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$

晃
著

『

ア

メ

リ

カ

革

命

史

序

説

』
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
治
、
イ
ン
ド
支
配
の
再
検
討
、
 

奴
隸
貨
易
の
廃
止
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
亡
命
王
党
派 

に
ょ
る
カ
ナ
ダ
の
建
設
と
自
治
及
び
イ
，ギ
リ
.ス
本
国 

•
の
議
会
改
革
な
ど
の
英
帝
国
の
変
容
、
西
平
球
の
民 

族
解
放
蓮
動
、
お
ょ
び
フ
ラ
シ
ス
革
命
な
ど
、

一
八 

世
|̂

末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
世
#
的
民 

主
化
迤
動
の
先
頭
に
立
っ
た

r

ア
メ
リ
カ

.革
命」

即 

.ち
独
立
戦
争
の
研
究
史
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ 

の
流
れ
ザ
あ
る

.0

第

I

は
：一.

三
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス

.
 

か
ら
の
独
立
に
重
点
を
お
：き
、.植
民
地
内
部
の
対
立 

を
認
め
る
と
し
て
も
、.
せ
い
ぜ
い
副
次
的
耍
因
と
し 

か
考
え
な
ぃ
ぃ
わ
ば
政
治
史
的

•
憲
政
史
的
立
場

.で
、

.
 

通
^

. r

帝
国
学
.派」

(

オ
ス
.グ
ッ
ド
、
.
ビ
ー
ア
、
ア 

ン
ド
リ
ユ
ー
ズ
な

ど)

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
第
二
は
西
部
の
開
放
、
領
主
制
の
消
滅
、
免 

役
地
代

•

畏
子
相
続
制
，
限
嗣
相
続
制
の
廃
止
、
王 

党
派
の
所
有
地
の
没
収
、
白
松
条
例
の
廃
止
、
公
立 

教
会
の
解
体
、
刑
屈

.

刑
務
所
の
改
苯
、：

奴
隸
制
の 

一
部
的
廃
止
な
ど
に
注
：H

：

し

、

植

尻

地

内

部

の

，
社

会
 

階
層
間
の
抗
争
こ
そ
独
立
の
契
機
で
あ
っ
た
と
す
る 

立
場
で
、

「

社
会
連
動

」
(

ジ

H

イ
ム
ス
ン

〕

.な
い
し

「

内
部
革
命

」
(

ジ
.
ェ
ン
：セ
ン

)

説

と

も

い

う

べ

き

.
も 

の

.
で

あ

る,0
,とへこ，
ろ

で

わ

が

今#

氏
.は

、
こ
の

両

説
 

'
を

同
.一'
.次
元
の
，：
プ

ラ

ス

，

マ
，
ィ

ナ

ス

と

し

.て

で

.

.
は

な 

く
て
、

有
機
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て

と
ら
え
よ
う 

と
さ
れ
る
。
即
ち
封
建
遺
制
の
廃
莱
が
何
故
植
民
地

-
 

の
自
主
 

•
独
立
運
勤
に
ま
で
進
展
し
な
け
れ
ば

な
ら
.
 

な
か
っ
た

.か
と
い
.う

角
度
か
ら
、：独
立
説
と
内
部
革 

命
説
を
い
わ
ば

構
造

的
に
，止
揚
し

よ
う

と
さ
れ

る
。

ま
.ず
第

一

部
は
ィ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の
諸
規
制
、

.

即 

ち
労
働
者
に
対
す
る
諸
規
制
，航
海
条
例
と
そ
の

「

恩 

恵
性
>

煙
草
プ
ラ
ン

.タ
ー
の
実
情

.
免
役
地
‘代
.商
人 

層
の
動
向

.

工
業
生
産
者
の
動
向
お
.よ
び
通
貨
問
題 

を
と
り
あ
げ
、
.そ
れ
ら
へ
の
植
民
地
人
の
反
抗
を
述 

ベ
る
。
第
二
部
は
ィ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の

再
編
成
と 

そ
れ
に
対
す
る
植
民
地
の
反
抗
の
間
題
を
、
西
部
規 

制
•
物
俩
の
動
向

•
印
紙
条
例
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
、

.

本
国
へ
の
反
抗
連
動
は
同
時
に
植
民
池
内
部
の
政
治 

..的

.

社
会
的
民
主
化
運
動
を
も

.含
む
も
の
；.で
あ
.っ
た 

と
結
論
す
る
。

第
三
部
は

「

一
三
.植

民

地

の

'
内

部

抗
 

争」

と
'題
し
て
、
南
部
•中
部
及
び
北
部
に
お
け
る
封 

建
遺
制
と
民
主
々
義
勢
力
と
の
対
立
抗
争
の
実
態
を 

克
明
に
述
べ
、
ジ
ヱ
ン
セ
ン
の

「
内
部
革
命

」

論
、最 

_近
.の
テ
.
.ィ
ラ

ー
説
、
特
に

*フ
ラ
ゥ
.
.ン
.
の

「

中
産
皆
級 

民
主
々
義

」

説
.を
静
細
に
紅
介
し
批
判
し
て
い
る
。
 

'巻
末
に
は
ア
メ
リ
力
革
命
の

研
究

史
が

収
め
ら
れ
て

八

八

2

四
六)

い
て
、
多
大
の
便
宜
を
与
え
て
い
る
。
西
数
十
頁
に 

の
ぼ
る
笫
三
部
に
関
し
て
、著
者
は

「

至
ら
な
さ
を
自 

覚
し
な
が
ら
、あ
え
て
第
三
部
を
世

.に
問
う
た
の
は
、
 

広
く
ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
時
代
の
内
部
社
会
緊
張
；に
関 

す
る
こ
れ
と
い
っ
た
研
究
が
な
い
わ
が
国
の
現
状
に 

お
い
て
、
た
と
い
問
題
提
起
的
な
段
階
を
し
か
出
な 

い
と
は
い
え
、
本
書
に
も
多
少
の
意
義
が
あ
る
の
で 

は
な
い
か
、
と
い
う
自
負
心
に
も
と
づ
い
て
い
る

」 

(

は
し
が
き

)

と
み
ず
か
.ら
記
し
て
居
ら
れ
る

0

た 

し

か

に

わ

が

，
国

に

お

.い
て
個
彳
の
植

m

地

(

例
え
ば 

ヴ
ア
ジ
ニ
ア

)

に
つ
い
て
の

内
部
的
緊
張
の
研
究
は 

あ
っ
た
が
、
.
こ
の
様
な
統
一
的
理
解
の
こ
こ
ろ
み
は 

な
か
っ
た
し
、
ま
た
本
書
の
中
で
最
も
野
心
的
な
、
 

最
も
精
彩
あ
る
部
分
で

.あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
右
の
様
な
内
容
を
も
つ
本
書
は
、
わ
が
国 

に
お
け
る
ア
：メ
リ
ヵ
革
命
史
の
研
究
分
野
に
お
け
る 

高
木
八
尺
、
藤
原
守
胤
及
び
鈴
木
圭
介

氏
ら
の
業
親 

を
う
け
た
戦
後
最
初
の
大
作
で
あ
り
、
著
者
多
年
の 

研
究
の
結
晶
で
あ
る

0

た
だ
終
に
一
言
、
著
者
の
い 

わ
れ
る

「

社
会
櫛
成
史
的
ア
ブ

a

丨

チ」
(
「

は

し

が
 

き」

三
頁)

と
は
何
か
、

「

本
国
対
植
民
地
の
緊
張

」

 

お
ょ
び

「

植
民
地
内
の

.緊
張」

.(「

は
し
が
き

」

ニ 

•

三
頁)

あ
る
い
は

「

領
主
制」
「

民
主
主
義

」
(

随 

所)

と
は
ど
の
様
な
歴
史
的
規
定
を

受
け
る
べ
き
な 

の
か
、
救

に

「

ア
メ
リ
カ

革
命
1—

な
い
し

「

独
立
戦

争」

観
の
歴
史
性
と
い
う
問
題
、
こ
う
し
た
諸
点
に 

つ
い
て
他
日
一
層
明
確
な
解
明
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ 

う
祺
を
期
待
し
つ
つ
、
つ
た
な
い
紹
介
の
筆
を
擱
く
。
 

(

法
律
文
化
社
刊

• 

A

5
 

•
本
文
五
〇

一
'
頁

.

一
、
〇 

〇
〇
円

)

. 

丨
中
村
勝
己

—

*

 

* 

ホ

今
井
則
義

(

他)

著

『

日
本
の
国
家
独
占
資
本
主
義』

本
書
は
最
近
祉
会
党
が
運
動
方
針
に
正
式
に
採
用 

し
た
構
造
的
改
革
論
を
理
論
的
に
解
明
し
ょ
う
と
す 

る
も
の
で
あ
る
。
元
来
梆
造
的
改
革
論
は
ィ
タ
リ
ァ 

の
ト
リ
，ァ
ッ
テ
ィ
に
ょ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ 

り
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
間 

の
新
し
い
資
本
主
義
の
発
展
.と
い
う
現
実
か
ら
出
発 

し
て
、
，社
会
主
義
へ
の
道
を
追
求
す
る
と
い
う
極
め 

て
独
特
の
問
題
意
識
に
ょ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。
 

今
井
氏
を
始
め
と
す
る
本
書
の
著
者
逮
は
、
本
書
に 

お
い
て
こ
れ
と
同
じ
ょ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
現
代 

資
本
主
義
の
本
質
的
把
握
、
こ
の
本
質
的
把
握
に
基 

く
日
本
資
本
主
義
の
疋
確
な
現
状
認
識
を
独
自
の
見 

地
か
ら
明
ら
か
，に
し
よ
う
と
試
み
て
お
ら
れ
る
。

さ
て
本
書
の
第
一
部
は
現
代
資
本
主
義
の
本
質
的 

把
握
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
元
来
一
九
二
九
年
の
世

新

刊

紹

介

.

界
恐
慌
以
後
の
現
代
資
本
主
義
に
お
い
て

は
、

一
方 

に
お
け
る
独
忐
資
本
主
義
の
強
固
な
発
揋
と
共

に
、
 

他
方
に
お
け
る
国
家
の
経
済
的
機
能
の
拡
大
が
特
徴 

的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
代
資
本
主
義
体
制
は
国 

.家
独
占
資
本
主
義
と
規
定
さ
れ
て
い

.た
0 
*し
か
し
と 

の
規
定
の
内
容
は
、
せ
い
，ぜ
い
国
家
の
経
済

過
程
.

へ.
 

の
全
而
的
介
入
と
か
秘
的
独
.占
と
国
家
独
占
の
か
ら 

み
合
い
と
ヾ
い
ぅ
ょ
ぅ
な
極
め
て
大
ざ
つ
ぱ
な
も
の
.で 

し
が
な
か
っ

.
た
。
従
っ
て
第
二
次
大
戦
後
の
現
代
資 

本
主
義

研
究
者
達
は
こ
の
点
に
お
い
て
論
争
を 

し
た
。
著
者
達
は
こ
の
中
で
ド
ッ
ブ
に

代
表
ざ
れ
る 

国
家
が
独
占
資
本
に
従
屈
し
た
こ
と
を
も
っ
て
国
家 

独
忐
資
本
主
義
の
本
質
的
規
定
と
す
る
考
え
方
に
反

.
 

対
し
、
新
し
い
規
定
を
提
唱
し
た
.ツ
ィ

ー
シ
ャ
ン
ク
の 

国
家
独
占
資
本
主
義
論
を
支
持
し
、
こ
の
主
張
の
理 

論
的

深
化
を
試
み
る
。
こ
こ
で
著
者
達
は
マ

ル
ク
ス
，
 

エ
ン
ゲ
ル
ス

.

レ
ー

I
I

ン

等

の

国

家

論

に

，
注

目

.し
、
 

そ
こ
.に
国
家
の
ニ
重
の
把
握
が
■存
在
す
る
こ
と
を

指 

摘
す
る
。

即
ち
そ
こ
に
は
政
治
的
国
家
と
並
ん
で
非 

.
政
治
的
な
経
済
的
力
テ

.ゴ

.リー

と
し
て
の
国
家
が
、
 

単
一
の
国
家
の

両
側
面
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
し
て
国
家
独
占
資
本
主
義
と
は
、
経
済
的
ヵ
テ
ゴ 

リ
ー
と
し
て
の
国
家
が
資
本
主
義
の
再
生
産
過
程
の 

中
で
前
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
巨
大
な
役
.割
を
果
さ
ざ 

る
を
え
ぬ
資
本
主
義
の
段
階
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の

■
で
あ
る
。
だ
か
ら
生

.産
の
！ni

犬
な
社
会
化
と
い
う
现 

代
資
本
主
義
の
特
徴
は
、
必
然
的
に
資
本
丰
義
的
私 

的
所
有
を
純
粋
の
個
人
所
有
か
ら
株
式
所
有
へ
、
さ 

,ら
に
国
家
所
有
へ
と
発
戚

せ
し
め
る
が
、
こ
れ
は

資 

本
主
義
の
枠
内
で
の
私
的
所
有
の
止
揚
に
他
な
ら
な 

い
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
私
的
所
有
の
止
揚
は
、
資
本 

，
主
義
の
桦
内
の
：そ
れ
，で
あ
り
、
こ
の
面
だ
け
を
国
家 

独

.占

資

本

主

義

の

特

徴

と

す
る
こ

と
は
で

き

ぬ
が
、
 

こ
れ
に
加
え
国
家
財
政
、国
家
信
用
、通
貨
と
質
易
の 

国
家
管
理
と
い
っ
た
流
通
過
程
、
分
配
過
程
に
お
け 

る
諸
関
係
の
国
家
に
よ
る
社
会
化
が
国
家
独
占
資
本 

■
主
義
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
著
者
達
は
ッ 

ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
が
国
家
独
占
資
本
主
義
を
生
産
の
社 

会
化
に
伴
う
新
し
い
生
產
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ 

と
に
基
本
的
に
同
意
し
づ
づ
も
、
そ
の
新
し
い
生
産 

関
係
な
る
も
の
の
内
容
を
単
な
る
所
有
関
係
だ
け
の 

■
も
の
と
せ
ず
に
、

む
し
ろ

経
済
構
造
の

総
体
の
社
会 

化
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
流
通
•
分
配 

過
程
の
社
会
化
と
い
う
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め 

に
、
そ
し
て

下
部
構
造
に

お
け
る
私
的
独
占
資
本
主 

義
の
益
々
強
固
な
觉

M

と
区
別
す
る
意
味
に
お
い 

て
、
独
占
資
本
主
義
よ
り
も

上
部
構
造

的
な

経
済
檇 

造
の
社
会
北
と
い
う
風
に
も
表
現
し
て
い
る
。
そ
し 

て
こ
の
.よ
う
な
国
家
独
占
資
本
主
義
の
下
に
お
い 

て
、
資
本
主
義

.の
経
済
法
則
は

ど
の
よ
う
に
貫
徹
寸

八

九

へ
ニ
四
七
.

)


