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三
田
學
會
雜
誌
笫
四
十
九
卷
第
一
號 

石
渡
貞
雄
著

『
.7
1

民
：：

分
，解
論

』

.

;

« 

■ 

- 

.

へ
：
農
業
經
濟
學
思
の
未
開
拓
の
分
野
に
進
ん
.で
開
拓
の
斧
を
ふ
：る
い
、
自
ら
の 

，見
解
を
&

的
に
披
擁
し
て
、
し
ば
し
ば「
醫
資
料
を
提
供J

.

(

序
へ
一
一
貢

)

. 

.さ
れ
て
.と
.

ら
_れ
た
.石
渡
貞
雄
氏
は
、
近
年
餘
筆
と
み
に
冴
え
、
:
一
九
五一

一
年
の 

.

H

u

i
以
来
、
.五
ゴ
ー
年「

農
業
恐
慌
論X

、

五
四
年「

農
地
改
革
の 

.基
本
^

！1;

と
'
年
々
取
行
本
を
4;
の
さ
れ
て
い
：る
0
. 

ニ

：
，
： 

本
書
は
そ
の
最
も
新
し
い
勞
作
で
、「

日
本
の
農
民
分
隊
の
正
確
な
把
握」

' 

一
を
ぞ
の
目
的
と
さ
れ
た
|(

一
 

頁)

も
の
で
あ
る
が
、「

ま
だ
農
民
分
解
褊
は
、

. 

個
々
の
，具
歡
的
な
國
々
の
農
民
分
解
を
慶
は
：じ
：め
か
ら
取
上
げ
さ
せ
る)

ほ
ど 

完
成
•さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
：な
い
'こ
と」

(

同
上
> 
の
故
を
も
つ
て
、
 

、「

や
む
を
え
ず
農
民
分
解
の
一
般
理
論
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な」

，
か
っ 

た
。
と
い
う
.の
が
本
書
に「

敎
科
書
風
な
タ
ィ
ト
ル
を
っ
げ
だ
ド
理
困
で
あ
. 

る
、
と
著
者
自
か
ら
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
く
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
本
書 

の
構
成
は
、
第
一
章
問
題
の
塞
礎
概
念
、
第
一
一
章
.
徵
民
分
化 
'
分
解
の
一 

'
-
I論
、
箜
ー
奪
.日
本
に
お
け
る
農
民
分
化
.
分
解
論
、
,■と
な
つ
て
い
る
。

'
 

ニ
'

ま
ず
第
一
：

1

早
に
お
い
て
は
，「

農
民
層
と
.か
、
：農
民
階
層
と
か
、
農
民
階
級
'
'

六

四

(

六
四〕

■■
:
と
か
い
う
概
念
上
の
規
定J

 

(

一
七頁

)
：：

か
ら
は
じ
め
て
、T

農
民
分
化
と
農
民 

.

分
解
の
同
.一
性
と
差
別
性」

(

二
五
.頁)

を
明
ら
か
に
し
、r

農
民
が
階
級
と
階
. 

層
と
の
二
重
の
性
格
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
場
合」

(

一
一
セ
頁
以
J

を
指
摘
し 

て
、「

農
村
の
階
級」

を
農
民
の
階
級
と
茼
一
祖
す
る
こ
と
の
^
り
を
肖
㈱
さ

.れ
る
。

...
 

.一.，

じ
^
う
ら
"い
、.
往
々
に
し
て
こ
れ
ら
の
用
語
が
ル
：！
ズ
に
用
い
ら
れ
て
き
た 

:現
在
、
.か
か
る
概
念
及
び
範
疇
の
.明
確
化
を
企
圖
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
書
の
大 

ぎ
な
功
績
と
い
う
べ
く
、.
.

「

農
民
分
化
.
•分
解
の
指
標
と
そ
の
基
礎」

(

三
三
頁 

以
下
ゾ
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
相
俟
つ
て
農
業
問
題
の
雜
然
と
し
た
智
識
の 

論
理
的
整
理
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
0

:

. 

.

•

’

,

第

一

一

章

農

民

分

化

*;.
分
解
の
1
般
理
論
に
お
い
て
は
、
農
民
分
解
に
一
一
つ 

'
の
出
發
點
の
あ
る
こ̂
を
指
摘
し
、「

赴
®
^
に
お
け
る
農
民
層
分
化
.
分 

解.
の'

X

タ
ー
ト•
に
立
つ
農
民
は
，、

で
あ
り
、

「

資
本主

！
#

！!！

に
お
け 

々
農
民
層
分
化.
分
解
の
ス
タ.
丨
ト
に
立
つ
農
民
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
寧 

命
に
よ
つ
て
廣
讽
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
分
M

農
民
で
あ
る」 (

四
七
貢)

と
す 

る
。

f

前
者
の
：性
格
は
階
級
的
な
.
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は

「

す
で
に
階 

.
級
的
な
も
の
で
は
な
く
、
層
的
な
も
の
に
す
ぎ
だ

.
い」 (

同
上)

と
い
う
。
そ
し 

て
、.
前
者
す
な
わ
ち
隸
蓖
の
分
解
は

「

封
建
的
土
地
制
度
の
崩
か
い
で
あ
り
、 

近
代
的
な
階
級
關
係
の
穿
ば
え
で
あ
る

」

バ
五
四
頁)

。.
す
な
わ
ち
、
封
建
社
會 

.
に
お
け
る
農
民
層
の
分
解
.
は
、

「

資
求
主
義
的
ゥ
ク
ラ
ー
ド
の̂
®」

ハ
六
一
一
頁

)

、 

過
程
で
あ
，り
、

「

ブ
ル
ジ.
ョ
ァ
革
命
へ
の
展
望
を
可
能
に
す
る

」 .(

同
上)

。
こ 

こ
に
著
者
は.r
農
民
分
解'の'歷
史
的
意
義」

' を
み
い
だ
す(

同
上)

。
こ
の
點
に 

關
す
る
か
ぎ
り
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
著
素
に
全
く
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
氏 

が
，

「

ブ
ル
f

ァ
革
命
±.
で
は
、
ノ
：.
：
被
茭
配
階
級
の
著
し
く
低
ぃ
自
覺
，
意

識
が
、
遨
本
的
な
被
支
配
階
級
を
し
て
革
命
の
指
導
部
を
、
古
典
的
に
は
と
り 

え
な
い
も
の
と
1
て
あ
つ
た
こ
と——

こ
の
こ
と
も
ブ
ル
ジ
3
ア
革
命
に
お
け 

る
資
本
主
義
ゥ
ク
ラ
ー
ド
.を
基
礎
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
.丨
に
指
導
部
を
：お
か 

ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
規
定
し
た」(

六
四
頁)

と
い
う
と
き
、
革
命
の
物
質
的 

遨
礎
が「

自
覺」

や

「

意
識」

の
間
題
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
附
論——

工
ン
ク
ロ 

Iジ
ュ
ア
•
ムー

ヴ
メ
ン
ト
へ 

の

.一
理
解
、
に
お
い
て
、

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
の
ほ
m
を

「

封
建
的
な
も
の
と 

近
代
的
な
も
の
と
の
結
合
で
あ
る」

(

六
九
頁)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
理
解 

に
く
る
し
む
。「

こ
の
ゆ
え
に(

封
建
的
な
も
の
と
近
代
的
な
も
の
と
め
結
合 

セ
あ
る
が
故
に…

.：
引
用
者)

、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ァ
に
は
、
そ
の
後
の
發
展 

.
'に
、
封
建
的
經
營
に
向
う
場
合
を
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
必
ら
ず
し
も
、
近
代 

的
經
營
の
み
が
方
向
づ
け
ら
れ
ず
、

ユ
ン
ヶ
ル
■
罾

の

可

も
^

さ
.
れ
て
い 

る
の
で
あ
る」(

六
九
丨
七
〇
页)

と
い
う
と
き
、
氏
は
、
近
代
的
經
營
を
借
地 

農
的
資
本
家
經
營
の
み
に
限
定
さ
れ
.(

ニ一

八
頁
參
-M)

ュ
ン
ヶ
ル
經
營
を
封 

速
的
經
營
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
萑
し
い
謬
見
は
措 

く
と
し
て
、
.エ
ン
ク
口
■丨
ジ
ュ
■ア
に
よ
つ
て
農
民
か
ら
收
奪
さ
れ
た
土
地
が
、
 

.資
本
家
的
^

農̂
に
よ
っ
て
經
營
さ
れ
る
か
、
'ユ
シ
ヶ
ル
罾
罾
に
よ
つ
て
^
砠 

さ
れ
る
か
は
、
ま

さ

に「

-
つ
の
道」

.に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
つ
て
、
 

T,

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ュ
ア
自
體
の
な
か
に
あ
る
二
つ
の
性
格」(

セ
0
頁)

に
よ
る 

•も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
.
エ
ン
ク
ロー

ジ
ュ
ア
は
11
ぬ

吣

#

_

過

程
の 

一
.契
機
に
す
ぎ
な
い
。
 

:

次
に
、
#
民
分
化
.'
分
解
.の

第

一

一

の

ス

タ

I
ト
、
す
な
わ
ち
.資
本
主
義
社
會 

に
お
け
る
農
民
分
化
.
■分
解
の
.
.ス
タ
I
ト
と
し
て
分
^

^
濃
民
を
と
り
あ
げ
、
 

分
^

^
農
民
の
特
徵
と
し
て
&

由
な
土
地
所
有
-1
-
と
.

T

自
營
的
小
經
營
生
產

稗

評

及

び

轺

介

,

.

i

の
ニ
っ
を
あ
げ
っ
っ
、「

分
戴
農
民
を
嚴
密
に
、
狹
義
に
考
え
れ
ば
、
 

ブ

ル

ジ

,3
ア
革
•

の
も
の
と
な
る」

(

七
一
頁)

と
い
わ
れ
て
は
い
る
も
の 

の
、
そ
こ
で
は
、
.小
經
營
一
般
と「

歷
史
的
^
«
と
：し
て
_の
小
^」

と
の
差
別 

性
が
姻
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
.に
、
故
栗
原
百
壽
氏
の
場
合(「

農
業 

問
題
入
門」

三
八
肓)

と
^
■
に
、
な
ぜ「

自
由
な
自
營
的
小
生
產
ゥ
ク
ラ
ー 

ド
が
、
自
己
の
個
有
の
社
#
制
度
を
っ
く

り

: ^

な
い
か」(

七
一
頁)
と
い
ぅ
疑 

問
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
氏
が
、r

自
營
的
生
產
ゥ
ク 

ラ
ー
ド」

と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
經
營
樣
式wetriebsweise
で 

あ
つ
て
、
生
產
I t

式

p
r

a-uk
t
i
o
n
s
w
e
l
s
e

で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ 

れ
を
人
類
が
い
ま
ま
で
に
經
驗
し
て
き
た
五
っ
の
生
產
樣
式
と
同
列
に
置
い
て 

論
じ
て
は
な
ら
な
い
。

.と
こ
ろ
で
、
分
i

農
民
を「

歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
小
農」

と
し
て
把
握 

し
よ
ぅ
と
す
る
と
き
、，：そ
れ
が
，「

封
建
的
土
地
所
有
の
解
體
か
ら
生
じ
る
®
 

態
の 
一
 

o
」
(pas Kapital, M-E-L-Institut, 

2
. 111/2, S. 859.) 

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「

自
營
的
小
經
營
生 

產
樣
式
を
特
色
と
し」

C

七
◦
頁)

て
い
る
と
い
ぅ
よ
り
は
、
寧
ろ
、
實
に
封
建 

.的
土
地
所
有
か
ら
、
し
た
が
っ
て
封
建
地
代
.か
ら
解
放
さ
れ
た
、「

自
由
な
土 

地
所
有」

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
的
特
色
が
あ
る
。
蓋
し
、
封
建 

地
代
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
資
本
家
的
鑛
農
の
.完
全
な
る
培
養
場 

が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
.る
意
味
に
お
い
て
、
自
由
な
土
地
所 

有
は
、
農
民
の「

人
格
的
自
立
性
の
發
展
の
た
め
の
基
礎」

で
あ
り
、「

農
業

そ
の
も
の
の
發
展
の
た
め
に
も
必
要
な一

通
過
點
で
あ
る」

(K. 

w
d
.日
，
'

■

S
.OO
5OO
-
0と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
；。
そ
れ
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
.お
い
て
分
割 

祂
農
民
が
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
の
.直
接
的
な
所
產
.と
し
ヤ
廣
汎
に
生
み
落
さ
れ
た
.

.

;

.

.

v

»五

：
.
':-
六
：五
：

)

.
'.'
.

'，
'
.ぃ-'
.
-
-
.
-
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:
:
'
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一：一
田
學
會
雜
誌
笫
四
十
九
卷
笫
ー
號

か
ら
と
：い
つ
.て
、
' 分
懸

農

民=
「

歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
小
農
1-
を
權
力
革 

•
命

'と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
苹
命
と
：思
結
さ
せ
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
石
渡
氏 

の

「

農
民
分
解
の
ニ
'つ
め
ス
タ

,|
ト」

：な
る
構
想
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
考 

•
，え
方
に
拫
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
封
建
社
會
內
の
農
民
分
解
は「

砠
級」

と 

し
て
の
農
民
の
分
解
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
會
に
お
け
る
農
民
分
解
は「

層」 

と
し
て
.の
農
民
の
分
解
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
論
理
的
歸
結
で
あ
つ 

た
の
で
あ
.る
.。
だ
が
、
分
®

農
民=

T

歷
臾
的
範
喃
と
し
て
の
小
農」

は
、
 

農
業
資
本
家
階
級
へ
の
發
展
を
展
望
す
る
小
ブ
，ル
ジ
ョ
ァ
階
級
で
あ
っ
た
の
で 

も
る
。
分
靈
農
民
を
、「

歴
史
的
範
疇
と
'し
て
'の
小
農」

と
し
て
把
握
し
、
 

そ
の
歷
史
的
意
義
を
評
價
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
.こ
の
よ
う
に
理
解 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

.
'

第
二
章
の
後
半
に
お
い
て
は
、
諸
外
國
の
統
計
資
料
に
よ
り
っ
っ
、
資
本
主 

義
の
發
展
段
階
に
照
應
せ
し
め
て
、
農
民
分
化

•分
解
の
.「
三
っ
の
型」

を
檢 

出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の「

型」

の
う
ち
だ
さ
れ
た
根
據
を
明
ら
か
に
.す
る(

一
.

一
 

:-
四
頁
以
下)

中
で
、
い
わ
ゆ
る「

中
農
肥
大
化」

傾
自
を
ば
獨
自
胄
ネ
エ
義
段 

階
の
農
民
分
化•

分
解
法
則
の
歪
曲
化
と
し
て
意
味
づ
け
、「

獨
占
資
本
主
義 

■
段
階
.と
わ
る
と
、
農
民
に
存
在
し
て
い
る
.

『

一
種
の
階
級』

的
性
格(

マ
ル
タ 

ス)

■■
は
、
獨
占
資
本
の
强
烈
な
收
奪
に
よ
っ
て
一
層
對
立
.矛
盾

化

す

る

」
(

一 

四
ニ
頁)

こ
と
を
强

調

し

て

、.

「

一
般
理
論

」

を
結

ん

でい
る
。
し
か
る
に
、
 

メC
の「

一

員

罾

立

，
矛̂
心」

す
る
員
員
の「

一
種
の
階
級」

的
は
^
に
も
と
. 

♦っ
く
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
.丨
の
㈱
^
す
る
㈱

㈱

と
罾
員
同
盟
の

^
罾
が
明
ら
か
に
. 

:

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、——

著
渚
が
、r

農
民
分
解
論I

の
役
割
を
；

「

大
多
数
の 

農
民
を
1

港
附
級
の
侧
に
ひ
き
よ
せ
う
る
し
、
そ
の
運
動
に
參
加
も
し
て
ゆ 

く
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
少
し
距
離
の
遠
い
屮
農
を
中
立
化
さ
せ
る
、
と
い
う
容

六

六

(

六
六)

觀
的
根
據
を
與
え
る
も
の」

(

一
六
頁)

と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

——

 

本

書「

農
民
分
解
論」

の
.弱
點
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な

か
ろ
？ 

か
？

■
.

.
.

M
r

.
.

:

第
三
章
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
本
書
の
目
的
と
さ
れ
た「

日
本
も
お
け
る
農 

民
分
化

.分
解
論」

が
，と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
統
計
的
觀
察
を 

行
っ
た
上
で
農
民
.分
化
.
分
解
の
日
本
的
性
格
の
根
據
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ 

た
っ
て
、「

寄
生
地
主
制
の
確
立
化
を
そ
の
階
級
的
基
礎
，(

下
部
權
造)

と
政 

權(

上
部
構
造)

と
の
關
係
の
下
に
理
解
す
る
努
力
を
I
Iれ
て
は
な
ら
な
い」

.

(

一
七
九
頁)

，こ
と
を
も
つ
て
、
明
治
臉
權
と
そ
の
階
級
的
基
礎
に
っ
い
て
言 

及
し
、
，「

明
治
政
權
は
半
封
建
的
性
格
•
絕
對
主
義
的
性
格
の
も
の
だ
と
い
う 

と
き
、…

…

そ
の
個
有
の
階
級
的
基
礎
を
證
明
し
え
な
い」

(

I
A
0莨)

と
し 

て
、
じ
ゆ
う
ら
い
の「

結
果
論」

的
諸
研
究
に
反
省
を
促
す
。
そ
し
て
著
者
自 

身
は
、「

本
來
亚
常
な
絕
對
主
義
は
、…

…

そ
の
階
級
的
基
礎
を
分
離
さ
れ
た
階 

級
.と
し
て
、
封
建
階
級
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
；

-

の
勢
力
均
衡
に
お
い
て
成
立
し 

た」

も
の
で
あ
る
.が
、
明
治
絕
對
主
義
に
は
基
本
的
に
は
C
の
關
係
が
な
く
、
 

「

封
建
階
級
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
.丨
が
均
衡
的
に
配
置
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
ニ
っ 

の
要
素
が
け
っ
ご
う
さ
れ(

地
主

*
高
利
貸
と
富
濃

-:
間

屋

制

手

工

業

.

.
マ
ニ 

ュ
フ
ァ
ク
チH

ァ)
」

た
.「

豪
農
を
基
礎
と
し
て
極
め
て
歪
曲
さ
れ
た
一
つ
の 

絕
對
主
義
が
成
立
し
允」(

一
八
八
員)

と
す
る
。
か
か
.
る

「

封
建
枘
な
も
の
と
. 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
か
も
の
と
が
不
分
離
に
一
個
同
一
に
存
#-
し
う
る
こ
と
は
、
そ 

れ
ら
の
階
級
的
基
礎
が
い
ず
れ
も
不
完
全
で
が
よ
わ
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い 

る」(

同
上)

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
は
一
向
に
不
可
解
で
あ
り
、
ま

た
、「

豪
農
が
發
展J

す
れ
社
、「

豪
農
の
な
か
に
一
個
同1

の
も
の
と
し
て
結
.
 

合
さ
れ
て
い
た
、
封
建
的
な
も
の
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
を
純
化
ノ
發
展
さ 

せ
、
.か

. 0
そ
れ
と
同
時
に
馨
を
分
離
さ
せ
、
_封
建
的
寄
生
地
主
を
一
方
に
他 

力
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
I

を
發
酸
さ
せ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い」

(

一
八
九
丨
九 

O

頁)

と
い
う
と
.
き
、'嶔
農
の
本
質
的
な
性
格
は
何
で
あ
っ
た
の
セ
あ
ろ
う 

か
？

「

豪
農
の
發
展
は
地
主
に
攸
ぼ
純
化
し」

(
一 .

九一

頁〕

.

「

豪
農
經
營
の 

封
建
的
篇
の
强
さ」

(

同
上)

か
ら
み
て
、
著
者
は
蘧
農
の
本
質
的
な
f

 

:

を
封
建
的
な
も
の
と
考
え
.て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
，あ
る
が
、

..
そ
の
ょ
う
な
封 

.雄
的
他
格
を
そ
の
本
質
と
す
る
豪
農
が
他
方
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
^
^
を 

も
っ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
塵
生
產
潘
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
チ
化
へQ

「

展
望」 

に
對
す
る
對
應
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
豪 

農
そ
の
も
の
に「

一
一
つ
の
_

」

が
あ
つ
た
か
ら
で
は
众
か
っ
た
の
で
あ
る
。

絕
對
主
義
國
家
は
階
級
的
國
家
と
し
て
は「

例
外
的
國
家」

で
あ
る
こ
と
を 

錄
記
し
、：
階
級
的
基
礎
と
伽
質
的
甚
礎
と
を
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
.な
い
。
物 

質
的
基
礎
.を
土
地
所
有
に
®
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
絕
對
主
譲
力
は
本
質
的 

に
は
时
雄
的
機
力
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
發
展
の
所
^
と 

し
て
封
雄
的
勢
力
と
ブ
ル
ジ
n
ア
的
勢
力
と
の
均
衡
の
上
に
成
立
す
る
が
故 

に
、「

相
對
的
獨
自
性」

を

も

っ

±
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
沿
初
年
に 

お
け
る
國
廊
收
入
の
八
〇
％
が
地
租
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
債
秩
錄
等
に
ょ
っ
て 

.封
建
貴
族
へ
、
は
た
ま
た
明
治
殖
產
政
策
の
資
金
に
む
け
ら
れ
た
こ
と
.は
周
知 

の
，事

實

で

あ

る

。

嵇

藩

的

な

「

領

主

を

解

體

さ

せ

た

」

■

(

一
八
五
：頁)

か
ら
と 

■い
づ
て

1絕
對
主
義
成
立
の
一
本
の
足
が
な
い」

(

一
八
五
貢
> 
と
い
う
こ
と 

.

は
1で
き
な
い

-:
°'
'ま
た
、
全
國
土
.の
三
分
の
一
と

い

う

「

强
大
な
物
質
的
基
礎
を 

も

つ

絕

對

、玉

義

は

日

本

獨

自

の

も

の

で

あ

ろ

う

J 

(
一

八
八
頁)

と
し
て
フ
ラ

ン

ス
絕
對
、王

義

と

比

較

さ

れ

て

い

る

が
C

一
 
八
九
頁)

、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
も 

敎
會
の
所
有
地
と
諸
大
名
の
®

と
を
合
せ
れ
ば
、
全
國
土
の
五
分
の
三
に
達 

し
て
い
る
こ
と
を
著
请
启
身
の
掲
げ
て
い
る
資
料
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
洵
に 

皮
肉
と
.い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
。

，

_

そ
の
他
、
自
由
民
權
運
動
の
意
味
づ
け
な
ど
も
極
め
て
獨
特
な
理
解
を
さ
れ 

て
い
る
.(i

九I
I
U

頁)

の
で
あ
る
が
、
平
封
建
的
農
業
の
規
定
づ
け
に
關 

連

し

，た

：

「

純

粹

の

資

本

：の

法

則

か

ら

生

れ

る

相

對

的

過

剩

人

ロ
」

と

「

封

建

的 

な
裝
置
に
よ
る
過
剰
人
口
創
出」

C

A

A

Sと
の
差
趴
ほ
は
金
く
㈱
證
さ 

れ
て
お
ら
*
£念
的
に
‘た
ん
.に
.主
張

さ

れ

て

-
い

る

に

す
ぎ
.な
い
。
封
建
的
地
代 

範

疇

の

規

定

に

.
は

「
1.1

本
立
て
理
論」

.が
と
ら
れ
て
お
り
、r

經
濟
外
强
S

に 

は
^

然

と

し

て

國

家

權

力

と

の

.差
別
^
が
■認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
さ
る
こ 

と
な
扒
ぢ

”日
本
の
高
額
現
物
ヾ
^
作
料
が
於
質
盼
に
封
建
的
よ
り
精
確
に
は 

半
封
建
的
な
も
の
で
あ
る」

(

同
上
、傍
點
は
引
用
溃)

と
い
う
に
茧
っ
て
は
、
 

何
が
た
め
に「

本
質
的
に」

と
い
つ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
尤
も
、
氏
の 

;「

わ
が
國
農
業
を
华
封
建
的
と
い
う
理
由」(

一
九
九
5
 
.づ
け
か
ら
す
れ
ば
、

,「

過

度

的

地

疇

」

を
認
め
る
立
場
を
と
つ
て
お
ら
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
 

し
た
が
っ
て
、
-:
そ
の
立
場
か
ら
の
當
然
の
1

と
な
る
.の
か
も
知
れ
な
い
が
？ 

更
に
、
日

本

農

の

㈱

l

7!
f
至
は

•一
股
的
に
い
■っ
て
、

迤
の
發
展
の
•'
.

「

型」

を
規
定
す
る
も
の
を「

生

產
裹
造」

に
求
め
ら
れ
て
い 

る
こ
と
は
、
本
書
の
一
っ
の
特
徴
的
な
考
え
方
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
藤
田 

五
郎
.氏
のT

封

建

社

會

の

展

開

過

程

」

：
や
：

f

近
世
封
建
社
會
の
靈J 
.の
う
ち
に 

み
ら
れ
る
よ
う
に
、「

富
農
の
順
調
な
發
展
を
し
え
な
か
っ
た
日
本
の
場
合
を
、
 

た
だ
封
建
制
度
の
强
さ
に
求
め
る
だ
け
で
は
驻
だ
不
充
分
で
あ
る」

0
1
1
0

 

頁)

、
蓋

し「

そ
こ
に
は
、
な
ぜ
强
固
な
の
か
が
、
證
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら



，三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
一
號

だ」
(

同
上)

と
い
う
、
正
し
い
反
筲
.
不
滿
か
ら
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
は 

あ
る
が
、
石
渡
氏
が「

封
建
制
が
强
い
か
ら
富
農
が
た
ち
ま
ち
寄
生
化
し
て
ゆ 

く
の
で
は
な
く
、
寄
坐
化
が
有
利
で
あ
る
物
質
的
構
造C

生
-產
カ
椴
造)

の
ゆ
，
 

え
に
、
.封
建
制
が
異
常
.に
强
い
も
の
と
1
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る」

<
:同
上
>
: 

、と
い
う
と
き
、
生
產
カ
論
的
偏
向
に
陷
つ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
蓋
. 

し
、
そ
の
よ
う
な「

生
產
カ
S

自
體
が
ま
た
生
產
關
係
に
よ
.つ
て
規
定
さ 

れ
た
も
の
で
あ
'つ
た
か
ら
で
あ
る
。
.生
產
カ
は
生
產
樣
式
の
s

r
す
ぎ
な 

，い
。

石

渡

氏

の

論

理

で

は

、

す

べ

て

が

T

生

產

カ

獲」

に
規
定
さ
れ
、
し
か 

%
、
そ

の「

生
產
カ
鐵

?=
:
た
る
や
'「
土
地
生
産
力」

氷
準
に
ほ
か
な
ら
な
が
. 

:

つ
.た

(

ニ
一 
頁
以
下
を
み
よ)

.の
で
あ
る
か
ら
、.地
理
的
條
件
に
よ
つ
て
生
產 

i

係
が
說
明
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
生
®
力

の

根

源

た

る

入

_

の 

,「

：運
#
的

か

つ

革

命

的

な

」

，役

割
.

(

經
濟
評
論
、
：，1
九
'五
五
年
九
月
號
の
拙
稿 

參
.照)

.
が
見
先
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

.と
こ
ろ
で
、
全
體
的
に
土
地
生
產
力
の
低
い
f

ア
ジ
ア
に
寄

生

地

、
王
化
が 

.支
配
的
と
な
っ
た
理
由
を「

生
活
水
準
の
低
い
こ
と
、
そ
の
結
果
小
作
量
率
も 

.高
い…

…

た
め
、
結
局
日
本
の
場
合
と
同
樣
な
寄
生
地
主
成
立
の
關
係
が
で
き 

上
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
.は
、
土
地
生
產
力
が
.低
い
上
に
、
農
民 

.の
生
活
水
準
が
高
い
の
で
、
：
.•

…

ア
ジ
ア
と
は
逆
の
方
向
を
と
ら
ざ
る
を
え
な 

か
.
.った
も
の
と
考
え
ら
れ
る」

(

ニ
四
ニ
頁)

と

麓

し

、
土
地
生
產
力
の
他 

，に
、：
生
活
.
.：.準
な

る

.フ

ア
ク
タ
ー
を
遵
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
こ
と
は
、
氏 

め

「

生
產
カ
^
造」

理
論
の
破
統
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
な
お
多
く
の
承
服
し
え
な
い
諸
點
の
.存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と 

に
か
く
本
書
は
、
じ
ゆ
う
ら
い
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
論
帶
的
®

題
に
對
し 

ズ
懼
れ
る
こ
と
な
く
積
極
的
众
見
解
を
展
開
さ
れ
て
ぃ
る
_
で
敬
意
を
表
す
べ

六
八 

(

六
八〕

き
も
の
で
あ
り
、
.

本
書
へ
の
批
判
潜
は
、i

E

で
，
と

り

あ

げ

ら

れ

た

S
：

題
に 

對
す
る
自
己.

の
襲
的
な
見
解
を
も.

つ
と
と
を
要
請
さ
れ
る
。
'

そ
：の
意
味
に
お 

ノ
い
て
、
-1
多
く
の
大
臢
な
問
題
提
供

」
(

序
-

ー
頁)

を
さ
れ
た.

本
書
は
、r

醫

 

資
料
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提
供
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と
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1
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損

：
害

保

'
險

經

释..

わ
が
國
の
商
法
は
、
保
險
を
損
害
保
險
と
生
命
保
險
と
に
分
類
し
、
損
喪
保 

險
に
關
す
る
總
則
にお

：，

い
て
、
商
法
第
：六
ニ
九
條

.

〔

定
義〕

f

損
害
保
險
契
約 

ハ
常
事
者
ノ
一 
方
力
偶
然
ナ
ル
.一
定
ノ
事
故
ニ
.因
リ
テ
生
.ス
ル
コ
ト
ア
ル
...へ
キ 

損
害
ヲ
瑱
補
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
相
手
方
力
之 >1

其
報
酬
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス 

ル
ニ
因
リ
テ
豸
双
力
.ヲ
生
.ス
。」

生
命
保
險
r -
.

關
し
て
は
同
じ
く
第
六
七
三
條 

.

.

〔

定
義〕

「

生
命
保
險
契
約
ハ
當
事
者
ノ
一 
方
力
相
手
方
又
ハ
第
三
渚
ノ
生
死 

-1

關
シI

定
ノ
金
額
ヲ
支
拂
ラ
へ
キ
コ
ト
ヲ
め
シ
相
手
方
力
之
.
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一
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^

酬

ヲ

與
 

'フ
ルn

ト
ヲ
約
ス
ル
土
因
リ
テ
其
效
カ
ヲ
生
ス
。」

と
規
定
し
て
い
る
。
保
險 

(InsTarance, aswurance, Versicherung, 

A
S

CQokuranz
)

を
損
害 

保
險
と
生
胄
双
險
と
に
^
類
す
る
こ
と
に
、は
、
旣
に
疑
問
の
持
た
れ
て
い
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
..が
、
上
述
の
商
法
の
規
定
に
基
づ
い
.て
こ
'こ
に
雨
保
險
を
定
義
す
.
 

る
な
ら
ば
、「
損
害
保
險
と
ば
、
當
事
者
の
一
方
す
な
わ
ち
保
險
渚
が
、
.偶
^

.なI

定
の
事
故C

保
險
事
故)

に
よ
つ
て
生
：す
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
を
祺
補 

■
す
る
と
と
を
約
し
、
相
手
方
す
な
わ
ち
保
險
契
約
者
が
こ
れ
に
そ
の
報
酬(

ぼ
，
 

險
料)

を
與
え
る
こ
と
を
約
す
る
保
險j

、
F

生
命
保
險
と
は
、
當
時
者
の
一
方
.
 

す
な
わ
ち
保
險
者
が(

相
手
方
す
な
わ
ち
保
險
契
約
渚
ま
た
は
第
三
渚
の
生
死 

に
關
し
一
定
の
金
額
を
支
拂
ぅ
べ
き
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
こ
れ
に
そ
の
報 

■酬
を
興
え
る
こ
と
を
約
す
る
保
險」

と
ー
其
ぅ
こ
と
に
な
ろ
ぅ
。

'
ド
ィ
ッ
の
一
九
〇
八
年
の
保
險
契
約
法
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
■一
 
九
三
〇
年
の 

保
險
契
約
法
で
は
、
保
險
を
損
害
保
險(schadensversicheruug

)

と
人 

保

險(
p
e
r
s
o
s
n
v
e
r
s
i
c
h
e
m
m
g
)

と

に

ニ分
し
、.後
者
に
生
命
保
險 

(LelbeBsversieherung)'

傷
害
保
險(unfallversieherun

crq
)

等 

を
含
め
て
い
る
。
ア

メ

リ

ヵ

で

は
各
州
の
保
險
齡
は
、
保
險
を
生
命
保
險 

(Life 

insurance)
、

火
災
保
險

s
r
e insurance)-

と
.海
上
保
險 

(

日ariae i
n
s
u
r
s
c
e
)

お
よ
び
災
害
保
險(casualty insurance

)

と 

分
け
て
.い
て
、
大
體
に
お
い
て
生
命
、
火
災
、
海
上
の
三
保
險
以
外
の
身
體
の 

.傷
害
ま
た
は
財
產
の
損
害
に
對
す
る
保
險
が
災
害
保
險
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い 

る
。
，っ
ま
り
保
險
を
損
害
保
險
と
生
命
保
險
と
に
分
け
る
方
式
は
わ
が
國
商
法 

の
：特
色
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
損
害
保
險
は〈

生
命
：保
險
以
，外
の
：■保
險
>. 

(non-Life insurance
)

を
指
す
も

.の

と

通
常
は
解
さ
れ
て
い
る
。
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目
家
試
驗
硏
究
鼙
書
⑯

「

保
險
♦
海
商
法」

問
題
一
一
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m
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,

園

乾

治

氏
.「

保
險
學j

‘x

一
 

.
一

二

ー

ー

一

三

)
「

損
害
保
險
は
、
.
事
.
 

.件
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
影
響
.を
評
價

し

、
'
.そ
れ
に
從
っ
：
た
量
額
.の
保
爾 

給
付
を
行
ぅ
保
險
'で
あ
る」

。
印
南
傅
吉
氏「

總
說」

《

七
員)

：
§
#
保
險 

實
務
講
座
第
一
卷
損
害
保
險
總
論
東
京
海
上
火
災
保
險
企
畫
室
編

書

評

及

び

.
銥

介 

■

集
.

)

：「

損
害
保
險
と
は
、

一.定
の
偶
然
箏
實
に
因
る
損
害
を
填
補
す
る
た
め 

'

の
經
濟
準
備
の
方
法
と
し
て
、
多
數
の
_經
濟
體
が
結
合
し
、
そ
の
偶
然
率
に 

■從
っ
て
公
平
な
負
擔
を
行
な
ぅ
經
濟
施
設
で
あ
る」

。
こ
れ
ら
は
保
險
經
濟 

學
者
に
ょ
る
•損
害
保
險
の
定
義
.で
あ
る
。
 

.
*

さ
て
損
害
保
險
の
經
營
に
關
す
る
書
物
と
し
て
は
、
古
く
は
葛
城
照
三
氏
の 

「

損
害
保
險
經
營
論」

福
和
十
芄
年
十
ニ
月
廿
九
日
、
有
.
社̂)

、
最
近
で
は
.
 

損
害
保
險
實
務
講
座
第
二
卷

.r

損
害
保
險
經
營」

(

東
京
海
上
火
災
保
險
命 

喪
室
編
集
、
昭
和
ニ
十
九
苹
六
月
三)

十
日
、有
斐
閣
>、
そ
の
ほ
か
部
分
的
に
か
、 

.あ
る
い
は
特
殊
なg

g
f

と
し
て
こ
れ
に
觸
れ
た
書
物
も
無
く
は
な

い

が

、

そ

の

.
 

數
は—

生
命
保
險
經
營
の
そ
れ
に
比
し
て
も——

決
し
て
多
い
も
の
で
は
な■ 

い
。
そ
しp

こ
.の
こ
と
'は
廣
く
保
險
學
を
法
i

の
所
屬
が
ら
解
放
し
、
統

” 

的
に
し
て
機
能
的
な
保
險
經
濟
學
の
確
立
の
、
や
は
り
大
き
な
一
障
畨
と
な
つ 

て
い
た
が
、
戰
後
の
.わ
が
國
に
ぉ
い
て
も
、
生
命
保
險
經
營
.と
並
ん
で
損
害
保 

險
經
營
の
硏
究
が
.盛
ん
と
な
り
、
こ
の
方
面
.の
數
多
の
變
が
發
表
さ
れ
、
さ


ら 
に
本
書
のs

®

も
み
ら
.れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
點
か
ら
し
て
本 

書
は
ま
ず
意
義
が
あ
る
。''

損
害
保
險
は
、
そ
の
對
象
と
す
る
.

と
こ
ろ
が
殆
ん
ど
社
會
萬
般
に
わ
た
り
、 

從
來
の
法
律
解
釋
學
の
制
約
を
受
け
つ
つ
經
濟

.

に
敏
感
に
現
象
し
、
し
か
も
い 

わ
ゆ
る
大
數
の
法
則
を
應
用
し
た
學
理
的
根
據
の
上

.

に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ. 

つ
て
、
そ
の
學
理
と
實
際
と
が
極
め
て
密
接
に
關
係
し
.て
い
る

こ
と
は
他
の
事 

業
に
み
ら
れ
な
い
著
し.

い
特
色
で
あ
る
。
學
理
と
實
際
め
旃
究
の
兩
者
い
ず
れ
，
 

を
も
蔑
に'

は
で
き
な
い.

が
.

、
本
書
は
主
と
し.

て

「

損
害
保
險
事
業
に
關
す
る
あ
' 

.

.ら
ゆ
.

る
數
字
的
デ
ー.
.
'タ
，
を

截

礎

と

し

.

て
事
業
經
營
の.

現
實
‘

の
形
態
を
と
ら.

え
、
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