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五

六

(

八ニ 

0)
M
井
氏
は
、

rt

ッ
ィ
ォ
レ
ク
が
言
う
よ
う
に
、「

生
產
的
•
非
生
產
的
の
對 

'決
は
一
般
的
.抽
象
的
な
も
の
..で
.は
な
く
、
歴
史
的
.に
規
定
さ
れ
る」

の
だ
か 

ら
、
社
會
主
_
經
濟
で
経
會
的
に
有
用
蓝
っ
必
要
勞
働
は
、
坐
產
的
勞
働
で」

あ
る
か
ま
た
は
こ
の
生
產
的
勞
働
の
た
め
に
必
要
ま
た
は
有
用
で
あ
る
故
に
間 

接
的
に
生
產
的
i

で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
.あ
り
、
.し
た
が
っ
て
㈱
®
的
生 

產
と
い
う
^
か
ら
分
け
る
こ
と
は
で
き
'な
い
の
で
は
，な
い
か
と
疑
問
を
だ
さ
れ
1 

る
。
私
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、.
こ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
り
、
野
々
村 

氏
の
よ
う
に
、

;參
に
役
か
'o '
サー

ヴ
ィ
ス
種
は
生
產
的
で
あ
る
と 

い
う
如
き
分
け
方
に
は
同
意
で
き
な
い
。
も
し
概
念
に
よ
っ
て
M
#:
な

區

別

が
 

で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
M
に
よ
き
用
具
を
作
り
だ
す
こ
；と
こ
そ
必
要
な
の
で
は 

,
な
い
か
。
資
本
主
義
の
分
析
に
^
っ
て
よ
き
胂
具
で
あ
っ
た
、
マ
ル
ク
ス
の
生 

產
的
ひ
考
え
方
は
、
社
會
主
義
に
妥
當
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
第
一 

.次
所
得
と
派
生
的
所
得
と
い
う
總
社
會
的
區
別
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
方
法 

と
マ
ル
ク
ス
理
論
と
を
ど
う
お
一
で
き
る
€>
.ヵ
私
_に
は
納
得
で
.き
な
い
。

第
一〖

の
點
。
社
會
的
總
生
產
物
を
一
年
間
に
生
產
さ
れ
た
總
價
値
と
み
る
考 

え
方
が
一
般
的
で
あ

る

が

、
ボ
ー
ル
が
坐
產
手
段
に
價
値
の
な
い
.社
會
主
義
で 

は
こ
の
考
え
方
は
誤
っ
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
は
旣
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
對 

し
て
名
島
氏
は
價
値
の
な
い
生
產
手
段
を
い
か
に
し
て
價
値
で
測
定
で
き
る
の 

か
と
い
う
疑
問
を
述
べ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
っ
い
て
野
々
村
氏
は
、「

ボ
！
ル
の 

い
う
よ
う
に
生
產
手
段
が
價
値
を
も
た
な
い
.と
し
て
も
、
現
在
.の
ゾ
ヴ
ュ
ト
社 

會
に
お
い
て
は
、
物
財
の
計
測
'%
そ
し
て
計
畫
化
も
ま
た
す
ベ
て
時
間
に 

よ
ら
な
い
。
そ
れ
は
消
費
資
料
と
同
じ
次
元
に
.お
い
て
貨
幣
的
な
計
算
を
う
け 

るj

と
し
て
お
ら
.れ
る
が
、
こ
れ
で
は
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
。
原
價
論
爭 

の
重
耍
な
る
所
以
で
あ
る
。
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目
'.
次 

I

諭

.

■

說

.

現
代
財
政
學
に
對
す
る
若
干
の
疑
問

…
…

高

木

壽

-

.

―

一
.

つ
.

の

覺

書
-

-

-

-

-

勞
働
供
給
に
關
す
る
覺
嘗
:;

…
…

：…
…

辻
村
江
太 

『

保
險
と
價
値
形
成
の
，問
題

』

に
つ
い
て

…

庭

田

範
 

所
得
税
と
消
費
税
の
厚
生
効
果

……
…

：古

田

精

書
評
及
び
紹
介

J
. 

A

.

C

•

ブ
ラ
.ゥ
ン
藩

『

庫
業
の
社
會
心
理

』
…

中

.
鉢

正

. 

—

場
に
.お
け
る
人
間
關
係

_
_

1

サ
コ
フ「

社
^
！主
義
經
濟
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
の
原
價

」

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

如 

藤

經
濟
史
發
展
の
現
段
階

…
…

：…
…

…
…
…

…

".•.渡

邊

國

.物
價
史
，の
硏
究
に
つ
い
て
.….

.

.

.

.…

：
渡邊國

經
濟
學
關
係
文
献
目
録

美 司 秋 郞廣 廣 寬

ジ
‘ョ
ン

.

サ
ヴ
ィ
ル
編

.

ド

ナ

•
ト
—

ル
女
史
記
念
論
文
集

•

『

民
主
主
義
と
勞
働
運
動

』

D
e
m
o
o
s
o
y 

anci t
h
e

 

L
a
b
o
u
r

 

M
o
v
e
m
e
n
t
,

w
s
s
a
y
s

 in H
o
n
o
u
r

a

D
o
n
a

 

Toir, 

1
9

-̂. 

.

.

.

.

. 

• 

•

i 

.

.

>
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
i

運
動
史
や
社
會
史
の
硏
究
め
現
狀
が
ど
ぅ
な
つ
て 

い
る
か
に
っ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
迄
充
分
知
る
機
會
に
惠
ま
れ
な
か
っ
た
。
 

'世
界
の
學
界
の
片
隅
に
あ
っ
て
、
.現
在
の
社
會
科
學
の
中
心
的
な
課
題
と
な
っ 

て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
ば
、
續
々
と
刊
行
さ 

れ
る
海
外
の
出
版
物
を
、
ひ
た
す
ら
た
ん
ね
ん
に
眼
を
と
お
し
：な
が
ら
、
わ
ず
. 

如
に
そ
の
動
向
を
さ
ぐ
り
あ
て
る
の
が
糈
々
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ 

.

.

.

.
さ
え
滿
足
.に
.で
き
な
い
と
.い
.ぅ
の
が
現
實
で
あ
る
。
お
よ
そ
學
問
と
い
う
も
の
メ 

を
大
切
に
し
な
い
こ
の
國
に
生
れ
た
不
幸
は
、
杓
外
の
あ
ら
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
勞 

パ
作
を
、
ゆ
つ
く
り
と
讀
ま
せ
.て
く
れ
る
餘
裕
を
、.
經
濟
盼
に
，も
時
間
的
.に
も
あ 

.
た
え
て
は
く
れ
な
い
。

R
本
の
.學
者
た
ち——

と
り
わ
け
社
會
科
學
者
た
ち 

.

——

が
、
.み
ず
か
'ら
そ
の
獨
創
的
な
學
問
的
體
系
を
形
成
す
る
よ
り
は
、：，海

外

, 

の
文
献
の
應
接
に
暇
な
.い
狀
態
を
み
る
と
き
、
と
く
：に
.
.こ.
の
；こ
と
を
深
く
感
ず

み
ゆ
で
^
っ
て
T
か
く
云
.ぅ
わ
た
く
し
自
身
も
、
そ
の
例
外
で
な
い
.こ
と
は
云 

う
迄
も
な
い
0
\ 

■

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
ィ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
勞
働
運
動
史
お
ょ
び
社
會
史
の
硏 

究
に
か
ん
す
る
水
準
を
示
す
も
の
と
じ
て
、
こ
の「

民
主
主
義
と
^

!
運
動」 

は
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
-ろ
ぅ
か
。
こ
れ
は
ジ
H

ン.

サ
ヴ
ィ
.ル
■の
漏
集
に
.ょ
っ
.て
、
ド
ナ
•
ト
-
,ル
女
史
が
、

一
九
五
三
年
七

十
歳
を
迎
え
た
記
念
と
し
て
、
彼
女
の
教
え
を
ぅ
け
た
人
々
や
、
或
い
は
日
頃 

彼
女
を
尊
敬
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
_
で
あ
る
が
、
.執
筆
者 

の
多
く
は
、
現
在
學
思
に
活
潑
な
活
動
を
っ
づ
け
て
い
る
進
步
的
な
學
者
た
ち 

で
、
.多
く
は
オ
■/

ク
ス
フ
ォ
I

ド
^
ゲ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
、
或
は
グ
ラ
ス
ゴ
I
やハ 

ル
な
ど
の
大
學
の
フ
エ
ロ
ー
や
チH 

!
タ
ー
を
づ
と
め
て
い
る
比
較
的
若
い
世 

代
に
屬
す
る
俊
秀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
級
介
に
入
る
ま
え
に
.、
ド
ナ
.. 

•
ト
ー
ル
女
史
に
つ
い
て
、
そ
の
序
文 

の
の
ベ
る
こ
と
を
記
し
て
お
こ
ぅ
。
.彼
女
は
、.1:

九
ニ
〇
年
、一.

二
十
七
歲
の
と 

き

、

ィ
ギ
リ
ス
共
產
黨
の
建
設
に
參
加
し
た
黨
員
で
あ
る
と
い
ぅ
か
ら
、
そ
の 

政
治
活
動
の
歴
史
は
き
わ
め
て
古
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
彼
女
は
、
た
だ
運
動 

家
と
し
て
活
蹯
し
て
き
た
だ
，け
で
な
く
、
M
ま
た
民
主
主
義
運
動
や
勞
働
運
動
の 

歴
史
に
か
ん
す
る
硏
淹
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。>

な
わ
ち
彼
女
は
、
マ
ル 

ク
ス
と
，；エ
ン
ゲ
ル
ス
の
往
復
書
簡
を
飜
譯
し
編
集
し
た
り
、

「

マ
ル
ク
ス
幸 

義
、
國
民
お
ょ
び
戰
爭」

と
い
う
題
目
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
的
文
献
か 

-ら
の
拔
萃
を
編
さ
ん
し
た
り
す
る
と
同
時
に
、
今
そ
の
畢
生
の
大
著
と
な
る
ベ 

き
、「

ト
ム
、
マ
ン
の
生
涯」

(The. L
i
f
e

 

o
f

 

T
o
m

 M
a
n
n
,

 

2 

y
o
j
g
)

を 

完
成
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
公
刊
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
書 

の
序
文
が
、
ジ
a
1
ジ

•
ト
ム
ソ
シ
、
モ
ー

リ

ス

•
ド
ッ
ブ
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
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,

•
I 

/ヒ
ル
お
よ
び
ジ
ョ
ン
•
サ
ヴ
ィ
ル
の
名
で
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を 

み
て
も
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
經
濟
學
者
や
思
想
家
た
ち
が
、
彼

" 

女
に
さ
さ
げ
て
.い
る
尊
敬
の
程
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
ぅ
。

■ 

ニ
七
0
頁
か
ら
成
る
本
書
は
、
っ
ぎ
の
八
篇
の
獨
立
し
た
論
文
か
ら
成
っ
て 

'い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、ノ
ル

.マ
ン
人
の
足
か
せ——

ク

リ

ス

ト

フ

ァー

.
ヒ
ル

(
T
h
e

 N
o
r
m
a
n

 Y
o
k
e

 

b
y

 
c
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
w
i
l
l
)
、

ニ
、
生
物
學
說
に

淑
け
る
階
級
制
か
ら
進
化
ま
で
-
-
S
 

• P 
. 

メー

ス
ン(

F
r
o
m

 H
i
e
r
a
r
—

c
h
y

 

汁
0w

v
o
l
u
t
i
o
B

 

i
n

 t
h
e

 

T
h
e
o
r
y
,

 o
f

tdi
o
l
o
g
y

 b
y

 S. 

F
.
’

g
a
s
- 

o
n
)
、

三
、
マ
ル
ク
ス
主
義
社
會
學
へ
め
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
貢
献——

尸 

ナ
ル
ド• 

L 

•ミ
'
I ク

(
T
h
e

 

S
c
o
t
t
i
s
h

 C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n

 

t
o

 

M
a
r
x
i
s
t

 

丨So
c
i
o
l
o
g
y

 

b
y
W
o
n
a
l
d

 

L. M
e
e
k
)
、

四
、
ロ
ン
ド
ン
通
信
協
會
I

へ
 

ン
リ
•
コ
リ
ン
ズ(

T
tr
e L

o
n
d
o
n

 c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g

 S
o
c
i
e
t
y

 b
y

 H
e
n
-

 

■

H
y Co

l
lins)、

五
、
.一
八
西
八
年
の
キ
リ
ス
ト
敎
社
會
主
義
者
一
-
ジ
ョ
ン
♦ 

'
サ
ヴ
ィ
ル(

T
h
e
b
h
r
i
s
t
i
a
n

 

S
o
c
i
a
l
i
s
t
s

a

M
00
4
8
}
D
y 

J
o
h
n

 

S
a
v
i
l

1
0

)

、
六
、
主
從
法

-
デ
I
ン
ヌ
•
シ
乇
ン(

M
a
s
t
e
r

 a
n
d

 S
e
r
v
a
n
t

 b
y

D
a
p
h
n
e

 s
k
a
o
n
y

 

.七

.、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
.ス
に
お
け
る
^
^
貴
族

-

B
. 

J •ホ
ッ
ブ
ス
バ
ウ
ム

(
T
h
®

 

h
k
&
o
s 

A
r
i
s
t
o
c
r
a
c
y

 

in 

19t
h

 

o
e
n
t
u
r
y

 writain. "by El. 
J

r H
o
l
b
s
b
a
w
m
)
、

八

、

ヮ

ー

ズ

ヮ

ース
と

人

民

-
V 

. G 
•
キ
ー
.ア
ナ
ン(

W
o
r
d
s
w
o
r
t
h

 a
n
d

c+
h
e p

e
o
p
l
e
l
D
y

V. -G. 

w
i
e
r
n
a
n
)

以
上
で
あ
る
。
.

さ
き
に
の
ベ
た
よ
ぅ
に
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
力
作
で
あ
つ
て
、
ま
こ
と
に
興 

味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
.あ
る
が
、
.今
こ
れ
ら
の
全
部
に
つ
い
/て
く 

わ
し
く
紹
介
を
試
み
る
こ
と
は
と
て
も
不
可
能
な
の

で

、

こ

こ

で

は
卷
靳
諭
文 

上
し
て
も
つ
と
も
注
目
さ
九
る
ク

リ

ス

ト

フ

y
1

•

ヒ

ル
の
論
文
を
と
り
あ

■ 

五
八■. 

' 

八
二
ニ)

.

げ
、
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く
紹
介
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
ヒ 

ル
の
こ
の
論
文
は
、
社
鲁
史
や
社
鲁
思
想
史
に
も
關
係
す
る
廣
範
な
問
題
を
と 

り
あ
つ
か
づ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ

論
文
の
題
目
は
、

「

ノ
ル
マ
ン
人
の
足
か
せ」

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ 

は
一
體
何
を
意
味
す
る
か
。
.ゥ
ィ
リ
ヤ
ム
征
服
王
が
一
〇
六
六
年
に
ィ
ギ
リ
ス 

を
支
配
す
る
以
前
に
は
、
ア
ン
グ
ロ
.
サ
ク
ソ
ン
人
は
自
由
で
平
等
な
生
活
を 

い
と
な
ん
で
い
た
が
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
征
服
は
こ
れ
に
代
え
る
に
¥

的
な
支 

齠
と
暴
虐
な
政
治
と
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
来
ア
ン
グ
ロ
.'
サ 

ク
ソ
ン
人
は
、
こ
れ
ら
の
失
わ
れ
た
自
曲
と
權
利
と
を
、
支
配
者
か
ら
再
び
彼 

等
の
手
に
と
り
か
え
す
べ
く
、
絕
え
ざ
る
闘
爭
を
っ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、
た 

と
え
ば
大
憲
章
の
.よ
う
な
讓
步
を
支
配
者
か
ら
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
た
と
い 

う
の
で
あ
..つ
て
、
.い
わ
ゆ
る「

ノ
ー
マ
ン
•
ョ
I
ク
の
理
論」

と
は
、
-い
わ
ば 

失
わ
れ
た
權
利
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
失
わ
れ
た
權
利
の 

理
論
、
自
由
と
平
等
と
そ
し
て
友
愛
が
支
配
し
た
で
あ
ろ
う
原
始
社
會
に
思
い 

を
馳
.せ
、
今
や
こ
れ
ら
の
幸
福
と
權
羽
と
が
ま
つ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
つ
た
と 

生
張
す
る
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
社
會
に
存
在
し
た
。
失
樂
園
と
か
黄 

金
時
代
と
か
も
し
く
は
桃
源
境
と
か
い
う
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
人
間
に
よ
る
人
，
 

間
の
搏
取
が
發
生
す
る
以
前
の
社
會
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
、
ま
た 

そ
れ
は
、
人
類
の
失
わ
れ
た
幸
福
な
社
會
に
た
い
す
る
は
げ
し
い
憧
れ
の
ひ
び 

き
を
さ
え
と
も
な
つ
て
■い
る
。
こ
う
し
て「

ノー

マ

ゾ

.

ョ
I

ク
の
理
論」

は 

い
ろ
い
ろ
な
近
代
的
な
思
想
の
な
か
に
姿
を
か
え
形
を
か
え
て
發
展
し
た
の
で 

あ
つ
て
、
勞
働
者
階
級
の
運
動
に
も
影
響
を
ぁ
た
ぇ
た
と
ぃ
ゎ
れ
る
。
ヒ
ル
は
、

こ
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
理
論
が
ど
の
よ
ぅ
な
歷
史
的
な
經
過
を
へ
て
、
革 

命
的
な
思
想
の
な
か
に
生
き
っ
づ
け
て
き
た
か
を
、
克
明
に
描
き
出
し
て
.い
'' 

る
。「

ノ
ー
マ
ン
.
ヨ

.1
ク
の
理
論」

は
、

一
◦
六
.六
年
ゥ
ィ
リ
ヤ
ム
征
服
王
の 

英
國
征
服
以
来
、
長
い
歷
史
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ヒ
ル
は
中
世
紀
に
っ
い 

て
は
こ
れ
を
省
略
し
、
十
七
世
紀
に
至
っ
て
、
十
三
.世
紀
.の
終
り
頃
に
、
ア
ン 

ド
ル
I •

ホ
ー
ン(

A
n
d
r
e
w

 H
o
r
n
)

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
、
裁
判
官
. 

の
鏡
の
な
か
に
そ
の
理
論
が
發
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
 

こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
支
配
渚
で
あ
る
ノ
ル
マ
ン 

A
の
壓
制
に
た
い
す
る
抗
議
の
論
文
が
、
大
多
數
の
英
國
人
に
と
.っ
て
讀
む
こ 

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る(

十
七
頁
1

だ
が
、「

ノ
ル
マ
ン
人
の
足
か 

せ」

に
た
い
す
る
反
抗
的
な
思
想
は
無
學
な
人
々
の
别
に
も
傳
え
ら
れ
た
が
、
 

十
六
世
紀
以
前
に
は
そ
の
證
據
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
頃
、
十
五
世 

紀
英
國
の
中
產
階
級
の
辯
護
人
と
呼
ば
れ
た
ジ
ョ
ン
.
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
卿 

(sir J
o
h
n
F
o
r
t
e
s
q
u
e
)

が
あ
ら
わ
れ
、
、ま
た
同
じ
^
ト
I
マ
ス•

ス
タ
I 

キ

ー

(
T
h
o
m
a
s

 w
t
a
r
k
e
y
)

に
よ
っ
て
、

ノ
ル
マ
ン
人
の
.英
國
支
配
を
非 

難
攻
擊
し
た
ポ
I
ル
と
ル
プ
セ
ッ
ト
と
の
,
話
が
書
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作 

に
あ
ら
わ
れ
た「

ノ

ー

マ
ン
.
ヨ_

ク
の
理
論」

は
、
主
と
し
て
、
英
國
人
の 

愛
國
的
な
熱
情
に
訴
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
ま
た
牧
師
の
ブ
ラ
ッ
ク
ゥ 

ッ
ド
博
士 

(

け
げ
0 >
w

d

Hi
. sa

c
k
w
o
o
d
)

は Apologia, p
r
o
w
e
g
i
-

 

i
D
U
S

p
ot
oo
M)

を
書
き
、
イ
ギ
リ
ス
入
民
の
地
位
を
ス
ぺ
イ
ン
征
服
後
の
ア
メ 

リ

カ

.
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
な
ぞ
ら
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

.

こ
ぅ
し
て
ノ
ル
マ
ン
人
の
英
國
征
服
に
た
.い
す
る
批
判
的
な
見
解
は
、
■次
第 

に
は
げ
し
^
な
っ
た
が
、
と
り
わ
け
古
代
硏
统
家
協
會.(the 

g
o
G
s-
4

a

省評及び紹介

 

.

A
n
t
i
q
u
a
r
i
e
s
)

の
ジ
3
ン
.
セ
ル
デ
ン(

J
o
h
n

 s
e
l
d
e
n
)

と
ロ
バ
ー
ト
，
 

コ
ッ
ト
ン
卿(
s
i
r

SJ
o-
b
e
r
t 

c
o
t
t
o
n
)

は
彈
壓
さ
れ
、
セ
ル
デ
ン
は
そ
の
著 

.

「

十
分
の
一
税
の
歷
史」

(
H
i
s
t
o
r
y

a

l

e

M

g

)

を
撤
囘
し
な
け 

れ

ば

な

っ

た

.し
、
ま
た
コ
ッ
ト
ン
は
、
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
征
服
王
が
ア
ソ
グ 

ロ .

サ
ク
ソ
ン
人
を
農
奴
制
度
よ
り
悪
い
狀
態
に
お
と
し
い
れ
、
彼
等
の
習
慣 

に
從
わ
せ
た
と
云
っ
た
た
め
に
、

コ
ッ
ト
.ン
の
有
名
な
書
齋
は
官
憲
に
お
さ
え 

ら
れ
た
と
い
わ
れ
る0

.
1
1

頁)

。
そ
れ
ゆ
え
、
一
六
四
〇
年
以
前
に
お
い
て
は
、
 

古
代
硏
究
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
險
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い 

た
。.
た
と
え
ば
、

一
六
ニ
七
年
、
.オ
ラ
ン
ダ
人
ア
イ
ザ
ッ
ク
•
ド
リ
ス
ラ
ウ
ス 

は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
か
ん
す
る
新
し
い
歷
史
1
の̂
_
義
の
た
め
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ 

、チ
で
講
師
を
し
て
い
た
が
、
•そ
の
席
を
追
わ
れ
た
。
彼

は「

王
權
の
基
礎」

を 

人
民
の
自
發
的
な
屈
服
の
な
か
に
認
め
' 
オ
ラ
ン
、ダ
の
ス
ペ
イ
ン
に
た
い
す
る 

叛
亂
を
讃
美
し
た
か
ら
だ
と
■い
わ
れ
て
い
る
。

十
七
世
紀
頃
ま
で
に
、

「

ノ
ー
マ
ン
.
ヨー

ク
の
理
論」

は
、
貴
族
的
な
特 

權
を
も
た
な
い
す
べ
て
の
人
々
に
訴
え
た
。
が
、
や
が
て
資
本
主
義
的
な
芽
生 

え
と
と
も
に
こ
の
民
主
主
義
的
な
理
論
は
、
政
府
の
封
建
的
恣
意
的
徵
税
制
度 

に
よ
っ
て
、
そ
の
財
產
を
危
く
さ
せ
ら
れ
た
商
人
や
地
主
た
ち
に
も
っ
よ
く
訴 

え
た
の
.で
あ
る
。「

ノ
ル
マ
ン
人
の
足
か
せ」

を
た
ち
き
ろ
ぅ
と
す
る
思
想
は
、
 

次
第
に
愛
國
主
義
や
プ
ロ

テ
ス
，タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
に
も

影
響
を
あ
た
え
た
と
い
わ 

れ
る
が
.

(

ニ
—*i

頁)

、
し
か
し
な
が
ら
、革
命
的
な
民
主
主
義
思
想
の
持
主
と
し 

て
、
政
治
的
舞
豪
に
あ
ら
わ
れ
た
も
っ
と
も
進
ん
だ
一
.群
の
人
々
は
平
等
論
漭 

で
あ
っ
て
、
.へ
ン
リ
•
リ
ル
パ
I
ン
は
そ
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は 

は
じ
め
、

マ
ダ
ナ
.
カ
ル
タ
は
ア

ン

グ

ロ

，
サ
ク
.ソ
ン

的
自
由
を
具
體
化
し
た 

も
の
で
あ
る
と
い
ぅ
ユ

ド

ヮ

ー

ド.

コ
ー
ク
卿
の
見
解
を
支
持
し
て
い
た
が
、

五
九

(

八
ニ
三)

.夢

'

c

パ

う

，
、a；
フ
り/:
簿
 

w
r<
れ

、
：‘

士

/ :
A「

7
 
し 

l へ
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そ 

,

^
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I

V

バ

ヤ x
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バ
ハ
：
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っ
；

r
、

誠

パ
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V
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ご
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v
>
.
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、
、
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■'ノ
バ
へ
パ
翁
田
舉
會
雜
辑
ー
家

 

ハ
：.

0
.
:-
.
;
.
'
;、：.上

，

,
t
が
て
：マ
グ
ナ
.力
ル
タ
も
微
習
法
も
、
と
も
ね
彼
等
の
自
由
を
.保
證
す
る
'%
9 

p

ユ
な
い
こ
と
を
知
つ
た
。
ま
た
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
•
ウ

ォ

ル

ウ

イ

ン

p
m 

w
a
l
w
y
n
)

は
、

一
六
四
五
年
に
リ
ル
バ
I
ン
に
、

マ
ダ
ナ
•
力
ル
タ
は
人
民 

の
權
利
とi

E
®

の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
語
り
、
リ
セ
、ハ
ー
.ン
や
ウ
ォ
ル 

ウ
イ
ン
：と
と
も
に
平
等
論
者
で
あ
つ
た
■リ
チ
ャ
ー
ド♦

オ
ー
ヴ
T
.ト
ン
.

(
R
i
c
h
— 

a
r
d

o
く®
^
^
。
^
,
は
、
，.マ

グ

ナ

力
ル
タ
は「

乞
食
の
戴
き
物」

.

(

s
b
uc+a

 

..beggarly 

t
h
i
n
oq
J

に
す
ぎ
な
い
.と
！

K

つ
た
o 

.そ
の
他
、.
ジ
3
.ン
•.ウ
ォ 

I
ル

(
J
o
h
n

 w
a
r
r
)

や
ジ
ョ
ン
.
ヘ
ア(

J
0
-&H

a
r
e
)

な
ど
は
、
ウ
ィ 

リ
ヤ
ム
征
服
王
が
法
律
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
こ
と
を
攻
擊
し
、そ
の
結
果
、

— 

貧
乏
人
は
、
だ
ま
さ
れ
あ
ざ
む
か
れ
、
.法
#
の
解
釋
は
栽
例
官
の
自
由
に
ま
か 

.さ
れ
て
い
た
>
い
ぅ
の
で
あ
る
。

.

だ
が
こ
ぅ
し
た
平
等
論
渚
の
っ
ぎ
に
は
、
無
産
者
の
た
め
の
代
辯
者
デ
ィ
ッ 

ガ
ー
ズ(

o
i
g
g
e
H
S
)

が
あ
ら
わ
れ
た
。
彼
等
は
、

封
建
的
殘
存
物
の
徹
底 

的
な
淸
掃
を
耍
求
し
た
。
サ
.、
、
、
ユ

エ

ル
.
ハ
ー
ト
リ
ッ
プ(

S
a
m
u
e
l

 H
a
r
t
-

 

lib〕

は
、
封
建
的
な
±
%

^
罾
は
、
資
本
主
義
的
な
農
業
發
展
に
た
い
す
る
障 

截
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ノ
ル
マ
ン
的
奴
識
制
度
の
標
章
で
あ
る
こ
れ
ら
の 

.制
度
は
、國
家
の
力
に
ょ
っ
て
廢
止
さ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。デ
ィ
ッ
ガ
ー
ズ 

と
呼
ば
れ
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

關
係
に
お
け
る
急
進
的
な
$

を
目
標 

と
し
た
。
彼
等
は
、.
謄
本
保
有
所
有
權
が
廢
止
さ
れ
、
貧
農
の
土
地
は
封
建
的 

な
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
敎
會
や
塵
帝
か
ら
沒
收
し
た
土
地
や
未
開
地
は
、
貧 

民
に
あ
た
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
す
な
わ
ち
土
地
の
私
的
所
有
に
代
え 

る
に
共
同
體
的
な
耕
作
が
、’
下
か
ら
っ
み
上
げ
ら
れ
た
i

的
な
連
合
に
ょ
っ 

て
、
平
和
の
う
ち
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
Q
一
四
j

' 

■ 

- 

.

 

. 4

ハ0 

C

八1

一
四
}
V

.げ

.で
^
く
、
,-
サ
.ク
.
.ゾ
ン
人
の
法
律
を
と
り
か
え
.す
こ
.と
で
あ
つ
.た
。
こ
こ
に
、

パ
•ラ
ダ
イ
ス
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
勢
力
が
打
倒
さ
れ
た
の
ち
、
は
じ
や
て
地
上 

に
再
び
出
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ユ
I
ト
ピ
ア
主
義
が
彼
等
の
胸
に
宿 

.っ
て
い
た
。
 

•

以
上
の
ょ
う
に
の
ベ
て
、
ヒ
ル
は
革
命
的
な
時
期
に
お
い
て
、
四
っ
の
異
っ
. 

た
社
會
階
氣
の
地
位
に
應
じ
て
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
征
服
に
っ
い
て
の
四
っ
の
は 

つ
き
り
し
た
解
釋
を
た
ど
る
こ
と
が
で
含
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
耍
約
す
れ 

ば
、g

ゥ
ィ
リ
、ヤ
ム
征
服
王
以
来
正
當
化
さ
れ
た
絕
對
主
義
の
理
論
は
、
十
七 

世
紀
の
內
亂
の
結
果
、消
滅
し
た
と
考
え
る
も
の
、
(B
)
慣
習
法
は
、
ア
ン
グ
ロ 

. 

サ
ク
ソ
ン
.的
自
由
の
具
體
化
で
あ
る
と
す
る
コ
ー
ク(

E
d
ward, c

o
k
e
)

の 

解
釋
、
(c
)
マ
グ
ナ
•
ヵ
ル
メ
は
、

「

乞
食
の
ほ
ん
の
戴
き
物」

と
考
え
た
ブ
ル 

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
者
の
理
論
、
(D
)
第
四
番
目
は
、
封
建
的
土
地
所
有
の
廢
止
を 

要
求
す
る
も
っ
と
も
急
進
的
な
デ
ィ
ッ
ガ
ー
ズ
で
あ
っ
た
が
、
第
五
番
目
に
は 

も
っ
と
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
.的
な
主
張
が
あ
ら
わ
れ
た
。一

六
六
◦
年
以
後
、
(c
)
お 

ょ
び
(0
)
の
主
張
は
勢
カ
が
衰
.え
、
と
く
に
一
六
八
八
年
の
名
#
革
命
以
後
は
、

ゥ
ィ
リ
ヤ
ム
証
服
王
が
壓
迫
渚
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
な

く

な

り

、

ゥ

ィ

リ

ヤ

ム
の
‘征
服
說
を
嘲
笑
す
.る
渚
も
出
た

の
で
あ

っ

' 

て

、
デ

ィ

フ

ォー

 

(Daniel 

D
e
f
o
s
の
如
き
は
そ
の
一
人
で
あ
つ
た
。デ
ィ

フ

ョ

ー
に
ょ
れ
ば
、
 

「

ゥ

ィ

リ

ヤ

ム
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
の
王
で
あ

り

、

ゥ

ィ

リ

ヤ

ム
の
.征
服
に
は
危
險
. 

は
な
い」

>
い
う
©
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
チ
.ユ
ア

ー

ト

朝
の
絕
對
主
義
に
反
對 

す
る
コ
ー
ク
の
匪
論
.か
ら
發
し
て
い
る
が
、
勝
利
し
つ
つ
あ
る
議
會
派
の
人
 々

..

の
要
求
に
制
限
さ
れ
な
が
ら
、
急
進
的
な
攻
擊
に
た
い
し
て
は
み
ず
か
ら
の

地 

立
を
ま
も
ろ
う
と
し
た
人
々
で
あ
つ
て
、「

ノ
ー
マ
ン
，
ョ
ー
ク
の
理
論」

は
、

六
頁
ノ
°

デ

イ
ヴ
ガ
ー

ズ
の

目

的

丈

、ノ
.丨
マ
ン
人
の
束
縛
を
と
り
の
ぞ
く
.だ
‘

.
む
し
ろ
空
虛
な
も
の
と
し
て
、
フ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
見
解
に
歐
铃
さ
れ
た
感
か
ぁ

つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ
フ
ォ
一
は
、
サ
ク
ソ
ン
人
を
も
っ
て
、
，
,ル
マ
ン
入
，

.

に
劣
ら
ぬ
や
ば
ん
な
征
服
者
で
あ

る

と

劳
ぅ
。
っ
ま
り
移
住
民
族
が
先
住
民
族 

を
壓
迫
し
奴
隸
化
し
た
點
で
は
、
サ

ク

ソ

ン

人
は
ノ
ル
マ
ン
人
を
非
難
す
る

こ 

と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
の
で
あ

る

。

だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば「

ノ_

マ
ン 

•

ョ
I
ク
の

理
論」

■は
そ
の
後
衰
え
て
し
ま
つ
た
で
あ
ろ
ぅ
か
。
そ
れ
；̂
、
更 

に
形
を
か
え
て
新
し
い
思
想
の
な
か
に
生
き
っ
づ
げ
た
。

三* 

- 

- 

十
八
世
紀
の
半
ば
に
.、

r

ノ
ー
マ
ン
ョ
ー
ク
の
理
論」

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
.
 

.

.

.
見
解
‘が
復
活
し
■た
。j

七
五
七
年
ホ
I

ク
ス
ベ
リ
卿
9
O
Mol
w
a
w
k
6
s
b
u
r
y

)

は
、
サ

ク

ソ

ン

人

亦
市
民
社
會
を
.建
設
す
る
技
術
に
長
け
て
い
た
と
云
い
、
ま

.
 

た
ト
ー
マ

ス

.
ジ
モ
フ

ァ
ソ

ン(

l
ptr
*
o0
EO
wJe

f
f
e
r
s
o
n
)

は
、
サ

ク

ソ

ン

人 

の
歷
史
を
再
發
見
し
て
、
彼
等
が
政
治
的
自
由
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し 

た
。
だ
が
、急
進
的
な
方
面
か
ら
の
も
っ
と
も
廣
汎
な
研
究
は
、
一
七
七
'一
年
に 

あ
ら
わ
れ
た
商
名
の
文
書
、「

英
國
憲
法
に
か
ん
す
る
歴
史
的
評
論」

(

S
き
マ 

i
c
a
l

 

E
s
s
a
y

 

o
n
.

 t
h
e
H
n
g
l
i
s
h

 

c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
)
-

で
、
そ
れ
こ
.ょ
れ
、i
、 

.
サ

ク

ソ

ン

人

の

霞

は

、
す
で
に
紀
冗
四
五
0
年
に
.は
じ
め
ら
れ
た
。
.そ
し
て 

■國
家
は
、
下
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
共
同
體
の
逋
合
體
で
あ
っ
た
が
、
っ
い
に 

.
ア

ル

フ

レ

ッ

ド大
王
の
治
世
に
、
上
下
二
院
制
の
f

と
な
り
、
そ
れ
以
来
一 

'一
1
0
◦年
、
.年一

囘
の
_

の
開
會
は
、

一
六
九
四
年
の
法
律
に
ょ
っ
て
改
め： 

ら
れ
る
ま
で
、
サ
■ク
ソ

ン

入
の

享
受
し
た
權
利
で
あ
つ
た
。そ
れ
は
ま

と

と
一
に
r 

，民
主
主
義
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、>
.ル
マ

ン
人
の
征
服
は
こ
れ
を
破
壞
し
た
と
.

、
の
べ
ら
れ
て
い
る

。
、「

こ

の

と
き
か
ら
世
俗
的
お
ょ
ぴ
宗
敎
的
^
制
政
治
が
橫 

行
し
た
、
そ
の
と
き
ま
で
1

に
は
知
ら
れ
，な
か
つ
た
二
つ
の
惡
魔
が…

…

一

及

び

顧

介

j 

.

と
。
そ
し
て
更
に
、

一
六
四
九
年
の
ク
ロ
ム
ゥ
ニ
ル
の
革
命
に
よ
っ
.て
、
人
民 

攸
議
會
に
お
け
る
權
力
を
得
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る(

四
四
頁)

。

.

.

こ
の
匿
名
の
評
論
は
流
行
を
き
わ
め
た
。
そ
の
^

を
ぅ
け
て
マ
ジ
3
ア
. 

ヵ
ー
ト

ラ

イ

ト(M
a
j
o
r

 C
a
r
t
w
r
i
g
h
t
)

は
、

「

み
ず
か
ら
選
擇
せ
よ」

を 

書
く
の
に
こ
れ
を
利
用
し
だ
し
、
ま
た
一
七
八
〇
年
の
立
憲
情
_
は
#
や
更
に
、
 

ロ

ン
ド

ン

通
信
協
會
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
と
い
わ
れ
るC

そ
し
て
こ
の
評
論 

JM
来
、
英
國
史
上
、'
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
に
至
り
、
保 

主
主
義
者
エ
ド

マ

ン

ド

.
バ

ー

ク
0

ぼ

目
0 .w

u
r
k
e
)

で
す
ら
、「

わ
れ
ら
の 

法
律
と
憲
法
の
建
設
者」

と
し
て
ほ
.め
た
た
え
た
と
い
わ
れ
る
。
ジ
ョ
ン
.
ス 

。へ
ル
マ
シ
は
、：「

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
生
涯」

と
い
ぅ
傳
記
を
®
い
て
、
英 

國
國
家
に
本
質
と
形
式
.と
を
あ
た
え
た
と
た
た
え
、
ア
ツ
サ
ー(

A
s
s
e
r
)

や
リ 

.チ
ャ
ー

ド

,ブ
.
，
ラ

ツ
.ク
.モ
ア
.(

3
泞R

i
c
h
a
r
d

 

B
l
a
c
k
m
o
r
e
)

も
ま
た
傅
記

を
書
い
た
の
で4

め
を
。，そ
れ
は
ま
た
、
一
七
七
六
年
、
ト

ム

.
ペ
イ
ン
の「

常
識」 

(
c
o
m
m
o
n

 s
e
n
s
e
)

に
も
影
響
を
あ
た
え
た
が
、.ペ
イ
ン
が
英
國
憲
法
の
滕 

史
的
傳
統
を
問
題
に
し
た
と
き
、
は
か
ら
ず
も
エ
ド
マ
ン
ド
•
バ
I
ク
と
の
間 

に
論
卑
を
ま
.き
.
お
こ
し
た
。—

こ

の
論
爭
に
.っ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
ベ
イ 

>

の
思
想
が
、

「

ノ
ー
マ
ン
.
ヨ
ー
’ク
の
理
論」

の
發
展
に
つ
く
し
た
役
離
は 

忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
众
い
！
 

‘

.

ト
ー
マ
ス
♦
ペ

イ

ン

は

、

學
術
的
な
勞
作
は
し
な
か
っ
た
が
、
彼
の
思
想
は 

財
產
を
も
た
な
い
人
々
を
し
て
行
動
に
か
り
た
て
た
。
と
く
に
i

革
命
の
犠 

牲
>
な

っ

た

小

手

エ1

や
、
生
活
の
よ
り
所
を
失
っ
た
農
村
の
人
々
の
間
に 

熱
烈
な
支
持
者
.を
.見
出
し
、
.ば
げ
し
い
彈
壓
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「

人
間
の
權

.利
1-
はニ十萬部も寶れ、

.ひ
ろ
嘉
ま
れ
た
。
ぺ
：イ
ン
の
思
想
は
、
.
ひ
ろ
く 

1；

被
大
衆
.に
.影

響

を

，お

よ

被

.し、

.更に、
ロン

：

ド：
ン通信協會は大きな感化を

:

,

,

穴

 

一

,

C

八一

、
1
5



:
一
て|:ノ
:'
:
:
.
絮

あ
た
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
•
ゥ
ィ
ヴ
ィ
ルo

h
r
i
s
t
o
d
h
e
r

 

w
y
v
l
l
l
)

の
よ
う
な
ヨ.

丨
ク
シ
ャ
I
の
改
革
者
は
、「

プ
ラ
イ
ス
博
士
と
イ
ゾ 

グ
ラ

ン

ド

の
改
苹
家
の
擁
護」

'(d
e
f
§

c
e

 

o
f

 

D
r
.

 

P
r
i
c
e

 

a
n
d

 

-the 

ノ R
e
f
o
r
m
e
r
s

 

in
 E

n
g
l
a
n
d
)

の
な
，か
で
ぺ
イ
ン
の
思
想
を
英
國
に
と
つ
て 

’
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

な

^

進

主

義
 

と
な
ら
ん
で
、
ペ
イ
ン
の
庶
民
的
な
襲
は
、色
々
な
形
で
發
展
し
つ
づ
け
た
。
 

.ま
た
勞
働
者
階
級
に
た
い
し
て
、
大
き
な
感
化
を
あ
た
え
た
も
の
と
し
て
、
ス 

ベ
ン
ス
主
義
者
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ぺ
ン
ス
自
身
は
、
ノ
I
マ
ン 

.

•
.ヨ
ー
ク
に
ふ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
め
財
產
の
起
源
に
つ
い
て
の
見 

解
は
、

「

ノ
ー
マ
ン•

ヨ
.
1ク
の
理
論」

■に
類
似
し
て
い
る
。

.

ノ
ー
マ
ン
•
ヨ
ー
ク
の
理
論
、
.そ
れ
は
ト
ム
.
•
ペ
イ
ン
の
革
命
的
民
主
主
義 

を
へ
て
更
に
チ
ャ
ー
テ
ィ
、ス
ム
に

も

入

り

こ
み
、
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
が
衰 

え
た
の
ち
は
、
急
進
的
な
勞
働
者
、
自
由
思
想
家
そ
し
て
土
地
改
革
者
の
間
に 

浸
透
し
て
い
つ
た
と
、
ヒ
ル
は
斷
言
す
る(

六
ニ
頁)

。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に 

結
ぶ
。

「

近
代
產
業
社
會
に
お
け
る
勞
働
階
級
運
動
の
役
割
が
、
し
っ
か
り
と 

把
握
さ
れ
る
や
い
な
や
、
理
想
化
さ
れ
た
過
去
へ
の
懐
古
的
な
憧
れ
は
、
現
在 

か
ら
未
来
を
つ
く
り
出
ぞ
う
と
す
る
行
動
の
科
學
的
な
.綱
領
に
代
つ
た
。
し
か 

し
な
が
ら
、
も
し
科
學
的
な
綱
領
で
さ
え
も
、
敵
を『

フ
ラ
ン
ス
の
庶
子
と
そ 

の
(1
|
贼
ど
も』

と
考
え
た
そ
れ
の
よ
う
に
、
創
造
的
な
精
神
が
吹
き
こ
ま
れ
て 

い
る
の
で
な
け
れ
ば
效
果
は
な
い
で
あ
ろ
う」

と
。
 

.

ぶ 

※- 

※

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
|

.

ヒ
ル
は
、
こ
.の
論
文
に
お
い
て
、

「

ノ 

I

マ
ン
.
ヨ
ー

.
ク
の
理
論」

を
民
主
主
義
思
想
の
流
れ
の
な
か
に
、
そ
の
發
展
と
變
形
の
交
錯 

し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、社
會
思
想
、政
治
思
想
史
そ
し
て

‘

•

六
ニ
.
ド

C

八
ニ
六)

勞
P-
'
運
動
史
办
深
い
娌
解
€>
'
上
_に
立
っ
た
大
論
文’
あ
る
。
.
ヒ
ル
の
こ
の
論
文 

が
卷
頭
を
飾
つV

い
る
.の
：は
、■そ
れ
が
量
質
と
も
に
す
ぐ
れ
て
い
.る
か
ら
で
あ 

ろ
ぅ
.か
。
"
と
の
論
文
を
讃
ん
で
啓
蒙
さ
れ
た
•者
は
、
.ひ
と
り
肇
者
の
み
で
は
あ 

る
ま
い
0 

. 

C
1

九
五
六
.
七

.一

三) 

■
(

飯

田

鼎

)

.*

r

 

K
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f
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H
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l
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T
p
a
p
H
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a
p
o
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p
a
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M
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n
e
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B
O

K«p
y
c
c
K
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p
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B
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o
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S
k
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h
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h
o
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.

 

48162.)

「

農
地
改
革」

の
歷
史
的
意
義
が
、.「

封
建
的」

な
る
も
の
の
拂
拭
と「

農 

.
民
解
放」

を
そ
の
變
革
の
基
本
過
程
と
す
る
戰
後
日
本
の
.民

主

主

命

と

し 

.て
評
償
さ
れ
た(

「

農
地
改
革
顚
未
槪
要」

序
、
四
頁)

時
期
が
あ
っ
た
が
、
 

最
近
で
は
、

•

「

農
地
改
革」

は
日
本
農
業
に
か
な
り
の
變
化
を
與
え
っ
っ
も
、
 

「

封
建
的」

な
る
も
の
を
決
し
て
拂
拭
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
う 

評
價
が
•一
般
的
に
與
え
ら
れ
て
い
る
。
何

故「

農
地
改
革J

が
日
本
農
業
の
封 

.
建
的
性
格
を
拂
拭
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
に
っ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ 

.

.の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
.
こ
こ
に
紹
介
し
ょ
う
と
す
る
&
3 
.
.
.
ヵ
ル 

ナ
ゥ
ホ
I
ヴ
T
女
史
の
論
文「

第
一次

！！

シ
ア
革
命
に
お
け
る
レ
ー
二
ン
の
農 

業
綱
領」

は
、
そ
の
こ
と
に
っ
い
て
大
き
な
示
唆
を
與
兔
て
い
る
ょ
う
に
思
わ 

•

れ
る
。

こ
の
論
文
は
五
っ
の
部
分
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部 

'分
に
は
何
ら
■の「
見
出
し」

も
な
く
雜
然
と論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
論
點
を
私
な
り
に
駆
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

r
.

第
一
の
部
分
に
お
い
て
は
、
ポ
リ
シ
JC
-
ヴ
ィ
キ
のI

l
f

綱
領
の
眞
髓
と
そ
の 

歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
綱
領
が
作
ら
れ
た
當
時
の
經 

濟
的
政
治
的
條
件
を
考
究
す
る
•こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
資
本 

主
義
的
發
展
を
阻
害
す
る
農
奴
制
が
ニ
十
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ア
^f

に
ど
の
よ 

う
に
殘
存
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 

.

一
八
六
一
年
の
改
革
後
、
地
主
的
及
び
分
與
地
的
土f

所
有
が
殘
存
し
、
三 

萬
人
の
地
主
に
七
千
萬
デ
シ
ャ
チ
ン
の
，±
地
が
屬
し
、
そ
の
う
ち
六
九
九
人
の 

最
も
大
き
な
土
地
貴
族
達
ば
平
均
三
萬
デ
シ
ャ
チ
ン(

一
デ
シ
ャ
チ
ン
は
約

.
 

町
一
反)

の
土
地
を
そ
れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た
。’
こ
れ
に
對
し
て
一
億
五
百
萬 

の
農
民
經
營
は
、
品
質
の
悪
い
七
千
五
百
萬
デ
シ
ャ
チ
ン
の
土
地
を
有
し
て
い
，
 

た
に
す
ぎ
な
い
。
農
民
は
水
飼
場
も
牧
場
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
農
民
の
土 

地
は
地
主
の
土
地
に
割
込
ん
で
い
た
か
ら
、
家
畜
が
田
畑
を
荒
す
こ
と
に
對
し
_
 

て
は
徵
收
に
よ
っ
て
相
膘
の
所
得
が
、
放
牧
地
の
利
用
、
土
地
不
足
の
結
果
必 

然
と
な
る
土
地_

の
賃
貸
借
に
よ
っ
て
安
價
な
勞
働
力
が
、
地
主
に
保
證
さ
れ 

た
。
農
民
の
分
與
地
的
土
地
所
有
は
農
奴
經
濟
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
完
全
に 

農
奴
經
濟
に
奉
仕
す
る
た
め
の
裝
置
で
あ
っ
た
。
農
民
の
土
地
は
%
ま
の
土
筂 

の
中
に
割
込
ん
で
い
て
、
細
か
く
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
仕
切
り
の
綱
は
、
 

農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
發
展
£0
.大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
こ
の「

仕
切
り 

を
破
る」

第
一
の
條
件
は
農
奴
制
的
大
土
地
私
‘有
の
淸
算
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が 

第
一
次
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
農
業
闘
爭
の「

中
心」

を
な
し
、.
農
民
の
土
地 

_
爭
は
、
ま
ず
第
一
に
地
主
の
大
土
地
私
有
を
根
絕
す
る
た
め
の
闘
#
で
あ
っ 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
レ
ー
.ニ
ン
は
、
ニ
±
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ロ
.シ
ア
農

て：

，

遨
評
及
び
轺
介

業
の
生
產
關
係
と
階
級
的
矛
盾
を
特
徵
づ
け
て
、
當
時
の
口
シ
ア
員#

に

は

ニ 

.種
類
の
階
級
矛
盾
、
■す
な
わ
ち
、農
村
勞
働
者
.と
農
業
企
I

と
の
間
の
矛
©
、
 

全
農
民
と
全
地
主
階
級
と
の
間
の
矛
盾
が
あ
り
、
前
者
の
矛
盾
は
發
展
し
增
大 

し
、
後
者
の
矛
盾
は
次
第
に
弱
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
口 

シ
ア
;1
±

' #

員
、エ
黨
に
と
っ
て
は
後
者
の
矛
盾
が
最
も
本
質
的
な
且
っ
最
も
實
踐
’ 

的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る(CTP. 

4
9
1
5
0
)
。 

.そ
し
て
、
こ
の
レ
I 

ニ
ン
の
分
析
に
ょ
っ
て
第
一
次
口
シ
ア
^
命
に
お
け
る
農 

民
要
求
を
方
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
.

(CTP. 

50)0

ニ

第
二
の
部
分
に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
3
ア
民
主
主
義
^
命 

と
.勞
農
同
盟
の
間
題
を
と
り
あ
つ
か
い
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
に
お
け
る
プ
口
レ 

タ
リ
.ア
ー
ト
め
指
導
性
と
農
民
の
革
命
的
可
能
性
を
認
め
な
か
っ
た
メ 

ニ
シ
ュ 

ヴ
ィ
キ
の
誤
り
'.を
レ
.
1ユ
シ
.を
引
用
.し
っ
っ
批
判
し(CTP. 

5
1
)
、

ブ
ル
ジ
3
ア 

「

革
命
の
進
展
と
終
結
は
勞
働
階
級
が
人
民
軍
命(

H
a
p
o

运
a
a 
p
e
B§
B
§
5 

■の
指
導
者
の
役
割
.を
傭
ず
る
.か
ど
ぅ
か
に
か
か
つ
て
い
るJ 

(

3
m Ke

)
.

こ
と
. 

を
指
摘
す
る
.
0

そ
し
て
、

マ
.ル
ク
ス
.•
レ
I 

ニ
ン
か
ら
引
用
し
つ
つ
、
革
命
に
お
け
る
農
民 

'
の
役
割
を
明
ら
.か
に
し
、
勞
農
同
盟
が
如
何
に
重
要
で
あ
り
、
農
民
に
支
持
さ 

れ
な
い
革
命
が
歴
史
上
如
何
に
成
功
し
な
か
っ
た
か
を
指
摘
し
た
後
に
、
，「

第 

1

次
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
農
業
綱
領
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア 

民
主
主
義
革
命
に
：お
け
る
同
盟
軍
と
し
て
の
農
民
の
た
：め
の
プ
P
レ
タ
リ
ア
ー
，
 

卜
の
闘
爭
綱
領
で
あ
る
。
農
民
に
對
す
る
農
業
綱
領
の
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
命
題 

'の
正
し
い
.こ
と
は
、
わ
れ
：わ
れ
の
革
命
に
お
け
る
勞
働
階
級
の
闘
爭
の
經
驗
に
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