一

っ

消
 

え
て
行
く
如
く
I

こ
れ
は
力
ー
ラ
ィ
ル
の
古
典
め
い
た
表
現
で
あ
るー

—

終
を
^

い
だ
.の

で

あ

る

。

民

衆

の

獲

物

執

，
る

手

は

疲

れ

を 

瓦
せ
た
。
恭
を
走
り
沙
る
く
彼
等
の
踵
も
堅
く
筑
く
な
っ
て
、
無
名
の
士
も
有
名
の
士
の
如
く
一
人
宛
或
は
斬
#
さ
れ
、
或
は
彼
等
の 

舊
の
穴
へ
潜
り
迖
で
ん
..だ
の
で
あ
る
°

.暴
動
は
最
早
無
用
に
'な
っ
た
の
で
あ
る
。
取
命
は
{元
成
し
た
の
で
I

。
然
し
、
無
產
階
級
の
.革
命
が
完
成
し
て
、
叛
亂
の
士
が
解 

消
し
た
の
.で
は
な
か
っ
た
。
彼
等
は
自
己
の
階
級
の
た
め
で
は
な
く
、
他
の
階
級
の
た
め
の
み
に
働
い
た
敢
爲
俠
心
の
徒
で
あ
っ
た
。 

サ
ン
キ
ユ
ロ
ッ
ト
は
そ
の
使
命
を
艰
し
て
、
安
席
し
て
解
體
し
た
。
そ
し
て
、
完
成
さ
れ
た
资
本
中
；義
經
濟
社
會
の
天
地
に
於
て
、
忠 

實
な
る
勞
働
考
•
農
f

し
て
自
己
の
生
活
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
ヶ
然
し
、
そ
れ
以
後
の
彼
寒
の
_

は
、
や
が
て
來
f

の
自
己 

の
た
め
の
自
己
.の
革
命
の
長
い
準
備
の
形
貌
で
あ
つ
たO

艰
し
て
然
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
葙
命
中
の
あ
ら
ゆ
る
擾
亂
は
資
本
主
義
社
#Q.

生
み
の
叫
び
.
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。

思
ふ
に
、
群
衆
が
一
っ
の
强
カ
な
勢
力
と
な
つ
て
出
現
ず
る
に
は
、
そ
れ
に
有
利
な
條
件
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蒞
し
、
群 

衆
に
ょ
き
條
件
が
與
へ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
群
衆
は
迎
だ
優
勢
な
勢
力
を
社
會
に
振
ふ
に
至
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は 

群
衆
の
歷
史
に
一
線
を
劃
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
有
利
な
條
件
と
は
何
か
。(

新
明
正
道
蕃
群
集
社
#

學
一
六
®
。

そ
れ
は
、

一
言
に
し
て
云
へ
ば
、.
フ
ラ
ン
ス
璀
命
を
惹
起
し
た
十
八
世
紀
に
於
け
る
經
濟
力
の
發
達
で
あ
る
。
そ
し
て
"
そ
の
經
濟 

力
の
代
表
盏
で
あ
る
第
三
階
級
は
賢
明
に
も
、
こ
の
，革
命
を
達
成
す
る
た
め
に
最
も
明
^

に
し
て
、
最
も
强
，烈
な
標
語
、
田
く
平
等
、 

日
く
向
ぬ
の
標
語
を
揭
げ
た
。

法
#

の
前
に
は
萬
人
は
平
等
で
あ
る
。
各
人
は
平
等
に
價
値
評
價
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
各
人
は
あ
ら
ゆ
る
集
會
に
、
あ
ら
ゆ
る
職
業 

に
あ
ら
ゆ
る
政
治
に
參
加
す
る
權
利
を
も
つ
。
か
く
の
如
き
主
義
は
各
人
の
心
の
裡
に
あ
ら
ゆ
る
，機
會
を
拙
捉
し
て
行
動
せ
ん
と
す
る 

欲
來
を
喚
起
し
て
止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
加
之
、
革
命
時
に
於
て
は
、

指
導
客
は
機
會
に
ょ
っ
て
、
不
意
に
且
つ
容
易
に
银
ず
る
。 

偶
然
演
壇
に
馳
け
上.

っ
て
忽
ち
群
衆
を
率
ゆ
る
も
の
に
デ
ム
ラ
ン
が
あ
る
。
大
聲
な
る
が
故
に
叱
咆
し
て
指
缂
者
と
な
り
、
大
立
物
に 

な
つ
た
ミ
ラ
ボ
ー
が
あ
る
0

か
く
て
、
苯
命
に
於
け
る
民
衆
は
、
.

#

っ
て
經
驗
し
な
か
っ
た
程
の
活
潑
な
政
治
的
活
動
を
示
し
、
そ
の
結
艰
目
的
を
獲
得
す
る
た 

'

め
に
結
合
す
る
こ
と
の
蜇
要
性
を
認
知
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
に
於
て
、
彼
等
は
何
等
明
確
な
る
階
級
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
こ 

と
は
旣
述
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
■そ
の
集
合
性
の
威
力
を
無
產
階
級
に
知
ら
し
め
た
事
に
於
て
は
偉
大
な
る
歷
史
的
價
値
を
有
す
る
も 

の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
0

.

フラン'ス革
命
衆
運
動
：
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