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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷

.

.
第
九
號

.

の
滕
史
的
現
赞
胜
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
若
し
彼
の
立
場
か 

ら
、
理
論
の
有
意
味
性
卽
ち
^

;
の
說
明
の
爲
の
有
用
性
に
よ
っ
て
、
か
か
る 

歷
史
的
現
實
性
が
考
慮
さ
れ
’て
い
る
.と
す
る
な
ら
ば
、
有
意
味
な
理
論
の
假
定 

の
現
實
性
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で

あ

ろ

う

。

又
彼
の
見
解
は
社
會
科 

學
と
自
然
科
學
の
類
比
的
な
立
場
に
立
っ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
{貫
驗
の
可 

西
が
兩
科
學
を
決
定
的
に
區
別
す
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
考
え
方
、
及
び
い 

わ
ゆ
る
說
明
と
理
解
と
は
豪
理
的
に
兩
科
學
を
搌
別
_す
る
に
足
る
も
の
で
は
な 

い
と
云
う
考
え
方
に
お
.い
.て
.明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
非
ゥ
ェ 

.丨
バ
I
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
メ
ヵ
ニ
ヵ
ル
な
經
濟
現
象
の
說
明
の
爲
の
理
論
を 

方
法
論
的
に
菡
礎
付
け
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
か
か
る
苗
然
科
學
的
社
會
科
學 

觀
は
、
前
述
の
理
論
の
滕
史
的
妥
常
性
を
考
瓛
し
な
い
見
解
と
共
に
、
歴
史
的 

社
會
科
學
と
し
て
の
經
濟
學
の
方
法
論
と
し
て
は
當
然
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ
と
思
う
。
.'
彼
の
主
張
す
る
如
く
な
ら
ば
、
.經
濟
の
滕
史
的
發
展
と
！

K

う
現 

象
は
、
そ
の
理
論
の
巾
に
入
る
べ
き
餘
地
が
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
理
論
の 

發
展
そ
の
も
の
が
m
に「

靈
感
、
直
觀
、
發
明
の
創
造
的
行
爲」
に
よ
る
も
の 

と
考
え
ら
れ
、
歴
史
的
現
實
の
發
展
と
の
相
應
關
係
を
見
る
事
が
出
來
な
く
な 

る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
彼
の
見
解
は
最
近
の
近
代
經
濟
學
的
理
論
の
方
法
論 

的
考
察
と
云
う
ベ
く
、
又
そ
こ
に
.そ
の
限
界
が
存
す
る
と
思
う
。

(

富

田

重

0'

七

六

(

七
ニ
六)

■ユ
ル
ゲ
ン
•
ク
チ
ン
ス
キ
ー
著

.

高
橋
正
雄
*中
內
通
明
譯

『

ドイツ經濟

史

』

ハ
ン
ガ
リ
ヤ
出
身
の
す
ぐ
れ
た
思
想
家
ジ
モ
ル
ジ
ユ
•
ル
カ
ー
チ
は
、
そ 

の
最
近
の
著
作r

理
性
の
破
壊」

(

d
i
e 

z
e
r
s
t

orr
u
n
g

 

v
e
m
u
n
f
t
,

 

1
9
5
4
)

の
第
一
章
、
ド
イ
ツ
の
滕
史
的
發
展
の
ニ
、
三
の
特
徵
に
っ
い
て
、
の 

■
EE

頭
に
っ
ぎ
の
ょ
う
に
一K

っ
て
い
る
。「

一
股
的
に
い
う
と
、
ド
イ
ツ
民
族
の 

運
命
そ
し
て
悲
劇
は
、
彼
ら
が
餘
り
に
も
お
く
れ
て
近
代
の
市
民
的
發
展
に
加

わ
つ
た
こ
と
に
基
つ
い
て
い
る
と
い
え
る…

…

こ
れ
ま
で
の

-
近
代
の

-

ド
イ
ツ
史
に
と
っ
て
決
定
的
な
モ
チ
ー

フ
は
資
本
主
義
の
.お
く
れ
た
發
展
と

、 

そ
こ
.か
ら
生
じ
た
社
鲁
的
、
政
治
的
イ
デ
オ
口
ギ
ー
的
な
す
べ
て
の
結
果
と
に 

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
見
出
す
で
あ
ろ
う」

と
。
ド
イ
ツ
資
本
、王
義 

の
た
ち
お
く
れ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
ド
イ
ツ
民
族
が
に
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら 

.な
か
っ
た
い
た
ま
し
い
運
命——

二
度
の
大
戰
に
は
さ
ま
れ
た
短
い
安
定
期
に 

つ
づ
く
お
そ
る
べ
き
フ
ァ
シ
ズ
ム
芰
㈣
I

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
フ

リ

ー

ド

リ

ッ

ヒ

.
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が

、

「

ド

イ

ツ

の

悲
0

-
考
察
と
囘
想」

-
の
な

か
で
、
更
に
い
た
ま
し
く
說
い
.て
い
る
。
ル
カ
ー
チ
も
マ
イ
ネ
ッ
ケ
も
、
第
一 

次
大
戰
後
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
ヮ
イ
マ
ー
ル
共
和
國
の
崩
壊
を
も
っ
て
、
ド 

イ
ツ
民
族
に
宿
命
的
な
非
合
理
主
義
が
、

一
層
そ
の
崩
壊
に
拍
雄
を
か
け
た
と 

主
張
し
て
い
る
か
の
ょ
う
で
あ
る
。
ー；ム
う
ま
で
も
な
く
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
^
え 

方——

第
一
次
大
戰
後
、
ド
イ
ツ
民
族
が
た
ど
っ
た
不
幸
な
運
命
は
、
解
き
が

た
ぃ
’謎
.と
不
幸
な
方
向
轉
換
に
富
む
ド
ィ
ツ
の
歴
史
に
と
っ
て
さ
け
が
た
か
っ 

た
と
い
う
そ
の
宿
命
感
は
、
す
で
に
彼
の
先
纸
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
.
ブ
ル
ッ
ク
ハ 

ル
ト
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「

世
界
史
に
お
け
る
幸
お
よ
び
不
幸」 

(IJlDer 

G
laJ
c
k un

d

a
y
g
l
c!
:
c
i
c 

in 

d
o
r 

w
e
l
t

oq
e
s
c
h
i
e
!
h

c+
(J
>)

を
說
く 

ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
は
、
ド
イ
ツ
の
歷
臾
の
特
殊
性
を
世
界
史
の
な
か 

に
把
掘
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
ド
イ
ツ
民
族
が
か
っ
て 

た
ど
っ
た
破
滅
と
戰
带
へ
の
道
は
、
果
し
て
さ
け
が
た
い
宿
命
で
あ
っ
た
と
云 

え
る
だ
ろ
う
か
。

. 

‘

戰
後
十
年
、
ム
.ッ
ソ
リー

 

ニ
と
ヒ

ッ

ト

ラ

I

は
亡
び
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
ま
つ 

た
く
そ
の
姿
を
沿
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
生
主
義
と
い 

う
粉
飾
の
も
と
に
、
新
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
す
で
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
は
じ 

め
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ス
ム
が
、
ド
イ
ツ
に
と
つ
て
こ
よ
な
き
^

盤

で

あ

つ

.た
よ 

う
に
、
わ
れ
わ
：れ
の
祖
國
日
本
に
と
っ
，て
も
、
そ
の
簏
險
が
な
い
と
は
沄
え
な 

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
■ら
ド
イ
ツ
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
し
て
の 

ナ
チ
ズ
ム
を
增
大
さ
せ
た
糈
祌
史
的
な
背
景
が
、
ド
イ
ツ
の
^
^
性
と
非
合
理 

主
義
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
條
件
に
す
ぎ
な 

い
。
も
っ
と
も
菡
本
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
發
展
の
特
殊
性 

の
な
か
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ユ
ル
ゲ
ン
*
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は「

ド
イ 

ツ
經
濟
史」

(

原
啬
の
ほ
ん
と
う
の
名
は
、「

一
八
0

0
年
か
ら
一
九
四
六
年
ま 

で
の
ド
イ
ッ
經
濟
の
動
き」)

と
い
う
こ
の
®
を
通
じ
て
、
.
ド
イ
ツ
經
濟
の
歷 

史
的
な
發
展
を
明
ら
か
に
す
.る
こ
と
に
よ
つ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
m
5a
の
带
景
と 

なり
、そのにとなった

m

M
の
經
濟
的
政
治
的
な
基
盤
を
明
ら
か
に 

し
て
い
る
。

.
_
#は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
ュ
ル
ゲ
シ
•
ク
チ
ン
ス
キー

は
、
一
九
0
四
年 

書
評
及
び
紹
/介

九
月
一
七
日
、
ド
イ
ツ
の
エ
ル
バー

フ
ニ
ル
ト
に
生
れ
た
。
彼
の
父
も
ま
た
怒 

濟
學
者
で
あ
つ
た
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
ベ
ル
リ
ン
' 

エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ン
、
ハ
イ 

デ
ル
ベ
ル
ク
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
各
大
學
に
學
び
、
經
濟
統
計
學
若
と
し
て
活
躍 

し
て
い
た
が
、

一
九
三
三
年
、
ナ
チ
ス
が
政
權
を
と
り
、
や
が
て
社
會
主
義
政 

黨
や
勞
働
組
合
を
禁
止
す
る
や
、
非
合
法
運
動
に
入
り
、
三
六
年
に
は
イ
ギ
リ 

ス
に
逃
れ
、
精
力
的
な
著
述
活
動
を
っ
づ
け
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
闘
っ
た
。
第 

一
一
次
大
戰
が
終
る
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
歸
り
、
四
六
年
に
は
ス
ソ
ボ
ル
ト
大
學 

(

も
と
の
ペ
ル
リ
ン
大
學)

の
，經
濟
史
の
敎
授
に
就
任
し
、
現
在
に
及
ん
で
い 

る
。
そ
の
著
書
は
多
く
、
最
近
出
た「

ド
イ
ツ
に
お
け
る
勞
働
^
の
狀
態
の
歷 

史」
(
D
i
e

 Geschichte- d
er 

L
aaq
e der A

r
b
e
i
t
e
r

 i
n

 D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,

 

1871

丨1
9
3
2
)

を
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な 

ど
の
勞
働
者
階
級
の
狀
憊
に
か
ん
す
る
も
の
を
、
數
多
く
出
し
て
い
る
。
本
哿 

は
、
っ
ぎ
の
十
六
講
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
ー
講
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
經
濟
史
を
硏 

究
す
る
の
で
し
ょ
ぅ
か
、
第
二
講
、

一
八
〇
〇
年
顷
の
ド
イ
ツ
、
第
一
一
一
講
、
經 

濟
革
命
、
第
四
講
、
進
步
と
反
動
、
第
五
！！
、

一
 

八
四
八
年
の
革
命
の
經
濟
的 

政
治
的
前
史
、
第
六
講
、
初
I

業
資
本
主
義
の
終
り
、
第
七
講
、
ド
イ
ツ
资 

本
主
義
の
第
二
期
へ
の
移
行
、
第
八
講
、
第
一
流
の
資
本
主
_
國
と
し
て
の
ド 

イ
ツ
、
第
九
講
、
獨
占
資
本
主
義
の
第
一
段
階
、
第
十
講
、
戰
争
.
革
命
お
ょ 

び
イ
ン
フ
レ
I
シ
ヨ
ン
、
第
十
一
講
、
生
產
設
備
の
近
代
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ 

.
の
發
展
、
第
十
二
講
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
經
濟
の
！！
^
、
第
十
三
講
、
フ
ァ
シ
ズ
ム 

經
濟(

一
九
ー
ニ
三
丨
-.
九
三
七)

、第
十
四
講
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
：經
濟(

一
九
--
.

K

 

丄
九
四
五)

、第
十
五
講
、「

新
秩
序」

、
第
十
六
講
、
新
ド
イ
ツ
經
濟
两
建
の 

問
題
。
以
上
の
全
部
に
わ
た
っ
て
ぞ
の
內
容
を
紹
介
す
る
必
翦
も
な
い
し
、
ま 

.
た
わ
た
く
し
の
.目
韵
で
も
な
い
が
、
た
だ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
さ
さ
え
た
地
盤
は

‘ 

七
七
、

(

七
ニ
七)
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.

ド
イ
ツ
經
濟
の
發
展
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
、
こ
の
點 

に
つ
い
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
5:
う

と

こ
ろ
を
き
い
て
み
よ

う

と

思
う
。

資
本
主
齋
が
發
展
す
る
た
め
の
條
件
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
あ
ら
ゆ
る
生 

產
手
段
を
う
ば
わ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
.丨
ト
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ 

と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

ー.八
〇
〇
年
初
頭
の
ド
イ
ツ
は
、‘
封
建
的
な
束
縛
が
生 

產
カ
を
窒
息
さ
せ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、.
ま
だ
階
級
と
し
て
成
熟
し
て
い 

な
か
っ
た
。
進
步
的
勢
力
と
い
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
イ
ン
テ
リ
と
市
民
層
の 

な
か
か
ら
、
第
二
に
マ
一
一
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
機
⑽
_
工
業
の
方
面
か
ら
で
て 

き
た
の
で
あ
っ
た(

二
八
頁)

。
や
が
て1

A

一
 

j

年
九
月
農
奴
解
放
に
か
ん
す 

る
刺
令
が
出
さ
れ
、.
農
民
が
農
奴
制
と
い
う
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
は
し
た
が
>
, 

し
か
し
C
れ
は
、
支
配
者
が
、
情
勢
の
力
に
お
さ
れ
て
經
濟
改
革
を
行
っ
た
こ 

と
は
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
封
建
經
濟
の
組
織
か
ら
資
本
主
義
經
濟
の
移 

行
に
あ
た
っ
.て
、.そ
の
コー

ス
に
は
つ
ぎ
の
二
っ
が
あ
り
う
る
。
ひ
と
つ
は
、
 

革
命
に
よ
っ
て
、
封
建
的
な
勢
力
か
ら
被
權
を
奪
取
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級 

が
、
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
經
濟
的
な
改
眾
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
い
ま
ひ 

と
っ
は
、
封
建
勢
力
が
根
强
い
と
こ
ろ
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
封
建
勢
力 

を
打
倒
す
る
代
り
に
、
こ
れ
と
妥
協
し
、
或
は
そ
の
侍
僕
と
な
つ
て
資
本
主
義 

化
を
お
し
す
す
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
政
治
的
な
雄
命
は
.ま 

つ
た
く
不
徹
底
に
お
わ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
前
者
で
あ
り
、
ド 

イ
ツ
と
日
本
と
は
後
者
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
は
、
何
と
い 

つ
て
も
、
こ
の
古
典
的
な
實
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

一
八
〇
七
年
か
ら
一
五
年
ま
で
の
間
に
、
封
建
的
勢
力
の
代
辯
卷
ユ
ン
ヵ 

丨
、4

ル
べ
河
以
東
の
大
土
地
所
有
蒋
ユ
ン
力ー

は
、
農
業
に
資
本
、王
義
的
生
. 

產
綠
式
を
と
り
い
れ
た
.の
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
の
力
が
弱
か
っ
た
ド

.
七

八

.

(

七
ニ
.八)

イ
ッ
で
は
、
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
ユ
ン
ヵ
ー
は
、
打
倒
さ
れ
る
こ
と
な 

く
、
外
貌
は
近
代
的
な
假
面
を
ま
と
い
な
が
ら
、
か
わ
い
W
は
镖
態
依
然
た
る 

資
本
主
義
的
ユ
ン

ヵ_

と
な
つ
た
。「

十
九
世
紀
の
ド

イ

ジ

.
ブ
ル
ジ

ョ

ア

ジ

ー

 

の
歷
史
は
、
彼
ら
が
經
濟
上
の
利
益
を
ぅ
る
代
償
と
し
て
、
政
治
上
は
依
然
ユ 

ン
'力
ー
の
下
僕
た
る
に
甘
ん
じ
た
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
の
で
あ
る」

(

五
三 

頁)

。
.や
が
て
一
八一

六
年
か
ら
一
.八
四
〇
年
ま
で
の
期
間
に
、
ド
イ
ッ
資
本 

主
義
は
發
展
し
た
が
、
ユ
シ
.力ー

は
ま
す
ま
す
地
^
を
固
め
、

一
八
四
八
年
の 

革
命
ま
で
の
間
に
、
農
業
に
.っ
い
で
機
械
工
業
生
產
が
資
本
主
義
的
に
發
肢 

し
、
こ
れ
を
經
濟
的
基
盤
と
し
た
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
出
現
す
る
と
と
も
に
、H

 

業
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

トの
大
艰
が
あ
ら
わ
れ
る
に
至
つ
た
。
.そ
し
て
こ
れ
が
農 

業
プQ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

と同
盟
し
て
、
反
動
勢
力
と
對
抗
す
る
§

が
ち
か
づ

き
.っ
っ
ぁ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

一
八
四
八
年
の
革
命
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
革
命
は
、
大
髖 

に
お
い
て
っ
ぎ
.の
三
っ
£0
,危
機
を
特
徵
と
し
て
い
た
？
っ
ま
り
、
第
一
.は
、
勢 

力
を
增
大
し
'っ
っ
あ
っ
た
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
、
封
建
的
な
支
配
を
っ
づ
け
て
い 

た
ユ
ン
ヵー

と
の
對
立
に
も
と
づ
く
砠
治
的
を
_
で
あ
り
、
结
ニ
に
は
、
生
產 

.を
上
畀
さ
せ
、
搾
取
を
引
上
げ
る
た
め
の
外
延
的
方
屈
が
效
果
を
央
い
は
じ
め 

た
こ
と
に
も
と
づ
く
生
產
お
ょ
び
禅
取
に
お
け
る
基
本
的
危
機
で
あ
る
。
そ
し 

て
最
後
に
恐
慌
が
加
わ
る(

六
七
頁)

。

し
か
し
、
ユ
ジ
ヵ
ー
と
し
て
は
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
ゆ
き
方
ょ
り
も
、
大
衆 

の
そ
れ
か
ら
ぅ
け
た
印
象
が
深
刻
で
あ
っ
た
。
ユ
ン
ヵ
I

と
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が 

共
同
戰
線
を
は
つ
て
、
プ

ロ

レ
タ

リ

ヤ
階
級
に
對
抗
し
た
と
は
い

え

な
か
つ 

た
。
大
衆
は
あ
ま
り
に
も
弱
く
、
多
く
の
場
合
、
地
方
的
に
し
か
組
織
さ
れ
て 

い
な
か
っ
た
の
で
、
ま
た
こ
れ
ら
の
階
級
の
ど
の
ひ
と
つ
の
場
合
に
も
全
國
的

な
指
導
者
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
階
級
の
運
動
は
貧
徹
さ
れ
ず
バ
ラ
、、ハ
. 

ラ
に
分
裂
し
、
し
ば
ら
く
し
て
鎭
懕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
大
衆
の
革
命
に
對
抗 

す
る
こ
の
闘
毕
に
、
反
動
勢
力
は
結
集
し
た
が
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
中
產
階
級 

の
上
層
ば
分
裂
し
て
い
た——

こ
れ
は
全
く
當
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な 

ら
ば
反
動
勢
力
の
闘
爭
は
、
生
存
の
た
め
の
闘
带
で
あ
っ
た…

…

大
ブ
ル
ジ
ョ 

ア
は
こ
れ
と
ち
が
っ
て
い
た
、。
日
程
に
上
つ
た
問
題
に
對
す
る
個
々
の
ブ
ル
ジ 

ョ
ァ
の
態
度
を
規
定
し
た
の
は
、
勞
働
若
階
級
が
將
i

力
を
要
求
す
る
ょ
う 

に
な
る
の
を
肌
止
す
る
こ
と
と
、
ユ
ン
ヵ
ー
に
對
す
る
闘
爭
と
の
、ど
ち
ら
か
が 

さ
し
あ
た
り
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た…

…

當
面
な
に
が
最
も
重
要 

で
あ
る
か
を
正
し
く
知
っ
て
い
た
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
か
、
誰
れ
も
が
見 

常
ち
が
い
の
こ
と
を
決
定
的
に
_重
要
だ
と
思
い
こ
ん
だ
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ 

た
。
こ
う
し
て
プ
ル
ジ
ョ
ア
の
陣
營
は
分
裂
し
、
半
封
建
的
ユ
ン
ヵ
ー
が
闘
爭 

の
勝
者
と
な
っ
た
。

一
八
四
八
年
の
革
命
は
、H

ル
べ
河
の
砂
地
に
き
え
て
、

ユ
ン

ヵ_

は

も

と
通
り
に
支
配
を
っ
づ
け
、
全
ド

イ

ッ

の
反
動
勢
力
へ
の
支
柱 

と

な

つ
た
の
で
あ
る(

七
七—

七
八
頁)

。

，ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
勝
利
す
べ
き
こ
の
革
命
に
、
半
封
建
的
ユ
ン
ヵ
ー
が
勝 

利
を
し
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
ド
イ
ッ
資
本
主
義
の
歴
史
に
決
定
的
な
特 

徽
を
あ
た
え
た
。
の
ち
に
出
現
し
た
フ
ァ

シ
ズ
ム
が
、
■こ
の
ユ
ン
ヵ
ー
的
な
も 

の
を
そ
の
支
柱
と
し
て
勢
力
を
は
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
も 

と
に
も
ど
ろ
う
。
こ
の
.革
命
の
央
敗
は
、
大
衆
に
絕
望
感
を
あ
た
え
、
イ
ン
テ 

リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
は
、
非
合
理
的
な
思
想
亦
發
生
し
た
。
云
い
か
え
れ
ば
、

一
八
四
八
年
の
遠
い
時
代
に
す
で
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
經
濟
的
支
柱
と
思
想
的
地 

盤
は
生
れ
た
と
い
え
ょ
う
。
フ
ァ

シ

ズ

ム
は
膂
通
に
、
一
一
十
世
紀
.
の
^

物

で

あ 

る
と
•云
わ
れ
る
が
、
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に

一

八
四
八
年
の
革

#評及び紹介

命
の
先
敗
と
い
ぅ
歷
史
的
事
件
の
あ
と
.に
、
そ
の
條
件
が0

く
ら
れ
て
い
た
と 

は
い
免
な
い
だ
ろ
ぅ
か
。

(

註
1)

r

思
想」

三
月
琥
、
四
月
號
に
は
、
こ
の
第一

章
の
全
譯
が
の
せ
ら 

れ
て
い
る
。

(
飯

田

鼎

〕

ス
コ
ッ
ト

.
A•
グ
リ

ー

ア
著

『

t l

會

組

■

』

一

本
書
は
チ
ャ
ー
ル
ス
.

H

.
ぺ
イ
ジ
敎
授
監
修
の
下
に
刊
行
さ
れ
た
ご
U
G
U
- 

M
e
d
a
y

 short. Studies in

 S
o
c
i
o
l
o
g
y

 
2 

の
一
册
で
、あ
る
。

此
の
叢
書 

.は
社
會
學
硏
究
の
小
册
子
二
十
を
以
つ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
ヵ
社
會 

學
の
縮
圖
と
み
す
ょ
い
と
思
ぅ
が
、
我
々
が
本
書
を
と
り
上
げ
尤
所
以
は
戰
後 

と
み
に
問
題
と
さ
れ
た
産
業
社
雷
に
お
け
る
社
會
組
織
に
つ
い
て
、
之
が
如
何 

に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
識
る
た
め
で
あ
つ
て
、
我
々
が
研
究
對
象
と
し
て
い 

る
企
業
の
經
營
組
織
認
識
の
一
助
と
も
な
れ
ば
と
の
さ
さ
や
か
な
意
圖
を
持
つ 

か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

先
ず
本
«
の
構
成
に
つ
.い
て
み
る
'-
>
'、
第I

.章
、
刺
#
組
織
.
^
會
活
動
の 

手
段
、
第
一
一
.章
、
社
會
組
織
と
文
化
模
型
、
第
三
章
、
社
會
諸
集
團
の
籠
、
 

第
四
章
' 
人
間
諸
集
幽
の
生
耍
型
態
、
第
五
幕
、
組
織
形
態
變
遷
誌
と
な
っ
て

七
九
、

(

七
ニ
九)

.


