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般
大
衆
に
動
し
て
の
み
な
ら
す
I農
業
者
に
取
つ
て
も
亦
、
極
め
て
有
害
な
る
影
響
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
實
に
當
時
の 

立
法
者
は
債
格
の
安
定
を
期
圆
し
て
、
却
つ
て
其
の
動
搖
を
大
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
高
慣
格
に
刺
激
せ
ら
れ
て
、
劣
等
地
は
耕
作
に 

致
さ
れ
、
又
、
資
本
は
耕
地
の
改
良
に
投
入
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
豐
年
に
於
け
る
供
給
の
增
加
は
生
産
者
を
し
て
破
鍵
を
免
れ
ざ
ら
し 

む
る
迄
に
慣
格
を
低
廉
な
ら
し
め
た
。
加
之
、
高
價
格
は
亦
、
農
民
を
し
て
其
の
土
地
の
堪
へ
得
る
ょ
り
も
以
上
の
高
地
代
を
提
供
せ
し 

め
、
其
の
後
に
於
け
る
一
.雨
年
の
低
慣
格
は
波
れ
等
を
し
て
非
常
な
る
苦
境
に
陷
ら
し
め
な
け
れ
ぱ
已
ま
な
か
つ
た
。
農
業
階
級
若
し 

く
は
報
酬
に
値
す
る
不
動
な
る
慣
精
を
維
持
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
は
須
ら
く
、
單
な
る
輸
入
の
制
眼
ょ
り
も
、
寧
ろ
輸
出
獎
勵
金
を 

稽
加
し
、
而
し
て
之
れ
を
受
く
可
き
輸
出
慣
格
の
限
度
を
決
定
す
可
き
で
あ
つ
た
。(
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a
o
o 
輸
出
奨
勵
金
の
制
度
は
實 

に
ア
ン
グ
ー
ソ
ン
が
ア
ダ
ム

•
ス
ミ
ス
の
面
を
犯
し
て
熱
心
に
擁
護
せ
る
所
で
あ
り
、

マ
ル
サ
ス
が
其
の
維
持
の
必
要
を
唱
道
せ
る
所 

の
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
原
則
と
し
て
農
業
保
護
に
ほ
動
せ
る
リ
ヵ
ー
ド
オ
に
し
て
倚
ほ
且
つ
之
れ
を一

定
率
に
於
い
て
維
持
せ
ん
と 

せ
る
所
の
も
の
で
あ
つ
た
。
而

も一

千
八
百
十
五
年
の
條
例
は
之
れ
を
廢
止
し
、
二
十
ニ
年
の
其
れ
は
之
れ
を
復
活
せ
し
む
る
こ
と
が 

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。戦爭社含學文献雜考

加田

 

' 

哲ニ

現
代
は
戰
爭
時
代
と
も
い
ふ
べ
き
ほ
ど
、
戰
爭
が
間
題
と
な
っ
て
ゐ
る
。
新
聞

•
雜

誌

•
著
作
に
戰
爭
の
問
題
は
，
そ
の
數
を
知
ら 

ぬ
ほ
ど
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
あ
る
ひ
は
純
然
た
る
戰
略
的
立
場
か
ら
、
ま
た
は
戰
時
經
濟
機
構
の
立
場
か
ら
、
ま
た
國
際
情
參
の
關
係 

か
ら
論
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
論
著
は1

應
戰
爭
問
題
の
解
說
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
益
す
る
も
の
も
あ
る
し
、
ま
た
單
な
る
好 

戰
的
精
神
の
發
露
に
止
ま
り
"
戰
爭
が
終
極
の
手
段
で
あ
◎
、
且
っ
目
的
で
あ
る
か
の
如
き
戰
爭
讀
美
論
に
終
っ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。 

而
し
て
"
こ
れ
ら
の
論
著
が
、
わ
れ
わ
れ
の
要
求
を
滿
さ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
、
時
事
的
現
象
の
表
面
的
解
說
に
終
ウ
て
ゐ 

る
場
合
が
多5

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
學
修
し
た
歷
史
は
"
殆
ん
ど
そ
の
す
べ
て
が
戰
爭
の
歷
史
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
戰 

爭
の
本
質
の
問
題
に
っ
い
て
は
，
何
等
寄
與
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
戰
爭
の
如
き
董
耍
問
題
に
っ5

て 

の
か
く
の
如
き
學
間
的
不
備
を
嘆
ぜ
さ
る
を
得
な
5
0 

ニ

戰
爭
の
本
質
の
問
題
は
、社

#:

學
的
に
觀
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
閩
明
に
近
づ
き
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

こ
のI

思 

域
爭
社
會
患
文
献
雜
考 

1
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八
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(
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八
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味
に
お5

て
、
社
舍
學
の一

部
門
と
し
て
の
戰
爭社

#
!

學
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
。
現
に
シ
ユ
夕
ィ
ン
メ
ッ
ツ
の
如
き
は
、
大

著

「

戰 

爭
社
舍
學J 

(soziologle 

des 

K
r
i
e
g
e
s
19‘2

9
)

を
有
し
、
ソ

H
I
キ
シ
は
，
そ

の

「

現
代
社
含
學
說j

に
お
い
て
、
戰
爭
社
會
學 

(sociology 

of 
w
a
r
)

を

一

の
學
派
と
し
て
區
別
し
て
ゐ

る
。
ま
た
ィ
エ
ル
サ
レ
ム
、
シ
ユ

パ
ン
な
ど
も

戰
举
社
會
學
と
い

ふ
名
稱 

を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
0

O
t
h
m
a
r

 

ひEn
n
,

 

Z
u
r

 

ガhilosophie 

U
3
d

 

soziologie 

d
s Krie

れ
2

.1913.

W
i
l
h
e
l
m

 

Jerusalem, 

D
e
r

 
K
r
i
eg i

m

 

Lichte der 

Gesellschaftslehre.19
1 S.

戰
爭
社
會
學
の
第一

の
課
題
は
、
戰
爭
と
は
何
ぞ
や
の
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、
戰
爭
の
意
義
を
甚
だ
し
く 

ま
義
に
解
釋
す
る
。

こ
の
最
廣
義
に
お
け
る
戰
爭
と
は
、
鬪
爭
一
般
と
そ
の
意
義
を
同1

に
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
か
く
の
如
き
見 

地
ほ
，
鬪
爭
を
人
間
生
活
の
基
本
的
事
實
と
觀
察
す
る
人
々
に
ょ
つ
て
，
採
旧
せ
ら
る
、
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
、
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
の「

鬪 

爭
の
法
則4^

、
！

の
宇
宙
ま
则
で
あ
る0..1 
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successives. 

Paris 

1
8
9
6
)

ま

た

フ

*
リ

の「

生
存
鬪
爭
は
、
す
べ
て
の
生
物
に
お
け
る
と
同
じ
や
う
に
、

人
類
に
內
在
す
る1

法
則
で
あ
る
®」 
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と

，

S

ふ
や
う
な
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
I

エ
ン
ゲ
ル 

ス

の「

徒
來
の
社
會
の
歷
史
は
階
級
鬪
爭
の
歷
史
で
あ
る
N
d
a
s K

o
m
m
u
n
i
s
t
i
s
c
h
e

 

Manifest. 

1
8
4
8
；}

と
い
ふ
命
題
は
*
後
に
至 

つ
て
*「

原
始
的
土
地
共
有
制
崩
壞
以
後
の
社
含
の
歴
史」

と
い
ふ
制
限
が
附
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

一

種
の
鬪
爭
中
心
の
社
會
觀
と
見
る 

こ
と
が
出
來
る
。

か
く
の
如
き
立
場
か
ら
、

一

切
の
鬪
爭
を
戰
学
と
見
る
人
も
ね
る
が
、
こ
れ
は一

考
を
要
す
る
。
鬪
爭
は
、
載
学
ょ
り
も
"
廣
義
で 

あ
る
。
何
人
も
人
間
の
自
深
と
の
鬪
爭(

K
a
s
p
f
,

 

str
ug
gl
e
)

と
は
い
ふ
が
、
自
然
と
の
戰
爭(Krieg, 

w
a
r
)

と
い
は
ぬ
こ
と
に
よ
ウ

て
も
*
そ

の一

般
を
知
る
こ
と
が
出
來
や
う
。
戰
爭
は
、

一
6

限
定
せ
ら
れ
た
鬪
爭
で
あ
る
ヶ
鬪
爭
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
相
互
間
、
人 

間

集

團(

階

級

•
性

別

•
職

業

•
年

齡

•
人
種
な
ど)

相
互
間
の
對
立
抗
爭
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
戰
爭
は
か
く
の
如 

く
僻
す
る
こ
と
は
出
被
な
い
。

戰
爭
の
意
義
は
、

1

某
本
社
會
の
他
の
基
本
社
會
に
對
す
る
武
力
的
暴
力
的
對
立
抗
爭
で
あ
る
。
先
づ
戰
爭
は
、
基
本
社
會
と
基
本 

社
會
と
の
對
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
基
本
社
含
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
基
本
社
會
間
の
問
題
で
あ
る
。
故
に
、
某
：本
社
會
內
に
お 

け
る
階
級
鬪
爭
の
如
き
場
合
、
ま
た
は
支
配
的
勢
力
相
冗
間
の
へ
ゲ
モ
ユ
ー
の
た
め
の
鬪
爭
の
如
き
は
、
武
力
的
暴
力
的
の
對
立
抗
爭 

に
ま
で
發
展
す
る
こ
と
が
凰
々
で
は
あ
る
が
、
こ
の
武
力
的
暴
力
的
尉
立
抗
爭
が
全
面
的
に
擴
大
さ
れ
た
場
合
で
も
、
內
亂 

B
u
r
g
e
d
c
r
i
e
g
)

と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
ア
メ
リ
カ
南
北
戰
爭

•
西
南
戰
学

•
支
那
の
軍
閥
戰
爭
の
如
き
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、 

ア
メ
リ
カ
南
北

戰
爭
の
如
き
は
、
南
部
諸
州
は
、
奴
謙
農
業
に
ょ
る
一
獨
立
基
本
社
會
と
し
て
、
ま
た
北
郁
請
州
は
，
商H

業
を
中
心 

と
す
る
基
本
社
含
と
し
て
、
各
ぷ
獨
立
の
基
本
社
會
と
考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な5

か
も
知
れ
ぬ
。
支
那
軍
閥
の
地
方
的
割
據
及
ぴ
そ
の 

鬪
爭
も
か

i
る
性
質
と
見
る
こ
と
も
出
來
る
。
か
く
の
如
き
場
合
に
は
、
戰
爭
と
考
へ
て
も
ょ
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
、
中
世
に
あ
け 

る
戰
爭
は
、
今
日
の
觀
念
に
お
け
る一

國
ま
た
は
！
基
本
社
會
內
に
お5

て
行
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
中
世
的
基
本
社
會
と
近 

代
國
民
的
基
本
社
含
の
領
域
範
圍
と
は
、
嚴
密
に
區
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
世
に
お
け
る一

國
の
槪
念
は
主
と
し
て
地
理
的
觀
念
で 

あ
っ
て
、
政
治
的
統一

體
で
は
な
か
っ
た
。
從
つ
て
、
當
時
の
地
方
諧
侯
は
、

一

の
獨
立
的
基
本
社
會
の
支
配
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る 

か
ら
、
こ
れ
ら
の
間
の
全
面
的
武
力
鬪
爭
は
、

こ
れ
を
戰
爭
と
解
し
て
盖
ま
な
レ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
戰
爭
と
は
、
ニ
つ
ま
た
は 

そ
れ
以
上
の
基
本
社
會
間
の
全
面
的
武
力
鬪
爭
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

今
日
、
戰
爭
の
意
義
を
、
す
べ
て
の
國
際
的
對
立
の
意
味
に
ま
で
擴
大
し
て
解
釋
し
や
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。「

經
濟
戰」

「

思
想 

載
爭
社
會
學
文
献
雜
考 

I

九

！

(
1̂

五
A
七)



載
爭
社
會
學
文
献
雜
考 

一

九
ニ 

(llfl

八
八〕

戰J
と
い
ふ
が
如
き
も
の
も
戰
爭
の
狀
態
に
數
へ
や
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
國
際
經
濟
的
競
爭
は
、
現
代
の
如
き
帝
國
主
義
的
時
代 

に
お
い
て
は
、
政
治
的
武
力
的
闘
争
と
密
接
不
離
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
帝
國
主
義
的
對
立
そ€

も
の
が
直
ち
に
戰
爭
で
な5

こ
と
は
、 

現
在
の
世
界
は
戰
爭
の
调
中
に
あ
る
.の
で
は
な
く
て
'、
戰
争
の
危
機
を
孕
ん
で
ゐ
る
と
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
白
で
あ
る
。「

思
想
戰J 

と5

ふ
こ
と
も
、
現
在
に
お
い
て
は
、
國
家
形
態
の
如
何
を
間
は
す
*1

國
家
の
理
想
を
內
外
に
宣
傳
す
る
こ
と
が
、
通
例
で
あ
り
、 

こ
の
場
合
、
相
對
立
す
る
ィ
デ
オn

ギ

ー
は
理
論
鬪
爭
や
宣
傳
戰
を
行
ふ
こ
と
が
厦

J
で
は
あ
り
、
而
し
て
思
想
相
魅
の
現
狀
に
あ
る 

こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
戰
爭
と
は
い
ひ
得
な
い
。
中
華
民
國
に
お
け
る
诵
電
戰
の
如
き
*

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
世
界 

赤
化
宣
傳
戰
の
如
き
は
、
こ
の
範
鳴
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
ぅ
。
か
く
の
如
き「

經
濟
戰J

「

思
想
戰
し
は
、
戰
爭
へ
の
條
件
を
形
成 

す
る
も
の
と
し
て
、
戰
社
會
學
の
取
扱
ふ
べ
き
領
域
に
屬
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
戰
爭
そ
の
も
の
で
は
な
5
0

戰
爭
は
、

基
本
社
會
間
の
問
題
で
あ
り
、
而
し
て
、
基
本
社
會
間
の
關
係
の1

部
で
あ
る
。
基
本
社
會
の
問
題
は
、
社
會
學
の
最
も 

重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
は
基
本
社
會
間
の
關
係
に
も
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
社
會
參
の
課
題
と
し
て
は
，
こ 

れ
ま
で
あ
ま
り
に
取
扱
は
れ
な
か
っ
た
間
題
で
あ
る
。
基
本
社
會
間
の
關
係
は
、
戰
爭
よ
り
も
平
和
的
關
係
の
方
が
持
績
的
で
あ
り
、 

相
互
作
用
に
よ
る
影
響
が
多
量
に
存
す
る
か
ら
、
平
和
に
お
け
る
關
係
も
研
究
の
對
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
社
含
間
の
戰
爭
は
、 

そ
れ
が
全
面
的
に
擴
大
す
る
と
き
，
深
い
影
響
を
基
本
社
内
部
に
及
ぼ
す
。
世
探
大
戰
に
お
け
る
ロ
シ
ア
、
ド
ィ
ツ
に

あ
け
る
帝
政 

の
崩
壞
、

口
シ
ア
に
お
け
る
變
革
の
如
き
は
、
そ
のi

i

著
な
例
で
あ
る
。
故
に
戰
爭
の
茶
本
社
會
內
部
に
及
ば
す
影
響
の
重
大
性
を
も
、 

戰
爭
社
會
學
は
、
そ
の
研
究
の
對
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ミ

戰
爭
社
含
學
の
課
題
と
し
て
は
、
尙
ほ
戰
爭
の
歷
史
性
の
問
題
が
あ
る
。
戰
爭
を
人
間
の
深5

本
能
に
基
く
と
す
る
説
は
、
人
間
の
生

存
と
と
も
に
戰
爭
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
へW.

 

P
.

 

P
a
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r
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A
r
t
i
c
l
e
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W
a
r
.

 

E
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y
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o
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d
i
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o
f

 

n
e
l
i
g
i
o
n

 
a
n
d

 

E
t
h
.

 

i
c
s
.
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こ
の
說
は
、
戰
爭
の
恒
常
的
存
在
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
類
の
發
展
段
階
の
如
何
を
間
は
す
、
戰
幸
は
常
に
存
在
す
る
も 

の
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
，
こ
の
說
に
反
し
て
、
戰
爭
の
恒
常
的
存
在
を
否
定
し
、
そ
の
歷
史
性
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。

戰
爭
の
應
史
性
を
主
張
す
る
も
の
は
、
戰
爭
の
起
源
の
塵
史
性
を
求
め
る
。
自
然
法
ぎ
者
ト
マ
ス

•
ホ
ッ
プ
ス
は
、
そ

の

「

レ
グ
ィ 

ア
サ
ン」

に
お
い
て
、
人
間
の
原
始
的
自
然
狀
態
に
お
い
て
、「

萬
人
の
萬
人
に
動
す
る
戰
ひ」

を
見
た
の
で
あ
る
が
、

ル
ッ
ソ
ゥ
は
、 

そ

の

「

社
舍
契
約
論」

「

人
間
不
平
を
論」

に
お
い
て
、
自
然
狀
態
の
平
和
生
活
を
主
張
し
た
。
原
始
狀
態
に
お
け
る
平
和
生
活
は
、
人 

類
の
原
始
時
代
に
、
そ
の
黄
金
時
代
を
發
見
し
や
う
と
ず
る
詩
人
、
理
想
家
に
よ
っ
て
、
古
來
强
調
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
か
く 

の
如
き
人
類
原
始
時
代
に
お
け
る
平
和
生
活
な
る
も
の
を
實
證
的
に
就
明
し
、
戰
爭
の
歷
史
的
起
源
を
探
究
し
や
う
と
す
る
こ
と
が
近 

時
の
社
會
學
者
の
企
圖
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
企
圖
の
第一

は
、
先
史
人
類
の
遣
物
に
よ
っ
て
、
武
器
の
有
無
を
研
究
し
、
ま
た
は
原
始
人
の
住
居
た
る
洞
窟
巧
に
お
け
る
输 

畫
等
に
よ
っ
て
、
戰
爭
觀
念
の
有
無
を
實
證
し
や
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

ペ
リ
ー
な
ど
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
初
期
石
器
時
代
の
人
類
遣 

跡
の
中
に
あ
つ
て
は
、
武
器
ら
し
い
も
の
は
、
何
も
の
も
發
見
す
る
に
至
ら
す
、
た
ぐ
家
內
用
の
石
造
道
具
を
發
見
し
た
の
み
で
あ
る 

と
主
張
す
る
。
ま
た
石
器
時
代
の
人
類
の
洞
窟
內
に
お
い
て
は
、
何
等
戰
爭
に
關
す
る
綺
盡
を
發
晃
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お 

け
る
戰
爭
の
絕
無
を
證
明
す
る
も
の
だ
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
石
器
時
代
の
後
期
に
お
い
て
は
、
多
少
の
武
器
を
發
見
す
る
の
で
あ 

る
が
、

こ
れ
は
多
く
狩
獵
用
の
も
の
で
あ
つ
て
、
戰
爭
に
用
ね
た
も
の
で
な
レ
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
の
點
に
つ
い
て
は
"
ソ
ラ
ス

敎 

授
も
同
意
見
で
あ
る
。

戰
爭
本
能
說
に
は
•
前
掲
の
も
の
の
外
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H
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ギ5
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d
e
r

 

s
o
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o

れie, 

、

な
ど
が
あ
り
、
戰
爭
の
起
源
を
人
類
史
に
お
け
る
特
殊
的
時
期
と
し
て
の
文
明
の
起
源
に
結
ぴ
附
け
や
ぅ
と
す
る
も
の
に
は
"
次
の 

如
き
著
作
が
あ
る
。
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f
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h
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e
l
a
t
i
o
n

 

o
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a
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t
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戰
爭
の
歷
史
性
を
承
認
し
て
、
戰

爭

はI

の
征
服
過
程
で
あ
り
，
國
家
形
成
過
程
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
"
フ
ラ
ン
ツ
•
オ
タ
べ
ン 

<

イ
マ
ア
が
ゐ
る
。
オ
タ

ペ
ン〈

イ
マ
ア
の
學
說
は
主
と
し
て
、
グ
ム
プ
ロ
ウ

ィ
ッ
チ
、
ラ
ッ
ツH

ン
フ
オ
ー

ハ
ア
に

出
て
、
そ
の
資 

料
を
フ
リ
；
ド
リ
ッ
ヒ

•
ラ
ッ
ツH

ル
に
求
め
て
ゐ
る
。
彼
の
說
に
ょ
れ
ば
、
戰
爭
の
起
源
，
從
ウ
て
國
家
の
起
源
は
、
牧
畜
民
の
農 

餅
民
に
對
す
る
征
服
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
牧
畜
民
は
、
畜
産
の
蓄
積
と
と
も
に
、
早
く
か
ら
社
含
的
分
化
が
行
は
れ
、
初
期
的 

國
家
機
構
を
そ
の
励
會
內
に
形
成
し
、「

經
濟
的
手
段」

を
も
っ
て
、
そ
の
生
活
資
料
を
獲
得
す
る
と
も
に
、「

政
治
的
手
段」

——

掠
奪 

I

を
修
得
し
つ

-.あ
ゎ
、
彼
等
は
、
狩
獵
民
を
掠
奪
す
る
こ
と
も
あ
る
が
-
農
耕
民
は
規
則
的
勞
働
に
ょ
つ
て
、
規
則
的
買
納
を
爲 

し
得
る
點
か
ら
、
こ
れ
を
®
服
し
た
の
で
あ
る
。
戰
爭
の
起
源
は
•
こ
、
に
あ
る
。

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ア
の
說
並
に
、
そ
の
所
說
に
關 

係
を
有
す
る
奢
作
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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o
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S
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1
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廣

島

定

吉

譯

國

家

論(

改
造
文
庫)

こ
の
書
の
第一

ー
墻
訂
版
と
見
る
べ
き
も
の
に
，
彼
の
大
著
社
合
日
學
體
系
中
の
第1

一
卷
國
家
論
が
あ
る
。
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で2<5.

グ
ム
プ
ロ
ク
ィ
タ
チ
は
，
所
謂
社
會
學
的
國
家
論
の
主
張
者
で
あ
つ
て
、
オ
ク
ペ
ン
ハ
イ
マ
ア
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
。 

そ
の
關
係
著
作
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
グ
ム
プ
ロ
ク
ィ
ッ
チ
の
奢
：̂
は
、
そ
の
他
の
著
作
と
と
も
に
、

L
u
d
w
i
g
s

 

G
u
m
p
l
o
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w
^
l
l
l
t
e

 

W
e
r
l
c
e

 

l
i
e
r
a
u

のge
g
e
b
e
n

 

v
o
n

 

G
o
t
t
f
r
i
e
d

 

S
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n
.

に
牧
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
グ
ム
プ
ロ
ク
ィ
ッ
チ
の
學
統
を
受
け
る
も
の
は
、
ラ
ッ
ツ

H

ン
フ
オ

ー
ハ
ア
で
あ
る
が
、
彼
の
關
係
文
献
は 

次
の
如
く
で
あ
る
。
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そ
の
他
に
戰
举
の
進
化一

般
に
っ5

て
は
、
次
の
如
き
著
作
が
あ
る
。

M
.
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.
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H

ム
マ
ュ
ュ
エ
ル

•
カ
ン
タ
ア
の
著
は

-
小
冊
子
に
過
ぎ
な
い
が
、
戰
爭
の
進
化
に
關
す
る
マ
ル
ク
ス
的
立
場
を
簡
約
に
書
い
て
ゐ 

る
。

マ
ル
ク
ス
的
立
場
は
、
戰
举
の
歷
史
性
の
主
張
か
ら
出
發
し
て
、
原
始
社
會
に
お
け
る
平
和
生
活
即
ち
野
蠻
，
蒙
昧
時
代
に
お
け 

る
平
和
生
活
の
存
在
を
主
張
し
、
文
明
時
代

.
即
ち
階
級
社
會
に
お
け
る
戰
爭
の
必
然
性
と
擴
大
性
を
主
張
し
、
階
級
社
含
の
消
滅
と 

と
も
に
、
戰
爭
の
終
焉
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
タ
ア
は
、

こ
の
こ
と
を
確
信
す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、

こ
の
見
方
は
あ
ま
り
に 

樂
觀
に
過
ぎ
る
や
ぅ
に
考
へ
ら
れ
る
。
カ
ン
タ
ア
の
書
に
多
少
の
加
工
と
ま
說
を
加
へ
た
も
の
は
、

掘
伸
ニ
著
戰
爭
論(

唯
彻
論
全
*)

昭
和
十
年
が

で
あ
っ
て
、
簡
單
に
諫
み
傳
る
小
著
作
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
ま
た
は
社
會
主
義一

般
と
戰
爭
間
題
に
っ
い
て
は
、
次
の
如
き
も 

の
が
あ
る
0
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そ
の
外
戰
爭
の
經
濟
的
原
因
を
强
調
し
た
も
の
に
、
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な
ど
が
あ
る
。

0

戰
哉
の
歷
史
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
戰
爭
が
各
社
き
的
發
展
の
段
階
に
照
應
し
て
異
れ
る
形
態
を
採
る
に
ま
る
で
あ
ら
ぅ
こ-

U

は
"
 

容
慕
に
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
蒙
昧
期
の
末
期
か
ら
古
代
奴
譲
的
基
本
社
舍
に
お
け
る
戰
爭
、
#
建
的
基
本
社
合
！

I

に
お 

け
る
職
爭
、
國
民
的
基
本
社
會
に
お
け
る
戰
爭
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
含
機
構
と
武
器
の
發
展
に
應
じ
て
、
異
れ
る
形
熊
を
採
る
こ 

と
は
必
然
的
で
あ
る
。
近
代
國
民
的
基
本
社
會
の
戰
爭
が
資
本
主
義
的
生
産
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
資
本 

主
義
と
戰
爭
と
の
關
連
に
つ
い
て
は
，
ソ
ム
バ
ア
ト
の
著
作
が
優
れ
て
ゐ
る
。

W
e
r
n
e
r

 

s
o
m
l
^
a
r
t
j

 

D
e
i
*

 

m
o
d
e
r
n
e

 

K
a
D
i
t
a
u
s
m
u
s
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IBde. 

1
^
2
2
-

 

K
r
i
e
g
f

 

i
m
d

 

K
a
l
>
i
t
a
l
i
s
m
u
s
.

 

1
9
1
3
.

こ
©
書
と
と
も
に
讀
ま
る
べ
き
も
の
は
、
近
代
資
本
主
義
經
濟
機
構
の一

般
を
論
じ
た
ポ
プ
ス
ン
の
著
作
で
き
る
。

J. 

>
. 

s
o
b
s
o
n
.

 

E
v
o
l
u
t
i
o
n

 

o
f

 

m
o
r
d
e
r
n

 

C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
.

 

1
9
2
6
,

住
谷
悅
洽

•
販
本
勝

•
松

澤

兼

人

共

譯

近

代

資

本

主

義

發

達

史

論

上

*
下
、〈

改
造
文
庫)

而
し
て
，
國

民
的
基
本
社
の
戰
爭
は

"
そ
の
經
濟
形
態
に
お
け
る
商
業
資
本

•
工
業
資
本
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
、
國
民
的
基 

戰
.爭
社
會
學
文
就

M

考 
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載
爭
社
會
學
文
號
雜
考 

1

九

八

(
1

冗
九
0〕

本
社
會
の
成
立
の
た
め
の
戰
爭
で
あ
り
、
海
外
貿
易
の
た
め
の
戰
爭
で
あ
る
が
、
最
近
の
戰
爭
は
他
國
へ
の
資
本
投
下
並
に
そ
の
保
護 

の
た
め
の
戰
争
で
あ
る
。
帝
國
主
義
戰
爭
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
現
代
の
戰
爭
を
理
解
す
る
た
め
に
は
，
現
代
能
含
が
獨
占
資
本
主
義
の 

段
階
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

こ
の
こ
と
を
戰
爭
を
中
心
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
第
十
九
世
紀
初
期
か
ら
現 

代
に
い
た
る
.ま
で
の
戰
爭
の
形
態

•
目
的
を
理
解
す
る
こ
と
を
耍
す
る
。

こ
の
た
め
に
は
、

M
a
j
o
r

 

G
e
n
e
r
a
l

 

J. 

F
-

 

p 
F
u
l
l
e
r
,

 

W
a
r

 

a
n
d

 

W
e
s
t
e
r
n

 

C
i
v
i
l
i
z
a
t
i
o
n
.

 

1
8
3
2
-
1
9
3
2
.

 

A

 

S
t
u
d
y

 

o
f

 

W
a
r

 

a
s

 

a

 

PC^Iitical 

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
:

 

a
n
d

 

t
h
e

 

e
x
l
^
r
e
s
s
i
o
n

 
o
f

 

m
a
s
w

 

d
e
m
o
c
r
a
c
y
.

 

L
o
n
d
o
n

 

1
9
3
2
.

の
如
き
は
便
利
で
あ
ら
ぅ
。
而
し
て
、
獨
占
資
本
主
義
と
そ
の
對
外
的
發
現
で
あ
る
帝
國
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
著 

作
は
缺
く
こ
と
を
得
な
い
古
典
で
あ
る
。

>
. 

H
o
b
s
o
n
,

 

I
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m
.

 

1
^
0
2
.

石
澤
新1

ー

譯

帝

國

主

義

論(

改
造
文
庫)

R
u
d
o
l
f

 

H
i
l
f
e
r
d
i
n
g
,

 

D
a
s

 

F
i
n
a
n
z
k
a
p
i
t
a
l
,

 

E
i
n
e

 

S
t
u
d
i
e

 

をb
e
r

 

d
i
e

 

j
u
n
g
s
t
e

 

E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g

 

d
e
s

 

I
c
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
.

 

1
9
1
0
,

林

耍

譯

余

融

資

本

論(

改
造
文
庫)

猪
侯
津
南
雄
著(
解
說)

金
融
資
本
論(

同)

L
e
n
J
n
,

 

D
e
r

 

I
m
p
e
r
l
a
l
i
s
m
u
s

 

a
ls 

j
u
n
g
s
t
e

 

E
t
a
p
p
e

 

d
e
s

 

K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
.

 

1
9
1
7
.

長

谷

部

文

雄

譯

带

國

主

義(

岩
波
文
庫

)

岡
田
宗
司
譯
レ
ー
ュ
ン
帝
國
主
義
體
系 

こ
の
三
書
は
、
現
代
の
國
際
關
係
を
知
る
の
に
最
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
も
帝
國
主
義一

般
を
論
じ
た
も
の
は
多
數 

に
あ
る
。
そ
の
主
な
る
も
の
を
學
げ
れ
ぱ
次
の
如
く
で
あ
る
。

H
e
i
n
r
i
c
h

 

P
V
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l
d
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u
n
g
,

 

P
a
s

 

Z
e
i
t
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e
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e
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m
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e
r
i
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l
i
s
m
u
s
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1
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-
I
9
1
4
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e
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1
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9
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2
2
,

M
a
r
l

 

©
f

 

C
r
o
m
e
r
,

 

A
n
c
i
s

 

l:aud 

m
o
r
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e
r
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I
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m
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1
9
1
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i
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e
i
c
h, 

I
m
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e
r
i
a
l
i
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; 
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め TPrices, 
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v
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n
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I
^
e
o
n
a
r
d

 

W
o
o
l
f
,

 

I
m
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e
r
i
a
l
i
s
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a
n
d

 

c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
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1
9
2
8
.

F
r
i
t
z

 

；S
t
e
m
b
e
r
g
.

 

D
e
r

 

I
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
.

 

1
9
2
6
,

のけe
r
n
b
e
r
g
,

 

I
m
l
^
e
r
i
a
l
i
s
m
u

の i
m
d

 

s
e
i
n
e

 

K
r
i
t
k
e
r
.
1

ぬ2

力
•

P
a
r
k
e
r

 

M
o
o
n
,

 

I
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m

 

a
n<
i 

W
o
r
l
d

 

I^olitics- 

1
9
2
6
,

S
U
I
K

びacli. 

W
e
s
e
n

 

d
e
s

 

I
3
I
>
e
r

 a
l
i
s
m
u
s
.

E
r
w
i
n

 

S
z
a
b
s
,

 

I
F
r
e
i
h
a
n
d
e
l

 

u
t
id 

I
m
j
p
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
.
1

ぬ1
8
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M
.

 

M
a
c
h
i
m
s
o
n
,

 

I
m

でer
i
a
l
i
s
m
u
s

 

u
n
d

 

f
fi
and

el
sl
k
ri
e
ge
. 

I
s7

. 

f
f
i
e
i
n
r
i
c
l
l

のch
n
e
e
,

 

N
a
t
i
o
n
a
l
i
a
m
u
s

 

u
n
d

 

I
m
l
>
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
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1
9
2
8
.

C
l
i
r
i
s
t
i
a
n

 

E
c
k
e
r
t
,

 

A
l
t
e
r

 

u
n
d

 

n
e
u
e
r

 

I
m
j
p
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
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1
1
9
3
2
.

こ
の
外
に
も
、
個
々
の
國
に
お
け
る
帝
國
主
義
を
論
じ
た
も
の
は
"
多
數
に
あ
る
が

"
い
ま
は1

般
的
な
も
の
の
み
を
擧
げ
て
置
い 

た
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
筆
者
は
、
本
稿
を
終
る
に
當
つ
て
、
帝
國
主
義
並
に
現
代
戰
爭
に
■
す
る
邦
文
の
譯
著
書
を
擧
げ
て
置
か
ふ 

と
思
ふ
。

高
田
早
苗
帝
國
主
義
論
明
治
三
十
四
年

幸
德
秋
水
サ
世
紀
の
怪
物
帝
國
主
參
明
治
三
十
四
年
刊

浮

田

和

民

倫

理

的

帝

國

主

義

明

治

四

十

ニ

年

が

載
爭
肚
參
學
文
默
雜
考 

I

九

九

(
1

六
九
五)



戰
爭
社
會
學
文
献
雜
考 

大

西

猪

之

介

带

國

キ

義

論

明

治

四

十

三

年

刊 

ア
ー
ノ
タ
ト
著
風
間
信
三
譯
带
國
主
義
と
石
油
問
題
昭
和
ニ
年
刊 

.
ス

ト

レ

イ

ト

著

荒

畑

寒

村

譯

帝

國

主

義

戰

爭

と

製

鐵

葉

昭

和

ニ

年

刊 

ル
ネ
ズ
•
フ
ィ
ツ
シ
ャ
ア
著
荒
畑
寒
村
譯
石
油
带
國
主
義
昭
和
ニ
年
刊 

オ
ッ
ト
ウ
•
バ

ウ

エ

ル

向

坂

逸

郞

譯

資

本

の

蓄

積

と

带

國

主

義

昭

和

三

年

刊 

.江

潭一

三

著

帝

國

主

義

の

經

濟

的

考

察

昭

和

四

年

刊 

橘

研

究

所

帝

國

、王

義

の

現

段

階

昭

和

四

年

刊

.プ

レ

プ

ス

•
リー
グ
田
畑
三
四
郞
譯
近
代
帝
國
主
義
と
其
の
侵
略
昭
和
四
年 

パープ
ロ
ギ
ッ
チ
上

H
茂
樹
譯
世
界
帝
國
主
義
論
入
門
昭
和
五
年
刊 

ク
ラ
ウ
ゼ
ウ
イ
チ
著
馬
：；̂健
之
助
譯
戰
争
論
上
下
昭
和
六
年
刊 

プ
ハ
ー
リ
ン
帝
國
主
義
論
ス
タ
ー
リ
ン

•
プ

〈
リ
ン
全
集
昭
和
冗
年
刊 

ヴ
ァ
ル
ガ
帝
國
主
義
論
昭
和
九
年
利 

水
谷
吉
蔵
國
際
政
治
と
戰
爭
昭
和
七
年
刊

11

コ

ラ

イ

著

山

本

宣

治

譯

戰

爭

の

生

物

學

，
ニ

冊

山

本

宣

治

全

集

昭

和

六

年 

荒

畑

寒

村

著

戰©
i

l

昭
和
七
年
刊 

理
想
社
編
戰
爭
論

(

論
文
集)

昭
和
八
年
刊 

松
下
芳
男
無
産
階
級
と
國
際
戰
大
正
十
四
年

 

，

ニ 0
0

a

六
九
六

)

戰
爭
思
想
の
研
究
昭
和
十
年 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
，
フ
ロ
イ
ド

.
シ
*ゥ
著
生
形
要
譯
戰
爭
批
判
昭
和
九
年
刊

神
田
孝
一
近
代
戰
爭
論
昭
和
九
年
刊

ビ
グ
一
著
高
橋
淸
三
郞
譯
戰
爭
輕
濟
學
昭
和
七
年
刊

正
木
千
冬
著
戰
爭
經
濟
學
昭
和
七
年
が

ダ

iiti

フ
著
國
原
政
治
經
濟
研
究
舍
譯
軍
備
と
國
民
經
濟
昭
和
十
年

£
：

サ
ヴ
ィ
ッ
キ
イ
著
ロ
シ
ア
問
題
研
究
所
譯
戰
爭
經
濟
學

I
現
代
戰
の
經
濟
的
基
礎
昭
和
十
年
刊

本
稿
は
、
戰
爭
社
會
學
の
課
題
に
關
す
る
筆
者
の
覺
ぇ
書
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
戰
爭
社
含
參
の
若
干
文
献
に
關
す
る
解
說
で
あ
っ
て
、 

こ
の
種
の
文
献
の
充
分
な
記
錄
で
な
い
こ
と
は
、
筆
者
が
最
も
ょ
く
知
っ
て
ゐ
る
。
た
戰
爭
問
題
の
時
事
論
的
取
扱
以
外
に
、
ま
た 

戰
爭
社
會
學
の
存
在
理
由
の
あ
る
こ
と
'並
に
そ
の
課
題
と
こ
れ
に
關
す
る
若
千
の
文
献
を
指
示
し
得
れ
ば
、
筆
者
の
目
的
は一

應
達
し 

た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
他
の
機
會
に
お
い
て
、戰
爭
社
會
學
の
論
稿
を
草
し
得
れ
ば
幸
福
と
思
っ
て
わ
る
。1

九
三
五
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