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フ

ル

-
ン
の
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へ
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修：

三

はじめに

- 

-

-

1初
期
の
諸
労
作
の
一
つ
が
財
産
を
否
定
し
て
い
る
の
に
ひ
き
か
え
、

か
れ

の
遗
書
の
一
つ
が
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
著
者
を
わ
れ
わ
れ
.は
ど
の
よ
う
な
敵

©

に
分
類
す
れ
ば
よ
い
の
■か
。
ひ
と
が
こ
の
奇
妙
な
天
才
を
一
つ
の
定
式
で
把

握
し
た
と
思
う
た
び
ご
と
.に
、
か
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
手
か
ら
滑
り
抜
け
て
し
ま

っ
て
い
•る
こ
と
に
ひ
と
は
気
づ
く
の
で
あ
る
。…
…

『

経
済
的
諸
矛
盾』

.
?

sntradictions 

『

革
命
と
教
冷
に
お
け
る
正
義』

f
J
i
c
e

cza§

 

la .JUVQhitiQn

<p
t
 .dpns 

q
备se)

、
.
.

『

'戦
争
と
平
和』

(

r
'
.
G
^
r
r
s 

et. la

を
あ
い
だ
に
は
さ
ん
で
、
一
八
四
〇
年
の『

財
産
と
は
何
ぞ
や』

i
 
IP 
H

4

3

と 

一
A
六
五
年
のr

財
産
の
理
論』

{
m
's
.eをla 

P
3
3
V
S

の
両
極
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
多
岐
な
思
想
の
な
か
■に
.な
ん
と
い
う
ニ
ュ
ァ
ン

ス
の
変
化
が
あ
る
こ
と
か
。
ま
こ
と
.に
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
プ
ロ
テ
ウ
ス(prot

s') 

(

1

)

で
あ
る…

…
」

ブ
グ
レ
は
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
は
、
か
れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
注
釈
者
の
指
摘
し
て
，い
る 

(

2) 

.

と
こ
ろ
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
イ
ー
ン
体
制
観(

上)

プ
ル
ー
ド
ン
に
あ
っ
.て
は
、
初
期
と
後
期
と
.で
は
ま
っ
た
く
反
対
の
諸
教
説

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
は
、
ブ
グ
レ
の
.あ
げ
て
い
る
財
産
論
で
あ
ろ
う
。
.こ

こ
で
と
り
あ
げ
る
プ
ルー

ド
ン
の
ウ
イ
I
ン
体
制
観
も
、
'初
期
と
後
期
と
で
は 

(

3)

正
反
対
の
も
の
と
な
る
。
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
諸
思
想
の
変
化
を
論
理
的
に
解 

.
 

(

4)
.

明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
変
化
の
原
因
は
、
当

(

5)

時
の
歴
史
の
変
化
に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
；
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
プ 

ル
ー
K-
ン
の
時
局
論
研
究
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
.

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
た
め
の
第
一
歩
に
す
ぎ

.な
い
。
そ
れ
は
、

つ 

ぎ
の
諸
部
分
か
ら
成
る
。

'

一
、
ウ
イ

I

ン
体
制
の
評
価
と
ウ
イ
ー
ン
体
制
を
動
揺
さ
せ
た
諸
事
件

。

.

.

1 
一、

.一
八
六
〇
年
代
初
頭
の
フ
ー
フ
ン
ス
に
お
け
る
ウ
イ
ー
ン
体
制
の
評
価
。

.(

以
上
本
号
、
以
下
四
月
号)

'

■

'

三
、.
プ
ル

I
ド
ン
.の
.ウ
イ
ー
ン
体
制
観
0

一
は
、
主
と
し
て
、
Q
g
oHJ
r
e
y Bn

i

目

：Ni
n
e
t
e
i
h
-
c
e
n
t
u
r
y

 E
u
r
s
e
c
m

 

Civilizatim 1815-1914, 195-4 (Oxford University p
r
e
s
s
)

に
よ
っ
た
。
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一
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、Georges D
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e
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u

に
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る
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.ル
ー
.ド
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記
の
書
物
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のIntro—

八

七

(

八

七)
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i
a
《

x
v
l
c
r
&

s-.indlistriels,  .1932,.. p. 

1
3
9
-
u
p

(

2)

た
と
え
ば
、
.平
井
新
著
‘「

近
代
社
会
思
想
史」

三
ニ
四
べ
ー
ジ
。
' 

Peter 

H
e
m
t
z
.

 

The. AutQTitdtslFTQhhmatik b&i Proudhm, 

1956,. p' 7.

(

3)

内
田
義
彦
著「

サ
.
.V
.

:
ゾ
モ
ン
の
新
研
究一

坂̂
本
慶
一
著

『

フ
ラ
ン
ス 

産
業
本
命
思
想
の
形
成』

を
読
ん
で
I

」

思
想
一
九
六
ニ
年
八
月
号(

第
四 

五
八
号)

四
九
べ
丨
ジ
に
お
い
て
、
内
田
氏
は「

だ
が
、
サ
ン
：
ゾ
モ
ン
は
ゥ 

ィ
ー
ン
体
制
の
強
烈
な
批
判
者
プ
ル
ー
ド
ン
を
生
み…

…
」

と
の
‘、へ
て
お
ら
れ 

る
が
、
こ
れ
は
初
期
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ
い
て
は
真
実
で
あ
っ
て
も
、
後
述
の
ご 

と
く
後
期
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
プ
ル
ー
ド
. 

ン

身
も
、
こ
の
事
粜
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
認
め
て
い
る
。「
わ
た
く
し
も
ま
た
、
 

君
主
た
■ち
の
か
れ
ら
の
諸
人
民
に
対
す
る
•
抵
抗
、
こ
れ
ら
の
人
段
の
下
:=
-
|ロ、

諸
徙
党
の
権
謀
術
数
を
み
て
い
る
と
、

一
八
一
五
年
の
諸
条
約——
そ
れ
ら
の

非
常
に
高
次
な
思
想
に
わ
た
く
し
は
い
つ
も
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
が

_

は
空
文
に
な
っ
て
い
る
と 
一
I (un j

o
u
r
)

信
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ 

た
く
し
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
わ
た
く
し
の
哀
悼
を
示
し
た
。
し
か
し
、
正
義
の 

諸
表
1
7T
は
不
滅
で
あ

り

そ

れ

ら

'
を

い

か

な

る

人
も
思
い
通
り
に
廃
止
す
る
こ 

と
は
出
来
な
い…

…

と
、
あ
と
に
な
っ
ち
s

g

 

£

.

わ
た
く
し
は
考
え 

た
。」

(

傍
点
引
川
者)
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Si 
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ts 

t 

1815 

ont 

c
l
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c
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r
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1
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6
3
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Marcel R
i
v
f
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 p. 

300
0
.拙
訳「

中
京
商
学
論
叢」

第

一

一
卷
第
一
一
号
ニ
ニ
べ
丨
ジ
。

•
八

八

(

八

八

)

(

4) 
：
H

e

l
前
掲
書
に
対
す
るc

u
l
e
r

の

書

評

f
義

m
r

e

 

:

1
1
.
1 

1
9
5
00
, voL 

36, p. 2
4
7
-
2
4
9
)

参
照
。Heintz 

は 

•;
•
歴
史
的
視
角
を
意
識
的
に
度
外
視
し
て
.プ
ル
r
ド
ン
か
作
品
のか

；！

解
説
と
此

判
の
試
論(un 

e
l sn

t
e
r
s
t
a
t
i
o
n

 et de critiqu

ニ

&
r
碧)

を
目
的

と
し
、
そ
れ
を
よ
く
な
し
と
げ
て
い
る
も
の
の
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
対
す
る
同
感 

.の
た
め
に
か
れ
に

.あ
ま
り
に
も
寛
大
に
な
り
す
ぎ
、

「

プ
ルー

ド
ン
の
思
想 

> 0
'|
^

的

諸

矛

盾

の

若

干

の

も

め

を

解

明

で

き

ぬ

玄

ま

に

お

わ

っ

て

い

る

。

ト

 ̂

ら
の
諸
矛 i

 
は 

b レ i

 i

 
ト
か
Ea
,心&

 
クc'
i
M'
^>
f:
r'
?:
x>
I 

f
 

,
 

I

B:
s
t
o
r
i
,
q
g

)

に
置
く
/
;

J
-
i
i

J:'
f

と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。」

(

傍
点
引
用
者)

(

ニ
四
九
ぺ
ー
ジ)_

こ̂
の 

よ
う
に
キ
ユ
ヴ
ィ
リ
エ
も
忠
告
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
完
成
し 

た
理
論
体
系
か
ら
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
方
法
論
、.
論
理
構
造
の
解
明
の
無
益
さ 

.
を
意
味
す
る
も
の
で
は
全
然
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
明
が
プ
ルー

ド
ン
の
©
想 

の
変
転
を
追
究
す
る
菡
礎
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
の
±
き
い
員
_

は
佐
藤
茂
行
著r

プ
ル
ー
ド
ン
に
お
け
る
分
業
と
機
械

-
マ

ル

ク

ス

.
の

プ

ル

I
ド
ン
批
判
に
つ
い
て
一」

北
大
経
済
学
研
究
第
ー
ニ
卷
^
ー
号
で
あ
る
。
 

(

5)

多
く
の
注
釈
者
た
ち
の
方
法
の
欠
点
を
E 

. H 
•
ヵ
ー
は
つ
ぎ
の
ご
と
く 

指
摘
し
て
い
る
"「

し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
編
者
や
批
判
家—

不
幸
な 

こ
と
に
は
、
か
れ
ら
の
大
部
分
-

―
■
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ 

の
耍
因
が
プ
ル
'|
ド
ン
の
自
己
矛
盾
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
か
れ
ら
は
か 

.れ
を
か
れ
の
時
代
の
急
速
に
変
化
し
\
0行
く
背
景
へ
^
® rapidly 

changing 

background of 

a
i

)

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
か
ら
で
あ
る(

傍 

点
引
用
渚)

。『
一

一
五
年
と
い
う
年
月
を
経
て
も〔

以
前
の〕

自
分
と
首
尾
一
貫 

し
て
い
る
と
主
張
す
る
著
者
を
わ
た
く
し
は
信
用
し
な
い』

と
プ
ル
ー
ド
ン
丈 

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
弁
解
は
そ
の
生
涯
が
一
八
四
八
年
と
い
う
歴
史
的

分
水
線
に
ょ
っ
て
一
一
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
世
代(

プ
ル
ー
ド
ン
の
生
存
期
間 

は一

八
〇
九
年
か
ら
六
五
年
で
あ
る)

.に
と
っ
て
は
議
論
の
余
地
な
く
有
効
で 

あ
る
。」

w
. H. 

Carr: 

Studies in R

寒hitim 

(3. 

Proudhon: 

Kobinson 

Crusoe of Socialism, 

1CO
4
7

)

，
1UD
5
0
, 

Grossed 

Dunlop, 

p 41-2.

ゥ
ィ
ー
ン
体
制
は
、
旧
体
制
を
う
ち
た
お
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ 

ン
戦
争
と
い
う
、

一
一
五
年
間
に
，わ
た
る
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
.激
動
の
の
ち
に
'
こ 

れ
ら
の
戦
争
の
あ
と
し
ま
つ
お
よ
び
秩
序
の
回
復
の
た
め
に
、：
打
ち
立
て
ら
れ 

た
体
制
で
あ
る
。

こ
の
体
制
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て 

い
る
よ
.う
に
思
え
る
。

才
な
わ
ち
、
'「

フ
ラ
ゾ
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
シ
戦
争
の
. 

産
物
で
あ
っ
た
自
凼
主
義

•
国
民
主
義
の
精
神
を
否
定
し
、
絶
対
主
義
体
制
を 

復
活
維
持
し
よ
う
と
す
る
保
守
反
動
精
神」

.
と
そ
の
精
神
を
と
ら
え
、
そ
の
原 

則
に
つ
い
て
は
、

「

ョ
ー
口
ッ
パ
を
す
べ
て

^
♦
前

の

『

正
ま』

め
状
態
に
復 

帰
さ
せ
よ
う
と
主
張
.し
た
正
統
主
義
が
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
再
建
の
根
本
原
則
と
し 

て
採
用
さ
れ
た」

.と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、

ゥ
ィー

ン
体
制
の
成
采
は
、「

ゥ 

ィ
ー
ン
会
議
の
決
定
は
大
多
数
の
国
民
の
意
向
を
無
視
し
，、
す
べ
て
を
主
権
者

. 

の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
し
た
の
で
あ
り
、
以
後
三
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
欧
州
動 

乱
の
素
因
を
作
っ
た
の
で
あ
り」

、「

メ
ッ
テ
ル
ニ
ッ
ヒ
を
中
心
と
す
る
ゥ
ィ
ー 

ン
反
動
体
制
は
、
.自

Fi
:
1主
義

.
国
民
主
義
運
動
の
武
カ
弾
田
.に
狂
鄉
し
...
た
の
.で 

あ
る」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
'こ
の
よ
う
に
、
ゥ
ィ
ー
ン
体
制
に
負
の
評
囬
を 

与
え
、
進
歩
に
.逆
行
す
る
保
守
的
•
反
動
的
体
制
と
と
ら
え
る
の
が
常
識
に
な

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「

こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ー
ン
体
制
の
立
案
者
た
ち
は
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
未
来
の
た
め
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
の
た
め
に
計
画
し 

(

2)た」

と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
把
握
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ー
ン
の
見
解
は
、

つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の

で
あ
る
。
現
在
の
立
場
か
ら
ウ
イ
ー
ン
体
制
を
見
る
と
、
以
上
の
ご
と
く
非
難

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
当
時
の
状
態
を
考
え
、
王
政
復
古
の
と
り
き
め
の
お

こ
な
わ
れ
た
雰
囲
気
と
趣
旨
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
非
難
は
不
当
で
あ
ろ

う
と
.い
う
。
岧
時
の
状
態
は
、

ニ
五
年
間
の
戦
争
に
全
国
民
が
疲
労
’困
憊
し
て

V
た
.と
き
だ
っ
た
の
'でf

革
命
と
戦
争
の
事
後
処
理
に
ウ
.イ
I

.ン
に
银
ま
っ
た
.

政
治
家
た
ち
の
目
的
が
一
つ
の
現
実
の
切
迫
し
た
目
的
す
な
わ
ち
平
和
を
う
ち

た
て
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
平
和
を
う
ち
た

て
る
と
い
う
目
的
を
.最
も
よ
く
果
す
た
め
に
は
、「

政
治
的
不
動
性」

(political

immobility)

と

.

.

「

王
朝
の
永
続
性」

(dynastic permanence
)
.

と
い
う
反
苹
命

的
な
一
一
原
則
を
採
用
す
る
の

が
最
適
で
あ
る
と

#

.

え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

旧
体
制
の
長
所
、
と
く
に
、
適
度
な
均
衡
に
お
け
る
国
家
の
安
全
と
安
定
し
た

政
治
の
利
点
を
回
復
す
る
こ
と
が
か
れ
ら
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
、
と
ブ
ラ
I

ン 

言)

は
い
う
。

す
な
わ
ち
、

前
者
は
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
均
衡
、

後
者
は
国
民
の
不

満
、
不
安
を
な
く
す
た
め
に
、
諸
国
民
が
国
内
で
す
で
に
得
て
い
た
諸
権
利
の

(

4)

保
証
、.
.特
に
憲
法
の
保
証
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
イ
ー
ン
条
約
の
目
的
が
•平
和
の
回
復
維
持
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は 

成
功
で
.あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
ー
ン
体
制
は
、
詳
細
な
点
で
は
修
正
さ
れ 

つ
つ
も
、
そ
の
根
本
的
な
定
式
は
、
だ
い
た
い
百
年
間
も
維
持
：さ
れ
る
こ
と
に 

な
る
。

こ
の
百
年
を
、
ブ
ラ
ー
ン
は
、
く 

,



1
八
一
五
年——

一
八
五
四
年
の
三
九
年
間…

…

平
和
の
時
代
。
列
強
間
の 

軍

^
上
の
激
突
な
し
。
.

一
八
五
四
年——

ー：

八
七
一
年
の
，一
七
年
間…

…

ニ
つ
.ま
た
は
そ
れ
以
上
の
. 

国
ノ
<
を
ま
き
こ
む
戦
争
。
軍
事
的
間
奏
曲
°'

.
1

八
七
.一
年——
一
九1.

四
年
の
四
五
年
間…

…

異
常
に
長
い
平
和
。
列
強
：
. 

間
の
戦
争
な
.し
。

の111

期
に
つ
.い
て
見
、
' 

1

八
て
五
年
以
後
、.
列
傲
は
ほ
と
ん
ど
四
〇
年
間
武
力 

に
う
づ
た
え
る
こ
と
を
避
け
、

一
八
五
四
年
.に
戦
争
が
起
っ
た
と
き
も
そ
れ
は

局
地
化
さ
れ
た
戦
学
で
あ
っ
て
、
破
局
的
な
全
面
戦
争
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
‘

(

5)

す
る
。

そ
し
て
、
か
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
体
制
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
評
価
す
る
。
.「

い

, 

く
た
：の
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
、
歴
史
の
関
速
に
お
い
て 

見
る
な
ら
ば
、

進
歩
と
安
定
と
拡
大
の
一
世
紀
へ
の
入
口 

p

r

S-
P

c
e
n
t
m
y

o
f progress, 

stability .and 

expansion)

と
し
■.て
み
な
す
こ
と
が
で
.

(

6)

き
る 
O
J
.
.
.
.

.

-

以
下
、
後
述
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
立
論
を
理
解
ず
る
に
.必
要
な
範
囲
内
で
、
戦 

争
の
混
乱
後
の
ヨ
ー
ロ
.ッ
パ
に
秩
序
と
原
則
と
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
1,
る 

ウ
ィ
ー
ン
体
制
が
ど
の
ょ

.う
に
動
揺
し
て
い
っ
た
，か
を
、
整
理
し
て
お
こ
う
。

ウ
ィ
ー
ン
体
制
を
動
揺
さ
せ
、
そ
れ
を
廃
止
さ
せ
た
と
い
わ
^ '
て
い
る
諸
事 

件
は
、

つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

一
八
ニ
ニ
年
ス
ペ
イ
ン
問
題 

一
八
ニ
ニ
年
.

ス
ペ
イ
ン
植
民
地
の
独
立 

.
一
八
ニ
九
年
ギ
リ
シ
ア
の
独
立 

一
八
三
〇
年
フ
ラ
ン
ス
の
七
月
革
命

九

〇

(

九
o )

.1.

八
三
〇
年

べ

.ル
ギ
丨
の
：分

離

•
独
立
，

■
一.
八
四
八
年
.
.
.
.
フ
'ラ
シ
ス
.の 
一.

I

月
^
命 

ー：.八
五
四

 ̂

-五丄
.ハ
年

ク

リ

.ミ
ア
戦
争
.

I

八
六
一
年
に
完
成
す
る
イ
タ
リ
ア
統
一

一：八
七
.
.一
年
に
完
成
す
る
ド
イ
ツ
統
一
. 

.

.

.

.

ま
ず
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
弱
体
化
の
第
ー
の
_
件

は

、

一

八

ニ

ニ

年

に

、

.ス 

ペ
イ
ン
に
お
こ
っ
た
革
命
的
な
反
乱
の
処
理
に
関
し
て
起
る
。

こ
の
と
き
、

ロ 

シ
ア
、
プ
ロ
；

x

ア
、
オ
I
ス
.>
.リ
ア
は
、

ス
ペ
イ
ン
干
渉
を
決
議
し
、

フ
ラ
ン 

ス
1C
そ
.，の
実
行
.を
委
ね
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
ら
の
諸
国
と
協
同
し
て
行
動 

す
る
こ
と
を
拒
否
す
る(

ヴ
エ
ロ
ナ
会
議
一
.八
ニ
ニ
年)

。

こ
.
の

会

議

を

契

機

と 

し
て
.、
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

ヨ
.
1 ロ
.ッ
パ
•€
>
最
高
会
議
か
ら
脱
退
れ
2»
7
。

こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
脱
退
と
と
も
に
、

ス
ぺ
イ
シ
植
民
地
の
独
立
が
起
る
。
南 

ア
フ
リ
カ
.の
ス
ペ
イ
ン
諸
植
民
地
が
独
立
し
た
と
き
、

ス
ペ
イ
ン
王
フh

ル
デ 

ィ
ナ
：

V

ド
.七
世
は
、
そ
れ
ら
の
植
民
地
に
対
す
る
正
統
王
朝
的
要
求
を
し
て
、
 

ウ
ィ
ー
.ン
体
制
諸
国
に
援
軍
を
.も
と
め
た
が
-—

そ
し
て
実
際

P
シ
ア
は
討
伐 

軍
を
お
く
る
船
団
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
^―

イ̂
ギ
リ
ス
の
脱
退
の
た 

め
に
、
干
渉
は
不
可
.能
に
な
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
海
軍
カ
の
芘
倒
的
な 

優
越
性
に
ょ
.る
。
.
こ
の
優
越
性
は
、
以
後
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
保
守
勢
力
に
と
っ
て 

き
わ
め
て
決
定
的
な
要
因
と
な
る
。

と
い
ぅ
の
は
、

3
丨
.口
ツ
パ
の
内
部
で 

は
、
.オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
プ

P
シ
ア
、
お
ょ
び
口
シ
ア
は
意
志
ど
お
り
に
ヨ
ー
ロ
. 

ツ
パ
を
.4
右
で
き
た
が
、
海
軍
力
を
要
す
る
行
動
は
そ
の
要
因
の
た
め
に
不
可 

能
と
な
っ
た
。

ョ
ー
口
ッ
パ
の
政
治
的
不
動
性
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
た
ウ
イ
ー

ン
体
i
に

1

M

1霊

と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
独
立
は
そ
の
体
制
に
対
す
る
一
つ
の
変
更
で
あ
る
。

ト 

ル
コ
に
対
す
る
ギ
リ
シ
ア
の
抵
抗
の
執
拗
さ
が
ヨ
ー
口
ッ
パ
全
土
の
同
情
を
え 

て
、

一
八
ニ
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
：、

ロ
シ
ア
、

フ
ラ
ソ
ス
三
囯
が
六
年
間
に
わ
た 

る
闘
学
の
仲
裁
を
し
た
結
果
、

一
八
ニ
九
年
ア
ド
リ
ア
ノ
ー
プ
ル
の
条
約
で
ギ 

リ
シ
ア
の
独
立
が
保
証
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
欲
し
て
い
た 

共
和
国
は
実
現
さ
れ
ず
、
君
主
制
が
ぅ
ち
た
て
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
ギ
リ
シ
. 

ア
独
立
の
影
響
は
大
き
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
革
命
的
な
気
分
が
み
な
ぎ
る
こ
と 

に
な
る
。「

反
乱
は
大
目
に
見
ら
れ
、

政
府
は
変
更
ざ
せ
ら
れ
、

新
し
い
民
族 

国
家
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
者
た
ち
は
、
保
守
主
義
の
城
壁
に 

こ
の
よ
ぅ
に
ひ
び
、力
入
っ
た
こ
と
に
希
望
を
-%
っ
た
■

力
く
し
て
ギ
リ
シ
ア
の 

反
乱
は
、

一
般
的
な
政
治
的
噴
火
の
開
始
を
つ
げ
る
地
鳴
り(the .opening 

tremor of a general.political, eruption)

と
.な

'っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

ア
ド
リ
ア
ノ
ー
プ
ル
の
条
約
の
一
年
後
に
、
全
ョ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

一
八
三
〇
年 

の
革
命
的
な
勃
発
で
わ
き
た
つ
こ
と
に
な
る
。

」

ギ
リ
シ
ア
の
独
立
に
よ
.っ
て
元
気
づ
け
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
者
た
. 

ち
が
引
き
お
こ
し
た
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
、
そ
れ
の
各
国
へ
の
波
及
が
ウ 

ィ
ー
ン
体
制
を
動
括
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
七
月
の
.事
件
は
、
.ウ
ィ
ー
ン
. 

条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
憲
章
の
も
と
で
フ
ラ
ン
ス
に
立
憲
政
治
の
.基
盤
が 

芽
ば
え
、
中
産
階
級
が
議
会
を
中
心
と
し
た
、
>
M挙
に
も
と
づ
く
政
治
を
お
こ 

な
お
ぅ
と
し
て
い
た
實
分
、ヵ
支
配
的
で
.あ
っ
た
と
き
、
前
王
.の
ル

イ

.一
八
世
が 

死
に
、
か
れ
に
代
っ
た
シ
ャ
ル
ル1

〇
世
が
反
動
的
行
動
に
出
た
の
で
、
起
っ 

た
。

こ
れ
は
、

シ
ャ
ル
ル
一
〇
世
0.
立
憲
君
主
制
を
否
定
す
る
よ
ぅ
な
行
動
、
 

新
聞
の
検
閲
，
代
議
院
の
^
体
、
選
挙
権
の
剝
奪
等
々
に
対
し
て
、
自
由
主
義 

プ
ル
I
ド
ン
の
ウ
イ
I
ン
体
制
観(

上)

者
た
ち
が
反
抗
し
た
も
の
.で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
穏
健
派
が
ド
ル
イ
•
フ
ィ
リ
ッ
プ 

を
即
位
さ
せ
た
王
朝
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
.
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条 

約
に
ょ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
国
王
を
し
り
ぞ
か
せ
て
、
自 

分
た
ち
の
国
王
を
即
位
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
王
朝
の
永
続
性
を
原 

則
と
す
る
ウ
ィ
ー
ン
体
制
に
と
っ
て
は
条
約
違
反
で
あ
っ
.
.た
の
で
、

口
シ
ア
、
 

才
丨
.ス
ト
リ
ア
、
プ
ロ
シ
ア
は
協
同
の
干
渉
を
行
な
ぅ
恐
れ
が
：あ
っ
た
が
、

こ 

れ
ら
の
同
盟
囯
は
そ
れ
を
実
現
し
え
な
か
っ
た
。
と
い
ぅ
の
は
、
七
月
革
命
の 

.速
鎮
反
応
が
お
こ
っ
て
、
各
国
は
自
国
内
の
暴
動
鎮
庄
に
手
を
や
い
た
か
ら
で 

あ
る
。
ま
た
、
同
盟
国
の
干
渉
を
お
そ
れ
て
ル
イ•

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
政
府
が
非 

常
に
慎
重
な
態
度
を
と
り
、

ヨ
ー
口
ッ
パ
の
秩
序
を
尊
前
す
る
こ
と
.や
ウ
ィ
ー 

ン
体
制
諸
国
に
革
命
十
字
軍(revolutionary 

crusade)

を
お
く
ら
な
い
こ
と 

を
宣
言
し
た
の
で
' 
列
強
は
ル
イ•

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
政
府
を
承
認
し
た
。
七
月 

革
命
の
連
鎖
反
応
は
中
央
お
ょ
び
東
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
成
^
;し
な
か
っ
た
。
そ 

こ
で
は
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
同
盟
国
の
独
裁
制
は
お
し
の
け
る
に
.は
あ
ま
り
に
も 

重
く
、

ー
 

八
ー
ー
ー
〇
年
の
暴
動
は
流
血
と
失
敗
に
終
る
。

一
八
三
〇
年
を
境
と
し 

て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
進
歩
的
な
陣
営 

と
口 

■シ
ア
、

オ
ヾ
ー
ス
ト
リ
ア
、
プ
ロ
シ
ア
を
中
心
_と
す
る
反
動
的
な
陣
営
に
ニ 

分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
制
の
西
側
の
集
団
と
権
力
的
君
主 

制
の
東
側
集
団
と
に
.
れ̂
て
行
く
。
前
者
に
お
い
て
は

、

産

業

革

命

の

.進

行

と 

と
も
に
強
力
に
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勢
力
が
自
出
主
義
的
諸
制
度
を
き 

ず
き
あ
げ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
活
動
的
な
中
產
階
級
が
見
い
だ 

さ
れ
ず
、
そ
れ
が
政
府
の
支
配
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
自
由
主
義
的
な 

頃
向
は
葫
壊
す
る
'0「

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
王
政
復
古
の
プ
口
、ク
ラ
ム
の

九

' 

(

九1
)



蒙
昧
な
硬
性
か
ら
離
脱
し
た
の
は
当
然
の
ご
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
.は
、

ス 

ペ
イ
ン
問
題
に
関
し
て
一
八
ニ
ニ
年

に
ョ
ー
ロ

ッ
パ
同
盟
を
み
す
て
た
。

フ
ラ 

ン
ス
は
、

一
八
三
〇
年
に
王
朝
の
変
吏
に
よ
っ
て
保
守
的
な
君
主
制
諸
国
に
挑 

戦
し
た
。
両
国
と
も
経
済
的
に
進
歩
し
て
お
り
、
前
世
紆
的
な
半
封
建
的
な
諸 

制

度

(semifeudal 

institutions)

や
古
い
社
会
的
身
分
区
別(outmoded -so

cial distinctions) 

を
捨
て
去
.っ
て
い
た
。

そ
し
て
、

両
国
と
も
、_
政
治
的
解 

.放
と
責
任
あ
る
政
府
と
を
も
と
め
て
い
る
後
進
国
に
対
し
て
同
淸
し
て
い
る
。
 

こ
こ
に
、

一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
自
由
主
義
的
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
保
守
的
ョ 

丨
ロ
ッ
パ
か
ら
区
別
す
る
深
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
闘
争(a profound, ideolo- 

t
 con

tfaict )
、

新
し
い
経
済
諸
力
の
抵
抗
し
が
た
い
拡
大
に
よ
っ
て
引
き
起 

さ
れ
激
化
さ
れ
た
闘
争
が
あ
る
。

」

七
月
革
命
に
よ
る
自
由
主
義
勢
力
の
一
つ
の
勝
利
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
独
立
で 

あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
よ
っ
て
、
北
束
で
フ
ラ
ン
ス
の
拡
大 

を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
統
一
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
七
月
革
命
が 

起
る
や
、
ベ
ル
ギ
ー
の
自
由
主
義
者
た
ち
は
暴
動
を
お
と
し
た
。
絶
対
主
義
諸 

国
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
を
支
持
し
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
が
陸
軍
を 

も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
海
軍
を
も
っ
て
、
ベ
ル
ギ
I
の
分
離
を
支
持
し
た
た 

め
、
.絶
対
主
.義
諸

，国

は

武

力

干

渉

す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
め
よ
ぅ
な 

状
勢
が
ベ
ル
ギ
ー
問
題
を
決
定
し
、
ベ
ル
ギ
ー
は
独
立
国
に
な
っ
た
。
.
こ
の
事 

件
は
、
両
陣
営
の
力
関
係
を
も
っ
と
も
明
白
な
形
で
示
し
た
も
の
で』

2>
1
、。

つ
づ
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
に
大
き
な
打
撃
を
加
え
た
の
が
一
八
四
八
年
の 

二
月
革
命
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
第
二
帝
政
の
出
現
に
.お
わ
り
、
 

そ
の
余
波
は
ロ
シ
ア
を
の
ぞ
く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
飛
火
ず
る
。
自
由
主
義
者

九
ニ 

(

九

ニ)

た
ち
は1

時
的
な
勝
利
を
得
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
、
弾
圧
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に 

な
る
.
し
力
し
二
月
革
命
の
影
響
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
.イ
タ
リ 

ア
に
お
い
て
大
き
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ア
人
、
 

ク
ロ
ー
ア
ト
人
、

ス
ラ
ブ
人
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
爆
発
し
て
一
時
的
に 

パ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
は
崩
壊
し
た
か
に
見
え
た
が
、
軍
隊
の
指
導
者
た
ち
の
戦 

術
に
よ
っ
て
す
ベ
て
弾
历
さ
れ
た
。
プ
ロ
シ
ア
で
は
、
ド
イ
ッ
統
一
の
熱
意
が 

も
り
あ
が
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
利
害
の
衝
突
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ッ
統
.一
 

を

主

張

す

る

プ

ロ

，シ
..ア

と

ウ

イ

ー

ン

体

制

を

元

通

り

に

し

 
よ

う

と

る

オ

^
ス 

ト
リ
ア
と
の
衝
突
に
お
い
て
、

ロ
シ
ア
の
ニ
コ
ラ
ス
一
世
が
ウ
ィ
ー
ン
に
援
助 

を

与

え

た

た

め

、
，
、

.こ
の
運
動
は
立
ち
消
え
に
な
づ
て
し
ま
う
。

ニ
月
革
命
の
中 

欧
に
お
け
る
結
果
を
、
ブ
ラ
ー
ン
は
、

「

一
八
四
八
丨
九
年
の
'倩
熱
、

妥
協
、
 

お
.よ
び
憲
法
制
定
は
、

強
権
的
諸
原
則(authoritarian 

principles )

の
実
際 

上
の
復
元
.に
お
わ
.っ
た」

と
要
約
し
て
い
る
。
イ
タ
.リ
ア
も
、

二
月
革
命
の
.知 

ら
せ
を
き
い
て
、
と
く
に
メ
ッ
テ
ル
ニ
ッ
ヒ
の
逃
亡
の
知
ら
せ
を
き
い
て
、
各 

地
で
暴
動
が
勃
発
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
に
よ
っ
て
鎮
庄 

さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

リ
ゾ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
は
.一
時
中
止
す
る
こ
と
に
な 

る
。
イ
タ
リ
ア
統
一
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
サ
ル
ジ
ー
一
ア
王
カ
ル
ロ
.
ア
ル
べ 

ル
ト
は
、
息
子
の
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
•
エ
マ
ヌ
エ
ル
ニ
世
に
譲
位
し
、
.マ
ッ
チ
ー 

ニ
、
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
追
放
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、

ニ
月
革
命
は
、
‘
ヨ
ー
ロ
ッ 

パ
各
地
で
否
定
的
な
結
果
に
お
わ
っ
た
9 

以
上
の
ベ
た
諸
事
^
:は
、

ヨ
ー
口
ッ
パ
の

強

国

が

直

接

に

参

加

し

て

.'_
衝

突 

し
あ
う
場
面
も
な
く
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
は
大
き
く
動
揺
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に 

決
定
的
打
撃
を
与
え
る
も
の
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
五
四
丨
，一
八
七
一

年
の
一
七
年
間
の
，軍
事
的
衝
突
の
時
期
に
事
実
上
そ
れ
は
崩
壞
ず
る
こ
と
に
な

り
、
ま
た
外
交
上
、
論
壇
上
に
お
い
て
も
そ
の
崩
壊
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
様
子
は
次
節
で
と
り
あ
つ
か
う
が
、
こ
れ
ら
の
戦
争
の
う
ち
プ
ル
ー
ド
ン

が
見
聞
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
と
イ
タ
リ
ア
統
一
の
た
め

の
戦
争
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
と
■イ
ギ
リ
ス
と
の
あ
い
だ
のr

八
四
四
年
に
む
す

ば
れ
た

秘
密
の
'同

意

(

口
シ
ア
南
進
と
イ
ギ
リ
ス
の
エ
.ジ
ブ
ト
獲
得
と
を
相
互
に
.

認
め
あ
う)

を
頼
り
に
、
ロ
シ
ア
が
南
下
政
策
を
行
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

近
東
で
の
利
権
を
主
張
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
は
、

こ
れ
と
対
峙
し
て
い
た
。
そ

れ
に
、
ニ
月
革
命
に
も
動
揺
し
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
に
対
す
る
恐
怖
も
作
用
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
は
上
記
の
同
意
.を
破
棄
し
、

フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
す
る
。

そ
し

て
、

ロ
シ
ア
と
ト
ル
コ
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
あ
い
だ
に
戦
争
が
宣
言

さ
れ
る
。

こ
れ
が
ク
リ
ミ
ア

戦
争
で
、
こ
れ
ほ
ど
0
的
の
は
っ
き
り
し
て
い
な

C15)

い
戦
争
は
歴
史
上
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
ク
リ
ミ

ア
戦
令
を
つ
う
じ
て
カ
ヴ
■丨
ル
は
ナ
ポ
レ
、オ
ン

三
世
の
同
意
を 

え
て
、
イ
タ
リ
ア

統
一
の
行
動
を
起
す
。

そ
し
て
、

マ
ゼ
ン
タ(

一
八
五
九
年 

六
月
四
日)

、

ソ
ル
フ

ヱ
リ
ー
ノ 

(

六
月一

一
四
日)

の
戦
い
の
の
ち
、

統
一
の
.行 

き

‘す
ぎ
を
後
悔
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン

兰
世
の
ヴ
イ
ラ

フ
ラ
ン
カ

の
.講
和
，(

七
月
一
 

一
日)

に
よ
っ
て
、
不
完
全
な
形
で
イ
タ
リ
ア
統
一
は
一
応
完
成
す
る
。
'し
か 

-
し
、
完
全
な
統
.一
を
も
と
め
る
人
々
は
熱
狂
的
な
運
動
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ 

の
よ
う
な
ョ
I
 

ロ
ッ
パ
.の
混
乱
が
当
時
の
人
々
を
し
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
に 

つ
い
て
の
考
察
に
向
わ
し
め
る
こ
‘と
に
な
る
。
以
下
、
当
時
の
人
々
が
こ
の
こ 

と
を
、
と
く
に
ゥ
ィ
ー
ン
体
制
と
関
連
し
て
、
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
見
、よ 

う
• 

’

プ
ル
I
ド
ン
の
ウ
イ
I
ン
体
制
観(

上)

注(

1)

吉
岡
カ
編「

解
説
世
界
史
年
表j

1

六
四
，ベ
ー
ジ
。

か
か
る
評
価
は
本
質 

的
に
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し
か
.し
、
後

述

，の
ご
と

く
、

ゥ

ィ

ー

ン

体

制

の

評

価 

は
，
当
時
に
あ
っ
て
は
、
国
に
よ
っ
て
ま
'た
時
期
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
っ
た 

も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ブ 

I

ブ
ー
シ
.の
見
解
を
と
り
あ
-げ
る
の
も
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
で
^-
る
。

(

2) 

B
r
u
u
n
” op, 

c
rp.. 8

.

.

(

3) 

op. 

c
i
r

p. 9

•
参
照
。

(

A

こ
.の

ニ

点

は

、
.
.プ
ル
ー
ド
ン
.が

ゥ

ィ

ー

シ

条

約

の

.功

績

と

し

て

挙

げ

る

と 

と
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
.後
者
を
強
調
す
る
。
後
者
に
関
し
て
、
ク
ロ
ー
チH

も 

つ
ぎ
の
*こ
と
く
の
べ
て
い
る
。

「

子
供
は
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
昔
の
着
物 

を
も
う
.一
度
着
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
着 

せ
よ
う
と
た
め
し
て
、
そ
れ
の
不
可
能
な
こ
と
に
人
は
き
づ
い
た
の
で
あ
る
。
 

…
…

絶
対
主
義
は
、
自
己
の
理
想
を
固
執
せ
ず
に
、
妥
協
す
る
こ
と
を
余
儀
な 

.
く
さ
れ
た(

六

五

べ

ー

ジ

)

。…
…

人
は
フ
，
ラ

ン

ス

に

、

か
.の
憲
章
を
拒
む
こ
と 

は
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
、
も
う
一
度
一
七
八
九
年
以
前
の
状
態
に
ひ 

き
も
ど
す
こ
と
众
ど
、
ど
う
し
て
で
き
よ
う
.。
ベ
ル
ギ
ー
を
合
併
し
て
い
た
オ 

ラ
ン
ダ
王
国
に
、
ド
イ
ッ
.の
群
小
諸
国
に
、.
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
、.
そ
の
他
の 

立
憲
政
体
が
.樹
立
せ
ら
れ
た

.ハ
六
六
べ
ー
ジ

)

。」

ハ
ク
ロ
ー
チ

H

著
坂
井
直
芳 

訳

「

一
九
世
紀
ョー

ロ
ッ
パ
史」)

(

5)

. .B
r
u
u
n
”，

o
p 

c

i

r

p

io
co—

s

.'
お
よ
び
.
P
.
.
CO
参
照
，0

E
. 

H 

•

力
1 

.

.は
、
政
治
的
実
体
と
し
て
の
0

^
に
つ
い
て
の
殳
方
の
差
異
に
よ
っ
.て
、「

近 

代
国
際
関
係
史
は
部
分
的
に
は
重
複
す
る
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る」

と 

し
、
第
一
M
を
一
八
一
五
年
以
前
と
し
、
第 
一J

期

を

一

八

一

五

年

^

.
一
九
一 

.

四

年

と
し
、
第
三
期
を
一
九
一
四
年_

一
 
九

三

九

年

と

す

る

。

そ

し

て

、
.
こ 

の
.第
二
期
の
特
徴
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
ま
と
め
る
。

「

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
動
乱

九

三

(

九

三)



r
に
始
ま
り1

九
一
四
年
に
終
る
箜
S

は
一
般
に
：近
代
国
際
諸
関
係
の
う
ち
最 

も
秩
序
立
っ
た
羨
a
す
べ
き
時
期
上
.一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
が； 

旨
く
い
っ
衣
の
は
夥
し
い
妥
協
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
或
る
点
で
こ
の

 ̂

期
を
前
.の
時
代
の
本
来
の
後
継
者
と
し
、
ま
た
別
の
点
で
は
反
対
物
と
し
た
，の 

で
-あ
る
。
：I
面
か
ら
！
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
は『

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム』

と

4
ィ 

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム』

の
諸
勢
力
が
微
妙
な
均
衡
を
保
つ
：こ
と
が
で
き 

た
。
と
い
う
の
は
：
こ
の
時
期
に
充
分
.に
強
力
な
国
際
秩
序
ま
た
は
機
構
が
ft
-
' 

ち
立
て
ら
れ
た
の
で
、
正
常
で
か
つ
平
和
的
な
国
際
諸
関
係
を
か
ん
ら
大
規
模 

に

打

破

る

こ

と

な

し

に

国

民

感

情

の

.驚

く

べ

き

拡

大

と

強

度

化
が

容
認
さ
れ
た 

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
先
の
時
代
に
は
政
治
的
経
済
的
な 

力
が
手
を
と
り
あ
°
て
行
進
し
.、
民
族
的
国
家
.単
位
を
う
_ち
建
て
、：
局
地
的
諸
. 

経
済
体
の
混
合
に
か
え
て
举
.一
の
国
民
経
済
を
作
り
出
し
た
の
に
対
し
て
、
.一
 

九
世
紀
に
な
る
と
政
治
的
な
力
と
経
済
的
な
力
の
あ
い
だ
に
妥
協(

が
と
り
き
め 

ら
れ
た
結
果
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
道
に
し
た
が
っ
て
発
展
す
る
こ
と
が 

.可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
.が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
政
治
的
に
み
れ
ば
民
族
：

的
諸
力
は
、
既
存
諸
単
位
の
合
併
に
よ
る
と
そ
れ
ら
の
雜
体
に
よ
る
と
を
問
わ 

ず
、

一
九
世
紀
全
般
を
通
じ
て
民
族
国
家
へ
の
要
求
を
主
張
す
る
こ
と
に
ま
す 

ま
す
成
功
し
て
.疔
っ
た
。
他
方
、
経
済
的
に
み
れ
ば
' 
国
際
的
諸
力
は
多
数
の 

国
民
経
済
を
¥
ー.の
世
界
経
済
に
.変
質
さ
せ
.る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
時
^
に

 ̂

あ
っ
た
過
程
を
.一
段
階
前
方
へ
1
め
た
。
.，し
か
も
第
一
.一

j

の
角
度
'か
ら
ず
る
.な
ら 

ば
、
こ
の
体
制
は
政
治
的
チ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
民
衆
と
民
主
主
義
の
強
, 

い
要
請
と
国
際
経
済
機
構
運
営
の
秘
密
性
お
よ
び
専
制
性
と
の
妥
協
と
.見
な
さ 

れ
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
妥
協
.の
崩
壊
と
そ
れ
ら
の
背
後
に
.
存

在

し

た

弱

点

と

非 

.
現

実

性

の
露
呈
が
第
二
期
の
末
期
の
諸
段
階
を
特

色

づ

け

た

。
ナ
シ
ョ
ナ

.

リ

ズ
. 

ム
と
イ
シ
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ

リ

ズ

ムの
両
勢
力
を
和
解
さ

せ

う

る

新

し

い

妥
協
を

.九

四

.

.

(

九

四)

.

.

.

.

..I

九

.一. 

'
四
年
以
来
打
ち
立
て
る
の
に
失
敗
し
'て
い
.る
.こ
と

が

.
現

在

の

危

機

の

本

.
質

で

あ

る
.J,

(

訳
文
変
更)

貝

w

Nationalism and A
f
t
e
r

南
雲 

堂
教
科
書
版
.；

p. 

7
-00
.
.大
窪
愿
ニ
訳
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展」

み
す
ず
書 

.

.

M
.
 

ニ
ー
ー'1:1

ぺ
.丨
ジ
.

X. 

s
 

W
W
.
I 

.

. 

o
^
t 

f
i 

P

:(

7) 

O
p

•ご

c
i
r:.:
p
. 16-1.7...

参
照
。
ブ
；ラ
f
ン
.は
ィ
ギ
リ
：
.スの
.か
か
る
行
動
を 

;つ
^*
の
こ
_と
く
の
べ
る
。'「

キ
..ャ
..こ
ン

グ(
c
a
n
n
i
n
g
)

は
.『

す
べ
て
の
国
民
は 

キ
れ
自
身
の
た
め
に
あ
り
，
祌
は
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
た
め
に
あ
る』

.;
- 

nation:for. itself and G
o
d

 for us a
n
)，

と

い

ぅ

、
ょ

り

現

宴

的

汰
外
交

政 

策
べ
の
復
帰
を
歓
迪
し
た
、.'
 
そ
し
て
ィ

ギ

リ
ス
は

3
丨
ロ
ッ
パ
お
ょ
び
世
,?
の
.. 

諸
事
.件
に
.
^

• 
_
>
-
て
独
自
...
の
道
を
再
び
と
る
こ
.と

に

な
0
た
.
。

」

.
?.|-
*<7,

(

8) 

Op. 

c
i-r
p
. 17-1

00.

参
照
。

因
み
に
、
ブ
ラ
ーX

は

、

一
'
八

一

五

年

以
 

後
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
、
三
つ
の
主
要
な
喪
因
の
相
互
作
用
に
依
存
し

C 

い
‘
る
と
い
ぅ
。

一
は
、
上
述
の
ィ
ギ
リ
ス
海
軍
の
優
越
，性
、
す
な
わ
ち「

海
軍 

.的
耍
因」

、.
ニ
は
、
：四
戦
勝
国
ィ
ギ
リ
ス
、
オ
！

ス
ト
リ
ア
、

ロ
シ
ア
、
プ
ロ 

.
シ
ア
の
一

時
的
優
越
性
す
な
わ
ち「

政
治
的
要
因」

へ̂

時
こ
の
四
国
の
相
互 

の
利
害
関
係
が
衝
突
し
な
.い
か
ぎ
り
、

ヨ
ー
ロ

ッ

.
。
ハ
を
思
い
通
り

支
配
で
き 

.

.

.
た)

.
■
三

は

産
業
^
命

の

進

展

と

、

.
プ

ル

ジ

ョ
ヮ
ジ

ー
. i

プ
.ロ
レ
タ
リ
ア
の 

'出
現
、
す
な
わ
ち「

経
済
的
要
因」

で
あ
る
。

?) 
Op. 

c

f

p. 2
1
.

.

(
10) 

Q
p
.
c
i
r
p
,

 4
0
-
4
3
.

参
照
。

(

11) 

o
p 

f
i 

p 23，

12) 

o
p
. 

c
i
r
p
. 

4
4
-
4
5
.

参
照
。

.
13)

o-
p
. 

c
i
r
p
.
. 

74-78
.

参
照 V

 

14) 

op. cit, p. S3
，

(

15) 

op. 

c
i
r
p 

参
照
。

(

16)

o
ジ

8.
r
岁

婆

参

㈣
。

ニ

一
八
六
三
年
に
ゥ
ィ
ー
ン
体
制
に
つ
い
て
の
胃
砠
討
が
と
く
に
問
題
に
な
づ 

て
く
る
の
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
一
八
六
三
年一

一
月
五
日
の
演
説
欠
お
い 

て

の

ベ

た「

一
八
一
五
年
の
諸
条
約
は
存
在
し
な
く
な
っ
た」

P

S 

^
0 

100
1
5 ont §

84 d

fl>xister)

と
い
う

発
言
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
演
説
に
お
い
て
、
 

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

事
態
は
、

'一
八
一
五
年
の
諸 

条
約
を
く
つ
が
え
し
た
、
あ
る
い
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
く
つ
が
え
す
傾
向
に
あ 

る
。
そ
れ
ら
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
ベ
.ル
ギ
ー
に
お
い
て
も
、
イ
タ
リ 

ア
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
河
上
に
お
い
て
、
破

棄

さ

れ

て

い 

る
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
ら
を
変
更
さ
せ
る
た
め
に
行
動
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス 

は
、
イ
オ
ニ
ア
諸
島
の
譲
渡
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
一
般
的
に
変
更
し
、
.
そ
し

I

て
、

ロ
シ
ア
は
そ
れ
ら
を
ヮ
ル
シ
ャ
ヮ
で
ふ
み
に
じ
っ
て
い
る
。

」

.

こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
し
て
、

•ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、

「

ヨ
：|

ロ
ッ
パ
を 

病
人
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
係
争
.の
問
題
1_
入toutes. les .questions...litigieuses 

A
u
i 

font de r
Europe u

n

 corps l
l
a
d
e
)

を
討
議
す
る
た
め
に
、

そ
し
て
ウ 

ィ
ー
ン
条
約
が
規
制
し
て
い
た
状
態
の
崩
壊
を
新
し
く
規
制
し
な
お
.す

た

め 

に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
会
議
をX

リ
で
開
催
し
■よ
う
と
提
案
す
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の 

意
図
は
、

「

_
丨
ロ
ッ
パ
の

_
態

.は
、

ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い 

て
も
、
.イ
タ
リ
ア
に
お
.い
て
も
、
非
常
に
紛
糾
し
て
い
る
。
き
ち
ん
と
テー

ブ 

>
の
上
で
ゲ
I
ム
を
し
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
パ
リ
に
外
交
官
を
あ
つ
め
、
そ

し

，
 

プ
ル
I
ド
ン
の
ウ
イ
ー
ン
体
制
観(

上)

(

3
}

て
、
今
度
と
い
う
今
度
は
、
い
っ
し
ょ
に
.平
和
を
築
き
あ
げ
よ
う」

と
い
う
こ 

と
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

こ
の
ナ
ポ
レ
オ
シ
演
説
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ウ

イ
 

丨
ン
体
制
に
つ
.い
て

'の

再

検

討

が

行

な

わ

れ

る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の 

ご
と
く
、
弁
護
論
、.
.反
対
論
の
二
つ
に
大
別
さ
.れ
る
。

ウ
イ
ー
シ
体
制
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
安
全
制(S6curiu )

と 

い
う
面
か
ら
弁
護
さ
れ
た
。

一
八
一
五
年
の
戦
勝
国
は
、

フ
ラ
シ
ス
の
侵
略
に 

対
し
て
、
.
フ
ラ
ン
ス
の
周
辺
に
防
壁
を
き
ず
い
た
。
す
な
わ
ち
、
北
東
で
フ
デ 

ン
ス
の
拡
大
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
統
一
オ
ラ
ン
ダ
が
建
国
さ
れ
、
南
西
で
は
、

ス 

イ
ス
の
.独
泣
と
ピH

モ
ン
テ
•
サ
ル
ジ
ニ
ア
王
国
の
強
化
に
よ
っ
て
牽
制
さ
れ 

た
.。
こ
の
た
め
に
、
逆
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
位
置
は
強
力
に
な
っ
た
。
と
い
う
の 

は
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
は
分
割
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
境
に 

は
、
い
か
な
る
大
国
も
お
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
の
安
全
は
保
障
さ
れ
た
'か
ら
で
あ 

る
。
し
か
し
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
.(

イ
タ
リ
ア
統
一
国
家
、
ド
イ
ツ
統
一
国
家) 

が
諸
条
約
に
反
し
て
生
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
保
守 

陣
営
す
な
'わ
ち
ウ
ィ
ー
ン
体
制
側
に
属
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
反
対 

.に
、

ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
お
け
る
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
現
机
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
' 

の
で
あ
る
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
、
以
前
よ
り
は
た
し
か
..に
困
難
は
多
く 

な
る
が
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ツ
。ハ
に
進
ん
で
適
合
し
て
行
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は 

な
い
か
。
す
な
'わ
ち
、
も
し
イ
タ
リ
ア
統
一
、
ド
イ
ツ
統一

が
運
命
に
よ
っ
て 

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
：な
ら
ば
、
空
し
く
歴
史
の
歩
み
を
遅
ら
せ
よ
う
と
つ 

と
め
る
.よ
り
も
、
む
.し
ろ
こ
の
統
一
の
た
め
の
努
力
を
た
す
け
る
方
が
フ
ラ
ン 

ス
..に
と
.っ
'て
も
よ
り
よ
'い
と
と
.で
.あ
ち
う
。
.
.ウ
.イ
1
ン
体
制
を
.め
ぐ
っ
て
フ
ラ

九

五

(

九

五\



ン
ス
の
議
論
は
こ
の
ニ
つ
に

わ

か

れ

る

'。
.
こ

れ

ら

の

ニ
：つ
.の
議
論
、
ゥ
ィ
ー
ン 

体
制
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
新
し
い
ョ
1
ロ
ッ
パ
の
出
現
を
援
助

し
，よ 

う
と
す
る
立
場
は
、
第
二
帝
政
後
期
の
デ
ィ
エ
ー
ル(Thiers )

と
オ
リ
ヴ
ィ
エ 

(Ouivier )

と
の
討
論
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

:

前
渚
を
代
表
し
て
、

テ
ィ
エ
ー
ル
は
い
う
。

「

一
八
：一
五
年
の
諸
条
約
は
、
 

わ
れ
わ
れ
の
保
^
で
あ
る
力
ら
、
そ
-れ
ら
を
尊
重
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
尊
重
せ
' 

し
め
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
宿
命
的
に
自
分
の
敵
国
に
な
る
で
あ
ろ
う
大
国 

を
、

フ
ラ
シ
ス
の
出
口
に
、

よ
ろ
こ
ん
で
創
造
す
る
で
あ
ろ
う
か」

。

こ
.れ
に
' 

対
し
て
、

オ
リ
ヴ
ィH

は
、「

し

か

し

、

ま

さ

.し

く

そ

の

よ

う

な

考

え

方

を

す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
お
そ
れ
て
い
る
運
命
が
現
実
の
こ
と
と 

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
と

ド
イ
ッ
が
、

フ
ラ
ン
ス
が
両
国
に
と
っ 

て
の
主
た
る
障
害
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
考
え
る
程
、
両
国
.は
フ
ラ
ン
ス
に

対
し 

て
そ
の
統
一
を
お
し
す
す
め
る
で
あ
ろ
う
。

」

と
反
論
，し
て
い
^ 4)
。

一
般
民
衆
の
立
場
は
、
共
和
主
義
的
新
聞『

ナ
シ
ョ
ナ
ル』

紙
に
よ
っ
て
代 

表
さ
れ
る
も
の
で
、

そ
の
主
張
.■は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。
.

「

フ
ラ
ン
ス
は
、
 

イ
タ
リ
ア
統
一
を
、
そ
ん
て
さ
ら
に
、
ド
イ
ッ
統
一
を
も
、
促
進
す
べ
き
で
あ 

る
。
•そ
し
て
最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
ね

ボー

ラ
ン
ド
を
再
建
す
べ
き
.で
あ
る
。

こ 

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
は
正
義
を
再
建
す
る
と

同
時
に
、

ロ
シ
ア 

の
勢
力
を
よ
わ
め
る
こ
d

な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
農
奴
制
、
絶
対
主
義
の
幽 

霊
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

」

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
立
場
は
、

一
八
一
五
年
の
諸
条
約
に
つ
い
て
は
否
定
的 

な
も
の
で
あ
る
。
.そ
れ
は
、

つ
ぎ
の
三
つ
の
理
由
に
よ
る
。
①

一
八
一
五
年
の 

諸
条
約
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
業
績
に
対
す
る
徹
底
的
な
西
定
で
あ
る
か
ら
。

九

六

(

九

六)

②
非
常
に
近
代
的
な
感
覚
の
持
主
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三

世
は
東
欧
の
時
代
錯
誤 

的
な
封
建
的
状
態
に
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
交
換
が
.物
質
的
に
も 

思
想
的
に
も

.

.:?
a

s:rieuement et m
o
r
a
l
ement)

増
大
す
る
た
め
に
.文
、
'政

 ̂

的
か
.つ
経
済
的
な
大
き
な
範
囲

.(de largs aires.politiques et icono

日iques) 

が
近
代
的
人
間
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
る
。

③
公
正
と
い
う
関
心
へ

g 

I
 

d
f
i
eが
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
を
一
八
一
五
年
の
諸
条
約
に
反
対
せ
し
め
る
。
 

す
な
わ
ち
、
人
民
が
永
久
に
外
国
人
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
.

い
る
の
は
、
受
ナ 

容
れ
ら
れ
な
レ
と
V

う
こ
と

で
あ
る
。

プ
ル
'丨
ド
ン
の
立
場
は
、
の
ち
に
く
わ
し
く
考
察
ず
る
が
、

つ
ぎ
の
ご
と
き 

.も
の
で
あ
る
。.
ゥ
ィ
ー
ン
体
制
は
、

r

応
ョ
ー
口
ッ
。ハ
の
均
衡
を
実
現
し
た
も 

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
均
衡
と
い

'う
現
実
か
ら
出
発
し
て
、

ョ
ー 

ロ
ッ
パ
を
連
邦
の
基
体
と
な
る
小
集
団
に
分
割
し
、
国
家
の
消
滅
と
い
う
方
向 

へ
進
も
う
と
す
る
の
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の 

提
案
に
対
し
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
で
'あ
る
。
①
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
条 

約

は
存
在
し
て
V

な
V

と

_
>

っ
て
い
る
の
は
あ
や
ま
り
.で
あ
る
。
そ
れ
ら
丈

 ̂

然
と
しV

、

ョ
ー
口
ッ
バ
の
憲
章
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
破
壊
す
る
こ
と
は
.、
無 

知
の
方
^
:へ
、
す
な
わ
ち
混
乱
の
方
向
へ
進
む
こ
と
で
あ
る
。
②
し
か
し
、
人 

は
外
.交
上
の
若
干
の
整
理
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ナ
ポ 

レ
オ
ン
三
世
の
召
集
し
た
会
議
は
望
ま
し
い
。
I

こ
の
意
味
で
、
プ
ル
ー
ド 

.ン

.の

小

冊

子(

三
で
検
討
す
る

Si les. traiUs de. 1815. .ont ces

故 

は

.

.近
く
開
力
れ
る
会
議
の
た
め
に
パ
リ
，に
集
ま
っ
て
く

る
外
交
官
た
.ち
に
捧 

げ
.ら
れ
た
必
携
書-(

v
a
d
e
-
m
e
c
u
m
)

の
ご
と
き
も
の
で
.あ
る
。

最
後
に
、
：
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ョ
ー
口
ッ
パ
会
議
開
催
の
た
.め
の
招
待
状
に
対
す

る
各
国
の
反
応
は
ど
の
よ
.う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
'に
対
す
る
反
芯
を
見 

る
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
の
ョ
ー
口
ッ
パ
諸
国
の
立
場
"
問

題

を

知

る

こ

と

"
が
で 

き
る
の
で
そ
れ
を
略
記
し
て
お
く
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
そ
の
会
議
で
ィ
タ
リ
ア 

に
ヴ

X
ネ
チ
ア
を
返
え
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
て
、
会
議
の
プ 

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
細
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
望
ん
で
い
る
。
 

そ
の
う
え
、
オ
I

ス
ト
リ

ア
皇
帝
の
フ
ラ
ン
ッ
♦

ョ

ー

ゼ

フ

は

ポ

ー

ラゾ
ド

問

題 

に

お

い

て

ッ

ア

ー

が

勝

利

，を

お

さ

め

た

の

で

、

ォ

I
ス
ト
リ
ア
は
。へ
テ
.ル
ス
ブ 

ル
グ
と
の
関
係
を
改
善
し
た
.方
が
得
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

ロ
シ
ア
皇
帝 

ア
レ
ク
サ
，ン
ダ
ー
ニ
世
も
同
様
に
会
議
の
詳
細
を
欲
し
て
い
る
。
か
れ
は
や
っ 

か
い
な
ポ
ー
ラ
ン
.ド
問
題
を
ほ
と
ん
ど
か
た
づ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

が
熱
狂
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
.る
と
き
に
そ
の
被
告
と
し
て
パ
：
リ
に
行
こ
う
と
. 

は
し
な
か
っ
た
。
ブ
ロ
シ
ア
王
ヴ
ィ
ル
へ
ル
ム
ー
世
は
皇
帝
©
招
待
を
殳
け
入 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
ブ
口
シ
ア
.に
お
い
て
は
ビ
ス
マ
ル 

ク
は
大
き
な
問
題
は
力
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
^.
信
じ
て
お
り
、
 

ま
た
デ
ン
マ
I
ク
問
題
.で
プ
ロ
ギ
ア
は
全
ョ
ー
せ
#.
パ
に
挑
戦
し
て
い
た
。
こ

• 

の
よ
う
な
立
場
が
プ
ロ
.シ
ア
の
.ナ
ポ
レ

.オ
ン

.へ
の
返
事——

一
言
で
い
え
ば
、
 

会

議

は

し

て

も

し

.な

く

て

も

プ

ロ
シ
ア
に
と
.っ
■て
は
.ど
う
で
も
よ
い

"
.と
い
.う 

—

に
、
か
い
ま
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「

プ
ロ

シ
.
ア

は

扣

つ

て

諸

条

約

の

制 

限
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
が
っ
た
の
で
、
.
会
議
開
催
を
主
張
し
.た
り 

あ
る
い
は
阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
の
利
害
も
も
っ
て
い
な
、こ
。

ま 

た
、「

そ
こ
か
ら
か
く
も
た
び
た
び
激
動
の
ロ
火
が
発
せ
ら
れ
た
®

〔

パ
リ〕 

1)

ー
般
的
平
和
の
菡
盤
を
う
ち
た
て
る
べ
く
.予
矩
さ
れ
た
.会

讓

開

催

地

と

.
な 

る」

こ
と
は
諸
人
民
の
教
化
に
と
っ
て
も
惡
く
は
な
い
だ
ろ
う
磨
、

フ
ラ
ン
ス

プ
ル
.

—

ド
ン
.の
ウ
イ
I
ン
体
制
観(

上)

に
一
撃
を
与
え
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
国
王
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル

•
エ
マ
二
ユ
エ
ル
尤

承
諾
の
返
事
を
だ
し
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
女
王
イ
ザ
べ
ラ
の
返
事
が
最
も
会
議

開
催
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
ス
ペ
イ
ン
は
国
際
関
係
に
お
い
て

全
然
重
要
性
を
も
た
な
か
ら
た
。
.し
か
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
提
案
が
実
現
不
可
能

に
な
っ
た
の
は
、
英
国
の
冷
淡
な
返
事
の
た
め
で
あ
る
。
当
時
の
外
務
大
臣
ラ

ッ
セ
ル
卿
€

a

Bussell)

は

ー

，
八
六
ー
ー
？

'
ー
一

 

月

ニ

五

日

に

長

い

返

事

を

送

っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
首
相
は
、

ゥ
ィ
I
ン
諸
条
約
が
多
く
の
点
で
違
反
さ
れ
て
い
る
の
を
、

い
ま
さ
ら
な
が
ら

に
あ
ら
た
め
て
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
か
れ
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
倍
加
し
て

行
く
す
べ
て
の
難
局
を
枚
挙
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
は
こ

れ
ら
の
諸
条
約
の
廃
棄
を
宣
言
す
る
こ
と
が
平
和
を
保
障
す
る
唯
一
の
方
法
で

あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
大
会
議
は
諸
戦
争
と
一
般
的
疲
労
と
を
前
に
し
て
開
か

れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
は
か
つ
て
こ
の
よ
う
に
ひ
ど
い
疲
労
の

段
階
に
達
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
会
議
開
催
は
む
り
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
イ
タ
リ
ア
は
ヴ

H

ネ
チ
ア
を
欲
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
そ
れ
を
保
持
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
両
国
の
代
表
者
た
ち
を
一
堂
に
あ
つ
め
た
と
こ
ろ

で
な
ん
の
役
に
.た
と
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
も
ビ
ス
マ
ル
.ク
之
同
様
に
、
外
交
に
よ

っ
て
解
決
で
き
な
い
問
題
は
.

「

鉄
と
砲
火
4 
0
© .fer etle feu).

が
解
決
す
る

(

7)

で
あ
ろ
.う
.と
.I
う
考
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
返
事
の
莲
底
に
あ
る
。
 

.ま
た
、

ョ
ーn

ッ
パ
の
，困
難
の
増
大
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
非
常
に
矛
軟
な
政
策
を 

と
ら
せ
る
こ
と
.
.を
可
能
に
す
る
。

，こ
の
よ
う
な
各
国
の
態
度
の
た
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
会
議
開
催
の
計
画
は
実 

現
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
':
'
ョ

1

ロ

ッ
パ
は
ド
イ
ッ
や
イ
ギ
リ
ス
の
予
想

九
七
.(

九
七
.)



'し
た
方
向
へ
、
.戦
^
へ
と
.発
展
し
て
行
く
と
と
に
な
る

.
,か
.
か

る

情

勢

の

も

と 

で
、
プ
ル

I
ド
ン
の
速
邦
主
義
的
主
張
-

—

ゥ
ィ
ー
ン
体
制
観
も
そ
れ
の
5 1

わ 

:れ
に
す
ぎ
な
い
一
一
が
強
め
ら
れ
て
く
る
め
で
.あ

る

.0

.

.

. 

..

- 

.

注(

1)
1.

八
：六
三
年
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
エ
ロ
ポ
ル

ス
キ
ー
の
政
罾
、
^

を
ハ
問
題
に 

.

.か
ら
ん
で
ポ
I
ラ
ン
ド
に
大
規
模
な
蜂
起
が
起
っ
た
。
反
乱
者
た
ち
は
フ
ラ
ン 

•
:

ス
の
援
助
を
頼
り
に
し
、

フ
ラ
ン
，ス
国
民
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
'同
情
を
示
し
て
い 

た
。
し
か
し
>
.
ナ
ボ
レ
オ
シ
三
世
は
決
然
と
し
た
態
度
を
と
ら
ず
、
反
乱
は
抑 

圧
さ
れ
る
。
.そ
こ
で
非
難
が
.ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
そ
そ
が
れ
、
か
れ
の
面
子
は 

，ぅ
し
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
演
説
は
な
さ
れ 

た
も
の
で
あ
る
。

(

2) 

Oeuvres complies de P.-J. Proudhon 

(Marcel 

n
i
vfo
;
r
e

)

収
録
の 

Si les traiUs de 1
8
1
5

 cmt 

托
象
祭

.%
s

s(
以
下
、

si' les' traius) 

と
略
す

)

へ
の 

George 
. 

Duveou 

のIntroducuQn. 

s
r
，I

n
t
r
o
d
n
o
n

 

と
記
す

)

，.p.

05
2
7
.

(

3) 

Introductions p.. 333.

(

4) 

Introduction, p. .336.

参
照

。
.

5) 

M
r
o
d
u
c
i
i
p

>ef.  

3
3
7
1s

.

参
照
。

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
政
策
が
ゥ 

ィ
ー
ン
諸
条
約
の
遵
守
で
あ
っ
た
だ
け
に
'
そ
の
政
策
は
、
g
時
の
フ
ラ
ン
ス 

の
国
民
感
と
衝
突
し
て
い
た
。
後
述
の
ご
と
•く
、

プ

ル

ー

ド

ン

は

、

国
爱
感 

情
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
こ
の
政
策
に
賛
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
、
 

.ジ
ョ
ル
ジ
ュ
•デ
ィ
ヴ

オ

！

は
つ
ぎ
の
ご
と
く
の
ベ
て
い
る
。「

か
れ
太
い
つ
. 

も
、
か
れ
が
ひ
と
を
困
ら
せ
る
人
物
ま
た
は
独
創
的
人
物
と
し
て
現
わ
れ
る
こ 

と
に
強
い
喜
び(

u
n
e

te
>
c
r
e 

V
0
1
U
P
S

を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
わ
れ 

わ
れ
は
こ
の
点
を
^
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
利f

r

と
い
う

.九

八

(

九

八)

''-
'
消
点
か
ら
へ
の
み
議
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

-
か
れ
は
全
ョ
I

P
ッV

の
福
祉 

を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

(

6
ソ

Introduction, p.,341.

.

(

7)
Introduction, 

p. 

3
4
1
1
2
.

参
啜
。

成
長
経
済
に
於
け
る
最
適
税
率
の
決
定
：

 

■

川
島
康
男

r
.

序 

•

ニ
、
仮
定
と
モ
デ
ル 

.

三
、
最
適
税
率
の
決
定 

.

‘
四
、
結
語 

.

.

.

•
一
、

序

.

.

,

ハ
卩
ッ
ド
⑵
、：ド

I

マ
I

⑴

の
巨
視
的
成
長
理
論
も
、

ソ
ロ
l

g
、

ス
ヮ 

ン
C7
J
、

ミ
ー
ド§

等
に
よ
る
新
古
典
派
.の
経
済
成
長
理
論
に
よ
っ
て
、
整
理
が 

な
さ
れ
、
か
つ
一
般
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
.て
そ
の
f
で
：、
そ

れ

を.ひ
き
つ
ぎ
、
 

1

つ
の
拡
張
と
し
て
、

生
産
部
門
を
資
本
財
生
産
部
門
と

消
費
財
生
産
部
門 

と
の
ニ
部
門
に
分
割
し
た
、：
.—*
一

部

門

の

成

長

理

論

が

宇

沢

氏

g

に

よ

っ

て

最

初 

に

定

式

化

さ

れ

、

以

来

そ

れ

に

関

す

る

多

数

の

論

文

が

発

表

さ

れ

た

.
。

(

こ
の
点 

は
日
本
人
上
し
て
大
い
に
誇
り
ぅ
る
も
の
で
.あ
る
。
.

)

ま
.た
別
の
発
展
と
し
.て
は
、
 

フ
'エ
：ル
プ
ス
§
に
よ
る
新
古
典
派
定
理
や
、
そ
れ
を
特
殊
な
ヶ
ー
ス
と
し
て
含 

ん
で
い
る
最
適
投
資
の
理
論
な
ど
の
発
展
：が
現
在
み
ら
れ
る
。
パ
.

.

バ
‘
 

そ
こ
で
、
我
々
に
と
つ
て
か
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
理
論
的
用
具
を
財
政 

成
長
経
済
に
於
け
る
最
適
税
率
の
決
定

の
部
面
に
L

1
- L
.て
み
よ
ぅ
。

こ
こ
で
は
巨
視
的
経
済
成
長
モ
デ
ル
に
於
け
る 

新
古
典
派
定
理
を
利
用
し
て
、
' 最
適
税
率
'の
決
定
.に
つ
い
て
考
；

{：

注
1)

ニ
部
門
の
新
古
典
派
定
理
に
つ
い
て
は
福
岡•

川
又
別
を
見
よ
。

(

注
2)

私
は
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
多
数
の
方
々
か
ら
御
教
示
を
与
え 

ら
れ
た
。
と
く
に
、
論
文
発
表
の
た
め
に
研
究
会
の
時
間
を
快
く
与
え
て
く
だ 

さ
っ
た
慶
応
義
塾
大
学
千
種
教
授
、
内
容
に
関
す
る
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ 

ゥ
た
同
大
学
大
熊
双
M
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
，そ
の
ほ
か
多
数
の
大
学
院
の
同 

僚
に
も
多
く
々
負
'0
.
.て
い
る
°
し
か
し
、
も
し
本
論
文
に
誤
り
が
あ
る
と
す
れ 

ぱ
、：
そ
れ
は
す
べ
て
私
個
人
の
責
任
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

,

ニ
、
仮

定

と

モ

デ

ル
：

仮
定
は
すX

て
新
古
典
派
の
：巨
視
的
経
済
成
長
理
論
に
於
て
通
常
な
さ
れ
て 

い
：る
.も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
.つ
ま
り
.、
生
産
要
素
は
資
本
と
労
働
の
み
で
あ
り
. 

両
者
と
.も
完
全
競
争
市
場
で
、
完
全
に
刹
用
さ
れ
て
い
る
。
生
産
物
：の
市
場
に 

於

て

も

完

全

競

争

状

態

で

あ

り

、
，
企

業

家

は

利

潤

極

大

化

と

い

ぅ

行

動

原

則

.

を
：； 

と
る
^p

と
す
る
。
生
産
に
於
て
か
資
本
と
労
働
は
代
替
が
ス
ム
1
ズ
' 
で
：あ

九

九

(

九

九)


