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\あ
ゐ
う
<:
0
-■:-
'

.肇
者
は
さ
ら
に
中
国
の
人
民
公
社
^
お
：い
'て
.も
ソ
.ビ
.
.エ
卜
の
コ
ル
ホ
丨
ズ
.に 

.
:
:
お
け
る
>
同
じ
理
_由
で
差
.額
地
代
め
：成
立
を
み
と
め
、
差
額
地
代
は
い
.ず
れ
の 

)

ば
あ
>
に
：お
：い
：.て
も
.
#
1の
：全
人
民
的
所
有
の
.確
立
を
も
0
そ
：は
'1
:
.め
.：て
.止
揚 

一
さ
れ
る
^
の
.ベ
.て
い
'^
,°
. 

へ

.

.

.

:

本
論
文
の
す
ぐ
れ
た
点
を
要
.約
し
て
し
.る
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

.
';
-

r
社
会
主
義
経
済
学
の
：歴
史
は
第
一
章
の
部
分
で
し
る
し
た
よ
う
.に
き
わ 

.

て̂
あ
た
ら
^
く
、
，マ
ル
ダ
ス
経
済
学
の
な
か
で
:%
も
.っ
と
も
困
_
な
研
究
分 

ぃ
蔚
で
あ
る
ブ
同
マ
の
間
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
存
在
し
、：

個
々
，の
問 

ソ
題
.に
つ
い
.て
ニ
般
的
に
権
威
.あ
る
定
説
と
い
.う
も
の
が
.成
立
し
て
い
な
い
。
こ 

う
'い
う
分
野
で
は
、：

な
'に
よ
り
も
内
外
の
き
ま
ざ
：ま
な
見
解
の
検
討
を
と
お
し 

,て
問
題
の
.
在̂
を
あ
き
ら
か
'に
1

U

こ
れ
を
'
ふ

ま

え

て

学

説

を

自

ら

体

^-
化

し
 

て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
，
筆
者
の
'研
究
態
度
は
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当 

■し
，
こ
の
分
野
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
.し
い
研
究
態
度
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば 

.な
ら
な
い
。

_

.

一一.
ま
.た
社
会
主
義
経
済
学
の
対
象
で
あ
る
社
会
主
義
経
済
は
"
時
々
刻
 々

.

.動
き
つ
つ
あ
る
も
.の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
矹
究
の
囷
難
が
み
と
.め
ら
れ
る 

'
.がー
、
こ
の
よ
う
な
分
野
で
.は
、
事
実
そ
の
も
の
の
認
識
が
研
究
者
に
と
っ
て
ま 

♦す
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
.い
.て
も
筆
者
は
社
会
主
義
^
^
の
現
実
よ
力 

出
発
し
、
こ
れ
と
関
連
づ
け
て
理
論
を
研
究
し
て
お
り
、
本
報
告
で
は
い
ち
.い 

ち
詳
細
に
言
及
し
え
な
か
づ
た
が
、
現
状
分
析
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
第
四•. 

:

五

.V
六
章
に
お
い
て
■は
ぎ
わ
め
て
豊
富
な
資
料
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
. 

も
筆
者
に
よ
つ
て
利
用
さ
れ
て
.い
る
資
料
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
が
.全
然
な
い

:

 

1
0〇

(
1

五

三

) 

:と
は
い
え
な
い
で
：あ
ろ
う
。

ま
た
ら
，ぎ
の
諸
点
は
さ
ら
に
解
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
.章
に
お
い
て 

筆
者
に
よ
.っ
て
高
ス
評
価
さ
れ
て
、い
る
、
タ
ル
ノ
ブ
ス
キ
I
、
ポ
ヴ
ィ
キ
ン
、
 

ギ
ン
ジ
ン
の
論
文「

ロ
.シ
ア
.に
.お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義_

社̂
会
主
義
革 

命
の
諸
前
提
に
が
ん
'ず
る
問
題
に
よ
せ
て」

は
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
本
命
以
前 

に
国
家
独
占
資
本
主
義
が
存
在
し
た
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お 

検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
，ろ
う
。

七
章
に
お
け
る
の
こ
さ
‘.れ
た
問
題
と
し 

て
、.
ゾ
；ビ
エ
ト
で
な
ぜ
地
代
論
争
が
戦
前
戦
後
に一.

一
回
に
.わ
た
：っ
て
お
こ
な
わ 

れ
た
か
と
い
.う
理
由
の
説
明
ど
差
額
地
代
第
一
ー
形
態
の
い
'づ
そ
う
た
ち
い
っ
た 

研
究
と
が
'あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

- 

•し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
今
後
の
筆
者
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
充
足
さ 

れ
う
ぺ
き
^
の
で
知
る
。
本
研
究
が
中
国
お
よ
び
-
般
に
社
会
主
義
経
済
の
.研 

究
に
と
っ
て
寄
与
す
る
と
こ
ろ
き
わ
め
て
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て 

本
研
究
は
経
済
学
博
士
の
学
位
を
.う
け
る
に
十
分
に
値
.す
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

る
。

' 

■

•

論
文
■審

査

担

当

者

主

奄

.
遊

部

久

1

副

夜

■
小

池

造

之

； 

石

川

忠

雄

白
井
厚
君
学
位
授
与
報
生
ロ

報

告

番

号
 

学

位

の

種

類
 

授
与
の
年
月
日 

学
位
論
文
題
名

E
-
第

一
七
四
号 

絰
済
学
博
士

昭
和
四
ニ
年
九
月
ニ
ニ
日 

「

ウ
イ
リ
ア
ム•

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
研
究
|_

「

ウ
イ
リ
ア
ム
•
ゴ
ド
ウ
，イ
ン
研
究」

論
文
要
旨

内

容

の

要

旨

白

井

厚

こ
の論

文
の

；：：：

的
は
、
第
一
に
、
戦
後
活
発
と
な
っ
た
諸
外
国
の
ゴ
ド
ウ 

ン
研
究
を
紹
介
し
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
虫
涯
、.「

政
治
的
正
義」

、「

研
究
者」

な
ど 

の
主
著
の
検
討
、
リ
カ
.丨
ド
ウ
派
社
会
主
義
、
オ
ウ
エ
ン
、

シ
ヱ
リ
、
ウ
ル
ス 

タ
ン
ク
ラ
ー
フ
ト
な
ど
と
の
影
響
関
係
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
や
教
育
史
上
の
意 

敦
な
ど
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
，に
あ
る
。

第

二

に

彼

の

&

想

の

本

質

お

ょ

'び

そ

れ

が

ィ

ギ

リ

•
ス

社

会

経

済

史

の

背
 

景
の
中
に
成
立
す
る
根
拠
を
明
ら
.
.か
に
.し
、
そ
：の
.意
義
と
限
界
を
客
観
的
に
.評 

佃
す
.る
こ
と
.で
あ
る
。
そ
の
た
め
.
.に
、
先
ず
急
進
主
義
思
想
を
、
.資
本
家
型
、
 

小
商
品
生
産
渚
型
.、
.
反
商
品
生
産
者
型
の
三
つ
に
分
類
し
、
■

独
立
派
、

水
平

r
.

，テ
.ィ
ガ
I
ス
.，.
ロ
ッ
ク
.、
ヒ
ユー

ム
、
プ
リ
i

ス
ト
リ
、

.
プ
ラ
イ
.

ス
、

.

学
位
授
与
報
告

イ
ン
ら
の
.思
想
を
.分
析
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
ゴ
ド
ウ
ィ 

ン
の
思
想
を
も
っ
て
、
小
生
産
.者
的
他
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
デ
ィ
ガ
ー

ズ

を

 

鉴
点
と
す
る
急
進
主
義
の
第
三
の
型
に
属
し
、
し
か
も
啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て
そ 

の
復
古
性
を
克
服
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
。

そ
し
て
、

〃
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
"

と
呼
ば
れ
る
時
代
を
、

フ
ラ
.ゾ
ス
I

命
，、.

，労
働
運
動
、
バ
ー
ク
、

マ
ル
サ
ス
な
ど
と
の
関
速
に
お
'い
て 

,#
察
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
を
、
’ご
の
時
代
精
神
の
極
限
形
態
で

あ
り
、
戦
閼 

的
な
功
利
主
義
の
基
礎
に
立
.
っ

て

.

.

.
ブ

ル

ジ

3

ア
的
社
会
観
に
反
撥
し
、
理
性 

に
よ
る
個
人
，の
.

主

体

的

変

革

を

通

、じ

：て

、

ア

ナ

キ

ズ

.ム

を
搆
想
し
、
民
主
主
義 

の
擁
護
と
克
服
と
い
ぅ
課
題
を
提
起
、
共
産
主
義
に
到
達
し
た
と

.

評
価
し
た
。

.こ
の
よ
ぅ
な
"
近
代
的
個
人
主
義
の
徹
底
と
厳
し
い
社
会
批
判
はV

政
治
を 

財
産
制
度
か
ら
把
握
し
て
、
蒂
樹
財
産
制
度
に
お
け
る
人
間
疎
外
を
攻
擊
达
し 

め
た
が
、

こ
れ
は
、

ト
ム
ス
ン
の
.

「

富
の
分
.配
原
理
研
究」

、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の 

「

労
働
擁
護
論」

、

そ
し
て
オ
ウ
土
.ン
の
共
産
主
義
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し 

た
。
特
に
オ
ウH

ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
ユ
I

ト
ウ
ピ
ア
は 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
最
も
近
く
、

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
的
な
自
由
、

平

等

、

共̂:
の

社

会
 

を
、
資
本
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
一
づ
の
企
業
と
し
て
資
本
主
義
的
に
設
計
し 

て
見
せ
た
も
の
が
、
，オ
ウ
エ
ン
の
協
同
村
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
論
文
の
三
の
目
的
は
、
' 現
代
お
よ
び
将
.来
の
諸
問
題
を
考
え
.る
た
め

. 

に
、

積
極
的
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
.の
思
想
を
苒
評
価
し
、
新
し
い
視
角
を
も
っ
て
こ 

れ
か
ら
多
く
の
素
材
を
学
び
と
る
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
的
な
個
人
主
義

は

.
j

. ^

に
*>
、
て
モ
•リ
.ス
.
.

シ
.ヨ
ウ
.
ノ
ヮ
イ
.ル
ド
、
ラ
ス
キ
な
ど
イ
ギ
リ
ス
.；

の
社
会
主
霧
の
伝
統
の
中
を
流
れ
て
い
る
が
、

他
方
に
お
い
て
は
、

「

ゴ
，丨
タ

< 

一
 

0

1(

一
五
一
三
.

)

，



綱
領
批
判」

に
現
わ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
ユ
ー
ト
.ウ
ピ
ァ
、
特
に
い
わ
.ゆ
る
共
産 

主
義
の
第1
一
段
階
は
、
人
び
と
が
欲
望
に
応
じ
て
消
費
し
•
、
.分
業
に
お
け
る
個 

々
人
の
奴
隸
的
依
存
、
肉
体
労
働
と
精
神
労
働
の
対
立
が
消
滅
.し
、.
人
び
と
.の 

素
質
が
全
而
的
に
発
達
し
、
全
体
の
利
益
の
た
め
に
働
く
な
ど
、
ゴ
'ド
ウ
ィ
シ 

の
ヴ
.ィ
.ジ
ョ
ン
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
、
社
会
変
革
の
方
法
に
つ 

い
て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
少
い
け
■れ
ど
も
、
資
本
主
義
、
お
よ
び 

大
衆
社
会
状
況
下
の
疎
外
克
服
の
た
め
に
、
ま
た
未
来
社
会
の
展
望
の
た
め 

に
、
な
お
盛
か
な
素
材
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
中
.に
見
出
さ
れ
よ
ぅ
。

.

審
査
報
告
要
旨

本
論
文
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一

章

序

論
 

.第
二
章
そ
の
生
涯
と
著
作

第
三
章
急
進
主
義
と
反
動
体
制 

.

第

四

章

『

政
治
的
正
義』

研
究

第

五

章

『

研
究
者』

研

究

-

第
六
窜
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
影
#

第七章むすび

 

•

第
八
章
文
献
録

さ
ら
に
補
論
と
し
て
、

「

日
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
史」

、

「

最
近
の 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
文
献」

お
よ
び
英
文(

o
n 

W
i
l
l
i
a
m

 

G
o
d
w
i
n
)

が
'加
え
ら 

れ
て
い
る
。
 

.

第

一

帘

序

論

ウ

イ

リ

ア

ム

•
ゴ

ド

ウ

イ

シ(

一
七
五
六
I

一
八
三
六)

一
〇
ニ 

g

五
一
四
}

は
I

著
者
に
.よ
れ
ば_

_

、.「

近
代
無
政
府
共
産
主
義
の
'最
初
の
理
論
家」

で 

あ
り
、

マ
ル
サ
ス
に
人
.ロ
論
執
筆
の
動
機
を
あ
，た
え
、
イ
ギ
リ
ス
•.口
マ
ン
派 

詩
人
た
ち
.に
霊
感
を
あ
た
え
、
そ
の
資
本
主
義
批
判
は
1
力
ー
ド
派
社
会
主
義 

者
や
オ
ウ
.エ
シ
に
よ
.っ
て
継
承
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き 

い
。
'本
論
文
は
我
国
に
お
い
て
通
常
と
か
く
マ
ル
サ
ス
人
口
論
と
の
.関
係
で
の 

.み

.ひ
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
き
た
に
.と
ど
ま
る
ゴ
ド

ウ

イ

ン
を
こ
の
よ
ぅ
な
ひ
ろ 

い
視
野
の
な
か
で
.あ
っ
か
い
、
さ
ら
に
著
者
独
自
の
現
代
的
観
点
か
ら
多
分
に 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
に
た
い
す
る
共
感
を
も
っ
て
し
る
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴 

的
で
.あ
る
。

そ
.こ
で
本
書
の
第一

の
目
的
は
、
戦
後
活
発
に
な
っ
た
諸
外
国
の
ゴ
ド
ウ
ィ 

ン
研
究
を
参
照
し
，っ
っ
、
そ
の
生
涯
、
時
代
、
主
著
な
ど
を
そ
の
問
題
点
と
と 

も
に
紹
介
す
る
こ
と
.で
あ
る
。

本
書
の
第
二
の
目
的
は
、

「

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
人 

間
、
著
作
、
時
代
、
影
響
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
か
.れ
の
思
想
の
本
質
お
よ
び
そ 

れ
が
イ
ギ
リ
.ス
社
会
経
済
史
の
背
景
の
中
に
成
立
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
 

そ
の
意
義
と
限
界
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

本
書
の
第
三
のE

的 

は
、
現
代
お
よ
.び
将
来
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、
積
極
的
に
ゴ
ド
ウ
ィ
シ 

.の
思
想
を
再
評
価
し
、
.新
し
い
.視
角
を
も
っV

こ
れ
か
ら
多
く
の
素
材
を
ま
な 

ぴ
と
る
こ
と
て
あ
る
.

.

第
二
章
そ
の
生
涯
と
著
作
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
坐
涯
に
お
い
て
社
会
的
に
、
 

ま
た
思
想
史
の
上
.で

も

っ

と

も

.蜇
耍
な
時
期
は
、ヰ
'主

荖『

政
治
的
正
義』 

c
>
n 

E
n
q
u
i
r
y

 
concerning. Political J

u
s
t
i
c
e
s
)

の
刊
行(

一
七
九
三
年) 

を
中
心
と
す
る
数
年
で
あ
る
が
、.
主
藉
を
_よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
た 

か
れ
の
思
想
の
変
化
と「

時
代
の
精
神」

と
の
対
応
関
係
を
確
定
す
る
た
め

に
、
か
れ
ら
の
也
涯
、
涊
想
の
形
成
、
変
化
発
展
が
つ
ぎ
の
五
つ
の
時
期
に
わ 

け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
、
生
れ
て
か
ら
牧
師
を
や
め
る
ま
で(

一
七
五
六—

一
七
八
三
年
、
ニ
七
歳

ま
で)

.
非
国
教
派
神
学
か
ら
理
神
論
•
唯
物
論
へ
。

.
ニ
、
牧
師
，を
.
や
め
て
か
ら『

政
治
的
正
義』

を
出
版
す
る

ま

で

2

七
八
三 

—

一
七
九
三
年
、
三
七
歳
ま
で)

…
…

宗
教
を
脱
却
し
、『

政
治
的
正
義』

'
の
思 

想
を
形
成
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
が
大
き
い
，。

「

三
"『

政
治
的
正
義』

以
後
、
妻

の

ウ
ル
.
ス
，タ
ン
ク
ラ
ー
フ
ト
の
死
ま
で 

(

一
七
九
三—

一
七
九
七
年
、
四1

歳
ま
で)

…
…

名
声
に
輝
く
絶
頂
期
。
.『

政
治 

的
正
義』

の
思
想
を
さ
ら
に
発
展
。

.
四
、
ウ
ル
ス
タ
ン
ク
ラ
ー
.フ
ト
の
死
か
ら
西
婚
ま
で(

一
七
九
八
1

一
八
〇 

一
年
、
四
五
歳
ま
で)

…
…

惡
評
の
時
代
。

- B
進
主
義
運
動
に
た
い
す
る
弾
庄
、
 

マ
ル
サ
ス
の『

人
口
の
原
理』

の
出
現
が
あ
り
、
亡
妻
の
追
憶
文
は
激
し
い
非 

難
を
招
い
た
。

五
，；

冉
婚
か
ら
死
ま
で(

一
八
〇

一
ー
一
八
三
六
屯
、
八
〇
歳
ま
で)

…
…

忘 

却
の
時
代
。
経
済
的
に
困
窮
し
出
版
を
始
め
る
が
、『

大
英
帝
国
史』

(
"
H
i
s
t
o
r
y

 

o
f

 

t
h
e

 

C
o

m
m

o
n

w
e

a
l

t
h

 

o
f

 

E
n
g
l
a
n
d
:

 

1
8
2
4
1
2
8
.
)
、

.

『

人
間
観』

.
(
-
T
h
o
u
g
h
t
s

 

o
n

 

M
a

n
j

l
s

l
.

)

な
ど
を
執
筆
し
、
シ
ヱ
リ
な
ど
と
交
際
を
つ
づ
け
た
。

こ
の
章
で
は
最
近
の
'ゴ
ド
，ヴ
ィ
ン
伝(

与o
o

d
l

,

 

1
9
4
6
. 

F
l
e
i
s
h
e
r
,

 

1
9
5
1
.) 

そ
の
他
の
资
料
を
迤
礎
に
し
て
要
領
ょ
く
か
か
れ
.て
い
る
が
、
や
や
個
人
の
也 

活
と
直
接
的
な
也
活
環
境
と
の
平
而
的
叙
述
に
お
わ
っ
た
感
が
あ
る
。

"
第
三
章
、
急
進
生
義
と
反
動
体
制
、
中
に
は
、
つ
ぎ
の
三
節
、
⑴
急
進
主
義 

の
歩
み
、
⑵V
.

ギ
リ
.ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
本
命
、
⑶
T

:

R

.

.
マ
ル
.サ
ス
.と

參
位
授
与
報
告

の
人
口
論
^
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

蕃
者
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
の
社
会
変
ギ
&1
心
想
史
上
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う
た
め 

に
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
の
ゆ
期
に
お
げ
る
急
進
主
義
と
‘い
わ
れ
る
も
の
を
三
つ
の 

原
型
、

す
な
わ
ち
㈠
独
立
派(

産
業
資
本
お
ょ
.び
そ
れ
に
成
長
す
る
独
立
生
産
表
。
 

=

资
本
家
型)

、
㈡
水
平
派
.(

没
落
過
程
に
あ
る
小
生
産
者
。=
小
商
品
生
産
者
型) 

㈢
デ
.
'ィ
ガ
ー
ズ
.(

費
農
。=

反
商
品
生
産
渚
型)

に
分
類
し
、
そ
の
う
え
で
ゴ 

ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
が
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
'「

対
応」

す
る
か
を
検
討
し
、
か
れ
の 

見
解
は
一
而
で
は
水
平
派
の
：流
れ
を
く
む
が
、
そ
れ
以
上
に
は
る
か
に
デ
ィ
ガ 

丨
ズ
に
対
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
ば
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
.の
賃 

労
働
の
否
定
、
反
封
建
、
反
資
本
主
義
的
性
格
、
.政
治
、
宗
教
に
お
け
る
権
力 

批
判
、
政
府
と
私
有
財
産
と
を
結
び
つ
け
て
批
判
す
る
方
法
、
貪
慾
や
悲
惨
な 

ど
を
外
的
な
束
縛
か
ら
説
明
す
る
考
え
方
、
富
の
基
礎
を
労
働
と
す
る
見
方
" 

生
産
を
中
心
と
し
た
共
産
主
義
、
理
性
の
支
配
、
必
要
に
も
と
づ
く
消
赀
、
教

，
 

区
単
位
の
民
主
主
義
な
ど
と
い
う
見
解
は
、
デ
ィ

ガ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
る
か 

ら
で
あ
る
.と
い
う
。
 

•

さ
ら
に
当
時
、
i
ギ
リ
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命(

一
説
に
ょ
れ
ば
.一
七 

八
九
丨
ー
八
一
一
一
一
年)

：
の
時
代
の
思
想
界
が
政
治
思
想
の
観
点
で
四
派
す
な
わ 

ち
㈠
ト

ー

リ

ー

党

、㈡
ウ
ィ
ッ
グ
党
、
.
®哲
学
的
急
進
派
、
㈣
急
進
派
に
分
け 

ら
れ
、
こ
こ
で
も
ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
は
㈣
の
中
の
デ
ィ
ガ
I
.ズ
の
系
譜
に
属
さ
し
め 

ら
れ
て
い
る
。

マ
ル
サ
ス
批
判
の
部
分
に
お
い
て
は
、
人
口
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
す
ス
対 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
パ
お
マ
ル
サ
ス
主
義
の
先
駆
プ
レ
イ
ス
を
も
ふ
く
め
て)

の
対
立
関 

係
が
年
代
を
追
っ
て

か
な
，り

く

わ

し

くあ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
当

一
Q
三

(

一
五
一
五)



:

時
の
人
口 

.
'

(

“
貧
困)

.問

題

(

救
贫
法
を
も
ふ
く
め
て)

'
そ
の
も
の
の
経
済
学
的 

解

明

が

要

求

さ

：れ
る
と
.こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
そ

、

双
方
の
.
 

論
戦
，も
根
底
的
に
明
瞭
に
'さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

■

; 

ノ

第
四
章
、『
政
治
的
正
霧』

研
究
は
、
つ
ぎ
の
六
節
、.
す
な
わ
ち
(1
)
-各

版
の
.差 

.

に
つ
い
て
_、
⑵
思
想
の
背
景
-

—

_
然
.法
か
ら
功
利
主
義
へ
、
(3
)

理
使
的
人
間 

観
.か
ら
感
性
的
人
間
観
へ
、

⑷『

政
治
的
正
義』

に
お
け
る
道
徳
哲
学
、
(5
)

無 

政
府
主
義
、

(6
)『

政
治
的
正
義』

に
お
け
る
資
本
屯
義
批
判
と
経
済
思
想
を
ふ 

く 
む 

; 

.
-

著
者
は
ま
ず
初
版
よ
り
洱
版(

一
七
九
六
年)

、

と
く
に
第
三
版
，(

ー
七
九
八 

年)

に
い
た
る
、
.『

政
治
的
正
義』

各
版
の
比
較
対
照
を
お
こ
な
い
、

の
ち
の 

版
に
お
け
る
功
利
主
義
の
強
化
、
感
情
の
耍
素
の
通
要
視
、
権
利
や
財
産
の
安 

全
の
承
認
な
.ど
の
出
現
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
，の
思
想
囟
体
の
変
化
>
い
う
よ
り
も
そ 

の
®
点
の
お
き
ど
こ
ろ
の
変
化
で
あ
る
と
み
な
し
、
ま
た
変
化
の
11
由
を
解
明 

し
て
い
る
。

さ
ら
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
.の
体
系
の
思
想
史
的
背
景
と
し
て
の
向
然
^
思
想
か
ら 

功
矛
主
義
へ
と
レ
う
転
換
が
社
会
を
構
成
す
る
人
間
観
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ 

と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ゴ
ド
ウ

ィ

ン
の
思
想
が
き
わ
め
て
道
徳
的
で 

理
性
的
で
あ
る
现
rl
l
が
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
、
プ
ラ
ト
-一
X
ム
の
影
響
で
あ
る
と 

い
う
よ
り
も
産
業
革
命
の
過
程
で
没
落
し
つ
つ
あ
る
独
，立
小
生
産
者
た
ち
と
い 

う
経
済
的
な
階
級
的
な
基
礎
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
る
さ
れ
て
い 

る
。
ま
た
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
が
一
而
で
は
功
利
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
、
他
而
功
利 

主
義
に
対
立
す
るC

L

マ
ン
派
の
理
論
の
一
般
的
莶
礎
を
提
供
し
た

と

い

，う
こ 

と
、
か
れ
が
功
利
主
蒸
者
の
中
で
ロ
マ
ン
派
と
の
結
合
の
頂
^
に
立
つ
と
ぃ
う

一
 

o
四

(

5
 
一
 

六)

.

こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

'
著
者
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
道
徳
哲
学
が
'今
日
の
人
問
状
況
の
解
明
に
役
立
つ
而 

を
多
く
も
.っ
で
い
る
と
み
な
し
、
知
識
社
会
学
.と
の
対
比(

モ
ン
ロ
ウ)

，
も
可 

.

.能
で
あ
り
、
ま
た
実
存
主
義
、

E •

フ
ロ
ム
、
B

•
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
の
思
想
と 

.
共
通
す
る
も
の
が
あ
石
と
い
う
。
こ
う
い
う
点
が
は
じ
め
に
指
摘
し
た
、
ゴ
ド 

ウ
ィ
ン
の
思
想
へ
の
著
者
の
共
感
の
一
源
泉
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま 

で
も
な
い
。
ま
た
著
者
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
思
想
の
な
か
に
天
才
的
洞
察
を 

み
と
め
.、
人

間

変

取

の

期

待

を

直

接

民

主

玫

に
も
と
.
め
、
や
が
て
権
力
の
消
戎

.を
の
ぞ
む
見
解
は
、
私
有
財
産
の
批
判
と
あ
い
ま
っ
て
、
デ
ィ
ガ
ー
ズ
-

-
ル

ソ

-
-
■
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
を
経
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
民
主
主
義
そ
の
も
の

の
揚
棄
と
い
う
思
想
に
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

『

政
治
的
正
義』

に
お
付
る
資
本
主
義
批
判
と
経
済
思
想
と
の
卓
越
し
た
点 

'で
あ
る
、
政
治
制
度
を
財
産
制
度
の
上
部
構
造
と
し
て
、
逆
に
い
え
ば
、
財
産 

制
度
を
政
治
制
度
の
下
部
構
造
.(「

キ
| .

.ス
ト
！
ン」)

と

し

て

把

握

し

て、，
 

る
と
い
う
こ
と
は
：、
今
日
に
お
け
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
の
系
譜(

無 

政
府
主
義
者
、
実
存
主
義
者
等
々)

よ
り
か
れ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
 

ま
た
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
私
有
財
産
批
判
が
当
時
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
資 

本
主
義
の
体
制
的
抵
判
で
.あ
っ
た
と
い
1
こ
と
は
、
か
れ
を
し
て
ペ
イ
ン
や
ロ 

ン
ド
ン
通
信
協
会
の
人
々
、
ま
た
ズ
ぺ
ン
ス
よ
り
も
卓
越
さ
.

せ
て
い
'る
。

ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
は

分
業
に
よ
る
人
間
の
専
門
化
に
反
対
し
、
機
械
の
無
限
の
進 

歩
、
理
姓
の
発
展
に
よ
る
全
体
的
人
間
像
を
賞
揚
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
ゴ
ド 

ウ
イ
ン
の
小
生
産
者
的
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。
ス
ペ
ン
ス
の 

よ
う
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
杖
古
い
農
村
共
同
#
に
郷
愁
を
示
す
よ
う
な
こ
と
も
な
か

っ
た
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
市
民
社
会
の
成
立
を
示
す
原
子
論
的
社
会
観
、
功 

利
主
義
の
影
響
下
に
か
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し 

こ
れ
で
は
イ
ノ
刀
な
説
明
に
な
ら
な
て
あ
ろ
う
。
つ
づ
け
て
労
働
運
動
に
た
い 

す
る
功
利
主
義
の
貢
献
者
と
し
て
、
通
説
の
よ
う
に
べ
ン
サ
マ
イ
ト
で
は
な
く 

て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
が
著
者
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

炉
五
章

『

0 -
究
者』

(
*The 

Enquirer: 

Resections 

on 

Education, 

Manne
r
s
,

 

a
np-
㈠

^

ご
の
研
究
に
お
い
て
は
、

こ
の
第
ニ
の
主 

箸
で
の
.ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
教
育
思
想
お
よ
び
资
本
主
義
批
判
と
経
済
思
想
と
が
論 

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
教
育
思
想
に
つ
い
て
み
る
と
、『

研
究
者』

が

『

政
治
的 

正
義』

、

と
く
に
初
版
と
こ
と
な
る
点
は
、
後
者
で
は
.社
会

の

変

革(

人
間
の 

変
革)

は
理
性
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り

、
.教
育
は
副
次
的 

&
害
し
力
'あ
た
え
ら
れ
て
L
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
し
だ
い
に
理
性
と
な
ら
ん 

で
感
情
が
朮
视
さ
れ
功
利
主
遜
的
傾
向
が
つ
よ
ま
る
よ
う
に
な
り
、『

教
育
者』 

で
は
猜
極
的
に
教
育
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
思
想 

の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
教
育
思
想
の 

特
徴
は
教
育
が
社
会
変
革
の一

環
と
し
て
考

え

ら

れ

、
⑷
徹
底
的
な
苗
由
主 

義
、
精
神
的
独
立
の
蜇
獎
视
、
権
カ
の
排
除
、
(b
)
理
性
へ
の
信
頼
、
(c
)
平
等
主 

義
に
立
脚
し
て
.い
る
点
に
う
か
が
わ
れ
る
。
 

■ 

• 

\

つ
ぎ
に『

研
究
者』

に
お
け
る
资
本
主
義
批
判
と
経
済
思
想
と
に
つ
い
て
み 

る
。『

研
究
志』

に
.は

『

政
治
的
正
義』

に
.お
け
る
よ
う
な
財
産
論
の
体
系
は
な 

い
が
、

そ
の
第
二
部
は
主
と
し
て
社
会
問
題
を
あ
つ
か
っ
て
お
り
、
前
著
に
み 

ら
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
経
済
思
想
と
し
て
て
⑷
富
と
貧
困
と
に
つ
.い
て
^
 

じ
た
さ
い
に
剰
余
労
働
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ぃ
石
こ
と
、
(0
)

マ
ル
サ
ス
父
子
の

学
位
渡
与
邻
浩

論
争
の
契
機
と
な
っ
た
貪
慾
と
浪
費
と
に
つ
い
て
の
見
解——

正
義
の
原
理
に 

と
っ
て
貪
慾
の
方
が
浪
費
よ
-り
も
よ
り
ち
か
い
と
い
う
見
解——

に
う
か
が
わ 

れ
る
オ
ウ
エ
ン
、
サ
ン
-
シ
モ
ン
.、
フ
ー
リ
エ
と
.こ
と
な
る
反
産
業
主
義
思 

想
、
㈧
富
は
労
働
で
あ
る
と
い
う
見
解
._

こ
れ
が
の
ち
に
リ
カー

ド
派
社
会 

主
義
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
.て
'
資
本
の
重
要
性
の
主
張
や
物
神
崇
拝
に
た
い 

す
る
ア
ン
テ
ィ
.
テー

ゼ
と
な
つ
た
。一

一

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
六
章
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
影
響
セ
は
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
の
リ
カ
ー
ド
派 

社
会
主
義
者
へ
の
影
響
と
オ
ウH

シ
へ
の
影
響
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
空
想
的
社
会
主
義
者(

オ
ウ
ェ
ン
、
サ
ン—

シ
モ
ン
、
フ
J
リ
ェ)
、
 

リ
カー

ド
派
社
会
主
義
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
空
想 

的
社
会
主
義
者
と
対
立
し
な
が
ら
む
し
ろ
リ
カ
ー
ド
派
社
会
主
義
者
に
よ
り
近 

い
而
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ゴ
.ド
ウ
.ィ
ン
は
産
業
主
義
批
判
と
い
う
点
で
は
、

一
 

嵇
の
產
業
主
義
で
.あ
っ
た
空
想
的
社
会
主
義
者
と
対
立
し
、
後
者
の
ブ
ル
ジ
ョ 

ァ
的
性
格
に
た
い
し
.て
独
立
小
生
産
者
的
立
場
に
立
つ
。
，コ
ド
ウ
ィ
ン
は
リ
カ 

丨
ド
派
社
会
主
義
者
と
独
立
小
生
産
者
的
立
場
と
い
う
こ
と
で
共
通
な
も
の
を 

も
つ
が
、
さ
ら
に
労
働
の
重
視
と
い
う
点
で
も
親
近
性
を
も
つ
。
し
か
し
ゴ
ド 

ウ
ィ
ン
と
リ
カ
ー
ド
派
社
会
主
義
者
と
相
異
な
る
点
も
み
の
が
さ
れ
て
は
い
な 

い
。
⑷
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
体
系
は
一
八
世
紀
に
ほ
ぼ
完
結
し
た
の
に
、
リ
カ
ー
ド 

派
社
会
主
義
者
の
活
動
し
た
時
期
は
一
八
ニ
.〇
年
代
で
あ
り
、
.当
然
双
方
の
問 

に
問
題
意
識
の
上
で
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
大
衆 

行
動
を
嫌
悪
し
、
リ
カ
I
ド
派
社
会
主
義
者
は
労
働
運
動
と
結
び
つ
き
分
配
問 

題
を
冲
心
と
：し
た
経
済
理
論
よ
り
出
発
し
' 

資
本
の
要
求
を
攻
撃E

標
と
し 

龙
。
g
y/
力
I
ド
派
社
会
主
a
者
は
私
有
財
産
を
神
聖
祝
し
资
本
主
義
的
な
搾

.

一〇五

(

一五一七

〕



取
に
は
反
対
す
る
が
、，
小
商
品
坐
産
者
的
な
贲
識
於
つ
よ
く
瓶
品
生
鹿
を
窮
飯 

的
な
も
の
と
み
な
し
た
が
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
市
民
社
会
の
基
礎
に
あ
る
商
品
交 

換
を
資
本
流
通
も
ろ
と
も
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
ち
が
い
は
、
け
っ
.き
ょ 

く
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
急
進
主
義
の
第
三
の
型
、
デ
ィ
ガ
ー
ズ
の
系
譜
•に
属
す
る 

の
に
、

リ
ヵ
ー
ド
派
社
会
主
義
者
は
第
二
の
型(

水
平
派)

の
系
譜
に
属
す
る 

と
う
相
違
に
も
と
つ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
.コ
ド
ウ
ィ
.ン
の
見
解
に
お
け 

る
批
判
的
要
素
は
,
科
学
的
社
会
主
義
の
抬
頭
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
空
想
的
社 

会
主
義
、
リ
ヵ
ー
ド
派
社
会
主
義
、

ロ
マ
ン
主
義
の
展
開
に
き
わ
め
て
価
値
あ 

る
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
個
別
的
に
、
 

ト
ム
ス
ン
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
、
オ
ウ
エ
ン
と
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ 

て
い
る
。
と
く
に
オ
ウ
エ
ン
に
つ
い
て
は
、
性
格
形
成
原
理(

環
境
論)

、
功
利 

主
義
、
教
育
論
、

ユ
ー
ト
ウ
ピ
ア
観
に
か
ん
し
て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
の
比
較
が
詳 

論
さ
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
著
者
の
社
会
思
想
史
の
方
法
上
の
特
徴
は
、
社
会
思
想
史
の
流 

れ
が
個
々
の
グ
ル
ー
プ
や
個
人
間
の
系
譜
の
追
求
と
確
定
と
い
う
か
た
ち
で
つ 

か
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
時
代
の
下
部
構
造
や
大
衆
の
運
動
と 

の
関
係
で
十
分
ほ
り
さ
げ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
う
ら
み
が
あ
る
。
 

社
会
思
想
史
に
お
い
て
は
思
想
の
系
譜
の
確
定
が
単
に
思
想
の
世
界
そ
の
も
の 

の
な
か
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
，う
抽
象
化
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
な
に
よ

り
も
下
部
構
造
の
分
析
に
よ
る
裏
付
け
が

-
本
書
の
序
論
の
な
か
で
、
.本
書

の
目
的
の
一
つ
と
し
て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
が「

イ
ギ
リ
ス
社
会
経
済
史
の
背

景
の
中
に
成
立
す
る
根
抛
を
叨
ら
か
に
し」

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
-

-

必
耍
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
中
に
こ
ぅ
ぃ
ぅ
努
カ
が
全
然
は
ら
ゎ
れ
セ
ぃ

1

2
ハ

(

一
五
一
八)

た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
十
分
説
得
的
な
効
果
を
う
む
ま
で
に
お
こ
な
わ 

れ
て
い
な
い
こ
と
は
市
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
の
担
い 

手
と
し
て
し
ば
し
ば
著
者
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
独
立
小
生
産
者
と
い
う 

も
の
も
単
に
抽
象
的
な
言
葉
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
し
、
デ 

ィ
ガ
ー
ズ
と
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
を
一
つ
の
系
譜
に
む
す
び
つ
け
る
著
渚
の
創
見
も 

十
分
説
得
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
が
な
お
あ
る
に
し
て
も
、
本
書
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る 

研
究
と
し
て
、
我
国
で
は
じ
め
て
本
格
的
に
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な 

く
、'
国
際
的
な
研
究
成
果
に
十
分
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
"
き
わ
め
て 

高
い
価
値
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
本
書
、
な 

ら
び
.に
副
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た『

オ
ウ
ヱ
ン』

お

よ

び『
「

空
想
よ
り
科 

学
へ」

講
義』

——

ち
な
み
に
副
論
文
の
ニ
著
に
は
主
論
文
の
主
題
を
補
足
す 

る
い
く
つ
加
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
お
い
て
は
、
主
論 

文

中

の「

オ
ウ
エ
ン
と
ゴ
ド
ウ
ィ
ン」

の
主
題
に
つ
い
て
オ
ウ
エ
ン
の
側
の
研 

究
於
な
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
お
い
て
は
主
論
文
中
で
し
ば
し
ば
ゴ
ド
ウ
ィ
ン 

が
対
比
さ
れ
た
空
想
的
社
会
主
義
者
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

——

i
り
判
断
し
て
、
著
者
は
経
済
学
博
士
の
学
位
に
十
分
値
す
る
も
の
で
あ 

る
と
考
え
る
。
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