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ル』

，
の
最
大
関
心
事
で
あ
.っ
た
。
例
え
ば
モ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
ジ
T
'/
.
フ
エ
ス 

丨
の
場
合
。
：彼
は
賃
借
料
を
七
年
間
支
払
わ
な
が
っ
た
の
で
差
押
え
を
受
け
そ 

う
に
な
っ
た

。

そ

こ

で

.
彼

は

土

地

 
ー
0
ァ
ル
。ハ
.ン
を
売
っ
滞
：̂

:
一
、
三
〇 

o
リ
丨
ヴ
ル
の
半
額
を
支
私
お
う
と
し
て
い
る
。『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

に
と
っ
て 

役
畜
を
失
う
こ
と
は
最
大
.の
苦
痛
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
本
来
の
保
有
地
は 

売
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
経
営
に
必
要
な
手
段
た
る
役
畜
は
失
う
ま
い
と
し
た
. 

の
で
あ
マ
た
0
こ
の
態
度
は
.

『

ラ
ブ
ル
'
ル』

一
の
上
層
に
著
し
く
み
ら
れ
た
0 

彼
が
何
よ
り
も
小
作
地
の
経
営
を
問
題
に
し
て
.い
た
た
め
に
ほ
か
.な
ら
な
い
0 

•
以
上
に
お
い
て
、パ
ス
•
エ
ゾ

ン
ヌ
地
方
の『

ラ
ブ
ル
I
ル』

.の
具
体
像
を
伝 

え
た
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
。

【

終
リ
に】

『

ラ
ブ
.ル
丨
t

の
間
に
も
顕
著
な
階
層
分
化
が
み
ら
れ
た
。
 

『

ラ
ブ
ル
-
ル』

の
上
層
。
彼
の
関
心
は
小
作
地
.の
経
営
を
引
受
け
、
そ
れ 

を
で
き
る
だ
け
増
加
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
0
従
っ
で
役
畜
の
拡
充
が
彼
に
と
っ 

て
は
問
題
で
あ
る
。
な
か
に
は
彼
の
引
受
け
た
小
作
地
に
比
し
て
桁
外
れ
に
多 

い
役
畜
を
持
つ
■者
が
あ
っ
た
0
.こ
れ
は
明
白
に
彼
が
役
畜
の
賃
貸
に
従
っ
て
い: 

た
こ
と
を
荥
す
。
い
わ
ば
彼
は
農
業
に
お
け
る
企
_
家
で
あ
>
た
。

『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

.の
下
層
。
彼
は『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

上
層
と
1£
反
対
で
あ
っ 

た
。
彼
も
ま
た
小
作
地
の
引
受
者
で
あ
っ
た
。
.し
か
し
彼
の
重
点
は
：彼
本
来
の 

保

有

地

.の

拡

大

に

あ

マ

た

。

農
業
経
営
で
得
た
も
の
を
彼
は
保
有
地
の
拡
太
に 

投
じ
た
。
彼
は
役
畜
の
披
充
に
大
し
た
魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
。
彼
は
耕
作
農 

民
と
し
て
の
途
を
選
ん
だ
.の
で

，
あ

っ

た
0

し
か
し
当
時
に
お
い
て
農
業
経
営
は
甚
だ
し
く
不
安
定
.で
あ
ら
た
。
に
も
か

.

.:
七

八

.

(

四
二四

；}

.
か
わ
ら
ずT

ラ
ブ
ル
ー
ル』

，に
と
っ
て
農
業
経
営
を
続
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。 

『

ラ
ブ
ル
I
ル』

は
こ
の
苦
境
を
打
開
す
べ
く
他
に
収
入
の
途
を
考
え
な
.け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
-,
商
人
化
の
.方
向
は
彼
の
こ
の
努
力
の
一
端
を
示 

す
も
の
に
ほ
か
な
^
な
い
0.
彼
は
ま
た
領
主
権
の
引
受
者
た
ら
ん
と
し
た
。
特 

別
熱
心
に
彼
は
そ
れ
を
め
ざ
し
た
。
領
主
権
は
彼
に
恒
常
的
に
一
定
の
収
入
を 

も
た
ら
ず
は
ず
で
あ
づ
.た
0 

:従
っ
て
領
主
権
を
賃
借
す
る
条
件
は『

ラ
ブ
ル
！ 

ル』

に
と
っ
て
苟
酷
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
マ
た
。
時
に
は
皮
の
農
樂 

経
営
の
存
立
を
危
険
に
：̂

む
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は Paris 

.
ert
-Ile-de-France,." .M§

moires,

a-
o
m
e IX

 

(1957

丨
1
9
500)

，
. 

p. 

1
5
T
2
00
2
か
ら『

ラ
ブ
ル—

ル』

に
関
す
る
記
述
を
拾
っ
て
紹 

介
し
た
も
の
で
あ
る
0 
,十
七
世
紀
に『

ラ
ブ
ル
I
ル』

は
領
主
の
代
理
者
的
存 

在

と

な

っ

た

。

し

か

し

：
こ

の

領

主

：.
は

従

来

の

領

主

と

違
ぅ
。
従
っ
て『

ラ
ブ
ル 

.丨
ル』

の
登
場
は
領
主
制
の
変
質
の
結
果
で
あ
っ
た
。
彼
は
小
作
地
の『

フ
エ 

ル
ミH

』

と
し
て
こ
の
領
王
に
従
属
し
た
。
と
同
時
に
.彼
は

^

有

地

を

追

わ

れ
 

た
農
民
を
小
作
地
の
経
営
に
吸
収
す
る
者
と
し
て
村
に
君
臨
し
た.0

『

ラ
ブ
ル 

.
丨
ル』

に
つ
い
て
.こ
の
ニ
重
性
格
は
否
定
で
き
な
い
0

山
田
盛

太

郎

著

『

日

本

農

業

生

産

力

構

造』

■

寺

尾

誠

,

本

書

は「

日
本
資
本
主
義
分
析

」

の
著
者
山
出
盛
太
郞
氏
を
中
心
と
す
る
共 

同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
主
な
ね
ら
い
は
農
地
改
革
以
前
に
支
配
的
で
あ 

っ
た
地
主
的
土
地
所
有
と
そ
の
卞
で
の
零
細
農
民
経
営
、
農
地
改
革
期
の
地
主 

的
土
地
所
有
の
廃
止
と
農
民
的
土
地
所# .
の
成
立
と
い
っ
た
日
本
農
罾
の
罾
吧 

的
発
展
の
遍
程
で
、_

農

民

.に

担

わ

れ

て

き

た

農

業

生

産

力

が

い

か

な

る

変 

化
を
と
げ
、
い
か
な
る
矛
盾
に
逢
着
し
て
き
た
の
か
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ 

る
。
こ
の
ょ
ぅ
な
問
題
意
識
の
下
に
第
一
部
総
括
篇
に
お
い
て
山
田
盛
太
郎
氏 

が
第
一1

部
の
実
態
把
握
に
鉴
い
て

「

日
本
農
業
生
産
力
構
造
の
構
成
と
段
階

」 

を
叙
述
さ
れ
る
。

こ
の
代
表
的
論
文
に
お
い
て
は
、
ニ
つ
の
：分
析
視
角
が
前
堤
と
さ
れ
て
い 

る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
日
本
農
業
生
産
力
の
発
展
段
階
を
江
戸
時
代
に
お
け
る 

純
粋
封
建
的
土
地
所
有
の
段
階
、
半
封
建
的
土
地
所
有
の
段
階
、
.地
主
的
土
地 

所
有
解
缓
の
段
階
の
三
っ
に
|2
別
す
る
。
第
一
に
封
建
的
土
地
所
有
の
段
階 

で
は
、
生
産
力
は
藤
、
知
行
地
、
村
と
い
っ
.た
風
に
分
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ 

に
対
し
地
租
改
正
を
契
機
と
し
て
成
立
す
各
地
主
的
土
地
所
有

の

段
,̂
で

は

、
 

そ
れ
ま
で
分
断
さ
れ
て
い
た
生
産
力
は 
一
/S
全
国
的
な
f

へ
と
.焉

成

さ

れ

、
書

評

ノ

.

た
そ
し
て
こ

'の
地
主
的
土
地
所
有
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
零
細
小
作
農
民
経 

営
の
生
産
力
上
昇
の
桎
梏
と
化
し
き
っ
て
、
戦
後
の
農
地
改
革
で
廃
止
さ
れ
た 

第
三
段
階
に
お
い
て
は
、
農
民
的
土
地
所
有
の
下
で
の
員
^
生
産
力
の
上
昇
が 

可
能
と
な
石
。

■

こ
の
ょ
う
，な
発
展
段
階
的
な
把
極
の
仕
方
と
共
に
も

う
一
つ
の
分
析
視
角
と 

し
て
日
本
農
業
の
地
帯
区
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
地
主
的
土
地
所
有
段 

階
に
お
い
て
ニ
つ
の
対
極
と
し
て
'あ
ら
わ
れ
た
地
帯
と
し
て
東
北
、
新
潟
の
千 

町
歩
地
主
制
の
地
帯
と
近
畿
=
醒
尸
内
の
高
位
生
産
力
地
帯
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

前
者
は
原
生
.的
段
階(

明
治
初
«

に
お
い
て
北
部■

、
山
^
、
南
^
㈣
と 

共
に
抱
持
立
て
，犁
で
馬
耕
す
る
所
謂
馬
の
地
帯
で
あ
り
、
農
業
の
生
產=

再
生 

産
H
蓄
積
が
基
本
的
に
農
村
内
部
で
進
行
す
る
。
そ
し
て
こ
の
蓄
積
の
余
剰
は 

農
民
.経
営
の
.上
に
そ
そ
り
た
つ
大
⑽
、
¥
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

.

こ
れ
に
た
い
し
、.
後
者
は
長
_

で

牛

耕

す

る

牛

の

地

帯

で

あ

っ

て

員

_

で 

の

再

生

産

=

蓄
積
は
主
と
し
て
外
囲
と
の
連
関
で
、
或
は
外
部
か
ら
の
働
き
か 

け
で
進
行
す
る
。
そ
し
て
地
主
的
土
地
所
有
に
対
し
農
民
経
営
の
自
立
性
が
第 

,1

の
地
帯
に
比
べ
高
く
、
：高
位
の
生
産
力
水
準
が
特
徴
的
で
あ
り
、
農
地
改
苹 

前
に
す
で
.に
機
械
化
が
進
行
し
て
い
た
0

さ
て
山
田
氏
は
発
展
段
階
と
地
帯
区
分
と
い
.う
ニ
つ
の
分
§

角
に
照
し
て 

日
本
農
業
の
生
産
力
が
そ
.の
担
い
：手
で
あ
る
農
民
経
営
に
お
い
て
ど
の
ょ
う
な 

変
化
を
周
史
的
に
と
げ
て
き
た
か
を
淹
明
す
る
。
す
な
わ
ち
大
地
主
的
土
地
所 

有
の
下
に
生
産
力
が
停
滞
的
に
し
か
発
展
し
な
か
7
た
東
北
、
新
潟
地
帯
に
対 

し
、
近
畿
、
西
南
地
帯
で
は
地
主
的
土
地
所
有
に
対
す
る
農
民
経
営
の
相
対
的

七
.九

(

四
一
一
五)



優
位
か
ら
農
地
改
革
前
に
興
に
高
位
の
生
産
力
水
準
に
達
し
て
い
：た
。
こ
の
よ 

う
な
地
帯
別
の
®

性
は
農
地
改
革
後
.の
農
民
的
土
地
所
有
段
階
に
も6

ぎ
つ 

が
れ
る
。
、す
な
わ
ち
農
地
改
革
は
地
主
的
土
地
所
有
の
：強
边
な
存
在
；(

千
町
#
 

地
主
制)

の

下

に

農

民

経

営

が

圧

迫

さ

れ

：て

1>
'
:た
東

北

、

新

潟

地

帯

に

：
お

.い

て 

農
民
経
筲
のS

立
化
.を
実
現
ず
る
こ
と
に
'よ
り

、
.
生

産

力

水

準

の

飛

躍

的

高

揚
 

を
も
た
ら
し
た
が
、
農
地
改
革
前
に
既
に
地
主
的
土
地
所
有
へ
：の
抵
抗
と
し
て 

農
民
経
営
の
高
位
生
産
力
を
実
現
し
て
い
た
近
畿
、
®

m
地
帯
で
は
農
民
経
営 

規
檄
：の
零
細
性
の
限
界
が
改
革
後
い
ち
早
く
あ
ら
わ
れ
、
生
産
力
は
む
し
ろ
停
. 

滞
的
な
発
展
に
留
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
同
!^
に
生
^
力

の

飛

躍

的

^

®

の 

み
ら
れ
た
東
北
、
新
潟
地
帶
に
お
い
て
も
農
業
に
お
け
る
機
械
化
の
進
展
と
共 

に
、
.農
民
経
営
の
限
界
性
が
あ
ら
わ
れ
、
生
産
力
の
よ
り
一
層
の
発
展
は
農
民 

膚
の
分
解
を
通
じ
て
、
経
営
規
模
の
拡
大=

農

！
^

本

の

蓄

積

に

よ

っ

て

初

め
 

て
可
能
と
な
る
段
階
に
到
達
し
づ
つ
あ
る
.。
こ
こ
に
全
国
的
に
農
地
改
革
か
ら 

务
务
変
革
へ
の
過
程
が
進
行
し
始
め
た
と
い
い
え
よ
う
。

.

こ

の

よ

う

な

迤

本

^

^

折

に

迤

い

て

山

田

氏

は

.⑽
i
的

土

地

^

#

、

特

に

そ
 

の
極
限
た
る
千
町
步
地
主
制
の
分
析
を
行
う
。
千
町
歩
地
主
制
は
、
数
名
乃
至 

数
十
名
の
^
務
機
構
を
邸
内
に
も
ち
'、
そ
の
®

化
に
数
十
名
の
差
配=

小
作 

者
監
督
を
配
置
し
、
小
作
農
千
数
百
戸
乃
至
ニ
千
数
首
戸
を
識
従
せ
し
め
て
い 

.る
一
大
経
済
単
位
で
あ
る
。
 

 ̂

I 

.
こ
の
よ
う
な
地
主
制
の
典
型
之
し
て
は
歴
史
的
由
来
が
.最
も
古
く
江
戸
時
代 

の
豪
族=

鉄
師
で
あ
る
島
根
の
田
部
家
を
筆
頭
に
、
i

期
に
既
に
千
町
歩
の
： 

規
模
に
達
し
て
い
た
も
の(

山
形
庄
内
の
本
間
家
、
新
潟
蒲
原
の
市
島
家
/
'

::

旧
幕
期
に
淵
源
は
も
：つ
が
、
：
明
治
期
に
至
っ
て
于
町
歩
の
規
摸
に
達
し
た
も
の 

;
:

(

宮

城

仙

北
地
帯
の. ^

藤
家
、；
秋
田
仙
北
郡
の
池
田
家

)

.、
さ

ら

に

屢

的

蓄

積 

.ノ
の.段
階
に
#

:

て̂
開
墾
、''
'
,干
拓
で
成
贫
し
た
後
来
的
農
場

(

北
海
道
の
千
町
歩 

地
主(

岡
山
め
藤
田
農
歡)

€ )
-

四

づ

の

あ

げ

ら

れ

る

。

第

：
，
一

の

田

部

家
 

が
尨
太
な
山
称
原
野
のi

に
蓝
い
て
、. '

製

鉄

業

と

地

主

と

：
い

う

^

^

的

ユ

ン
 

ヶ
ル
的
経
営
形
態
を
ど
っ’た
.の
に
対
し
、
第
一
一
、
第
三
の
新
潟
、
東
兆
地
帯
の 

.
地
主
制
：は
、
基
本
的
農
業
地
帯
に
深
く
根
ざ
し
長
年
の
農
業
生
産
の
発
展
段
階 

を
へ
て
土
地
集
積.を
行
.っ
た
も
：の
で
あ
り
、
第
四
の
地
主
制
は
開
拓
そ
の
他
で 

新
た
に
創
設
さ
れ
た.も
の
：で
あ
る
。
第
四
の
形
態
が
®

蓄
積
期
の
国
家
政
策 

と
い
か
に
密
接
な
関
遵
を
も
づ
て
い
た
か
は
、

.
第
一
一
、.
第
三
の
01

'
生
的
な
大
地 

主
制
と
比
較
し
た
場
合
、
第
固
形
態
に
お
け
る
公
乱
、
公
課
の
大
巾
免
除
と
い 

う
事
実
で
明
白
で
あ
ろ
う。

.

.

•

•
さ
て
こ

の
よ
う
な
四
類
型
の
犬
土
地
所
有
制
は
島
根
の
田
部
家
を
除
き
、
大 

正
中
期
以
後
の
農
民
蓮
動
の
高
揚
に
よ
っ
て
夫
々
再
編
成
さ
れ
、
農
地
改
革
に 

お
.い
て
最
終
的
に
解
体
す
る
。
と
く
に
こ
の
点
で
特
微
的
な
の
は
、
国
家
政
策 

か
被
護
の
下
に
一
団
地
の
巨
大
農
場
と
し
て
出
発
し
た
第
四
の
類
型
に
お
い
て 

は
、
労
働
力
の
大
規
模
な
結
果
に
よ
.る
本
格
的
経
営
と
い
う
^
■
か
ら
し
て
当 

然
大
規
模
.の
農
民
斗
争
を
必
然
化
し
、
こ
れ
に
迤
い
て
地
主
制
の
§

成
が
行 

.わ
れ
る
に
到
る
。
こ
れ
と
は
，逆
に
そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
島
根
の
田
部
家
で
あ
. 

っ

て

、
.
.
こ

れ

は

農

地

改

革

の

激

動

の

中

で

も

残

存

し

現

在

に

到

っ

て

い

る

。

最
後
に
山
田
氏
ば
現
在
時
点
の
農
民
層
分
解
の
分
析
視
角
を
示
さ
れ
る
。
彼 

は
第
一
に
農
業
生
産
力
の
発
展
に
対
し
、
農
家
の
家
族
家
計
費
が
よ
り
急
速
に

ア
ラ
ム
.
ヴ
ァ
ル
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へ

野

地

k

 

.行

■.
.

増
大
し
て
い
る

こ

と

に
生
産
力
と
零
細
農
耕
の
矛
盾
の
_
中
的
表

現

を

見

出
 

し
、
租
税
公
課
を
差
引
い
た
農
業
所
得
だ
け
で
家
計
費
を
償
い
う
る
耕
地
面
積 

:

を

.!
1
算
し
、
こ
れ
を
中
農
の
土
限
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
農
外
所
得
を
加
算
し 

て
家
計
費
を
償
い
う
る
ギ
リ
ギ
リ
の
線
を
中
農
の
下
限
と
す
る
。
さ
ら
に彼
t 

第

一

一

に

雇

傭

超

過

が

一

農

家

一

人

当

り

と

な
る
と
こ
ろ
を
中
農
の
上
限
と
し
、
 

雇
俱
超
過
が
o
,と
な
る
点
を
下
限
と
す
る
。
こ
の
よ

う

な

独

特

な

一

一

重

の

^

層
 

規
笼
に
鉴
き
、
家
計
費
増
大
.に
伴
い
、
中
農
の
存
在
鉴
盤
が
狭
隘
化
し
、
貧
農 

層
へ
の
転
落
と
賃
労
働
者
化
の
傾
向
が
広
範
に
あ

ら

わ

れ

る

と

指

摘

す

る
。

以
上
の
よ
う
なE

：

本
農
業
の
歴
史
的
総
括
が
、
極
め
て
重
厚
な
実
証
に
よ
っ 

て
裏
つ
^
ら
れ
て
し
る

こ

.
とは
、
本
書
の
最
大
の
強
み
.

で
あ
る
。
と

く

に分
析 

視
角
の
明
確
化
の
上
に
、
農
業
生
産
力
が
土
地
所
有
形
態
の
変
化
と
共

に

ど

の

：
 

よ
う
に
変
化
し
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
に
突
き
当
.

っ

て

き

た

.
の

か

と

い

う

越

本

的
 

な
問
題
意
識
が
、
豊
富
な
資
料
分
析
の
内
に
貫
ぬ
か
れ
：て
い
る
点
が
注
因
さ
I

る。

.-
一
 

. 

' 人'
.
• 

■

■

但
し
本
書
の
中
心
的
分
霜
角
た
る
土
地
所
有
办
発
展
段
階
と
地
帯
別
の
特 

殊
性
'

か
、
明
治
以
来
の
資
本
主
義
経
済
の
発
展
、
と
く
に
農
業
部
門
に
対
応
す
. 

る
国
内
市
場
と
の
関
連
、
諸
産
業
部
門
と
の
関
連
に
お
い
て
商
品
生
産
と
し
て 

の
農
業
と
い
5

視
点
か
>

も
究
明
さ
れ
る
必
要
が
'

あ
る
が
、
こ
の
氛
は
最
後
の 

課

1

で
若
干
説
朋
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
：

(

岩
波
書
店
'

1

ち

*
四
一
一
七 

'

頁
-

ニ

〇

〇

円

)

ン
'
 

.

•■
_

書

お

よ

そ
人
類
の
歴
史
.
の
上
で
、

十

八

世

紀

啓

蒙

期

の

フ

ラ

，ン

.ス
ほ
ど
多
彩
に 

思
想
的
人
材
を
：生

み

出

し

た
こ
.と
-
は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
.
ろ
ぅ
か
。 

そ
れ
は
や
が.て
開
か
れ
る
資
本
主
義
社
会
へ
の
夢
と
可
能
性
をj

杯
に
は
ら
ん 

で
い
る
4

の
の
ご
と
く
で
あ
る
0

だ
が
、
'■

し
ば
し
ば
〃
百
囊
乱
"

と
.い
った
 

風

に

形
-^
ざ

れ

る

十

八

世

紀

啓

蒙

思

想

家

た

ち

は

、

か
え
..っ
て
そ
の
多
彩

さ
の 

ゆ
え
；に
〃
啓

蒙

思

想

家"
，
と

し

.
て

あ

ま

り

に

も

一
括

さ

れ

、

か
つ
不
当
に
そ
の 

個

性
.

^

埋
.没

さ

せ

ら

れ

て

し

ま

ぅ
傾
向
が
あ
る
よ
ぅ
に

.
思
わ
れ
る
。も
ぢ
ろ
ん
、
. 

ラ
ス
.
キ
な
；ど
も
指
^
す
る
よ
:3

に
啓
蒙
思
想
家
た
ち
を
、重
農
学
派
ハ
経
済
学)

、
 

'

百
科
全
書
派
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
哲
学
者
' (

哲
学)

、
.
お
よ
び
社
会
主
義
者
の
三 

つ
の
グ

ル

ー

プ

，
：に

分

け

て

考

-^
る

：
こ̂
が
で
き
'̂
。
し
•か
も
た
と
え
ば
、
そ
の 

.

.一
つ
で
あ
ぶ
唯
物
論
哲
学
に
関
し
.で
も
、そ
の
代
表
者
で
ある

デ
ィド口、ドル 

バ
ッ
ク
、
エ
ル

「

ヴ
エ
テ
ィ
ウ
ス
、
そ
し
て

ラ
.メトリ

ー
ら
が
ゝ
そ
れ
ぞ
\
ど
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