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書

.
ポ
ル
シ
ェ
ネ
フ
著

『

フ.
.P

ン
ド
の

.

.

乱
前
の

.

フ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
暴
動

』

フ
ロ
シ
ド
の
部
は
突
然
に
起
？
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
先
立
ゥ 

てH
C

二
三
年
か
ら
一
六
四
八
ギ
の
問
に
各
地
で
暴
動
が
頻
発
し
、
暴
動
の
発 

生
を
み
な
い
年
は
な
い
ほ
ど
で
あ
ゥ
た
。
こ
れ
ら
の
暴
励
に
っ
ぃ
て
は
と
れ
ま
. 

で
多
く
辦
説
書
に
お
い
て
醜
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
專
門
的
に
ま
と
ま
っ
た 

研
究
書
と
い
シ
も
の
が
な
か
ゥ
た
。，
し
か
し
ロ
シ
ア
の
歷
史
家
ポ
ル
シH

ネ
フ 

に
よ
っ
て
こ
の
空
白
は
完
全
に
埋
め
ら
れ
た
"
資
重
な
成
果
と
い
わ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。1

九
五II

年
そ
の
独
訳
が
刊
行
さ
れ
、-本
書
は
我
々
に
と
っ
て
よ 

う
や
く
身
近
か
な
存
在
と
な
っ
た
。

：

/:.
.

‘ 

富
な
史
料
に
よ
り
な
が
ら
ポ
ル
シ
ュ
、不
フ
は
本
お

S
I

に
お
い
て
ニ

一

つ
：
の
こ
と 

を
架
そ
う
と
し
た

0

一
 

つ
は
、

H

ハ
ー

1

三

架

か

ら

1

六
S

A

ギ

に

か

.
け

て

頗

務

し 

た
暴
動

0

う

ち

主

要

な

も

の
に
い
て
個
々
に
研
究
を
重
ね
て
行
く
と
い
う
作 

業
で
あ
ゥ
た
。
：そ

の

&

と
に
よ
：
り
ポ
ル
シ
エ
ネ
フ
は
こ
の
，

に

起
：：

ゥ
た
暴
動 

に

み

ら

れ

る

典

通

：
の

特

徵

を

引

出

そ

/

クと
，；
J

た
。

ニ

ニ

ぺ

-

ジ

か

ら

ニ

g
j

四
ペ 

I

ジ
に
わ
た
る
第

1

編
の
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヒ

は

、

，
1.

六
ニ
ー
九
年
に
ス
ル

•

書

：評

マ
ン
デ
ィ
で
起
っ
た
暴
勘
に
つ
い
て
特
殊
研
究
を
試
み
る
こ
と
で
あ
マ
た
。

ニ 

四
九
ぺ
ー
ジ

か

ら

四

一

五
べ
！
ジ
に
わ
た
る
第
二
編
で
ポ
ル
シ
エ
ネ
フ
は
そ
れ 

を
果
す
。

こ
の
暴
動
は
知
ら
.れ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
少
な
く
、
従
っ
て
貴
重
な 

部
分
と
い
え
よ
う
。

ニ

1

は
、
研
究
の
成
果
に
照
し
て
フ

i

シ
ド
の
乱
を
位
置
づ 

け
る
と
い
う
作
業
で
あ
っ
た
。
四

I

九

ぺI

ジ
か
ら
四
A

三

べ

ー
ジ

に

わ

た

る 

第
二

1

綴

が

そ

れ

セ

"

あ

を.
’

問
題
は
、

フ
ロ
ン
ド
の
乱
が
封
建
！

^

動
.か
ど
う
か
ま 

た
市
民$

叩
へ
の
努
力
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
も
う
た
。
ポ

ル

シ

H
ネ

.
フ
は
十 

七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
，け
る
市
民
の
勘
向
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 

フ
ロ
ン
ド
の
乱
が
市
民
苹
命
に
つ
な
が
る
努
力
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
ろ
う 

と
し
な
い
。

.

ポ
ル.
シ
エ..ネ
•.

フ
に
と
っ
て
フ
ロ
ン
ド

.

の
乱
は
絶
対
主
義
フ
ラ
ン
ス
， 

め
社
ム
1
^

構
造
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
ち
っ
た
。

フ
ロ
ン
ド
の
，
部

は

r

ガ
四A

年
に
起
り
、

-

I

六
五
三
年
ま
で
続
い
て
い
る
。 

と
の
前
後
は
：
フ
ラ
ン
ス
ヤ
暴
動
が
‘頻

発

し

た

時

期

で

あ

っ

す

な

わ

ち

ニ

六 

一
一
三
年
か
ら

T

六
S

A

ハ
牛
に
か
け
て
、
農
村
や
都
市
で
暴
動
が
，発
生
し
、

ま
た 

H

ハ
五
三
年
か
ら

I

六
七
五
年
の
時
期
に
同
じ
く
暴
動
の
頻
発
を
み
た
。

ポ
ル
シ
エ
ネ
フ
に
：と
ゥ
て
フ
ロ
ン
ド
の
乱
は
絶
対
主
義
の
社
造
に
対
す 

る
政M

の
最
大
の
，も
め
で
あ
っ
た
。：
フ
：ロ
ン
ド
め
乱
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ 

れ
に
先
立
つH

十
五
年
間
.に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
；と
が
肝
要
で
あ
る
◊
筒
知
の 

如
く
、一 
.
こ

の
時
期
に
は
：農
村
や
都
市
で
貧
よ
る
暴
勘
が
頻
発
し
た
。
ス 

.

ロ
，ン
ド
の
乳
は
、：.

.
ポ
ル
ダ
工

/

ネ

フ

，，
に

よ

れ

.
ば
、

.

こ，
.れ
ら
の

.

暴
動
.に
そ
の
遠
因
が 

.

.あ
っ
た

。
.，

‘
'
.
.
.
.
こ

.

.こ

.

で
は
フ
ロ
ン
ド
の
乱
が
そ
う
し
た
暴勘

， .

の
一
.
環

と

し

て

把

握

さ

. 

れ
て

.

い
る
。
途
来
の
説
明
で
は
、ポ
ル
シ

H

ネ
フ
に
よ
れ
ぱ

>

こ
の
点
に
適
切
な

五

七(

ニ 一

五)

I

i

I



理
解
を
欠
い
て
い
た
。
'
こ
れ
ら
の
暴
励
が
単
に
局
地
的
な

も
の

.

と
み
な
さ
れ
、
 

何
の
重
要
性
も
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

：

と
れ
ら
の
暴
動
は
す
べ
て
新
し
い
税
の
採
用
や
財
政
制
度
の
改
編
で
租
税

負 

;

担
が
増
加
し
た

結
果
とし
て
起
ゥ
た
。
従

ゥ
て
暴
動
は

ニ
：

1

十
年
戦
翁
に
よ
る
，財
：
 

政
ま

出
の増
大
に
起
因
し
た
の
で
あ
？
た
。
従
来
の
説
明
で

は
、.
こ
れ
ら
の
，
暴 

勘

の

^
^
|
^
者

を

単

に

大

貴

族

.

族

，
政
府
の

役
人
とみ
な
し
て

い
る
。
し
か 

し
ポ
ル
シ
ェ

ネ
フ
，
に
よ
れ
ば
、

か
か
る
見
解
は
根
辦
の
な
い

も
の
であ

っ
た
。 

暴

動
は
あ
く
ま
で
も
然
発
生
的
で
あ
り
、
市
民
や
貴
族
が
と
れ
を

利

用

し

た 

と
.

い
う
の
が
ポ
ル
シ
.エ
ネ
.フ
の
立
場
で
も
.ゥ
た
0.

.

.

.

.

.

こ
れ
ら
の
暴
励
は
も
う
と
も
貧
困
な
層

.

に

よ.
り
企
て
ら
れ
た
暴
動
，で
あ
ゥ 

た
0

農
村
で
は
下
層
農
民
が
そ
の
主
軸
を
構
成
し
て
い
た
。
都
市
で
は
無
産
者 

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
が
主
体
で
あ
，
ゥ
た
。
：
小

親

方

.

職

人

，
徒
弟
が
こ
れ 

.

に
続
い
た
。

た

と

え

ぱ

デ

ィ

ジ

H

ン
で
は
葡
萄
栽
培
者
，に
よ
る
暴
動
が
あ
ゥ 

た
。
ボ

ル
ド
I

で
は
桶
職
人
が
反
抗
し
た
。
そ
の
ほ
か
で
は
靴
職
人
.
.
染
色
職 

人
•

金

物

職

人
.

石

工.
時
，計

職

人
.

エ
.

大

工.

宿

の

主

人

.

肉

屋

， 

復

員

兵

士
.

浮

浪

者.
乞
食
の
暴
励
が
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
全
土
の
ほ
と
ん
ど
三 

分

の一

が

そ

れ

に

養

ま

か

た

.

.と
い
わ
れ
る
0

そ
れ
ら
は
生
活
の
最
低
限
の
灌 

保
す
ら®
^

な
下
層
者
に
よ
る
暴
励
で
あ
ゥ
た
。
下
層
者
と
い
ゥ
て
も
決
し
て 

同
質
の
集
団
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
種
々
異
質
な
要
素
を
含
ん
で
い
た
こ
と 

い
う
ま
で
も
な
い
。

,

こ
れ
ら
の
暴
励
は
、

'

ポ
ル
シ
ェ
ネ
フ
に
よ
れ
ば
、
王
権
に
直
接
反
対
す
る
暮 

照
で
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
封
建
制
に
反
対
す
る
暴
励
で
あ
ク
た
。
農
村
に
お
け

:

五

八(

ニ
一
 六

：}

る
反
抗
は
新
し
い
鋭
の
徵
集
を
諧
負
っ
た

人
々
の
生
命
や
財
産
に
対
す
る

攻
撃 

と
し
て
始

ま.
っ
た.
.

.

ま
た
同
時
に
、

.

.

.翁
し
い
を
購
入
し
；

y

め
こ
と
に
よ
り 

税
を
免
か
れ
下
層
め
農
民
に

対
し
人
頭
税
を転
嫁
し
た
人
々
も
攻
撃
の
対
象
と 

な
っ
た0 
,暴
徒
は
屋
敷
に
放
火
し
、
.
木
を

倒
し
、
葡
萄
を引
抜
い
た
0

実
際
は 

富
農
がI
s

人
や
政
府
の
役
人
に

な
ゥ
た
の
で
、
暴

徒

は

何

の

暢

躇

も

ず

富 

農
の
屋
敷
を
S

し

た

。

ま

た

暴

徒

は

租

税

.の

重

圧

に

反

対

す

る

と

同
時
に

サ 

建

権

力

，
教
会
に
よ
る
十
分
の
一
税

.

8

制
度
に
反
対
し
、

0

の
館
に
放 

火
し
た
。都
市
に
お
い
て
暴
徒
は
市
長
や
助
役
、
霸

所

の役
人
や
教
税
請
負 

人
の
屋
敷
を
破
壊
し
た
。

ぱ
し
ぱ

リ
シ
ュ

リ

ユ

やル
ィ
十
三
：

5
=

一
の
肖象

：；：： 

路
上
で焼
捨
て
ら
れ
た
。
危

險
に
さ
ら
さ
れ
た
の
は
、

®

王
の
よ
ぅ
に
、
：；；̂
連
権 

力
で
直
接
に
刮
益
を
得
て
い
る
層
、
ま
た
は
農
村
や
都
市
の
上
層
の
よ
ぅ
に
、

ン徴
税
で
問
接
に
利
並
を
得
て
い
る
人
々
で
あ
っ
た
。
攻
撃
さ
れ

た
の
よ
、

ポ
レ 

シ
ェ
ネ
フ
に
.

よ
れ
ば
.、
.
封
建
階
級
で
あ
っ

.

た
0

十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
封
建
社
会
で
あ
っ
た
。
経
済
体
制
と
生
産
組 

織
は
す
ぐ
れ
て
封
建
的
で

.

あ
り
、
生
産
甲
段
は
封
建
階
級
に
属
し
て
い
た
。
ま 

た
若
モ
の
都
市
に
権
力
が
集
中
し
て
い
た
。
十
七
世
紀
を
通
じ
て
封
建
体
制
が 

支
配
的
で
あ
り
、

j

七
八
ル
，年
の
大

$

に
い
た
，
っ

て

そ

れ

に

決

定

的

な

終

止 

符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
？
た
。
過
重
な
課
税
は
、

ポ
ル
シ

，

H

ネ
フ
に
よ
れ
ぱ
、 

都
市
と
そ
の
商
工
業
に
対
す
る
封
建
的
支
配
の
表
現

‘

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

.

課
税
に
よ
っ
て
国
家
は
都
市
に
対
し
封
建
的
特
権
を
行
使
す
る
。
封
建
貴
族 

は
鞋
资
的
な
優
位
を
保
ち
、
国
家
は
，
こ
れ
ら
経
资
上
の
優
位
を
保
つ
階
級
の
た 

め
の
怜
取
手
段
で
あ
っ
た
。
絶
対
主
義
国
家
は
摊
取
機
関
と
し

'

て
機
能
し
、
役

職
や
軍
役
を
貴
族
に
引
受
け
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
課
锐
に
よ
っ
て
調 

達
し
た
。
絶
対

‘

王
政
は
、

ポ
ル
シ
ェ
ネ
フ
に
よ
れ
ば
、

よ
り
多
数
を
摊
取
す
る 

た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
絶
対
君
王
は
政
治
権
力
を
集
中
し
、
単
に
そ
の
こ
と 

だ
け
で
領
主
的
特
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
絶
対
君

W

ほ
封
建
体
制
を 

維
持
し
、
そ

の

第

‘

i

の
受
盤
者
で
あ
り
、
第
一
級
の
領
主
で
あ
ゥ
た
。
絶
対
君
王 

は
、
ポ
ル
シ
ェ
ネ
フ
に
よ
れ
ば
、
一
獵
の
大
土
地
所
有
者
で
あ

.

ゥ
た
。
君
主
は

：

t

 

建̂

を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
ぅ
て
：；

^

建
資
族
と
し
て
の
優
位
を
維
持
し
た
。 

従
ゥ
て
絶
対
主
義
！！
家
は
ぜ
建

1
1

家
で
あ
ゥ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、
封
建
制
度 

の
擁
護
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
貴
族
的
に
支
配
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
。

「

十
七 

货
紀
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
主
義
国
家
は
爱
族
国
家
で
あ
り
、
従
っ
て
十
セ
世
紀
の 

フ
ラ
ン
ス
社
会
は
封
建
社
会
で
あ
る

」

。

.

ポ

ル

シf

不
フ
は
こ
こ
で
封
建
的

.

封

建

主

義

.
封
建
制
と
い
ぅ
言
葉
を
マ 

ル
ク
ス
が
用
い
た
意
味
に
お
い
て
使
い
、
.
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
が
對
建
的
生 

産
1

の
段
階
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
封
建 

的
生
産
様
式
は
、

シ

4
n

で
は
！
一
千
ギ
以
上
に
わ
た
り
存
在
し
、
西

m

 

I
 

口
ブ，

\

 

に
つ
い
て
い
え
ば
ロ

 

-

マ
帝
国
が
崩
壊
し
た
五
世
紀
か
ら
低
地
諸
邦
で
は
十
六 

世
紀
の
市
民
f

ま
で
存
続
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
七
世
紀
ま
で
、
そ
し
て
フ 

ラ
ン
ス
で
は
一
セ

<

九
.

年

ま

で

続

い

た

。
，
ロ

シ

ア

で

は

九

世

紀

か

ら

 

一A

六
ニ 

¥

の
農
民
解
放
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
生
産
関
係 

の
基
礎
が
領
主
に
よ
る
土
地
め
所
有
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
封
建
社
会
の
.
甚
本
的 

.

な
経I

則
は
封
建
領
主
の
必
要
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
余
剰
生
産
の
獲
得
に 

あ
っ
た
。
そ
れ
は
農
民
の
掉
取
に
よ
り
ぎ
現
さ
れ
る
。
領
主
は
そ
の
土
地
の
利

書

P ]

用
を
農
民
に
委
ね
、
そ
れ
に
よ
ゥ
て
農
民
を
服
属
せ
し
め
る
が
、
も
は
や
農
民 

は
奴
織
で
は
な
い
。

一

方
農
民
は
土
地
の
利
用
を
世
襲
的
に
引
受
け
る
こ
と
に 

よ
ク

て
領
主
に
対
し
封
建
地
代
を
支
仏
ぅ
。
換
言
す
れ
ば
農
民
は
、

分
や
家 

族
の
生
活
に
必
要
な
生
産
物
を
生
産
し
て
領
主

.

に
対
し
、
，
賦
役
の
形
で
余
剰
労 

働
を
提
供
し
、

.

ま
：た
余
剰
生
産
物
を
現
物
か
貨
幣
で
貢
祖
と
し
て
提
供
す
る
。 

領
主
に
魏
従
す
る
農
民
の
搏
収
が
封
建
社
会
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
。
十
七
世 

紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
封
建
制
度
が
資
本
家
的
生
産
関
係
の

i

で5
E

壊
し
始
め 

た
が
、
封
建
制
度
は
依
然
と
し
て
根
強
い
存
在
で
あ
マ
た
。

,
こ
ぅ
い
っ
た
情
か
ら
ポ
ル
シ
ェ
ネ
フ
は
頻
発
し
た
暴
励
が
失
敗
し
た
理
由 

を
説
明
し
て
い
る
。
農
民
の
暴
動
は
も
し
そ
れ
が
労
働
者
に
よ
り
指
導
さ
れ
る 

の
で
な
い
な
ら
ば
成
功
し
セ
い
。

し
か
し
十
七
世
紀
の
段
階
で
は
労
働
條
級
の 

生
長
は
未
熟
で
あ
り
、
對
建
秩
序
に
反
対
し
て
起
.
ゥ
た
闘
争
を
指
導
す
る
に
は 

思
想
的
に
も
無
力
で
あ
っ
た
。

一
方
暴
徒
は
そ
の
敵
対
者
と
し
て
絶
対
主
義
の 

甚
礎
を
形
成
す
る

i
i
s

層
を
持
っ
て
い
た
。
爱
族
や
僧
侶
が
敵
で
あ
り
、
注

： 

す
べ
き
は
市
民
も
ま
た
そ
の
敵
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
一
七
八
九
年
の
革
命 

の
際
に
は
市
民
が
農
民
や
下
層
者
と
周
く
結
合
し
て
い
た
。

事
実
に
お
い
て
爱
族
は
絶
対
主
義
下
の
支
配
階
級
な
い
し

'

第
.

一
の
受
益
者

A
J

 

し
て
絶
対
王
政
の
た
め
の
活
動
的
保
護
者
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
。

一
六
三
五 

年
に
は
ボ
ル
.

ド
一
で
、

一
六
四
四
年
に
は
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
で
、
貴
族
は
暴
動
の
'弾 

圧
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
。
し
か
し
/
.
/
の
こ
と
は
貴
族
が
つ
ね
に
国
王
の
側
に 

あ
っ

た
と
い
ナ
こ
と
で
は
な
い
。
：
園
王
.に
よ
る
租
鋭
の
徵
集
は
貴
族
に
よ
る
封 

建
地
代
の
取
立
て
を
妨
害
し
た
。

か
く
て
貴
族
は
租
税
に
反
対
し
て
し
ば
し
ば

■ 

五

九(

ニ
一
 

七)

t
t

t

I

}

}

I

I



農
民
の
暴
励
を
支
持
し
た
。
他
方
に
お
い
て

'

貴
族
は

.
V

の
政
治
的
利
益
の
た
め
： 

に
こ
の.暴
動
を
利
用
し
よ
う
：

A
J

し
た
。

し
か
し
決
矩
的
な
瞬
問
に
お
い
て
、
貴 

族
は
暴
徒
を
見
捨
て
も
し
く
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
ポ
ル
：
シ

H

ネ
フ
は.貴
族
：
の 

示
し
•た
抵
度
を
あ
う
概
説
す
る
。
：

教
会
も
ま
た
暴
徒
に
は
反
対
で
あ
う
た
。
舉
；
置

は

服

従

を

：
勧

告

，
し

た

0
. 

r

王
に
反
対
し
て
立
上
る
者
は
神
に
反
対
し
て
立
上
ゥ
た
の
で
あ
る
。

何
と
な
、 

れ
ぱ
エ
は
地
上
に
お
い
て
我
々
の
神
と
な
る
.た
め
神
に
よ
っ
て
我
々
に
対
し
与 

え
ら
れ
た

…
…

か
ら
で
あ
る
。

王

に

対

し

我

々

は

神

に

な

ら

っ

て

畏

敬

,

尊 

敬
*

服
従
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」

。

こ
れ
が
教
会
の
言
分
で
あ
う
た

0
 

‘
， 

教
会
は
資
族
め
立
场
を
强
く
擁
護
し
た

。

' 

ま
た
と
き
に
は
暴
徒
に
反
対
し
て
武 

器

を

と

る

こ

も

あ

マ

た

。
例
え
ぱ
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
一
六
三

0

年
に
教
ム
‘
I

 

暴
動
に
反
対
し
て
立
上
っ
て
い
る
。

7=

民
は
暴
液
に
と
う
対
処
し
た
か
。

ポ
ル
シ

.
H
.

ネ
フ
は
こ
こ
で
ロ
ヮ
ソ
の
普 

作
を
分
析
し
な
が
ら
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
像
を
割
り
出
そ
う
と
し
て

.

い 

る
。

ロ
ヮ
ソ
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
二
つ
の
集
団
が
あ
っ
た
。

，

j

ほ
命
令 

す
る■

で
あ
り
、
他
は
服
従
す
る
集
団
で
あ
っ
た
。
貴
族
に
よ
り
支
配
さ
れ

' 

る
®

豕
で
は
貴
族
階
級
の
み
が
命
令
で
き
る
。
そ
し
て
ロ
ヮ
ソ
は
市
民
を
で
き 

る
限
り
貴
族
に
捧
近
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

H
-
i

は
神
の
僕
と
し
て
主
国
の
第

j
の 

ま

で

あ

り

、

H-;

は
ま
た
神
の
第
一
の
役
人
と
し
て
王

1
1

の
第
一
の
役
人
で
も 

'.ゥ
た
0

市
民
は
政
府
の
役
人
と
し
て
王
に
の
み
属
す
る
主
権
を

}-
f
j

に
か
わ
っ
て 

で
き
る
。
従
っ
て
市
民
と
資
族
は
、

I
L

ヮ
ソ
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
同
一 

て
あ
っ
た
。

7^

民
は
役
職
や
土
地
を
も
つ
こ
と
に
よ
マ
て
三
世
代
の
.う
ち
に
贵

六 0

 

: 

(

ニ 

一
 

<
)

族
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
従
っ
て
市
民
は
霄
族
の
織
形
に
ほ
：か
な
ら
な
い
。
 

ロ
ワ
ソ
の
見
解
よ
；
？
ぱ̂
、
市
民
は
貴
族
と
そ
の
利
害
を
，一
に
す
る
も
の
で
も

し
か
し
他
方
に
お
い
て
市
民
は
ホ
衆
か
ら
完
全
に
別
個
な
存
在
で
あ
ゥ
た
。 

ロ
ワ
ッ
に
と
ゥ

V
、
'

第
三
身
分
た
る
市
民
は
寞
か
集
団
で
は

な

い

。

誉
を
も
ち
、
‘

そ
の
こ
と
に
.

よ
り
！！
の
政
治
に
加
わ
り
、

{

1

に
づ
き
、
栽
判

M

 

に
な
り
、
市
の
集
会
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
従
っ
て
流
動
性
に

富
ん
で
. 

い
た
。
市
民
と
は
誰
か
。

ロ
ワ

ソ

に

よ

れ

ば

、

腕

の

労

働

，
に

服

し

な

い

人

々

す 

へ

て

.
独
倉
的

な

仕

事

に

.
従

ま

す

る
人
すぺ
て
のと
と
で
あ
ゥ
た
。
.
.
卞

民

と
i
 

ロ
ワ
ソ
の
.

場
合
、
文
学
者
で

あ
り
、
財
政
家
であ
り
、
法
律
家
であ
り
、
卸
売 

商
人
で
か
ゥ
た
。

ほ
か
に
、
薬

剤

師

.

金

銀

細

工

師

.

流
行
品
商
人
が
市
民
の 

.

な
か
に
含
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
す

ベ

て
が
、

ロ
ワ
ソ
に
よ
れ
ば
、
貴
族

と

共

こ
、

い
わ
ぱ
支
配
集
団
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

国
家
の
先
頭
に
立
つ
資
族
の
典
型
は
リ
シ
ュ
リ
ュ

-

で
あ
っ
た
。
資

ぎ

t
l
;
?
 

.

.

家

の

要

職

.
の

た

め

に

市

民

を

利

用

す

る

？

リ

シ

ュ

リ

ュ

I

に
.
と

っ

て

こ

，

ぇ
必 

要
悪
で
あ
っ
た
。
国
家
の
機
関
ほ
貴
族
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

リ
シ
ュ
リ
ュ
I

は
そ
ぅ
信
じ
た
。
も
し
貴
族
が
独
占
す
れ
ば
貴
族
同
士
の

問

に 

感
情
の
も
つ
れ
が
起
る
。
加
え
て
貴
族
の
問
で
は
専
門
化
が
か
な
り
雖
く
進

；h

 

し
、
も
し
®

を
#

族
以
外
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
国
家
の
'蓮

當

に

も

支

障

を

来 

す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

か
ぐ
て
絶
対
主
義
国
家
は
市
民
の
助
力
を
求
め
る

よ

ぅ

に
 

な
る
。

こ
こ
に
重
商
主
義
の
展
開
す
る

.

根
扼
が
存
す
る
。
市
民
は
特
権
を
、
独 

占

を

貴

族

，
の

称

号

を

、

国

家

に

対

す

る

寄

与

に

よ

っ

て

得

る

よ

う

に

る

の

i

で
あ
っ
た
。

か
し
市
民
は
そ
れ
自
体
で
独
自

.

の
，

t

乂

級

を

形

成

す

る

こ

と

が

で

き

な 

か
っ
た
。
贵
族
に
择
近

.

す
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
支
配
階 

級
に
は
い
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
，
政
治
的
に
。
市
民
は
官
僚
に
な
っ
た
。
， 

市
民
は
商
工
業
か
ら
遠
ざ
か
う
た
。

/

市
民
は
封
建
身
分
に
上
昇
し
た
。
社
会
的 

に
。
市
民
は
貴
族
的
に
生
活
し
、

‘

貴
族
の
身
分
に
は
い
る
う
と
し
た
。
市
民
は 

士
地
を
賞
い
、
封
建
地
代
で
生
活
し
、

つ
い
に

i

を
捨
て
、
貴
族
化
し
た
。 

経
済
的
に
。
市
民
は
贷
付
で

'

生
活
し
た
。
主
へ
の
貧
忖
に
よ

っ

て
市
民
は
税
を

. 

免
が
れ
、
そ
の
分
だ
け
大
衆
の
食
担

.

を
増
大
せ
も
め
た
。
市

民

め

一

部
は
工
業 

や
遠
地
商
業
で
生
活
し
た
。
し
か

-

^

対
主
義
国
家
は
と
れ
ら
市
民
に
特
権
を
、 

補
助
金
を
、

.

.独
占
を
マ
貴
族
の
称
号
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
れ
ら
市
民
を

' 

甜
建
身
分
に
組
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

ロ
ワ
ソ
の
理
論
と
い
い

.

、

リ

シ

H:

リ
ユI
 

の
立
場
と
い
い
、

.：

い
ず
れ
も
こ
う
な
る
こ
と
の
必
然
性
を
諭
証
し
て
い
る
。
国 

家
は
、

ポ

ル

シ

H

ネ
フ
に
よ
れ
ば
、
市
民
と
固
く
結
ば
れ
て
い

.

っ
た
。
市
民
が 

暴
動
に
ど
う
対
処
し
た
か
は
も
は
や
自
明
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
市
民
が
，

®

を
獲
得
す
る
こ
と
は
、

.

ポ

ル

、

>
.
H

ネ
フ
に
よ
れ
ば
、
市 

民
のS

由
意it

に
よ
ゥ
て
'王
権
の
制
限
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な 

い
。

む
し
ろ
赢
の
獲
得
は
市
民
の
對
建
身
分
へ
の
転
化
を
意
味
し
た
。
市
民 

は
1

を
得
る
や
資
本
家
的
生
産
の

i

者

た

.る

と

と

を

や

め

た

0 

'
市
民
は
封 

建
地
代.で
生
活
す
る
別
個
の
存
柱
と
化
し
た
。

が
く
て
十
七
ほ
紀
の
フ
ラ
ン
ス 

の
市
民
は
封
建
制
度
の
灘
護
の
た
め
つ
く
ら
れ
た
貴
族
的
に
支
配
さ
れ
た
国
家 

の
施
策
に
同
調
す
る
に
；：
；

^

た
っ
た
。
市
民
が
®

を
得
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