
Title 鎌の歴史 : フランス農業技術の発展に関する一つの研究に寄せて
Sub Title
Author 渡辺, 国広

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1957

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.50, No.8 (1957. 8) ,p.757(85)- 763(91) 
JaLC DOI 10.14991/001.19570801-0085
Abstract
Notes 書評及び紹介
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19570801-

0085

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


鎌
の

.

歴史

.

.

.

. 

■ 

- 

. 

■

.
 

- 

..

I

フ
ラ
ン
ス
.農
業
技
術
の
発
展
に
関
す
る

.

一
.つ
の
研
究
に
寄
せ
て一

-

•

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が
，没
落
す
る
時
期
ま
で
フ
ラ
.ン
ス
は
長
い
柄
の
大
鎌
を
諸 

外
国
か
ら
の
輸
入
に
仰
い
で
い
た
。
し
か
し
擡
頭
し
.つ
つ
あ
っ
た
国
民
主
義
は 

経
済
的
自
立
の
実
現
を
め
ざ
し
て
こ
の
状
態
に
あ
き
た
ら
，な
い
。
そ
し
て
現
状 

を
打
破
す
る
た
め
の
着
実
な
努
力
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
意
味
で
十
八
世
紀
末 

か
ら
十
九
世
紀
に
か

)

け
て
の
時
期
は
フ
ラ
ン
ス
農
業
の
技
術
史
に
関
心
を
寄
せ 

る
研
究
者
に
と.っ
て
注
目
す
べ
き
時
期
と
な
っ
た。

.

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
具
へ
の
関
心
：の
た
か
.ま
り
は
と
れ
ょ
り̂

前
'
 

に
始
ま
っ
て
い
た
。
と
く
に
十
八
世
紀
も
後
半
に
は
い
.れ
ば
農
具
の
共
進
会
も 

.し
ば
し
ば
開
か
れ
て
いA

.た
だ
大
鎌
の
製
作
に
つ
、い
て
は
皿
々
な
属
性
を
有 

す
る
鋼
の
を
前
提
と
し
な
け
れ.ば
な
ら
な
い
と
：い
ぅ
事
情
か
ら
、
関
心
を 

向
け
^
ぅ
に
も
実
際
に
铽
自
給
の
銅
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
処
置
の
施
し
ょ
ぅ 

が
な
か
っ
た
0
.し
か
し
十
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
に
起
っ
た
鉄
工
業
の
発
展
は
.

•

書

評

及

び

紹

介
.

当
時
た
か
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
経
済
的
自
立
へ
の
関
心
を
満
足
さ
せ
る
に
足
る
も 

の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
大
鎌
の
国
産
化
も
か
か
る
現
実
の
力
を
基
礎
に
強
く
打 

出
さ
れ
る
ょ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

.こ

.の
間
の
事
情
は̂
.
.
.
.
,
,

ト
..ラ
.
.ス；氏
の
近
業
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.

 Civilisation. 

1955. 

N
。
3, 

P-D. 

341-358. 

に
く
わ
し
い
。
.こ
れ
ま
で
農
業
の
技
術
的
侧
面
に
つ
い
て
は
研
统
が
乏
し
か
っ 

た
。
氏
の
主
た
る
考
察
は
帝
政
時
代.に
は
い
る
ま
で
の
工
業
育
成
策
の

」

擐
と 

しV

の
大
鎌
製
作
の
変
遷
に
つ
い
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
.し
か
し
同
時
に
技
術 

_の
発
展
.を
社
会
関
银
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
を
忘
れ
/i:
-い
。
..従
来
こ
，の
問
題 

は
工
業
に
.つ
い
て
扱
わ
れ
て
も
、
農
業
_

連
さ
せ
て
扱
っ
た
研
究
は
な
か
っ 

た
：0
大
鎌
の
採
用
とh
う
こ
：と
が
収
獲
に
雇
傭
さ
れ
る
労
働
者
に
い
か
な
る
反 

響
を
及
苽
し
.た
か
。
ト
ラ
ス
氏
の
近
業
は
こ
う
い
っ
た
問
題
：に
つ
い
て
も
触
れ 

て
い
る
の
で
と
く
に
興
味
深.い
と
思
わ
れ
る
。

上
等
の
大
鎌
は.鞍
く
て
切
れ
て
持
ち
が.ょ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
矛 

盾
し
た
属
性
は
上
質
の
鋼
を
得
て
実
現
さ
れ
る
。
'し
か
し
十
八
世
紀
に
お
い
て 

銅
は
ほ
と
ん
ど
ィ
ギ
リ
：ス
の
独
占
で
、
オ
I
X-
.ト
リ
ァ
や
ル
I
ル
で
そ
れ
に
比 

肩
し
得
る
銅
が
わ
ず
か#
生
産
さ
れ
て
：い
た
に'す
ぎ
な
い
0
当
時
フ
ラ
ン
ス
人 

の
鑭
に
つ
い
て
の
知
識
枕
き
わ
め..て•貧
弱
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
に
は
い
る
ま

.
\
 

.

A五

(

七
五
七〕

階 層 経演
面積 特 徴

対応
範疇

過
(3 ①支柱的労働力が労働力販売兼業に従事してぃる 

⑧農業経営外の収入にたよらざるを得なぃ
貧

小 町 ③脱穀調製手段等の農機具さえ一般的には入ってぃなぃ

農
K

④年間総投下労働が大体におぃて500日未滴であ名■ 

⑥寡婦.老人等の零細「専業J 農家もこれに含まれる
農

小 町
①専業農家として確立しうる限界的農家

②ー世代型家族を前提とすれば家族労働力の完垒燃焼ができ?)

農

反
丄

町

⑧共有形態をとりながらも脱穀調製手段は殆んど各農家に入っ 
ている • • •

④年間総投下労働が500〜7 5 0日

(Dニ •三男労働を農業労働として吸収しえなぃ
中

中
_ ①ニ世代型家族を前提とした場合の「範隱としての小農」

町 ⑧脱榖調製手段が単独所有として導入される傾向あり

中 ⑨動力耕耘機が導入されてくる層 •

農

ニ <3)年間総投下労働100 0日未満 : '

.

町 (D雇傭労働力は特に家族労働力の辅充的性格

富
三

1 . •  - * ■

①年間総投下労働が10 0 0日を超えるようになる
農

裕
町 ⑧従って二世代型家族を前提としても雇傭労働を導入する

農 1 ⑨但し，雇傭労働率は一般的には低く 50% 未満
中

四 ④家族労働力が多ぃどころでは全く雇傭労働に依存しなぃ場合 
• もありうる .

農
町 ⑥家族労作的経営から搾取的経営へ移り得る可能性をもつ

大
四

arr

①原則的に家族労働のみでは自己の経営を朝^作しえなぃ 

③雇傭労働率50% 以上の農家が可成存在する
富

③年間総投下労働は10 0 0日以上である

農 上

④富農または資本家的経営はごの中に存在してぃる 

® これは主として東北の諸県にあるがその数は比較的少ない
農

「水田単作」における農民の階層区分と階級的対応範晴

八

四

(

七
五
六)



で
フ
ラ
ン
ス
は
鋼
の.生
産
に
お
い
て
み
る
べ
き̂-
の
を
持
た
な
か
っ
た
と
，い- 

:そ
も
過
言
で
は
汝1%
'
。

，
■:
■

:
し
：か
し
：か
か
る
状
態
を
打
解
し
上
等
の
大
鎌
を
製
作
す
.る
衣
め
の
努
力
は
こ. 

れ
ょ
ゥ
.は
や
く
ル
.ィ
十
六
iy
:
'の
：治
世
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
ー
七
八 

五
年
に
.は
技
師
を
派
遣
し'て
ク
ル
ー
ゾ
のH

場
で
実
地
に
勉
強
さ.せ
た
'が
、
直
，
 

接
に
は
大
鎌Q
製
作
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
そ£

で
：
の

体

験

を

基

礎

に

.有 

益
な
報
告
書
を
發
表
し
て
八
千
リ
ー
ヴ
ル
の
賞
金
を
得
た
。
こ
の
賞
金
に
：ょ
っ 

て
彼
等
は
大
鎌
の
附
属

H
場
令
持
つ
熔
鉞
炉
を
建
設
し
た
？
し
か
し
こ
の
エ
場 

は
予
定
し
た
補
助
金
が'こ
な
か
'
?た
，た
め
は
や
く
も
一
七
九
九
年
に
は
倒
産
し 

た
。

一
七
九
〇
年
に
は
ド
ィ
ッ
が
ら
鋼
を
求
め
て
大
鎌
が
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
.で 

製
作
さ
れ
て
い
た
。
へ
し
か
し
外
国
の
も
の
に
は
な
お
及
ば
な
か
っ
た
。
：
自
国
エ 

業
を
維
持
す
る
た
め
、
ド
ィ
ッ
か
ら
輸
入
：さ
れ
る
大
鎌
に
対
す
る
課
税
が
強
く 

要
求
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
斯
で
あ
っ
た
。
ま
.た
一
七
九
一
'年
以
降
に
は
大
鎌
専 

S
：

の
工
場
設
立
の
た
め
の
補
助
金
の
要
求
が
ア
ン
ボ
ヮ
、
ヴ
ォ
ス
ジ
ユ
、
ス
ー

: 

ベ
の
各
地
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

一
七
九
ニ
年
に
ォ
ー
ス
.ト
リ
ャ
とのI k

1

#

が
始

ま

り
大
鎌
の
輸
入
は
妨
碍
さ 

れ
、一

七
九
四
年
以
来
ょ
ぅ
や
く
不
足
が
目
立
っ
て
き
た
.。
国
民
議
会
■の
農
工 

委
員
会
は
大
鎌
の
不
足
に
苦
慮
し
た
。
.委
員
会
の
農
業
部
会
は
各
地
か
ら
の
報 

.

告
を
基
礎
と
し
て
一
七
九
三
年
の
収
獲
の
皿
を
予
感
し
た
。
収
獲
の
問
題
は 

パ
リ
周
辺
ば
か
り
で
な
く
、‘ヴ
T-
ソ
デ
で
最
大
で
あ
っ
た
。_
罾
の
^
(1
^
も 

農
具
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
ぅ
。

こ
の
大
鎌
の
不
足
に
直
面
し
て
買
占
め
を
防
止
す
る
た
め
委
員
会
は
ス
ー
パ

, 

八

六'C

七
五
八)

.や
コ
ロ
ーli.

ュ
.か
ら
密
輸
さ
れ
る
次
鎌
を
没
収
す
る
と
■い
う
苟
烈
な
手
段
に
訴 

え
た
。
入
々
は
地
方
に
.工
場
を
建
て
る
か
も
し
く
は
既
に
存
在
す
る
も
の
を
活 

潑
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
.か
し
大
鎌
を
製
作
す
る
た
め
の
鋼
は
依
然
と
し
て
不 

足

し

て

：
い
た
.
。
：

：1

七
九
四
年
十
.

一

月
ポ
ン
タ
ル
リH

に
お
い
て
大
鎌
の
製
造
は 

チ

ロ

ル

か

ら

：
の

鋼

が

こ

^

い
た
：め」

時
中
止
さ
れ
た
。

:
r農
業
に
と
っ
：て̂

っ
と
も
貴
重|

な
道
具
のj

づ
で
あ
る
大
鎌
は
フ
ラ
ン
ス 

'
に
お
い
て
ま
っ
た
く
製
造
さ
れ
て
い
な
い

」

。
そ
し
て「

こ
れ
を
獲
得
す
る
た
め 

の
我
々
の
困
難
は
日
々
大
き
く
な
ゥ
て
い
る

」

と
さ
え
い
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス 

.は
外
国
か
ら
年
に
十
万
の
大
鎌
を

|
|

入
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
委
員
会
は
パ
リ 

に
大
鎌
の
専gz

工
場
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
計
画
で
ば
製
造
工
場
で
あ 

る
と
同
時
に
、
こ
れ
：を
農
機
具
研
菊
の
中
央
機
関
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
。 

し
か
し
必
要
か
ら
急
造
さ
れ
た
国
営
の
工
場
に
は
機
械
も
原
料
も
な
か
っ 

.

.

.た
。r

七
九
四
年
末
に
：は
木
炭
も
不
足
し
た
。
こ
の
た
め
軍
事
工
場
：か
ら
大
鎌 

.の
工
場
に
対
し
木
炭
が
前
貸
さ
れ
た
。
し
が
も
大
鎌
の
工
場
に
は
原
料
の
鋼
す 

ら
不
足
し
て
い
た
。
作
業
能
率
は
極
端
に
低
下
し
、
ニ
七
九
四
年
八
月
か
ら
一 

.
七
九
五
年
五
月
に
か
け
、

j

説
.に
は
大
鎌
一
こ
五
な
い
し
一
五
，
一
台
、
鋤
三
三 

.
個
、：•鋤
のR

1

〇
個
、
な
た
八
個
、
お.の
一
四
個
が
製
作
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、

ぐ
ま
た一:

七
九
五
年
九
月
に
は
完
成
し
た
大
鎌

j

七
五
個
、
未
完
成
の
も
の
四
九 

六
個
、
出
来
損
じ
の
も.の
九
一
個
の
在
庫
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
、

:

執
政
政
府
の
出
現
で
国
民
議
会
時
代
•の
諸
計
画
は
一
応
棚
上
げ
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
大
鎌
の
国
営
工
場
も
、
内
務
大
臣
の
命
に
よ
？
て
一
七
九
七
年
八 

月
七
日
ま
で
に
閉
徽
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
他
方
私
営
の
工
場
の
方
は
内
務 

错
の
工
業
委
員
会
の
監
督
を
受
け
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。

生
産
を
拡
大
し
よ
ぅ
と
す
る
製
造
業
者
の
諸
要
求
は
国
庫
の
急
迫
か
ら
拒
否 

さ
れ
た
。
補
助
金
の
付
与
や
貸
付
の
実
行
に
つ
い
て
委
員
会
は
き
わ
め
て
冷
淡 

で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
工
業

M

設
ベ
の
執
拗
な
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い 

た
。
大
鎌
の
竭
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

一
七
九
八
年
八
月
か
ら
十
月
に
か
け
て 

四
つ
の
請
願
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
一
七
九
八
年
秋
に
デ
イ
リ
ン
ジ
ャ 

ン
や
べ
ル
ラ
ン
の
鍛
鋼
所
の
た
ち
が
ス
チ

リ
ア
に
ま
ね
て
大
織
の
工
場 

を
拡
大
す
る
た
めニ
〇
万
フ
ラ
ン
の
貸
付
を
要
求
し
た
。
し
か
しこ.
の
場
合
も 

委
員
会
は
き
わ.め
て
冷
淡
に
そ
汝
を
拒
否
し
た
。

立
法
！

M

も
問
題
を
同
じ
仕
方
で
解
決
し
て
い
た
。
し
か
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
体 

制
に
は
い
っ
て
エ
業
坐
産.は
急
速
に
11
1

^
し
飞
い
っ
た
0.
一
 

七
九
八
ヸ
^
tj
fi
j 

を
記
念
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
博
罾
会
に
は
鋼
も
大
鎌
も
出
品
さ
れ
て
い
な
か
っ 

た
が
、
し
か
し
執
政
官
時
代
に
は
い
っ
て
お
こ
な
.わ
れ
次
一
八
◦「

年
の
博
覽 

会
と
続
い
て
一
八
〇
一
一
年
に
開
か
れ
た
博
覧
会
は
X
業
製
品
に
つ
い
て
周
到
に 

i

さ
れ
、
盛
大
を
き
わ
め
た
。/と
く
に
一1

回
目
の 

一

.A
〇
ニ
年
の
会
に
お
い 

て
デ
ィ
リ
ア
ジ
ャ
ン
の
ー
エ
場
主
は
彼
の
出
品
し
た
大
鎌
に
よ
っ
て
金
メ
ダ
ル

. 

を
獲
得
し
た
。

内
務
省
の
工
業
委
員̂

も
^!
^
き
製
作
技
術
'の
改
良
の
た
め
に
腐
心
し
て
い 

た
。

一
八
〇

一
年
に
は
技1 :

ギ
校
が
胄
立
さ
れ
、

研
^
の
中
央
機
関
.と

な
っ 

た
。
改
哀
奨
励
繁
も
同
じ
く
一
八
◦

一
年
の
十
月
に
設
立
さ
.
れV

い
る
。
帝

0
評

及

び

紹
.

^

. 
'

政
に
は
い
っ
て
こ
れ
ら
の
機
関
は
十
分
に
そ
の
機
能
を
発
揮
し
た
。
帝
政
初
期 

に
お
け
，る
工
業
発
展
の
成
果
は
一八
〇
六
年
の
博
覧
会
にい
か
ん
な
く

示
さ
れ 

た
。

ゥ
I
ト
の
鍛
鋼
所
主
は
彼
の
出
品
し
た
大
鎌
に
よ
っ
，て
金
メ
ダ
ル
を
得 

た
。
ま
た
年
に八
千
か
ら
.一
万
の
大
錄
を
製
作
し
た
セ
ジ
ア
の
一
工
場
主
は
銀 

メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た。

'

し
か
し
帝
政
期
に
大
鎌
を
翰
入
す
る
必
要
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で 

は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
頃
か
ら

r

我
々
の
商
業
に
とっ
て
不
利
益
な
そ 

の
輸
入
を
停
止
さ
せ
る
必
要
を
確
信
し
て
い
る

」

と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
よ
う 

に
.な
っ
た
。
現
に
一
八
 

一
◦
年
に
は
改
哀
樊
励
協
会
の
試
験
に
た
え
得
る
大
鎌 

が
製
造
.さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い.る
。
. 

.

.
金
面
的
な
外
国
依
存
か
ら
脱
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
大
鎌
に
つ

い

て

ほ

.
ぽ

自

給
の 

体
制
を
確
立
^
>る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

一
方
に
お
い
て
、
技
術
改
良
に
対
す 

る
フ
ラ
ン
：ス
人
の
努
力
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
に
は
い
る 

と
、.大
鎌
の
製
作
に
関
す
る
論
文
が
専

s:

雑
誌
に
多
く
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な 

っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
並
ん
で
諸
外
国
に
お
け
る
大
鎌
の
製
法
技
術
の 

紹
介
が
各
誌
で
活
潑
に
取4
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
有
能
な
技
師
を
も
っ 

.て
聞
え
た
■マ.
'ル
セ
.ル
：.
ド
ゥ*

セ
ル
は
海
外
に
お
..け
る
大
鎌
の
主
要
な
生
産
地 

を
視
察
し
て
、.そ
の
見
聞
記
を
一
八
〇
九
年
に
発
表
し
て
い
る
。

,

瑕
§

た
ち
ば
海
外
に
お
け
る
諸
工
場
の
能
率
に
つ
い
て
も
深
い
関
心
を
寄 

せ
、
次
の
0

^
を
^
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
义
ン
ブ|
ル
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
 

ォ
I

ス
ト
リ
ア
の
は
徒
弟
と
見
習
を
使
っ
て
罾

«
(6
0
で
一
日
に
三
五
〇 

キ
ロ
を
圧
延
す
る
こと
が

で.

き
た
と
い

う

。
.職
人
と
四
つ
.の
段
階
に
分
れ
る
見 

:

\

\

:

-
 

.
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習
と
で
あ
わ
せ
て
十
五
人
を
使
用
す
る
ピ
エ
モ
ン
9 -
ー
エ
場
主
は
年
に
三
万
六 

千
台
の
大
鎌
を
製
作
し
て
い
た
。
三
人
の
労
働
者
は
手
で
運
転
す
る
鎚
に
よ
っ 

て1
一
ダ
ー
ス
を
一
日
に
完
成
す
る
が
、
機
械
鎚
の
場
合
三
。タ
ー
ス
の
製
作
が
可 

能
で
あ
っ
た
。
チ
ロ
ル
で
は
水
力
に
よ
る
鎚
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
？
て
、
八 

人
の
労
働
者
を
使
用
す
る.一
工
場
で
一
週
^
.
に
五
百
台
か
ら
八
百
台
の
大
鎌
を 

'
つ
く
っ
た
。
こ
れ
は
ニ
..五
人
の
労
響
で
十
日
間
に
ニ
百
台
の
大
鎌
を
製
作
し 

よ
う
と
い
う
国
営
エ
場
の
計
画
を
は
る.か
に
.凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
が
し
か
か
る
報
告
が̂

^
と
な
っ
た
ば
か
り
で
妓
な
い
。
実
際
に
フ
ラ
ン 

:ス
に
お
い
て
、
労
働
者
の
訓
練
も
進
行
し
、
•
そ
.の
成
果
も
現
わ
れ
て
き
て
い 

る
。
il
/
T
f初
は
オ
ー
X
ト
リ
ア
や
ド
ィ
ッ
か
ら
労
働
者
を
招
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
と
考
え
:̂

れ
た
が
、
い
ま
や
そ
の
必
要
も
な
く
な
っ
た
。
.ま
た
政
府
は
鉄
工 

i

に
非
常
な
i

を
認
め
、
例
え.ば
工
場
主
は
税
金
の
免
除
を
受
け
、
ま
た 

そ
の
労
働
者
は
軍
役
や
人
頭
税
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
八
◦
九
年
の 

セ
ル
の
証
言
に
従
え
ば
、

「

鉄
の
製
造
に
熟
練
し
た
フ
ラ
ン
ス
入
労
働
者
を
ス
チ 

リ
ア
か
上
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
派
遣
す
る
こ
と
は
の
ぞ
ま
し
い
。
.そ
う
す
れ
ば
彼 

等
は
数
力
月
後
に
、
帰
っ
て
き
て
フ
ラ
ン
ス
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
チ
リ
ア

. 

で
製
作
さ
れ
る
と
同
じ
く
ら
い
よ
い
大
鎌
を
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に 

教
育
さ
れ
る
で.あ
ろ
う」

と
。
海
外
知
識
へ
の
関
心
は
依
然
と
し
て
強
か
っ
た 

の
で
あ
る
。
 

;

し
か
し
一
七
九
四
年
以
来
追
求
さ
札
て
き
た
目
的
は
一
八
◦
九
年
ポ
ン
ス 

ル
.
デ
ヱ
*
リ
エ
ジ
ュ
兄
弟
が
鋳
銅
の
工
場
を
完
成
す
る
に
及
ん
で
、
よ
う
や 

く
達
せ
ら
れ
た
。
彼
等
は
す
ぐ
れ
た
技
師
た
ち
の
技
術
援
助
と
政
府
の
補
助
金

,

.

八
八 

'
.

(

七
六
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■に
よ
っ
て
，一
八
一
〇
年
四
千
フ
ラ
ン
の
賞
金
と
改
良
協
会
の
金
メ
ダ
ル
を
得 

た
。
.彼
等
の
工
場
は
年
に
ル
，ッ
ボ
鋼
十
一
ト
ン
を
生
産
し
て
い
た
。

し
か
し
帝
政
の
崩
壊
、

一
八
一
四
年
の
^
め
は
一
八
一
〇
年
に
開
か
れ
た
発 

展
へ
め
可
能
性
を
押
ん
つ
ぶ
し
た
。
ラ
ィ
ン
左
岸
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
奪
わ
れ 

.

た
。
そ
し
て
鋳
鋼
の
国
産
化
の
研
究
は
以
前
に
も
増
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
関
心 

事
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て.い
っ
た
の
で
あ
る
。

四

一
八
一
四
年
か
ら
一
八
一
五
年
に
か
け
て
続
い
た
賠
償
支
払
の
負
担
の
た
め 

フ
ラ
ン
ス
は
苦
難
に
お
ち
い-p
た
。

一
八
一
六
年
に
は
員
胄
が
農
罾
夂
不
足
に 

見
舞
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
農
業
は
一
七
九
四
年
に
起
っ
た
と
同
程
度
の
混
乱
に
直 

面
し
た
。
し
か
し
今
瓯
は
生
産
設
備
が
以
前
よ
り
強
カ
で
あ
っ

.た
た
め
容
易
.に 

局
面
を
打
¥

る
こ
>
が
で
き
た
0 

.

一
八
一
七
年
改
良
奨
励
協
会
は
大
鎌
製
造
の
た
め
に
あ
ら
た
な
関
心
を

示
し 

た
。1

八一

七
年
四
月
九
日
協
会
は
ッ
ー
ル
ー
ズ
で
フ
ラ
ン
ス
産
の
鉄
や
銅
を 

用
い
る
こ
.と
に
よ
.っ
て
大
鎌
や
半
円
形
の
鎌
の
製
造
に
従
っ
て
い
.る
ガ
リ
グ
ゥ 

に
対
し
金
メ
ダ
ル
を
与
え
た
。
ス
ィ
ス
人
ヤ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ミ
ッ

ト
と
協
力
し
て 

鍛
銅
炉
十
六
基
、
機
械
鎚
八
台
を
糧
し
、
過
去
一
力
年
に
八
万
個
の
大
鎌
を 

製
造
し
た
功
績
に
よ
っ
た
。「

長
い
あ
い
だ
政
府
の
関
心
の
的
と
な
っ
た
力
_ 

や
半
円
形
の
鎌
の
製
造
は
農
機
具
工
業
に
と
っ
て
大
き
な
利
益
が
あ
る

°.
ッ
ー 

ル
ー
ズ
の
こ
の
エ
場
は
王
国
の
大
部
分
に
対
し
供
輪
す
る
こ
と
；が
で
き
る
で
あ 

ろ
う」
と
さ
え
い
わ
れ
た
。

帝
政
も
ま
.た
フ
ラ
：ゾ
ス
に
欠
く
こ
の
エ
業
を
拫
気
ょ
く
奨
励
^
た
。
か
く
て 

一
八
一
六
年
か
ら
一
八
一
七
年
に
か
け
て
全
フ
ラ
.ン
ス
で
七
万
一
一
千
台
し
か
製 

造
さ
れ
な
か
っ
た
大
鎌
が
、.一
A1

九
年
に
は
ガ
リ
グ
ゥ
の

H

場
だ
け
で
五
万 

も
製
作
さ
れ
た0

「

エ
業
の
こ
の
新
し
い
部
朽
の
進
歩
的
な
状
態
は
フ
ラ
ン
ス
' 

の
工
業
製
品
で
お
お
か
た
我
々
の
必
要
を
間
に
合
わ
せ
、
そ
し
て
ま
も
な
く
外 

国
の
大
鎌
の
輸
入
を.停
止
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
る

」

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
楽 

観
的
な
こ
の
見
方
も
決
し
て
根%
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。：

現
に
金
属
加
工
業
は
急
速
な
仕
方
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ

し

て

い

ま
や 

「

工
業
と
農
業
に
対
し
そ
れ
ま
で
ド
ィ
ッ
や
ィ
ギ
リ
ス
に
仰
い
で
い
た
必
要
な 

道
具
を
供
給」

し
得
る
段
階
に
達
し
て
い
た
。

一
八
ニ
七
年
の
博
覧
会
に
は
五 

つ
の
県
が
.フ
ラ
ン
ス
産
の
鋼
で
で
き
た
大
鎌
を
出
品
し
て
い
る
。

「

工
業
の
こ 

の
部
は
今
日
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
栄
え
、
鋼
の
製
造
に
お
い
て
起
っ
た
ま
ゑ 

は
大
鎌
円
形
の
鎌
の
価
格
と
質
に
対
し
有
利
に
作
用
し
た

」

。当
時
ッー

ル 

丨
ズ
で
は
そ
の
生
産
量
が
十
二
万
台
に
も
達
し
て
い
た
と
い
ぅ
。

.
金
属
の
質
的
優
越
と
生
産
量
の
填
加
に
ょ
っ
て
フ
ラ
.ン
ス
金
厲
工
業
は
国
内 

市
場
を
独
占
す
る
こ
と
、が
で
き'た
。
そ
の

と
き
^
来
ワ
ラ
ゾ
ス
に

お
け
る
大
鎌 

め
製
造
も
本
格
化
し
、
国
内
の
需
要
を
完
全
に
満
す
ょ
ぅ
に
な
っ

'た
。
南
仏
の 

九
県
と
，フ
ラ
ン
ス
東
部
は
そ
の
特
産
地
と
し
て
国
内
取
引
を
一
手
に
弓

.受

.け 

た
。
.大
鎌
の
勝
題
は
こ
こ
に
完
全
な
解
決
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

五

一
七
九
四
年
か
ら
一
八
四
五
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
半
円
形
の
鎌
.か
ら 

‘
書
評
及
：ひ
招
介

.

大
鎌
べ
の
徐
々
な
交
替
が
起
っ
た
。
次
に
氏
は
こ
の
過
程
に
つ
い

て
観
察
し
て
. 

い
る
。
 

'

■

大
鎌
の
使
用
に
対
す
る
多
く
の
偏
見
は
長
い
あ
い
だ
の
こ
っ
た
。
半
円
形
の 

鎌

で

刈

れ

ば

，麦

顚

'

を
規
侧
JE
し
く
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
る
い
銮
は
.除 

か
れ
、
小
麦
は
よ
り
容
易'に
#1
;
穀
す
る
と
と
が
で
き
る
。
.
半
円
形
の
鎌
は
切
株 

を
高
く
の
こ
し
て
切
る
こ
と
が.で
き
る
。

一
別
り
の
穀
草
は
長
さ
八
十
セ
ン
チ 

.
を
越
え
な
い
。
墓.は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
最
大
の
利
益
の
た
め
.に
長
く
の
こ
さ
れ 

る
。
小
作
人
は
土
地
に
施
肥
す
る
手
段
を
そ
こ
に
み

る
。

ま
た
麦
藥
は
賃
貸
家 

畜
に
対
し
飼
料
と'な
る
。
半
円
形
の
鎌
で
の
刈
入
は
落
穂
拾
い
を
よ
り
効
果
的 

に
す
る
と
い
う
^

判
を
持
っ
た
。
® :

民
は
同
時
に
彼
の
家
の
屋
根
を
ふ
く
の
に 

役
立

つ̂
に

つい
て
用
益
権
に
恵
ま
れ
た
。f

は
大
鎌
が
う
ず
ら
や
し
ゃ
こ 

の
巣
を
破
壊
す
る
と
い
っ
た
。
し
かじ
こ
の
よ
う
な
議
論
は
多
く
.の
腕
を
必
要

と
す
る
お
そ
い
労
働
に
対
す
る
別
入
入
夫
の
こ
の
.み
か
ら
起
っ
た
も
.
の
.で
あ
っ.

. 

.

.

.

: 

,

た
。

’:

. 

.

■

.

.
か
か
る
議
論
に̂
し
て

十
八
世
紀
の
末
に
農
学
者
の
よ
り1

的
な
議
論
が 

加
わ
っ
た
。

一
七
九
六
年
に
テ
，ブ
ィ
土

 
.の
修
院
長
は
犬
鎌
に
反
対
し
て
半
円
形 

の
鎌
に
賛
成
し
た
。
主
た
る
根
拠
は
、
.も
し
切
株
が
ま
っ
た
く
な
く
な
る
と
土 

地
.■は
よ
り
急
速
.に

乾

燥

し

て

耕

作

が

よ

.
り

困

難

と

な
り
、復
旧

.
の
た
.：
め

の

肥

料 

.

に
不
足
す
る
と
い
う
と
ど
ろ
に
あ
っ
た
。
い
ま
だ
大
鎌
は
小
麦
の
収
獲
の
と
き 

に
臨
時
的
に
ま
た^ -
^

‘的
に
利
用
さ
れて
：い
f c

に
す
ぎ
な
い。

十
九
世
紀
の
初 

.

頭
に
大
鎌
の
使
用
が
農
学
者
に
よ
り
勧
告
さ
れ
た
。
彼
#
ば
先
駆
者
あ
る
い
は 

.

.理
論
家
.と
し
て
一
'七
八
.六
年
..か
ら
.一八
'一四
年
に
か
け
て
こ
の
，ニ
つ
の
鎌
の̂

八

九

h
七
六
一)



点
を
比
較
し
た°-
,か

く

て

大

鎌

が

收

獲

：に

要

す

る

時

调

を

三

分

の

：
ー
，
に

縮

小

す 

.
る
こ
と
、
か
た
大
鎌
は
切
株
を
よ
り
長
く
の
こ
.す
こ
と
が
認
め̂

れ
る
よ
ぅ
に
：
 

，

た
。
 

一

.'

こ
の
議
論
は
決
定
的
な
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
。
；時
間
は
瞄
値
を
持
た
な
い 

し
、
'労
働
力
ば
豊
富
に
あ
っ
た
し
、、
ま
た
ル
ィ
十
瓦
世
や
ル
ィ
±

ハ
11
!
:
の
治
下 

べ
で
は
い
ま
だ
に
大
経
営
が
荐
続
じ
て
い
た
だ
め
で
あ
っ
た
ヶ
必
要
が
あ
ら
ゆ
る 

偏
見
を
沈
黙
さ
せ
た
の
は
革
命
の
#
代
ど
同
じ
時
期
で
は
な
が
っ
た
。

一
ゼ
九 

ニ
年
と1

七
九
.五
年
の
戦
争
は
労
働
カ
を
覦
少
せ
し
め
た
。.
か
ぐ
て
農
工
委
員 

会
は
大
鎌
の
使
用
を
勧
告
す
る
よ5
に
な
っ
た
。
刈
入
れ
を
よ
り
申̂
り

早
く 

す
る
方
法
に
つ
い
て
の
議
論
は
徐
々
に
帝
政
の
下
で
拡
大
し
、

^

^
と
耕
^

 ̂

の
増
加
を
惹
き
起
し
た
国
有
財
産
の
賈
却
ど
共
有
地
の
分
割
を
起
し
た
農
業
立 

法
.や
相
続
法
に
よ
っ
て
こ
の
考
え
方
は
促
進
さ
れ
た
。
,
こ
れ
は
ま
た
犬
経
営
を 

信
仰
す
る
重
農
学
派
の
農
学
者
の
も
っ
と
も
恐
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し 

か
し
現
実
に
小
規
模
の
保
有
者
は
以
前
の
大
規
模
释
営
に
お
げ
る
と
同
じ
く
刈 

入
れ
の
た
め
厳
密
に
専F5
化
さ
れ
た
労
働
力
を
雇
懂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

農
業
奴
が
営
に
お
け
る
こ
の
変
化
が
大
鎌
の
採
用
を
促
進
す
る
力
と
な
っ
た
の
で 

ぁ
っ
た
。

帝
政
の
時
代
に
知
事
の
報
告
や
州
の
統
計
は
ニ
つ
の
方
法
を
比
較
す
る
こ
と 

を
忘
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
半
円
形
の
鎌
で
刈
る
方
が
高
い
費
用
と
な
っ
た
こ
と 

を
伝
え
て
い
る
。
オI
ベ
に
お
い
て
は
労
働
者
の
賃
銀
の
維
続
的
な
増
加
に
よ 

っ
て
、
大
鎌
を
利
用
す
る
方
が
三
分
の
一
で
す
ん
だ
.と
い
ぅ
。

フ
ラ
ン
ス
の
北
部
の
諸
地
方
は
帝
政
期
に
大
鎌
を
採
用
し
t

o
そ
れ
は
、
大

,

:: 
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鎌
を
少
，し
も
使
用
し
な
.い
と
^
^
し

たマ
ル
ヌ
の'
知
事
の
勧
告
によ
っ
たO

モ 

ン
ブ
テ
ン
の.知
事
は
、
収
獲
が
お
く
れ
た
と
き
、
小
さ
な
鎌
を
都
合
の
よ
<,
な 

'い
も
の
.と
し
て
'そ
の
使
用
に
反
対
し
て
抗
議
し
た
。

「

人
々
は
■そ
れ
を
大
鎌
に 

か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
は
い
ま
小
麦
を
小
さ
な
鎌
で
刈
り
入
れ
て
い
る 

が
、
し
か
し
慣
習
は
ま
っ
た‘く
そ
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

」

と 

.彼
は
漶
し
ん
だ
。
収
獲
が
お
く
れ
た.と
き
、
ア
ン
で
は
大
鎌
に
対
し
て
半
円
鎌 

知
放
棄
し
.た
。
ま
た
：ー
方
に
お
い
て
第
ー
帝
政
の
時
期
を
通
じ
畠
さ
五
〇
セ
ン 

チ
ヵ
ら
六
0
セ
ン
.チ
の
短力
1
柄

-
の

フ

ラ

ン

ド

ル
，の
鎌
を
^
ff
l
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
半
円
形
の
鎌
と
大
鎌.の
折
衷
が
考
え
ら
れ

V

い
た
。

ノ
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
長
い
柄
の
大
鎌
へ
扨
り
換
え
る
た
め
に
は
幾
多
の
曲
折 

が
あ
っ
た
。
当
時
も
っ
と
も
進
歩
的
と
い
わ
れ
た
ロ
I
シ
エ
フ
ォ
丨
ク
丨
ル. 

リ
'ア
ン
コ
-
公
の
証
言
は
よ
く
こ
の
事
情
を
説
明
し
て.い
る
。
製
造
®

と
し 

て
ま
た
保
有
地
の
よ
き
馨
者
と
し
て
の
過
去
の
体
験
か
ら
彼
は
一
八
一
四
年 

に
次
の
こ
と
を
証
言
し
た
。.い
わ
く
、

「

若
干
の
耕
作
者
は
、
半
円
形
の
鎌
に
か 

わ
っ
て
三
日
月
鎌
で
そ
の
小
麦
を
馭
獲
し
た
。
.若
干
の
他
の
耕
作
者
は
、
収
攫 

期
に
絶
え
ず
そ
こ
に
現
，わ
れ
短
か
い
柄
を
持
つ
小
型
の
大
鎌
で
小
麦
を
刈
る
フ 

ラ
ン
ド
ル
か
ら
の
移
住
者
に
よ
っ
て
収
獲
さ
せ
た
。

…
…

こ
の
方
法
は
若
干
の 

農
学
者
に
よ
っ.て
批
難
さ
れ
放
棄
さ
れ
た
。
.
そ
れ
は
土
地
か
ら
よ
り
手
取
り
早.
 

く
、
‘そ
し
て
よ
り
均
等
に
き
る
と
い
ぅ
利
益
を
持
っ
た
が
、
し
か
し
半
円
形
の 

鎌
よ
り
よ
り
多
く
実
を
の
こ
し
た

」

と
。
か
く
て
彼
は
半
円
形
の
鎌
に
再
び
も 

ゼ
る
た
め
に
こ
の
方
法
を
放
棄
し
た
。

.
し
か
し
大
鎌
の
工
場
の
発
展
に
対
溶
し
て
、
大
鎌
の
使
用
は
半
円
形
の
鎌
の

使
用
と
ほ
と
ん
ど
同
一
程
度
の
普
及
を
示
す
よ
ぅ
に
な
つ
た*
'

こ
れ
は
一
八
〇 

六
年
か
ら
一
八
一
セ
申
に
か
け
て
の
時
期
に
あ
た
り
、
技
術
者
の
活
蹯
に

よ

つ
. 

た
。

一
八
一
七
年
か
ら
一
八
ニ
七
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
に
大
鎌
の
工
業
が
繁 

栄
し
た
の
は
鉄
工
業
の
発
展
と
王
政
復
古
期
に
お
け
•る
農
業
の
繁
栄
を
亲
す
。 

平
和
回
復
の
た
め
農
業
は
活
況
を
呈
し
、
過
剰
生
産
の
恐
れ
さ
え
廒
じ
ら
れ
る 

ほ
ど
で
あ
つ
た
。
そ
の
と
き以
来
大
工
業
に
.よつ
て
刺
戟
さ
れ
て
多
く
の
満
足 

す
ベ
き
道
具
が
供
給
さ
れ
、
農
*
で
は
収
獲
時
に
大
鎌
が
全
面
的
に
採
用
さ
れ 

る
よ
ぅ
に
な
つ
た
の
であ
つ
た
。
そ
し
て
自
動̂

入
機
从
導
入
さ
れ
る
十
九
世.
 

紀
末
ま
で
大
鎌
は
刈
入
の
た
め
の
満
足
す
べ
き
道
具
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
農
業
に 

お
い
て
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。■ 
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1経
営
方
針
と
利
益
計
画
！』

' 

.

.

‘
最
近
.あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
企
業
释
営
の
合
理
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
.で
あ 

る
が
、
そ
の
課
題
の
一
つ
に̂

3
計
画
の
設
^
並
ぴ
に
実
施
の
基
礎
と
し
て
の.
 

計
数
的
資
料
に
関
す
る
問
題.が
あ
る
。
序
文
に「

こ
の
こ
と
は
、
最
近
欧
米
各
， 

国
に
お
い
て
ま
す
ま
す®

0
計
画
の
.設
定
£.
仅
立
つ
会
計
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ 

に
関
す
る
文
献
が
激
増
し
づ
つ•.あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か 

る
に
従
来
わ
が
国.に
お
い
て
は
こ
れ
に
関
す
る
.ま
と
ま
っ
た
文
献
は
殆
ん
ど
な 

書

評

及

び
.紹

介

ぃ

a
あ
る
に
し
て
も
外
国
文
献
の
紹
介
で
あ
り
、
わ
が
国
の
企
業
実
務
と
結
び 

つ
い
た
も
の
で
は
な
い
。

」

と
あ
る
よ
ぅ
に
、本
書
は
こ
れ
に
関
す
る
理
論
を
実 

務
へ
の
適
用
.を
考
慮
し
•て
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
実
務
に
経
験
の
深
い 

執
筆
者
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
は
本
書
の
特
微
で
あ
る
。
本
書
は
大
き
く
八
つ
に 

区
分
し
得
る
の
で
、
以
下
順
次
に
述
：ベ
よ
ぅ
。

.経
営
計
画
の
基
礎 

松
本
雅
男 

,
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
企
業4
計
の
基
礎
構
造
が
説
明
さ
れ
、
释
営
方
針
の
.
 

決
定
、
利
益
計
画
の
決
定
、
予
算
の
編
成
に
論
及
し
て
い
る
。
計
画
の
た
め
の
会 

.計
と
管
理
の
，た
め
の
会
計
が
密
接
な
関
連
を
有
し
、
殊
に
計
画
実
施
の
過
程
に

.
 

お
い
て
新
し
い
計
画
が
な
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
計
画
I
管
理
丨
計
画
と
不
断
に 

継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注'意
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
単
に
松
本 

氏
の
所
見
.が
展
開
さ
れ
る
だ
け
で
な
く、(
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等
の
Î
用
批
判
が
な 

一
さ
れ
て
い
る。.
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