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「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
わ
が
國
に
お
け
る
社
会
科
学
研
究
の
思
想
的
風
土
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
は
、
す
で
に
識
者
の
指
摘
す

る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
論
が
か
か
わ
る
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
い
。
高
等
学
校
の
教
科
書
は
い
さ
知
ら
ず
、

お
よ
そ
歴
史
を
こ
と
と
す
る
イ
ン
テ
リ
の
目
に
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
な
か
ん
ず
く
産
業
革
命
を
最
初
に
起
し
た
先
進
園
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
の
発
展
が
き
わ
め
て
密
生
的
に
進
行
し
た
圏
と
映
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
今
で
は
一
つ
の
常
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
常
識
は
、
上

．
に
の
べ
た
限
り
で
は
、
決
し
て
問
違
い
で
は
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
場
合
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
わ
が
国
の
思
想
的
風
土
と
化

し
た
こ
と
が
も
た
ら
す
功
罪
に
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
大
体
、
歴
史
学
を
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
人
文
科
学
よ
り
も
七
会
科
学
の
方
に

分
類
し
よ
う
と
す
る
昨
今
の
傾
向
自
体
が
、
そ
の
こ
と
の
結
果
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
史
現
象
の
魏
明
に
あ
た
っ
て
、
　
「
マ
ル
ク
ス
主
義
鳳
が
万
能
で
あ
り

え
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
確
か
に
経
済
史
は
い
い
と
し
て
も
、
政
治
史
、
思
想
史
、
文
化
史
と
も
な
れ
ば
、
一
枚
岩
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解

明
で
は
、
な
ん
と
し
て
も
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
論
は
、
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
に
つ

い
て
、
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
常
識
か
ら
は
み
出
す
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
闇
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
政
治
史
に
、
も
う
一
つ
別
の
照
明

を
当
て
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
四
八
巻
聖
域
　
一
九
六
五
年
七
月

お
い
鷺
、
震
は
忘
れ
て
る
ん
だ
、
わ
れ
わ
れ
は
偽
善
者
の
郷
土
に
み
る

っ
て
こ
と
を
。

オ
ス
カ
。
ワ
イ
ル
ド

す
の
は
、
「
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
「
資
本

主
義
発
展
の
イ
ギ
リ
ス
的
コ
ー
ス
」
と
い
う
雷
葉
が
よ
く
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
国
は
諸
国
に
先
が
け
て
市
民
革
命
、
産
業
革
命
を

遂
行
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
膜
が
き
わ
め
て
霞
生
的
に
進
行
し
た
国

西
洋
の
近
代
で
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
と
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
想
い
起

と
解
さ
れ
て
い
る
。
と
に
も
か
く
に
も
、
こ
の
近
代
イ
ギ
リ
ス
煮
干



　
　
が
、
今
で
は
全
く
わ
れ
わ
れ
の
常
識
と
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
は
、
誰
も
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
、
私
が
以
下
に
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
近
代
イ
ギ
リ

　
　
ス
史
の
う
ち
の
一
九
世
紀
だ
が
、
こ
の
世
紀
は
、
最
近
、
産
業
革
命

　
　
が
多
く
の
研
究
者
の
注
意
を
引
き
始
め
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、

　
　
か
っ
て
十
数
年
間
、
論
議
の
的
で
あ
っ
た
絶
対
主
義
か
ら
市
民
革
命

　
　
に
い
た
る
蒔
期
と
比
べ
る
な
ら
、
お
世
辞
に
も
人
気
の
あ
っ
た
研
究

　
　
領
域
と
は
い
え
な
い
。
人
気
の
な
い
こ
と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、

　
　
こ
こ
で
「
け
し
か
ら
ん
」
と
い
っ
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
が
、
し

　
　
か
し
、
研
究
量
の
多
寡
、
人
気
不
人
気
に
か
か
わ
り
な
く
、
く
だ
ん

　
　
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
像
は
こ
の
世
紀
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
、

剛㈱
　
例
え
ば
、
飯
沼
二
郎
氏
の
次
の
表
現
は
、
そ
れ
を
よ
く
い
い
あ
ら
わ

翻
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ヲ
ル
ジ
．
ワ
階
級
は
、
産
業
革
命

ゆ
の
結
果
、
広
汎
に
成
立
し
て
き
た
労
働
者
階
級
の
革
命
運
動
を
強
力

熱
な
背
景
・
し
て
、
聖
階
級
に
た
い
す
・
闘
争
を
い
・
み
、
奎

畷、

ﾝ
紀
震
に
い
た
。
て
完
全
に
政
治
学
の
支
配
権
力
を
叢
す
る
．

ギ
　
一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
、
一
八
四
六
年
の
穀
物
法
撤
廃
は
、
そ
の

解、

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

際
　
闘
争
の
過
程
に
お
け
る
勝
利
の
道
標
で
あ
る
」
。
　
要
す
る
に
、
第
一

九

一
　
次
選
挙
法
改
正
と
穀
物
法
廃
止
が
歴
史
の
転
換
点
と
し
て
強
調
さ
れ

る
、
そ
れ
が
、
こ
ま
か
い
点
で
の
相
違
は
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
大
多
数

が
抱
い
て
い
る
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
常
識
的

な
イ
メ
：
ジ
に
は
二
女
問
題
が
な
い
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
現

在
に
お
い
て
は
、
も
は
や
そ
う
は
い
い
き
れ
な
い
、
と
私
は
思
う
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
世
紀
を
含
め
て
、
こ
の
近
代
イ
ギ
リ

ス
史
像
が
ど
う
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
振
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
飯
沼
氏
が
適
切
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

す
ぐ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
大
塚
史
学
の
打
立
て
た
成
果
で
あ
り
、
大
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

史
学
は
、
そ
の
発
想
を
「
講
座
派
」
に
負
う
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
イ
メ
ー
ジ
の
根
底
は
経
済
史
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
経
済
史
に
は
、

階
級
闘
争
と
い
う
歴
史
観
が
、
心
棒
と
し
て
貫
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
戦
後
、
こ
の
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
像
が
定
着
し
た
の
に
は

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。
敗
戦
か
ら
十
数
年
、
わ
れ
わ
れ
の
日

女
の
課
題
が
、
何
を
お
い
て
も
、
ま
ず
荒
廃
か
ら
の
立
直
り
、
物
質

的
欠
乏
の
克
服
に
あ
り
、
そ
れ
に
答
え
る
エ
ト
ス
を
孕
ん
だ
経
済
史

的
歴
史
観
が
風
博
し
え
た
間
は
、
今
で
こ
そ
常
識
と
い
っ
て
済
ま
せ

る
こ
の
イ
ギ
リ
ス
解
像
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
密
着
し
て
余
り
に

も
生
女
し
か
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
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理
想
が
息
づ
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
代
は
移
っ
た
の
で
あ

る
。
敗
戦
時
の
荒
廃
を
前
に
抱
か
れ
た
こ
の
無
限
の
可
能
性
が
、
否

応
な
し
に
一
つ
の
現
実
に
凝
固
し
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
、
か
っ
て

の
（
よ
り
正
確
に
い
え
ば
「
現
在
の
」
）
常
識
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い

た
視
点
に
お
い
て
問
わ
れ
ざ
る
を
え
ま
い
。
話
を
一
九
世
紀
イ
ギ
リ

ス
に
ひ
き
戻
し
て
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
と
穀
物
法
廃
止
が
歴
史
の

ち
　
　
　
も
　
　
　
も

一
つ
の
転
向
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
も
異
論
は
な

い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
見
、
余
計
な
こ
と
に
見
え
よ
う
と
、

こ
の
常
識
的
解
釈
に
次
の
但
し
書
を
つ
け
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
階
級
闘
争
を
基

鷹
に
お
い
た
経
済
史
観
か
ら
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
の
但
し
書
は
、
　
コ
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
を
ど
う
把
握

す
る
か
」
と
い
う
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
絶
対
に
不
可
欠
な

出
発
点
な
の
だ
が
、
次
に
こ
の
こ
と
を
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、

実
際
論
と
一
般
論
の
両
面
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
常
識
的
解
釈
が
ま
さ
に
常
識
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
に
基
い
て
、
政
治
史
に
つ
い
て
も
大
ま
か
な
見
取
図

を
描
く
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
引
用

し
た
飯
沼
氏
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
、
…
…
遂
．
に
一
九
世
紀
中
頃

に
い
た
っ
て
完
全
に
政
治
上
の
支
配
権
力
を
奪
取
す
る
」
と
い
う
見

解
は
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
政
治
史
上
の
諸

事
実
と
多
く
の
点
で
合
致
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
え
ば
、
そ

れ
は
余
り
に
も
言
葉
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
氏
の
主
要
な
関
心
は
、
封
建
潮
か
ら
資

本
制
へ
の
移
行
の
問
題
に
お
い
て
、
そ
の
聞
に
「
地
主
王
政
」
な
る

時
代
範
晦
を
設
定
し
、
そ
の
時
代
の
終
期
を
、
氏
の
い
う
第
ニ
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
（
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
具
体
的
に
は
、
第
一
次
選
挙
法
改
正

と
穀
物
法
廃
止
）
に
置
こ
う
と
い
う
も
の
で
、
本
来
、
一
九
世
紀
政
治

史
の
評
価
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た

と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
の
多
く

が
、
購
々
擁
に
想
定
し
て
い
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
つ
い

で
な
が
ら
、
蛇
足
と
し
て
つ
け
加
え
る
と
、
同
様
な
見
解
は
、
当
の

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
か
っ
て
の
マ
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
神
話
」

と
結
び
つ
い
て
、
今
な
お
一
般
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で

　
③

あ
る
。

　
一
八
四
六
年
半
お
け
る
穀
物
法
廃
止
の
政
治
過
程
と
そ
の
後
に
お

け
る
政
治
史
の
推
移
を
た
ど
っ
て
い
く
と
き
、
こ
の
年
以
後
も
、
そ
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一九世紀イギリス政治史への一視角（村岡）

れ
ま
で
の
支
配
階
級
で
あ
る
地
主
階
級
が
、
政
治
の
実
権
を
掌
握
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
そ
れ
を
示
す
事
例

は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
行
論
の
関
係
も
あ

る
の
で
、
多
少
の
煩
項
を
い
と
わ
ず
、
次
に
幾
つ
か
の
事
実
を
提
示

し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
、
政
治
の
中
枢
に
位
置
す
る
下
院
議
員
の
構
成
を
一

噛
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
次
選
挙
法
改
正
（
一
八
三
二
年
）
と
第
二

．
次
選
挙
法
改
正
（
一
八
六
七
年
）
直
前
の
一
八
六
五
年
に
お
い
て
、
土

地
的
利
益
と
商
工
業
的
利
益
が
ど
の
よ
う
に
下
院
に
代
表
さ
れ
て
い

た
か
と
い
う
と
、
一
八
三
二
年
に
つ
い
て
は
、
土
地
的
利
益
六
六
％
、

商
工
業
的
利
益
三
四
％
で
あ
っ
た
な
の
が
、
一
八
六
五
年
に
つ
い
て

は
、
土
地
的
利
益
四
四
％
、
商
工
業
的
利
益
五
六
％
と
逆
転
し
て
い

殉
・
こ
れ
は
・
明
ら
か
に
・
そ
の
間
に
お
け
る
産
業
革
命
の
進
展
を

写
し
出
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ル

ジ
宜
ワ
ジ
ー
が
地
主
階
級
を
下
院
で
凌
駕
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と

と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
地
主
階
級
が
商
業
に
投
資
す
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
サ
で
、

両
方
の
利
益
は
、
同
一
議
員
に
お
い
て
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
四
一
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
の
下

院
議
員
八
一
五
入
を
分
析
し
た
ア
ィ
デ
ロ
ッ
チ
は
、
こ
の
う
ち
活
発

に
商
工
業
の
経
営
に
従
事
し
た
の
は
、
た
っ
た
二
二
％
と
踏
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（数掌は％）
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2
4

貴族（准男欝，アイルランド貴族，貴族と准男爵の息子達）

ジェントリー（世襲）とそれ以外の貴族の類縁者

製造業藩，商人，銀行家

る
。
次
に
下
院
の
社
会
構
成
の
推
移
を
見
る
と

　
　
　
　
　
　
⑦

第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か

な
一
つ
の
事
実
は
、
　
一
八
一
二
二
年
の
議
会
改
革

と
穀
物
法
廃
止
以
後
も
、
旧
来
か
ら
の
地
主
・

貴
族
階
級
が
、
な
お
圧
倒
的
に
下
院
を
代
表
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
旧
支
配
階
級
に
政
治
権
力
が
残
存
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
統
治
の
薩
接
担
当
者
で
あ
る

内
閣
の
構
成
を
見
て
い
く
と
、
ま
す
ま
す
歴
然

と
し
て
く
る
。
一
八
六
五
年
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン

内
閣
が
彼
の
死
で
崩
壊
す
る
ま
で
、
内
閣
に
ブ

ル
ジ
・
ワ
色
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な

か
っ
、
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
ピ

ー
ル
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ソ
は
、
二
二
は
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
な
い
し
商
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

し
か
し
、
保
守
党
党
首
で
あ
っ
た
男
と
、
後
に

は
窃
由
主
義
の
権
化
と
し
て
登
場
す
る
と
は
い
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え
㌔
バ
リ
バ
リ
の
ト
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
景

り
一
と
し
て
そ
の
政
治
　
哨

生
活
を
始
め
た
男
を
、
欄

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
治
家
と
　
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
社

呼
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
養

い
だ
ろ
う
。
な
お
、
一
　
ト

八
六
八
年
か
ら
八
六
年
，
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
僚

に
か
け
て
の
内
閣
の
社
　
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣

会
・
職
業
構
成
は
、
第
　
内

　
　
　
　
　
　
　
⑧
．
表

二
表
の
通
り
で
あ
る
。
　
二

ま
た
、
一
九
世
紀
を
通

計

22（9）

2（2）

4（2）

5（4）

9（6）

5（4）

2（2）

貴族でな
い　　者

1（1）

1（1）

1（一）

3（2）

9（6）

5（4）

2（2）

貴　族

21（8）

1（1）

3（2）

2（2）

父親の職業

地　　　　　主

金利生活者
官吏・外交官
岡教会の墾職巻
製遣業者，商人等

上級の自由業春

下級の霞虚業者

計 27鱒 22ae 49鶴

（括孤内は，1868～86年にはじめて入閣した者の数。上
級の自由業春とは，例えば法廷弁護士，医春を，下級の
自由業春とは，例えば教師，各・宗派の牧師を意味する。）

じ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
首
相
は
一
人
も
出
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、

上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

る
ま
で
、
政
治
の
実
権
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
旧
支
配
階
級
た
る
地
主
の

手
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
体
棚
が
基
本
的
な
変
容
を
と

げ
て
い
く
の
は
、
や
っ
と
一
八
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
抱
い
て
い
る
常
識
的
イ
メ
ー
ジ
と
政
治
史

上
の
諸
事
実
と
の
間
に
生
れ
た
こ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
前
者
、

す
な
わ
ち
常
識
的
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
、
擁
の
但
し
書
き
を
忘
れ
て
、

政
治
史
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
性
急
な
解
釈
を
下
し
た
こ
と
に
基
い

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
階
級
対
立
と
い
う
観
点

に
拘
泥
し
な
い
、
例
え
ば
、
ク
ラ
ハ
ム
、
コ
ー
ト
と
い
っ
た
経
済
史

　
　
　
⑩

家
の
見
解
、
ま
た
、
最
近
、
公
刊
さ
れ
た
ト
ン
プ
ソ
ン
の
研
究
な
ど

⑪は
、
一
八
七
・
八
○
年
代
ご
ろ
か
ら
地
主
の
支
配
力
が
後
退
し
た
と

い
う
諸
事
実
と
決
し
て
矛
盾
し
て
は
い
な
い
。
穀
物
法
廃
止
が
、
ま

さ
に
ブ
ル
ジ
翼
ワ
ジ
ー
の
要
求
に
よ
っ
て
、
し
か
も
、
な
か
ん
ず
く

反
穀
物
法
同
盟
の
圧
力
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
隠
れ
も
な
い
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
穀
物
法
廃
止
は
歴
史
の
大
勢
に
た
い
し
た
影
響
を
及

ぼ
さ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
穀
物
法
廃
止
以
後

に
「
農
業
発
展
の
黄
金
時
代
」
を
迎
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

農
業
の
没
落
は
、
七
〇
年
代
の
、
あ
の
「
大
不
況
」
と
と
も
に
到
来

す
る
の
で
あ
っ
て
、
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の

週
末
に
お
け
る
食
生
活
し
か
支
え
え
な
い
ウ
ィ
ー
ク
エ
ソ
ダ
ー
へ
と

転
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
急
速

な
没
落
の
中
で
、
地
主
と
い
う
政
治
上
の
権
威
も
失
墜
し
て
い
っ
た
。

だ
か
ら
、
飯
沼
氏
の
面
癖
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
論
も
、
　
「
革
命
」
の
期

間
を
コ
九
世
紀
の
中
頃
」
と
限
定
せ
ず
、
　
「
一
八
三
二
年
の
議
会
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改
革
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
不
都
合
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
常
識
的
イ
メ
ー
ジ
を

一
般
論
と
し
て
取
り
上
げ
た
場
合
の
問
題
点
は
、
そ
れ
が
経
済
決
定

論
的
思
考
様
式
と
間
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
、
実
際
論
の
立
場
か
ら
指
摘
し
た
第
一
の
問
題
点
も
、
実
は
、
こ

の
思
考
様
式
に
根
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
本
論
に
と
っ
て
、
ど

う
し
て
も
、
次
に
こ
の
こ
と
が
聞
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と

え
、
経
済
史
上
の
推
移
と
政
治
史
上
の
諸
事
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
埋
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
関
係
づ
け
が
、
従
前
ど
お
り
の
経
済
決

定
論
な
い
し
基
底
体
制
還
元
論
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
な
お
、
十
全
な

政
治
余
香
は
期
待
さ
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
穀
物
法
廃
止
の

問
題
で
、
こ
れ
を
廃
止
さ
せ
た
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
力
で
あ
っ

た
が
、
廃
止
を
決
定
し
た
の
は
地
主
の
議
会
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ギ

ャ
ッ
プ
を
説
明
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
予
想
さ
れ
る
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
、
　
「
た
と
え
地
主
議
会
の
決
定
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
廃
止
を
実
現
さ
せ
た
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
圧
力
で
あ
り
、

地
主
と
て
こ
れ
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
。
確
か

に
、
そ
こ
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
利
害
が
政
治
に
貫
徹
さ
れ
る

に
あ
た
っ
て
、
一
つ
の
屈
曲
が
示
さ
れ
て
は
い
る
α
し
か
し
、
経
済

的
利
害
の
貫
徹
の
さ
れ
方
が
、
個
々
の
ケ
ー
ス
で
偏
差
を
生
ず
る
の

は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
と
の
本
質
は
、
こ
の
場
合
も
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
利
害
が
政
治
に
貫
徹
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
」

と
、
ま
あ
、
ざ
っ
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
ケ
。
経
済
決

定
論
的
歴
史
解
釈
は
、
経
済
的
利
害
の
政
治
へ
の
反
映
さ
れ
方
に
、

少
く
と
も
偏
差
を
認
ぬ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
場
合
で
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
と
い
う
何
か
不
透
明
な
光
の
媒
体
の
よ
う
な
も
の

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
史
観
に
お
け
る
聞

題
点
は
、
こ
の
場
合
も
含
め
て
、
い
つ
も
、
唯
一
の
本
質
に
し
て
唯

一
の
真
実
で
あ
る
経
済
的
利
害
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
程
度

に
貫
徹
さ
れ
た
か
、
そ
れ
が
結
局
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
、
経
済
決
定
論
な
い
し
基
底
体
制
還
元
論
の
欠
陥
が
露
呈
さ

れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
本
論
と
の
関
係
か

ら
い
う
と
二
つ
あ
る
。

　
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
は
、
　
「
政
治
的
な
も
の
」
が
出

て
く
る
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
政
治
的
な
も
の
」
と

い
う
い
い
方
は
曖
昧
だ
が
、
こ
の
際
、
私
の
い
い
た
い
こ
と
は
、
例

え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
「
あ
れ
は
政
治
的
解
決
だ
㎞
と
か
「
彼
は
経
済
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人
で
あ
る
よ
り
は
政
治
家
だ
」
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ

に
、
経
済
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
の
政
治
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な

い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
上
に
の
べ
た

見
方
の
中
に
、
　
「
政
治
的
な
も
の
」
が
見
出
せ
な
い
の
は
明
瞭
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
反
面
、
私
は
、
何
も
こ
う
い
つ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
敷
治
が
経
済
か
ら
影
響
さ
れ
な
い
な
ど
と
い
う
積
り
は
さ
ら
さ

ら
な
い
。
・
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
を
根
底
で
規
定
し
た
も
の
は
、
経
済
・
社
会
の
下
部

構
造
を
ゆ
り
動
か
し
た
変
化
な
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
リ
ゼ
　
シ
セ
ソ
　

ア
　
パ
　
ニ
ゼ
　
シ
ヨ
ソ

そ
れ
ら
は
、
産
　
　
業
　
化
、
都
市
・
化
、
全
般
的
な
生
活
水
準
の

向
上
、
科
学
の
進
歩
、
教
育
の
普
及
と
い
っ
た
「
近
代
化
」
の
諸
傾

向
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る

産
業
革
命
と
人
口
増
加
と
い
う
二
つ
の
歴
史
形
成
力
の
所
産
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
私
に
は
、
も
し
視
点
を

政
治
、
し
か
も
人
間
の
営
み
と
し
て
の
政
治
に
置
く
の
な
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
れ
を
、
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
か
ら
迂
路
を
と
お

っ
て
間
接
的
に
考
え
な
く
て
も
い
い
し
、
ま
た
、
産
業
革
命
と
人
口

増
加
の
関
係
に
一
つ
の
理
論
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
大
き
く
一
駄
紀
と
い
う
百
年
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
考
え
る

と
き
、
要
は
、
こ
の
二
つ
の
力
は
、
根
源
帥
な
歴
史
形
成
力
と
し
て
、

人
間
の
意
志
と
無
蘭
係
に
働
い
た
力
で
あ
り
、
人
喰
に
で
き
た
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
力
に
ど
う
適
応
す
る
か
、
な
い
し
、
こ
れ
ら
を
ど
う

統
禦
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
他
方
、
政
治
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
と
き
に
な
っ
て
も
、
恐

ら
く
、
道
義
の
闇
題
と
し
て
、
ま
た
、
　
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
の
問
題

と
し
て
、
少
し
も
そ
の
性
質
を
変
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
は
政
治
的
動
物
（
N
O
O
置
　
℃
〇
一
一
梓
＝
（
O
欝
）
で
あ
る
」
と
い
う
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
言
葉
は
、
も
し
虚
言
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
と
っ
く

に
亡
び
て
い
た
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政

治
史
の
闘
題
と
は
、
産
業
革
命
社
会
と
い
う
変
動
期
に
、
イ
ギ
リ
ス

人
と
い
う
政
治
的
動
物
が
、
ど
う
自
か
ら
を
適
合
さ
せ
て
い
っ
た
か
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
第
二
の
論
点
は
、
歴
史
の
把
え
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
常
識
的
解
釈
を
支
え
て
い
る
経
済
決
定
論
的
、
基
底
藤

壷
還
元
論
的
思
考
様
式
を
、
ど
れ
だ
け
積
み
上
げ
、
ど
れ
だ
け
精
緻

に
し
た
と
こ
ろ
で
、
歴
史
に
お
け
る
個
鋼
の
理
解
に
は
絶
対
に
行
き

着
か
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
史
観
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の
特
色
は
、
根
底
に
お
い
て
、
人
間
を
唯
物
的
契
機
で
動
か
さ
れ
る

も
の
と
し
て
の
み
把
え
、
こ
れ
を
具
体
的
な
歴
史
に
あ
て
は
め
て
、

普
遍
的
な
歴
史
法
則
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
人
間
に
お
け
る
非
唯
物
的
契
機
は
、
た
と
え
弱
毒
さ
れ
た

と
し
て
も
、
経
済
と
い
う
基
底
体
制
に
還
元
さ
れ
る
過
程
で
、
姿
を

、
消
す
よ
り
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
先
述

し
た
よ
う
に
、
経
済
的
利
害
が
、
そ
の
実
現
を
め
ざ
し
て
政
治
の
領
，

域
を
上
昇
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
政
治
過
程
を
埋
め

つ
く
し
て
い
る
光
の
媒
質
の
よ
う
な
も
の
に
つ
き
あ
た
る
、
と
い
う

こ
と
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
経

済
的
利
害
の
貫
徹
の
さ
れ
方
で
し
か
な
い
。
確
か
に
、
経
済
の
政
治

へ
の
反
映
論
を
精
緻
に
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
・
ド
イ
ツ
と
の
比
較
に
お

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
独
特
な
利
害
の
貫
徹
の
さ
れ
方
を
、
そ
こ
に
析

出
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
結
晶
体
を
叩
き
割
っ
て

み
れ
ば
、
結
局
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
把
え
ら
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

だ
と
か
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
だ
と
か
、
階
級
だ
と
か
が
飛
び
出
し

て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
と
い
う
も
の
と
固
く
結
び
合
っ
て
存
在

し
て
き
た
価
値
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
と
か
、

ジ
エ
ソ
ト
ル
マ
．
ソ
理
念
と
か
、
議
会
政
治
を
運
営
し
て
い
る
政
治
的

慣
習
と
か
、
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
想
念
の
絡
み
つ
い
た
も
の
は
、

遂
に
掌
か
ら
落
ち
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
；
拙
し
て
お
く
と
、
私
は
、

こ
こ
で
個
別
で
は
な
く
一
般
を
め
ざ
す
こ
の
よ
う
な
歴
史
解
釈
を
否

定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
理
屈
か

ら
い
え
ば
、
個
別
的
な
も
の
、
例
え
ば
、
　
「
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
卿

は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
納
得
も
説
明

も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
歴
史
学
が
個
別
を
云
々
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ

こ
に
あ
る
種
の
一
般
性
を
介
在
さ
せ
、
そ
れ
に
照
し
て
掴
別
を
個
別

と
し
て
識
別
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
思
う
に
、
一
般
性
を
欠

い
た
の
で
は
、
お
よ
そ
学
問
と
い
う
も
の
は
そ
の
態
を
な
さ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
恐
ら
く
、
一
般
と
個
別
と
は
、
歴

史
学
が
そ
の
問
を
振
動
し
つ
づ
け
る
永
遠
の
両
極
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
こ
の
さ
い
私
に
何
か
い
い
分
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
歴
史
の
担
い
手
で
あ
る
人
間
を
単
に
寓
9
き
¢
。
㌣

ロ
◎
ヨ
8
器
と
の
み
把
え
た
の
で
は
、
政
治
史
を
理
解
す
る
上
に
は
不

十
分
だ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
人
間
が
合
理
的
で
あ
る
岡
時
に

非
合
理
的
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
非
合
理
的
な
面
に
五
分
の
注
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意
が
払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今

日
、
歴
史
学
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
人
間
不
在
の
非
難
は
、
十
分
、

根
拠
の
あ
る
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
常
識
的
な
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
像
を
批
判
し
て
、
思
わ
ぬ
と

こ
ろ
ま
で
回
縁
敷
が
ひ
ろ
が
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
と
に
か
く
、
そ
の

よ
う
な
次
第
で
、
本
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
一
九
世
紀
の
政
治
史
を
、
常

識
的
解
釈
と
は
ち
が
っ
た
、
別
の
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
期
に
属
す
る
璽
要
な
問
題
を
、
逐
一
、

論
ず
る
こ
と
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
か
ら
も
不
可
能
な
の
で
、
以
下
、

私
が
重
要
と
考
え
る
三
つ
の
こ
と
に
問
題
を
限
定
し
て
論
を
運
ん
で

い
き
た
い
。
第
一
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
政
治
生
活
に
辺
り
つ
い
て
い

る
保
守
性
の
問
題
、
第
二
は
、
大
衆
民
主
主
義
の
問
題
、
第
三
は
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
再
生
産
と
い
う
問
題
、
で
あ
る
。
ま
ず
は
第
一

の
問
題
か
ら
組
上
に
の
せ
て
い
こ
う
。

①
飯
沼
二
郎
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』
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右
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の
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よ
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。
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ぎ
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。
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ω
．

⑨
私
は
こ
こ
で
、
「
地
主
階
級
」
と
「
貴
族
賠
級
」
と
い
う
二
つ
の
震
葉
を
用
い

　
た
が
、
こ
れ
ら
は
共
に
伝
統
約
な
旧
支
配
階
…
級
を
指
…
す
の
に
使
わ
れ
て
い
る
。
確

　
か
に
、
　
九
世
紀
の
産
業
革
命
祉
会
で
は
、
「
地
主
階
級
」
・
門
貴
族
階
級
」
は
ミ

　
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
者
を
も
包
含
す
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
論
第
四

　
出
早
、
特
に
註
⑫
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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一
琶
㊦
伊
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簿
．
荒
弁
政
治
、
天
川
潤

次
郎
訳
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史
』
充
五
七
年
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
、
第
八

　
・
十
一
章
。

⑪
男
9
炉
目
δ
ヨ
甥
8
”
瞬
品
一
δ
ゲ
営
巳
巴
ω
。
。
画
Φ
畠
ヨ
夢
Φ

　
客
ヨ
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①
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馨
げ
O
o
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三
ざ
6
0
。
。
’
唱
℃
．
b
。
8
箆
幽
簿
勺
二
巴
き
．

二

　
慣
性
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
物
の
性
質
だ
が
、
似
た
よ
う

な
こ
と
が
、
人
欄
が
創
り
出
す
歴
史
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
煮
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い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
貴
族
体
制
な
ら
貴
族
体
欄
と
い
う
も
の
が

一
た
び
創
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
体
制
は
そ
の
生
命
が
持
続

す
る
か
ぎ
り
永
ら
え
る
わ
け
で
、
一
寸
し
た
反
抗
運
動
な
ど
で
は
と

う
て
い
崩
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
生
命
は
、
歴
史
の
中
を
長
く
生

き
続
け
れ
ば
生
き
続
け
る
だ
け
強
く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
一
般
的
に
既
成
事
実
（
h
巴
汁
霧
8
ヨ
嘗
）
が
持
つ
規
範
性
と
い

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
事
実
が
持
つ
規
範
性
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
間
と
の
か
か
わ
り
合
い

で
生
れ
て
く
る
わ
け
で
、
事
実
そ
の
も
の
が
、
規
範
力
と
か
物
的
な

慣
性
と
か
を
持
つ
わ
け
は
な
い
。
人
間
が
創
ゆ
出
す
事
実
は
、
生
ま

れ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
時
間
の
試
錬
に
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
間
に

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
沢
山
の
事
実
が
漂
滅
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

何
代
に
も
わ
た
っ
て
人
の
手
垢
に
ま
み
れ
、
そ
の
価
値
が
証
明
さ
れ

た
後
で
は
、
も
う
容
易
に
は
消
滅
し
よ
う
と
し
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ

は
、
そ
れ
を
欠
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
が
支
障
を
き
た
す
何

物
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
習
慣
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
慣
性
、

つ
ま
り
、
必
要
の
な
い
か
ぎ
り
は
す
で
に
あ
る
も
の
で
間
に
合
せ
る

と
い
う
人
間
の
保
守
性
と
深
く
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
普
段
は
そ
の
価
値
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
保
守
的
な
国
民
で
あ
る
」
と
は
よ
く
い
わ
れ

る
こ
と
だ
が
、
上
に
述
べ
た
「
歴
史
の
慣
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
の

が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
か
ん
ず
く
こ
の
国
の
場
合
で

あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
世
紀
を
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
と
比
べ
た
だ

け
で
も
、
そ
れ
は
容
易
に
首
肯
せ
ら
れ
よ
う
。
革
命
か
ら
帝
政
へ

の
大
波
が
寄
せ
て
は
返
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
は
対
照
的
に
、
一
九
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
の
革
命
で
達
成
さ
れ
た
体
制

が
、
革
命
で
切
断
さ
れ
る
こ
と
も
な
ぐ
、
き
わ
め
て
連
続
的
に
現
代

へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
私
に
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
る
社
会
構
造
の
漸
次
的
変
質
と
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
労
働
老
階
級
の
体
制
変
革

へ
の
努
力
を
無
視
し
よ
う
な
ど
と
い
う
気
持
は
少
し
も
な
い
。
一
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
史
は
、
一
八
世
紀
の
そ
れ
と
明
瞭
に
そ
の
様
相
を

異
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
こ
う
か
た
な
く
、
止
む
に
止
ま
れ

ぬ
必
要
か
ら
体
制
の
変
革
に
立
ち
あ
が
っ
た
新
興
諸
階
級
の
努
力
に

も
と
ず
く
も
の
で
、
彼
ら
が
歴
史
に
新
し
い
も
の
を
持
ち
込
ん
で
き

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
歴
史
に
発
展
と
い
う
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
保
守
性
と
同
様
、
人
間
に
内
在
す
る
革
新
性
と
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い
う
カ
に
よ
る
の
は
言
を
ま
た
な
い
。
ウ
ッ
ド
ワ
ッ
ド
の
い
う
よ
う

に
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
世
紀
は
、
ま
さ
し
く
「
改
革
の
時
代
」
で
あ

　
　
　
②

つ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
説
的
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
世

紀
は
、
「
魔
界
の
時
代
扁
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
保
守
の
時
代
」
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
の
進
展
が
概
し
て
連
続
的
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
の
よ
う
な
国
に
と
っ
て
、
古
い
も
の
の
価
値
が
真
に
問
わ
れ

る
の
は
、
「
改
革
の
時
代
」
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
国
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
の
力
が
、
穀
物
法
を
廃
止
さ
せ
る
ま
で
に
強
大
化
し
て
い
な
が
ら
、

依
然
と
し
て
、
支
配
権
は
地
主
階
級
の
手
中
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

本
章
で
は
こ
の
こ
と
を
、
今
、
上
に
述
べ
た
文
脈
で
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
統
治
の
中
核
が
、
名
誉
革
命
こ
の
方
、
上
下

両
院
か
ら
な
る
議
会
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
か
ら
、
こ
の
議
会
に
よ
っ

て
国
を
治
め
て
き
た
の
が
、
こ
の
地
主
階
級
で
あ
っ
た
。
貴
族
院
で

あ
る
上
院
は
い
う
に
及
ば
ず
、
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
構
成
さ
れ
る
下

院
も
、
と
も
に
地
主
の
藥
断
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
産

業
革
命
に
よ
る
工
業
の
発
達
ま
で
は
、
社
会
体
制
が
土
地
所
有
を
軸

に
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
・
窟
こ
と
の
当
然
の
帰
結
な
の
だ
が
、

そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
地
主
階
級
は
、

そ
の
よ
う
な
社
会
体
鰯
の
中
で
、
当
然
の
支
配
階
級
と
し
て
、
つ
ま

り
、
　
「
支
配
の
正
墨
香
」
を
自
他
と
も
に
認
め
ら
れ
た
政
治
階
級
と

し
て
、
一
九
世
紀
に
ま
で
い
た
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
が
見
逃
さ

れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
最
初
、
支
配
階
級
で
あ
る

地
主
階
級
自
身
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
階
級
は
、
少
く
と

も
一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
ま
で
は
、
政
治
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、

国
を
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
現
実
的
な
知
識
を
持
つ
唯

一
の
階
級
と
し
て
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
伝
統
的
な
支
配
階
級

は
、
そ
の
幾
世
代
に
も
わ
た
る
体
験
を
通
じ
て
統
治
と
い
う
も
の
は
、

支
配
階
級
と
し
て
の
自
分
の
立
場
だ
け
を
主
張
し
た
の
で
は
絶
対
に

不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
そ
の
気
質
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
保
守
的
で
あ
る
か
よ
り
進

歩
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
大
き
く
ト
ー
リ
ー
、
ウ
イ
ッ
グ
の

二
類
型
に
分
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
に
伝
統
的
な
支
配
階
級
で

あ
る
の
に
は
ち
が
い
な
く
、
両
者
と
も
、
そ
の
考
え
方
が
保
守
的
に

な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ト
ー
り
一
の
保
守
主

義
と
ウ
イ
ッ
グ
の
保
守
主
義
と
で
は
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
相
違
が
生
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③

れ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
め
献
題
は
別
稿
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で

さ
し
あ
た
り
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら
の
保
守
性
は
決
し
て
反
動
と
同

義
語
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
保

守
と
は
む
し
ろ
改
革
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
保
守
主
義
の
鼻
祖

と
い
わ
れ
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ
ー
ク
の
言
に
耳
を
貸
し
て
み
よ
う
。

「
わ
た
く
し
は
、
変
更
を
ま
っ
た
や
排
除
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、

し
か
し
、
た
と
え
わ
た
く
し
が
変
革
し
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
は
保
存

　
　
　
　
　
　
④

の
た
め
で
あ
っ
た
」
。
「
り
っ
ぱ
な
愛
国
者
と
ほ
ん
と
う
の
政
治
家
と

は
、
つ
ね
に
ど
う
し
た
ら
か
れ
の
圏
の
既
存
の
材
料
を
、
も
っ
と
も

よ
く
つ
か
う
こ
と
に
な
る
か
を
、
考
慮
す
る
。
保
存
し
よ
う
と
す
る

性
向
と
、
改
善
す
る
能
力
と
を
、
あ
わ
せ
て
も
っ
た
も
の
が
、
政
治

家
に
つ
い
て
の
、
わ
た
し
の
基
準
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
す
べ
て
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
は
、
思
考
に
お
い
て
卑
俗
、
実
行
に
お
い
て
危
険
で
あ
る
」
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
に
対
す
る
態
度
が
、
一
方
で
、
そ
れ
に
照

応
す
る
統
治
者
と
し
て
の
責
任
意
識
（
鐸
○
σ
一
〇
ω
も
農
①
O
げ
一
一
σ
q
¢
）
で
支
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
引
用
か
ら
も
十
分
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
パ
ー
ク
が
示
し
た
立
場
は
、
基
本
的
に
、
伝
統
的
な
支
配
階

級
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
い
っ
て
決
し
て
過
番
で
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
、
一
九
世
紀
で
、
伝
統
的
な
政
治
階
級
に
属
す
る
ど
の
政
治

家
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に

出
く
わ
す
だ
ろ
う
。
　
一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
と
一
八
四
六
年
の
穀

物
法
廃
止
は
、
そ
の
究
極
の
要
因
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
主
体
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
議
会
を
制
圧
し
て
い
た
地
主

階
級
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
態
度
か
ら
す

る
、
状
況
へ
の
適
応
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
当
然
の
要
求

は
、
こ
れ
を
最
低
限
に
認
め
る
こ
と
で
、
自
か
ら
の
支
配
体
制
を
維

持
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
ら
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
解
決
に

さ
い
し
て
、
彼
ら
の
政
治
的
英
知
は
誤
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
改
革
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
強
力
な
圧
力
で
成
立
し
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
支
配
体
制
の
基
本
が
何
ら
変
ら
な
か
っ
た
根

本
的
原
因
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
第
一
次
選
挙
法
改
正
の
立
役
老
で
あ
る
グ
レ
イ
に
は
、
　
「
ミ
ド
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

・
ク
ラ
ス
の
参
加
な
し
に
政
治
を
行
う
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
だ
」

と
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
貴
族
の
諸

権
力
を
明
渡
す
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
地
位
と
基
盤
を
拡
大
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
諸
権
力
を
保
持
す
る
に
あ
っ
た
。
こ
の
改
正

が
、
都
市
選
挙
区
の
選
挙
資
格
を
、
十
ポ
ン
ド
戸
主
に
切
下
げ
る
な
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⑦

ど
、
　
「
理
性
訪
る
大
衆
の
要
求
を
十
分
満
す
」
政
策
を
打
出
し
た
反

面
、
古
い
選
挙
制
を
維
持
す
る
た
め
に
万
全
の
方
策
が
と
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
⑧

た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
書
が
詳
述
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
、

こ
こ
に
繰
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
ウ
イ

ッ
グ
の
マ
コ
！
レ
イ
が
、
彼
ら
の
指
導
者
を
讃
え
た
言
葉
を
一
つ
紹

介
し
て
お
く
に
止
め
よ
う
。
　
「
彼
ら
は
、
実
際
上
の
弊
害
を
除
去
す

る
に
必
要
な
全
て
の
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
ね
そ
し
て
、
そ
れ
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

要
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
」
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
穀
物
法
廃
止
に
も
妥
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
穀

物
法
廃
止
の
政
治
過
程
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
要
点
だ
け
い

う
と
、
反
穀
物
法
同
盟
に
よ
る
圧
力
の
前
に
、
同
法
廃
止
に
踏
み
切

っ
た
保
守
党
内
ピ
ー
ル
派
と
ウ
イ
ッ
グ
の
意
向
は
、
た
と
え
そ
う
す

る
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
し
な
け

れ
ば
、
地
主
・
貴
族
階
級
の
支
配
が
安
泰
た
り
え
な
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
自
身
、
地
主
階
級
で
は
あ
り
な
が
ら
、

自
由
貿
易
こ
そ
が
今
や
世
論
の
大
勢
で
あ
る
と
い
う
、
統
治
者
の
曇

り
な
い
眼
が
光
ぞ
い
た
の
で
あ
恥

　
以
上
、
地
主
階
級
の
「
支
配
の
正
当
性
」
が
持
つ
コ
鷹
、
史
の
慣
性
」
．

を
、
彼
ら
自
身
の
側
か
ら
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は
、
そ
れ
を

被
支
配
階
級
の
側
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
、
地
主
階
級
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
こ
の
新
興
階
級
の
中
に
も
、
右
か
ら
左
ま
で

の
立
場
が
り
、
一
概
に
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
張
は
、
一

応
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
て
い
た
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

第
一
次
選
挙
法
改
正
運
動
と
反
穀
物
法
運
動
は
、
明
ら
か
に
、
こ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
図
は
、
ま
さ
し
く
、

伝
統
に
正
当
性
根
拠
を
置
く
地
主
階
級
の
権
威
を
打
破
す
る
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
言
葉

が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
革
命
の
一
歩
手
前
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
あ

っ
た
と
し
て
も
、
概
し
て
い
え
ば
、
改
革
の
主
張
に
と
ど
ま
り
、
ま

た
、
実
際
の
行
動
も
、
革
命
で
は
な
く
改
革
運
動
を
出
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
政
治
同
盟
し
か
り
、
反
穀
物

法
同
盟
し
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
支
配
階
級
側
の

柔
軟
な
対
応
分
結
果
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
少
な
か
ら
ず
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
自
身
の
精
神
構
造
に
も
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
彼
ら
は
、
地
主
階
級
の
打
倒
は
叫
ん
で
も
、
自
か
ら
に
統

治
に
つ
い
て
の
現
実
的
知
識
が
欠
け
て
い
る
の
を
認
識
し
て
い
て
、

実
は
、
地
主
と
の
共
存
共
栄
し
か
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
、
と
思
わ

106　（584）



一一辮｢紀イギリス政治史への一一…視角（棚灘）

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
反
穀
物
法
運
動
の

性
格
に
、
如
実
に
現
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
四

一二

N
・
、
マ
コ
ー
レ
イ
は
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
反
穀
物
法
同
盟
に
こ
う

書
き
送
っ
た
。

　
こ
の
国
が
現
実
に
は
ど
う
支
配
さ
れ
て
い
る
か
を
少
し
で
も
知
っ
て
い

る
人
々
は
、
現
に
一
つ
の
少
数
階
級
が
厳
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
た
だ

こ
の
連
中
だ
け
が
、
彼
ら
が
こ
ぞ
っ
て
反
対
す
る
ど
ん
な
公
共
政
策
に
た

い
し
て
も
、
拒
否
権
を
行
使
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
と

に
か
く
、
政
府
と
い
う
も
の
は
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
諸
慰
が
、

重
み
も
才
能
も
知
識
も
体
験
も
な
い
人
毎
を
寄
せ
集
め
た
か
ら
と
て
、
政

府
を
作
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
…
穀
物
法
は
、
内
閣
が
そ
れ
を
取
り

上
げ
な
い
か
ぎ
り
は
廃
止
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
諸
君
は
認
め
る
に

ち
が
い
な
魎

　
こ
の
言
は
、
す
で
に
述
べ
た
支
配
階
級
の
統
治
に
た
い
す
る
心
覚

の
ほ
ど
を
、
端
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
シ

ソ
バ
で
、
反
穀
物
同
盟
の
あ
の
組
織
造
り
を
指
導
し
た
パ
ー
ク
ス
ほ

ど
の
男
が
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
男
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
べ
き
か
）
、

こ
の
言
が
事
実
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
同
盟
の
大
建
隔
た
る
コ
ブ
デ
ソ
に
、

　
　
あ
な
た
は
こ
の
国
に
お
け
る
諸
階
級
の
利
益
、
貴
族
階
級
の
権
力
、
ま

　
た
、
政
党
が
支
配
す
る
国
家
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
く
ご
存
知
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ず
で
す
の
で
、
よ
も
や
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
内
閣
と
か
自
由
貿
易
派
の
政
府

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
か
が
実
現
可
能
だ
な
ど
と
い
う
夢
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
な
い
で
し
ょ

　
う
。
そ
の
よ
う
な
内
閣
に
適
す
る
人
材
は
　
人
も
い
な
い
し
、
ま
た
、
た

　
と
え
そ
ん
な
人
材
が
い
た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
代
表
制
度
が
、
そ
ん

　
な
も
の
を
維
持
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
現
下
の
政
治

　
醜
、
・
社
会
的
条
件
も
、
あ
な
た
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
実
現
を
許
さ
な
い
と
い

う
こ
と
・
こ
れ
ら
の
こ
ど
は
＋
二
分
に
心
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
膨

　
（
傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
）

と
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
コ
ブ
デ
ソ
と

て
委
細
承
知
で
あ
っ
た
。
反
穀
物
法
同
盟
は
、
あ
れ
ほ
ど
の
資
金
と

あ
れ
ほ
ど
の
組
織
を
動
員
し
な
が
ら
、
い
つ
も
目
標
を
穀
物
法
の
廃

止
一
本
に
絞
り
、
霞
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
き
、
霞
主
的
に
解
散
し
て

し
ま
っ
た
。
コ
ブ
デ
ソ
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
政
党
を
作
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
い
う
意
志
は
毛
頭
な
か
っ
た
。
反
穀
物
法
同
盟
は
、
一
つ
の
強
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
圧
力
団
体
た
る
地
位
に
終
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
は
労
働
老
階
級
で
あ
る
。
　
一
口
に
労
働
老
階
級
と
い
っ
て
も
、

例
え
ば
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
綿
工
業
地
帯
の
工
場
労
働
考
と
、
な
お
小

親
方
鮒
な
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
労
働
者
と
で
は
、
そ
の
意
識
は
ち
が
っ
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て
こ
よ
う
が
、
概
し
て
、
産
業
革
命
社
会
の
労
働
巻
階
級
は
、
反
体

舗
の
意
向
を
國
め
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

彼
ら
は
、
常
に
大
衆
運
動
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
こ
で
、
彼
ら
が
地
主
階
級
の
支
配
に
た
い
し
革
命
的
で
あ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
労
働
者
階
級
に
よ
る
最
大
の
政
治
運
動

は
、
い
わ
ず
と
知
れ
た
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
チ

ャ
ー
チ
ズ
ム
に
関
す
る
実
証
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
従
う

な
ら
、
結
論
と
し
て
は
、
チ
ャ
ー
チ
ズ
ム
は
、
や
は
り
、
「
運
勤
」

で
あ
っ
て
「
革
命
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

運
動
の
中
に
は
、
暴
力
派
と
道
徳
派
の
二
つ
の
傾
向
を
見
出
し
う
る
。

暴
力
派
の
思
想
に
は
、
確
か
に
革
命
へ
の
意
志
が
感
じ
と
れ
る
し
、

道
徳
派
に
し
た
っ
て
、
人
民
憲
章
を
起
草
し
た
か
ら
に
は
、
少
な
く

と
も
そ
の
リ
ー
ダ
ー
達
は
、
地
主
階
級
に
よ
る
支
配
の
正
当
性
を
も

う
認
め
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
運
動
の
み
じ
め
な
敗
北
と
崩

壊
を
考
え
て
み
れ
ば
、
労
働
大
衆
に
革
命
的
意
慾
が
な
か
っ
た
の
は

睨
白
で
あ
っ
て
、
地
主
階
級
に
よ
る
支
配
の
壁
は
、
遂
に
ビ
ク
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
ぬ
要
素
と
し
て
、
農
民
、
広
く
農

村
被
会
の
状
況
が
あ
る
。
産
業
革
命
時
代
と
聞
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、

え
て
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
労
働
者
し
か
想
い
出
さ
な
い
け
れ
ど
も
、

　
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
農
業
は
、
な
お
、
成
人
人
口
の
四
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
を
吸
収
す
る
第
一
の
塵
業
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
面
積
か
ら
い
え
ば
、

お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
全
土
の
ゆ
う
に
八
割
以
上
が
、
農
村
鮭
会
に

含
ま
れ
た
ろ
う
。
政
治
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
き
わ

・
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
支
配
階
級
た
る
地
主
は
、
地
主

た
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、
嶺
該
地
域
の
地
方
名
望
家
で
、
下
院
議
員
の

選
挙
制
度
は
、
一
八
三
二
年
に
か
な
り
の
修
正
は
う
け
た
も
の
の
、

一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
な
お
か
つ
、
基
本
的
に
は
、
か
っ
て
の

土
地
所
有
制
と
密
着
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
農
村
社
会

で
の
地
主
の
影
響
力
は
、
元
来
は
、
地
主
と
小
作
人
、
地
主
と
借
地

農
と
い
っ
た
経
済
的
な
関
係
か
ら
生
じ
た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る
選
挙
の
実
例

を
具
体
酌
に
検
討
し
て
い
く
と
き
、
地
主
の
影
響
力
は
、
そ
の
経
済

関
係
が
伝
統
化
な
い
し
日
常
化
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
人
間
的
な
諸

関
係
に
、
少
な
か
ら
ず
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
資

本
主
義
化
の
進
展
で
土
地
の
貸
借
関
係
が
近
代
化
さ
れ
て
い
っ
て
も
、

そ
の
地
域
の
有
権
者
に
と
っ
て
、
地
主
は
、
親
子
代
々
の
名
望
家
で
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あ
り
、
あ
い
か
わ
ら
ず
尊
敬
（
器
ω
隠
。
搭
σ
ま
身
）
と
忠
誠
（
δ
戒
心
曙
）

　
　
　
　
　
　
⑰

の
対
象
で
あ
っ
た
。
選
挙
腐
敗
行
為
は
、
一
八
三
二
年
以
後
、
減
る

ど
こ
ろ
か
逆
に
激
増
し
た
ほ
ど
で
、
地
主
な
い
し
そ
の
後
援
を
う
け

た
立
候
補
者
は
、
供
応
、
買
収
に
金
を
ば
ら
ま
き
、
選
挙
民
は
、
そ

の
昔
な
が
ら
の
風
習
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
る
風
が

　
　
　
⑱

強
か
っ
た
。
地
主
階
級
に
よ
る
支
配
の
正
当
性
が
、
　
一
番
根
強
く
生

き
残
っ
た
の
は
、
農
村
の
選
挙
区
な
の
で
あ
っ
て
、
地
主
の
実
質
的

支
配
が
一
九
世
紀
後
半
に
ま
で
続
い
た
最
大
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
っ

た
、
と
い
っ
て
あ
な
が
ち
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
説
明
で
、
一
た
び
確
立
さ
れ
た
伝
統
的
支
配
が
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
か
は
、
お
お
よ
そ
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
歴
史
の
慣
性
」
だ
の
、
保
守
性
だ
の
、
伝
統
だ
の
と
、
後
向
き
の

要
素
を
こ
う
も
く
だ
く
だ
と
述
べ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
が

ま
さ
に
そ
う
い
う
国
で
あ
り
、
こ
れ
を
抜
い
て
は
、
一
九
世
紀
の
イ

ギ
リ
ス
政
治
史
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
思
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
一
九
世
紀
の
侮
を
取
り
あ
げ
て
も
、

こ
の
要
素
に
必
ず
め
ぐ
り
会
う
。
い
い
つ
い
で
に
も
う
一
言
、
イ
ギ

リ
ス
の
民
主
政
治
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
民
主
政
治
の
発
展
が
議
会
政
治
の
発
展
ど
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
議
会
食
甚
な
る
も
の
は
、
一
般
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
、

な
い
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
る
闘
争
の
成
果
で
あ
る
、
と
い
う

の
は
一
つ
の
常
識
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
、
議
会
政
治
の
発
展
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
進
歩
主
義
と

不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
う
で
は

な
い
。
こ
の
国
で
は
名
誉
革
命
で
議
会
主
権
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
体

制
が
、
伝
統
の
継
承
と
い
う
形
で
、
一
九
世
紀
の
産
業
革
命
期
に
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
は
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
る
闘
争
の
成
果
だ
が
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
議
会

の
民
主
化
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
比
べ
れ
ば
、
明
ら
か
に
伝
統

的
体
制
の
現
状
へ
の
適
応
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
地
主
階
級
の
保
守
主
義
と
む
し
ろ
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
、
民
主
主
義
は
、
　
「
下
か
ら
上
に
し
か
ち
と

ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
　
「
上
か
ら
下
に
」
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
三
次
に
わ
た
る
選
挙
法
改
正
は
、
こ
の
脈
絡
で
考
え
ら
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
略
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
一
九
世
紀

政
治
史
に
お
け
る
残
存
し
た
要
素
に
か
か
わ
り
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
民
主
主
義
の
発
展
が
、
　
「
上
か
ら
下
へ
の
拡
大
」
と
い
う
性
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格
を
色
濃
く
纒
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
一
九
世
紀
は
、
そ
の
た
め
に
、

政
治
の
あ
久
方
に
決
定
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
蒔
代
で
も
あ
っ

た
。
そ
れ
に
触
れ
な
け
れ
ば
、
片
手
落
ち
の
誹
り
は
ま
ぬ
が
れ
な
い

だ
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
で
、
次
章
で
は
、
大
衆
畏
主
主
義
の
問
題
を

取
り
あ
げ
よ
う
。

①
例
え
ば
、
エ
マ
ソ
ソ
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
「
霧
隠
で
会
う
人
は
、

　
み
ん
な
誰
か
の
息
子
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
誰
か
の
父
で
あ
る
。
」
（
ブ
リ
ス
。

　
ペ
リ
ー
編
、
富
田
彬
訳
『
エ
マ
ソ
ソ
の
段
記
』
…
九
六
〇
年
、
有
信
堂
、
　
一
八
五

　
ペ
ー
ジ
）

②
　
拶
劉
≦
o
呂
ミ
僻
a
”
月
匿
》
α
q
σ
o
｛
図
鼠
o
H
浮
一
。
。
題
∴
。
。
鴫
ρ
這
ω
。
。
．

③
拙
縞
「
ヨ
」
鐸
ッ
パ
保
守
主
義
の
類
型
（
イ
ギ
リ
ス
篇
）
」
（
『
世
界
歴
史
』
繁

　
穴
巻
、
　
一
九
六
甲
血
年
、
　
入
川
口
漱
獄
院
）

④
鐸
曽
鼻
ρ
男
亀
8
餓
。
諺
。
臣
畠
④
涛
①
く
。
言
慧
。
旨
ぎ
淳
碧
。
ρ
円
話
蔓
屡

　
臼
9
瓢
．
ω
U
8
目
霞
ざ
℃
顧
b
Q
A
ω
．
（
水
田
洋
訳
『
フ
ラ
ン
ス
蔵
・
命
に
つ
い
て
の
諸
…
考

　
察
』
　
九
五
七
年
、
河
出
書
房
、
二
四
三
ペ
ー
ジ
）

⑤
H
玄
傷
こ
℃
．
題
ω
．
（
前
掲
邦
訳
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
）

⑥
O
。
旨
。
ω
℃
。
邑
①
蓉
o
o
断
≦
三
一
山
導
婆
雪
“
国
隣
二
〇
お
ざ
お
も
。
畷
①

　
（
ρ
‘
o
富
α
ヨ
堵
O
霧
ダ
℃
o
二
睦
ぎ
ω
騨
夢
①
》
G
q
Φ
o
h
℃
ゆ
鉱
円
◎
。
ω
の
ふ
P

　
お
㎝
G
。
”
℃
■
麟
）
．

⑦
9
只
≦
拝
H
＜
窪
儒
ρ
①
ざ
同
．
劇
冨
（
浮
乙
こ
℃
し
O
Y

⑧
智
搾
罫
切
客
H
①
ご
℃
器
ω
凶
お
。
野
拙
㊦
O
器
霧
菊
無
g
ヨ
b
6
密
騨
お
竃
…

　
図
・
国
巴
①
く
賓
”
嶺
δ
8
冠
楓
o
h
夢
㊦
国
博
α
q
一
尻
拶
層
⑦
o
唱
一
ρ
H
H
剥
一
〇
b
。
ご
　
累
．

　
O
器
ダ
。
や
。
搾
横
越
、
前
掲
霜
等
。

⑨
翠
○
霧
置
。
℃
．
g
仲
こ
℃
．
輿

⑬
松
島
愛
子
二
八
璽
ハ
年
の
穀
物
法
訂
正
に
関
す
る
一
考
塞
（
『
纂
の
水
野

　
学
』
山
ハ
、
　
一
九
六
三
加
＋
）

⑪
⑫
　
二
三
8
0
a
”
目
冨
》
糞
凶
－
。
霞
一
回
ピ
①
毛
ピ
。
玉
器
ド
。
。
ω
。
。
∴
。
。
蒔
9
一
縮
◎
。
・

　
℃
℃
■
ω
O
I
一
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑬
　
コ
ブ
デ
ン
は
政
党
制
を
も
っ
て
、
政
治
に
お
け
る
諸
悪
の
根
源
と
み
な
し
て
い

　
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
ピ
ー
ル
の
尽
力
で
穀
物
法
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
、
喝
p
冨
《

　
α
Q
o
〈
o
諺
ヨ
⑦
馨
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
ピ
ー
ル
に
近
づ
い
た
。
　
彼
は
い
っ
た
も

　
の
で
あ
る
。
「
政
党
は
単
な
る
伝
統
の
代
表
巻
に
す
ぎ
ぬ
。
政
党
の
取
引
き
に
は
、

　
今
や
終
止
符
が
打
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
㌶
●
O
ω
霞
。
σ
q
o
誘
鉱
り
U
⑦
葺
o
o
欝
。
《

　
巽
縣
苗
㊦
O
茜
㊤
巳
N
簿
凶
霧
。
隔
℃
o
＝
瓢
8
一
℃
霧
鷺
＄
”
曾
■
一
碧
。
跨
品
＝
。
，
げ

　
σ
唄
2
霧
H
（
o
’
這
O
N
一
く
9
．
同
”
や
お
轟
）
な
ぢ
ピ
ー
ル
の
政
党
瀬
に
た
い
す
る

　
態
度
に
つ
い
て
は
、
ω
o
O
累
．
Q
諺
ダ
勺
O
巴
き
α
夢
。
℃
勲
巴
な
の
畜
な
導
”

　
日
冠
ρ
賞
。
日
胸
厳
し
鋼
溢
『
ω
O
O
二
㎝
け
げ
ω
O
H
こ
H
り
聯
μ
℃

⑭
総
掘
8
。
a
い
。
℃
e
9
峠
こ
電
●
H
。
。
メ
・
。
8
き

⑮
　
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
の
歴

　
巨
像
」
（
『
史
林
』
、
　
四
四
ノ
六
）
を
」
参
画
州
。

⑯
｝
．
Ω
p
喜
㊤
夢
ε
．
。
一
け
こ
く
。
野
同
昌
（
一
。
。
。
。
“
山
露
㊤
y
一
㊤
。
。
。
。
層
℃
」
．

⑰
甲
｝
●
口
碧
ぎ
無
蛍
8
謡
§
。
・
騨
乙
団
髪
型
試
碧
品
①
量
Φ
簿
．
お
q
望

　
℃
℃
噸
ω
1
誌
■

⑬
　
　
横
越
、
晶
闘
綱
勤
磐
、
　
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

三

　
す
で
に
、
私
は
、
政
治
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
変
わ
る
の
は
、
一

八
七
・
八
○
年
代
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お

い
た
が
、
こ
こ
で
私
の
結
論
を
先
走
っ
て
い
う
と
、
一
九
世
紀
イ
ギ
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あ
　
ル
　
ル

リ
ス
政
治
史
の
大
き
な
転
換
点
は
、
第
み
次
選
挙
法
改
正
と
穀
物
法

廃
止
よ
り
は
む
し
ろ
、
第
二
次
、
第
三
次
の
選
挙
法
改
正
（
一
八
六
七

年
と
一
八
八
四
年
）
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、

今
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
も
う
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
、
要
す
る
に
、
二

度
に
わ
た
る
労
働
者
階
級
へ
の
選
挙
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
大
衆
が
主

権
老
と
し
て
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
大
衆
社
会
論
が
一
般
の

信
用
を
博
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
今
日
、
こ
の
こ
と
の
意
義
を
こ

こ
に
再
論
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
だ
が
、
行
論
の
都
合
上
、
政
治
と

の
関
係
で
そ
れ
を
自
己
流
に
要
約
し
て
い
う
と
、
そ
れ
は
、
主
権
が

大
衆
の
も
の
と
な
り
、
国
じ
ゆ
う
に
充
満
か
つ
拡
散
し
て
存
在
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
政
治
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
組
織
化
と
い
う
現
象

が
進
行
せ
ざ
る
を
え
ず
、
同
時
に
、
こ
の
組
織
化
が
、
政
治
の
あ
り

方
を
質
的
に
変
化
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム

こ
の
変
化
を
、
ダ
イ
シ
ー
に
従
っ
て
、
　
「
町
人
主
義
か
ら
集
団
主
義

①
へ
」
と
掘
握
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
政
治
生
活
全
般
に
わ
た
る
組
織

化
の
過
程
で
、
個
人
は
凋
落
し
、
代
っ
て
、
集
団
が
、
政
治
の
ユ
ニ

ヅ
ト
と
し
て
立
現
わ
れ
て
く
る
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
政
治

の
変
化
を
、
政
党
制
と
選
挙
形
態
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
一

瞥
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
現
代
の
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、
政
党
制
は
決
定
的
な
重
要
性

を
持
っ
て
い
る
。
S
・
ノ
イ
マ
ン
は
「
政
党
は
現
代
政
治
の
生
命
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
日
常
、

熟
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
、
統
治
の
横
粁
で
あ
る
議
会
制
度
は
、

政
党
鰯
を
欠
い
て
は
、
一
日
た
り
と
機
能
し
え
な
い
状
態
に
た
ち
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
で
い
う
政
党
国
家
（
℃
ρ
置
け
①
一
Φ
口
o
o
挫
僻
㊤
汁
）
、
ま

さ
し
く
、
そ
れ
が
、
現
代
民
主
主
義
国
家
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
、

政
党
国
家
の
出
現
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
衆
社
会
化
状
況
の
産

物
で
、
最
近
世
史
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
か
か
る
政
党
国
家
の

発
展
は
、
議
会
政
治
の
本
家
た
る
イ
ギ
リ
ス
と
て
例
外
で
は
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
、
現
代
に
お
け
る
政
党
の
働
き
を
、

一
八
三
〇
年
代
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
八
三
〇
年
代
の
議
会
と
今
臼
の
議
会
と
で
は
、
そ
の
相
違
は
大
変
な

も
の
で
あ
る
。
議
員
数
と
い
う
点
で
は
、
六
五
八
名
が
六
二
五
名
に
減
っ

た
だ
け
で
、
大
し
た
変
化
は
な
い
が
、
し
か
し
似
て
も
似
つ
か
な
い
根
国

を
示
し
て
い
る
諸
側
面
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も

最
も
顕
著
な
も
の
は
、
現
在
、
政
党
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
お
い
て
、

圧
倒
的
な
支
配
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
議
会
の

内
に
あ
っ
て
は
、
政
党
間
の
区
分
線
は
、
い
つ
も
厳
然
と
引
か
れ
て
い
る
。
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ウ
イ
ツ
ブ

（
三
〇
年
代
と
は
異
な
っ
て
）
最
も
重
要
な
採
決
に
お
い
て
さ
え
、
院
内
幹
事

は
、
出
席
議
員
の
う
ち
、
誰
と
誰
と
が
賛
成
投
票
す
る
か
を
正
確
に
予
知

し
う
る
。
…
…
労
働
者
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
再
軍
備
と
い
っ
た
問
題
で

は
、
党
の
大
多
数
と
行
動
を
共
に
で
き
な
い
も
の
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
も
し
、
彼
ら
が
、
党
の
大
多
数
と
は
反
対
の
意
志
表
示
を
し
ょ

う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
こ
の
上
な
く
厳
し
い
懲
戒
を
覚
悟
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
い
や
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
党
規
の
中
に
は
、

苛
酷
な
制
裁
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
下
院
で
は
、

　
　
　
ウ
イ
ツ
プ

彼
ら
は
、
院
内
幹
慕
に
よ
っ
て
、
村
八
分
に
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
院
外
に

あ
っ
て
は
、
党
の
全
函
組
織
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
今
で
は
、
侭
守
、
労
働
を
間
わ
ず
、
党
の
幹
部
達
は
、
中
世
の
教

会
指
導
者
よ
ろ
し
く
、
異
端
者
に
こ
う
警
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
『
政
党
の
外
に
救
い
は
な
い
』
と
。
（
括
孤
内
は
筆
者
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
政
党
万
能
の
態
勢
は
、
む
ろ
ん
、
歴
史

の
産
物
で
、
一
朝
一
夕
に
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
一
体
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
態
勢
へ
の
移
行
が
始
ま
っ
た
か
と
い

え
ば
、
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
一
八
六
七
年
に
お
け
る
第
二
次
選
挙

法
改
正
の
結
果
と
し
て
で
あ
っ
た
。
翌
一
八
六
八
年
、
バ
ー
ミ
ン

ガ
ム
自
由
党
協
会
の
書
記
ハ
リ
ス
は
、
今
や
参
政
権
を
獲
得
す
る
に

い
た
っ
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
民
を
自
由
党
の
支
持
勢
力
と
し
て
組
織

化
し
、
一
八
七
七
年
、
」
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
手
に
な
る
全
国
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

党
連
合
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ミ
ン
ガ

ム
・
コ
ー
カ
ス
の
出
現
こ
そ
、
今
日
の
政
党
国
家
が
成
立
す
る
第
一

歩
で
あ
っ
た
。

　
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史
を
、
こ
の
よ
う
に
、
政
治
の
あ
り
方
と
い

う
視
角
か
ら
見
て
い
く
と
き
、
そ
れ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
中
期
で
大

き
く
二
つ
に
分
た
れ
て
く
る
。
そ
の
具
体
的
な
転
換
点
と
し
て
、
第

二
次
選
挙
法
改
正
を
と
ろ
う
と
、
ま
た
、
全
国
自
由
党
連
合
の
成
立

を
と
ろ
う
と
、
更
に
は
、
第
三
次
選
挙
法
改
正
を
と
ろ
う
と
、
そ
れ

は
各
人
の
自
由
だ
が
、
そ
の
場
合
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
衆
民
主
主

義
的
状
況
の
醸
成
が
、
歴
史
を
転
換
さ
せ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
見

落
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
次
な
る
問
題
は
、
こ
の
観
点
か

ら
、
一
九
世
紀
政
治
史
の
梗
概
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が
、
こ
の
分
野
で
は
、
古
く
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
古
典
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

研
究
が
あ
り
、
ま
た
、
近
年
、
政
治
学
畑
で
ジ
ェ
ニ
ソ
グ
ズ
、
マ
ッ

ケ
ン
ジ
ー
、
歴
史
学
畑
で
ガ
ッ
シ
ュ
、
　
ハ
ナ
ム
等
が
あ
い
つ
い
で
精

力
的
な
研
究
を
発
表
し
て
お
り
、
ま
た
、
わ
が
繍
に
お
い
て
も
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
ら
の
成
果
を
踏
え
た
中
村
英
勝
氏
の
研
究
が
す
で
に
あ
る
の
で
、
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一九世紀イギリス政治史への一視角（柚諭

今
さ
ら
そ
の
あ
ら
筋
を
縷
説
す
る
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
本
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

文
脈
で
、
　
「
個
人
主
義
か
ら
集
団
主
義
へ
」
の
転
換
を
示
す
諸
事
実

を
幾
つ
か
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
も
う
こ
れ
ま
で
の
叙
述
の
轡
師
に
顔
を
出
し
て

い
る
議
会
外
政
党
組
織
の
発
達
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

も
そ
も
、
政
党
国
家
の
成
立
と
発
展
は
、
こ
の
政
党
組
織
の
発
達
に

根
源
的
原
因
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
議
会
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
　
「
財
産
と
教
養
」
で
資
格
づ
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

名
望
家
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
議
会
内
に
は
、

自
由
党
と
保
守
党
と
い
う
政
党
が
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
政
党
は
、

な
お
、
す
ぐ
れ
て
理
念
的
な
も
の
で
、
　
「
同
じ
よ
う
な
思
想
傾
向
を

有
す
る
議
員
の
集
団
」
を
出
な
か
っ
た
。
長
い
議
会
生
活
の
歴
史
が
、

　
　
　
ウ
　
イ
　
ツ
　
ブ

党
首
、
院
内
幹
事
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
し
て
は
い
た
け
れ

ど
も
、
投
票
に
際
し
て
の
議
員
の
独
立
性
は
、
い
ま
だ
絶
鮒
的
な
原

　
　
　
ウ
ィ
ツ
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

則
で
、
院
内
幹
事
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
犯
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
議
員
た
ち
は
、
た
と
え
、
ど
れ
ほ
ど
に
腐
敗
し
た
も
の
で
．

は
あ
れ
、
と
に
か
く
選
挙
で
選
ば
れ
は
し
た
。
し
か
し
、
一
た
び
選

ば
れ
れ
ば
、
彼
ら
は
彼
ら
を
選
ん
だ
選
挙
民
の
代
表
で
は
な
く
、
国

民
全
体
の
代
表
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
は
、
か
っ
て
パ
ー
ク
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
を
ブ
リ
ス
ト
ル
の
選
挙
民
に
表
明
し
た
と
き
か
ら
少
し
も
変
っ
て

は
い
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
政
党
組
織
の
発
展
は
、
こ
の
よ
う
な
議
会
生
活
の
あ
り
方

に
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
更
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
が
作
っ
た
自
由
党
の
組
織
と
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
、
R
・
チ
ャ

ー
チ
ル
が
作
っ
た
保
守
党
の
組
織
で
は
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
性
格
、

成
立
事
情
と
い
う
点
で
、
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
元
来
、

急
進
主
義
の
哲
学
を
、
“
古
く
か
ら
の
自
由
党
指
導
者
た
ち
に
押
し
つ

け
る
た
め
に
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
「
下
か
ら
上
へ
」
と
組
織
し
た
も

の
で
あ
り
、
後
者
は
、
自
由
党
の
コ
：
カ
ス
に
対
抗
し
、
選
挙
戦
を

有
利
に
闘
う
た
め
に
、
党
指
導
春
が
「
上
か
ら
下
へ
」
組
織
し
た
も

　
　
　
　
⑪

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
保
守
党
の
場
合
、
こ
の
「
上
か
ら
下
へ
」

の
性
格
は
、
組
織
が
膨
大
化
し
た
今
日
と
い
え
ど
も
変
り
な
く
、
そ

こ
に
、
イ
キ
リ
ス
で
は
、
い
わ
ゆ
る
人
民
投
票
型
独
裁
の
危
険
が
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
れ
て
い
る
所
以
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
組
織
の
発
達

で
か
っ
て
の
院
内
に
お
け
る
議
員
の
独
立
性
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
議
員
の
個
人
霊
義
と
組
織
の
集
団
主
義

は
、
特
に
自
由
党
の
場
合
に
は
、
深
刻
な
革
命
を
結
果
し
た
。

　
一
八
八
○
年
の
総
選
挙
で
、
慮
由
党
が
保
守
党
に
圧
勝
し
た
原
因
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の
一
つ
は
、
保
守
党
に
先
ん
じ
て
作
っ
た
コ
ー
カ
入
・
シ
入
テ
ム
に

あ
っ
た
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン

を
頂
点
と
し
、
一
般
有
権
者
を
最
底
辺
と
す
る
大
ピ
ラ
ミ
ヅ
ド
が
で

き
上
る
。
そ
れ
は
、
議
員
た
ち
が
民
意
を
徴
達
す
る
に
、
こ
の
上
な

く
効
果
的
、
能
率
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
h
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
実
は
一
個
の
ブ
ー
メ
ラ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
、
自
由
党
連
合
の
委
員
会
が
各
支
部
に
ま
わ
し
た
回
状
に
は

こ
う
あ
つ
た
。

　
　
か
つ
て
、
下
院
議
員
の
中
に
は
、
当
選
し
て
自
由
党
の
議
席
を
占
め

　
る
と
、
彼
ら
の
リ
ー
ダ
…
に
忠
誠
を
示
さ
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
。

　
こ
の
会
期
に
お
い
て
も
、
同
様
な
不
誠
実
が
、
政
府
の
立
場
を
や
っ
か
い

　
な
も
の
に
し
て
い
る
。
最
近
の
自
由
党
議
員
は
、
政
府
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

　
法
案
を
否
定
す
る
修
正
動
議
を
支
持
し
た
陰
、
あ
る
い
は
、
故
意
に
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
へ
の
反
対
投
票
を
差
控
え
た
り
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
各
選
挙
区
に
は
、
次
の
如
き
撤
が
と
ば
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
　
「
直
ち
に
代
議
士
た
ち
と
連
絡
を
つ
け
、
来
た
る
X
曜
日
に

は
、
必
ず
登
院
し
て
、
□
□
法
案
に
賛
成
投
票
す
る
よ
う
、
圧
力
を

　
　
　
　
⑭

か
け
る
べ
し
」
。

　
初
等
教
育
法
の
成
立
（
一
八
七
〇
年
）
で
活
躍
し
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー

と
愉
彼
を
選
ん
だ
ブ
ラ
ヅ
ド
ブ
す
！
ド
・
コ
三
景
入
と
の
対
立
は
有

　
　
　
⑮

名
で
あ
る
。
実
際
、
コ
ー
カ
ス
の
圧
力
で
、
自
己
の
主
張
を
曲
げ
た

議
員
の
数
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
一
八
世
紀
末
以
来
、
社
会
改

革
を
推
進
し
て
き
た
急
進
主
義
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
致
命
的
な

打
撃
を
蒙
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
無
学
の
根
底
に
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
個
人
主
義
が
貫
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
八

八
五
年
の
総
選
挙
の
と
き
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
コ
ー
エ
ソ
は
、
コ
ー
カ

・
ス
と
の
闘
争
で
、
完
膚
な
き
ま
で
に
打
ち
敗
か
さ
れ
た
。
　
「
急
進
主

義
は
、
…
…
今
で
は
硬
化
し
た
伝
統
に
な
り
さ
が
っ
た
。
そ
こ
ご
こ

に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
を
と
り
巻
く
住
民
は
、
彼

を
理
解
し
て
は
い
な
い
。
…
…
私
は
、
今
日
ま
で
、
順
風
の
と
き
も

逆
境
の
と
き
も
、
急
進
主
義
の
伝
統
に
忠
実
た
ら
ん
と
し
、
教
父
た

ち
の
教
説
を
説
き
、
彼
ら
の
し
た
こ
と
を
支
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

今
や
、
　
ヨ
ゼ
フ
を
知
ら
な
い
世
代
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
」
。
そ
し

て
、
一
八
八
六
年
に
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
コ
：
カ
ス
の
生
の
親
で
、

急
進
主
義
の
闘
将
で
あ
っ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
そ
の
人
が
、
党
首
グ
ラ

ヅ
ド
ス
ト
ソ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
鼠
治
法
案
に
反
対
し
た
た
め
に
、
全

国
自
由
党
連
合
か
ら
邸
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
政
治
の
世

界
に
お
い
て
、
個
人
主
義
の
凋
落
は
、
も
は
や
、
お
お
う
べ
く
も
な
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か
っ
た
α
も
し
、
思
想
と
い
う
も
の
が
、
か
け
が
え
の
な
い
偶
人
の

資
質
で
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
思
想
は
、
社
会

の
底
に
沈
澱
す
る
ほ
か
は
な
く
な
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
こ
れ

に
と
っ
て
代
る
。
こ
れ
ま
で
議
会
を
動
か
し
て
き
た
思
想
と
書
論
に

も
ま
し
て
、
画
一
的
な
綱
領
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
一
八
八
五
年
、

帝
国
主
義
者
に
転
身
す
る
前
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
「
非
公
認
綱
領
」

を
発
し
て
、
急
進
主
義
運
動
の
高
揚
に
つ
と
め
た
。
ま
た
、
一
八
九

一
年
に
、
自
由
党
は
「
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
綱
領
」
を
採
択
し
、
保
守

党
も
、
一
八
九
五
年
の
選
挙
に
際
じ
て
、
　
「
建
設
的
」
綱
領
を
発
表

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
に
、
大
衆
の
登
場
で
大
き
く
変
っ
た
の
は
選
挙
の
あ
り

方
で
あ
っ
た
。
た
と
え
、
彼
ら
が
鳥
合
の
衆
で
あ
っ
た
か
ら
と
て
、

民
主
主
義
社
会
で
参
政
権
を
得
た
と
な
れ
ば
、
彼
ら
が
王
様
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
統
治
者
、
政
治
指
導
者
の
態
度
は
、

ど
う
し
て
も
変
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
問
題
は
、
彼
ら
の
思

想
を
、
大
衆
の
一
人
一
人
に
、
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

（
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
）
、
そ
の
間
の
手
続
き
は
ど
う
で
あ

れ
、
と
に
か
く
、
大
衆
を
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
自
分
の
支
持
老
に
す

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
、
す
で
に
寸
酷

し
た
ご
と
く
、
思
想
は
、
ち
ょ
う
ど
誰
の
サ
イ
ズ
に
も
会
う
既
製
服

の
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
こ
そ
、
　
「
頭

を
叩
き
割
る
の
で
は
な
く
、
数
え
ら
れ
る
頭
の
数
で
自
分
の
思
想
を

裏
づ
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
同
時
に
、
さ
し
あ

た
っ
て
の
現
実
的
問
題
が
、
大
衆
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
こ
と
に
あ

る
の
な
ら
、
彼
ら
の
理
性
よ
り
は
感
情
、
情
操
に
訴
え
る
方
が
近
道

だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
と
な
る
と
、
政
治
指
導
者
の
魅
力
と

か
視
聴
覚
的
特
色
と
か
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
わ
け
で
、
こ

こ
に
、
一
人
の
カ
リ
ス
マ
的
人
物
と
群
衆
心
理
で
動
か
さ
れ
る
大
衆

と
が
、
野
外
演
説
会
場
と
新
聞
と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（
一
九
世
紀

末
で
は
、
ラ
ジ
オ
は
ま
だ
問
題
で
は
な
い
）
を
通
じ
て
直
接
に
結
び
つ
く
、

と
い
う
可
能
性
が
生
れ
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
種
の

最
初
の
選
挙
運
動
は
、
一
八
七
九
年
と
八
○
年
の
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト

ソ
に
よ
る
ミ
ド
ロ
シ
ア
ソ
・
キ
ャ
ソ
ペ
イ
ソ
で
あ
っ
た
。

　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
あ
る
こ
の
小
選
挙
区
で
の
遊
説
で
、
グ
ラ
ッ

ド
ス
ト
ソ
は
、
別
に
新
し
い
こ
と
を
い
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
内
閣
の
農
業
政
策
を
難
じ
、
平
和
主
義
の
立

場
か
ら
、
同
内
閣
の
東
方
聞
題
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
、
ズ
ー
ル

！
戦
争
で
の
失
敗
を
攻
撃
し
た
に
す
ぎ
ぬ
。
問
題
は
、
こ
の
男
が
、
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デ
ィ
ズ
レ
！
り
と
並
び
立
つ
、
稀
に
見
る
カ
リ
ス
マ
的
人
物
で
、
し

か
も
、
一
八
七
九
年
の
ミ
ド
ロ
シ
ア
ソ
遊
説
が
、
党
派
の
別
を
越
え

て
、
万
人
が
予
期
し
て
い
た
彼
の
「
エ
ル
バ
か
ら
の
帰
還
」
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
八
七
四
年
、
総
選
挙
で
大

敗
を
喫
す
る
と
政
界
を
引
退
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
は
た
が
彼
を

放
っ
て
お
か
な
い
こ
と
は
、
誰
の
鷺
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
一
八
八
○
年
の
総
選
挙
を
ひ
か
え
て
、
彼
が
、
・
・
ド
ロ
シ
ア

ソ
か
ら
の
立
候
補
を
承
諾
し
た
と
き
、
全
国
民
の
耳
目
が
こ
の
ス
コ

ヅ
ト
ラ
ソ
ド
の
小
選
挙
区
に
集
中
さ
れ
た
の
は
、
蓋
然
す
ぎ
る
ほ
ど

当
然
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
八
七
九
年
、
こ
こ
で
の
数
図
に
わ
た
る

連
続
講
演
式
演
説
で
、
実
に
八
五
、
八
四
〇
語
に
の
ぼ
る
長
広
舌
を

ふ
る
い
、
例
に
よ
っ
て
、
政
治
の
問
題
を
道
義
の
問
題
に
帰
着
さ
せ

つ
つ
、
こ
れ
も
い
つ
も
の
大
音
声
で
、
聴
衆
の
宗
教
的
感
情
に
訴
え

　
　
　
　
　
　
．
⑰

か
け
た
の
で
あ
る
。
　
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
山
村
の
雪
中
に
い
こ
う
生

命
も
、
全
能
の
神
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
と
同
様
に

神
聖
で
、
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る

な
。
ま
た
諸
君
を
同
じ
虹
と
肉
で
創
り
給
う
た
神
は
、
諸
翼
を
隣
人

愛
の
法
則
で
結
び
合
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
隣
人

愛
は
、
こ
の
島
の
岸
で
さ
え
ぎ
ら
れ
も
し
な
け
．
れ
ば
、
ま
た
、
キ
リ

ス
ト
教
文
明
の
境
界
で
さ
え
ぎ
ら
れ
も
せ
ぬ
、
そ
れ
は
地
球
の
全
表

面
を
お
お
い
、
最
も
賎
し
き
者
を
最
も
偉
大
な
者
と
と
も
に
無
限
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

懐
に
抱
く
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
な
」
。

　
デ
ィ
ズ
レ
：
リ
は
、
　
「
こ
の
レ
ト
リ
ヅ
ク
の
洪
水
の
・
甲
に
は
、
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

葉
と
い
う
も
の
は
た
だ
の
一
語
も
な
い
」
と
や
り
返
し
た
が
、
一
八

八
○
年
の
総
選
挙
の
結
果
は
、
彼
の
大
敗
で
あ
っ
た
。
　
「
封
建
湖
度

は
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
支
え
る
原
理
は
善
政
の
エ
ヅ
セ
ソ
ス
な

の
だ
扁
と
儒
じ
と
お
し
た
こ
の
政
治
家
に
は
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
な
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
真
似
ご
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。
翌
年
、

死
が
彼
を
奪
い
去
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
た
め
に
は
幸
い
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
⑳

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
、
私
は
、
第
二
次
選
挙
法
改
正
以
後
、
一
八
七
・
八
○
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
レ

に
か
け
て
、
政
治
生
活
全
体
が
組
織
化
さ
れ
、
　
「
欄
人
主
義
か
ら
集

ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム

団
主
義
へ
」
と
政
治
が
変
質
す
る
の
を
、
政
党
制
と
選
挙
と
い
う
工

側
面
に
お
い
て
眺
め
て
き
た
。
　
「
政
党
制
が
議
会
政
治
の
生
命
線
で

あ
る
」
と
い
う
現
在
の
状
況
を
考
え
る
と
き
、
上
に
の
べ
た
政
党
制

の
変
質
は
、
恐
ら
く
、
一
九
世
紀
政
治
史
の
最
大
問
題
を
構
成
す
る
、

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
衆
民
主
化
状
況
の
結
果
た
る
政
治

生
活
の
組
織
化
は
、
た
と
え
、
政
党
制
ほ
ど
に
顕
著
に
で
は
な
い
に
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し
て
も
、
他
の
政
治
の
領
域
に
も
見
出
さ
れ
る
。
試
み
に
、
一
例
と

し
て
官
僚
制
を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
、
一
八
七
〇
年
に
は
、
グ
ラ
ッ

・
ド
ス
ト
γ
内
閣
が
一
八
五
四
年
に
繊
さ
れ
た
ノ
ー
ス
コ
ー
ト
・
ト
レ

ヴ
ェ
リ
ア
ソ
報
告
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
公
開
競
争
試
験
に
よ
る

宮
吏
の
採
用
を
決
定
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
～
八
七
六
年
に
は
、
デ

ィ
ズ
レ
ー
り
内
閣
が
、
こ
れ
も
前
記
の
報
告
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、
各

　
　
　
　
　
　
メ
ア
パ
　
ト
メ
ソ
タ
リ
ズ
ム

官
庁
の
偏
狭
な
部
局
主
義
を
打
破
す
る
た
め
、
下
級
職
全
体
に
わ
た

　
っ
て
、
賃
金
と
雇
傭
条
件
に
つ
き
、
一
律
の
基
準
を
適
用
す
る
に
い

　
　
　
　
　
⑳

た
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
官
僚
浮
戸
達
史
の
中
で
、
七
〇
年
代
に
お

け
る
官
僚
制
の
整
備
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
今
、
か
る
が
る
し
く

論
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
G
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
い
う
よ
う
に
、

こ
の
二
つ
の
改
革
の
背
後
に
は
、
大
衆
の
組
織
で
あ
る
コ
ー
カ
ス
の

強
大
化
に
対
抗
し
て
、
政
治
が
衆
愚
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
を
チ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
官
僚
以
外
の
分

野
に
お
け
る
諸
変
革
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら
論
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
以
下
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
そ
の
幾
つ
か
を
南
下
す

る
に
と
ど
め
て
お
く
。
一
八
七
〇
年
の
初
等
教
育
法
、
一
八
七
一
年

の
陸
軍
調
整
法
、
一
八
七
三
年
の
秘
密
投
票
法
、
一
八
七
五
年
の
国

民
健
康
法
、
労
働
組
合
法
、
労
働
者
住
宅
法
、
一
八
八
三
年
の
選
挙

腐
敗
行
為
禁
止
法
、
一
八
八
八
年
の
州
参
事
会
法
、
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。

　
①
｝
＜
．
冒
8
審
い
。
。
ε
お
ω
o
昂
窪
・
開
鉱
暮
δ
コ
g
ジ
く
。
窪
い
ρ
箋
窪
α

　
　
蜀
鐸
σ
瓢
o
O
℃
貯
一
〇
ロ
ぎ
守
お
㌶
目
O
α
霞
一
H
贔
夢
。
お
夢
O
o
簿
霞
ざ
b
。
昌
α

　
　
国
巳
什
一
9
ポ
お
8
層
唱
℃
■
①
甲
膳
’
N
嵩
津

　
②
　
認
0
9
彗
勺
。
囮
一
甑
。
巴
勺
p
二
一
⑦
ω
り
0
9
げ
団
ω
噛
翼
若
死
帥
昌
p
一
㊤
α
Φ
幽
邦
訳
、

　
　
渡
辺
一
、
『
政
党
臨
み
す
ず
霞
…
欝
、
1
．
一
ぺ
ー
ジ
。

　
③
飯
田
・
中
村
・
野
田
・
望
田
「
ド
イ
ツ
政
党
組
織
の
史
的
考
察
」
（
『
吏
林
』
、

　
　
四
七
ノ
五
）
。

　
④
即
8
諸
。
器
護
5
b
ご
ユ
臥
。
・
げ
℃
g
三
。
巴
譲
券
冨
ω
弘
繊
凱
”
竈
・
。
。
ム
．

　
⑤
罫
○
ω
跨
。
σ
q
。
吋
鴇
計
。
℃
●
。
搾
幽
や
稽
」
①
￥
メ

　
⑥
H
噸
密
き
ヨ
σ
q
9
勺
碧
ξ
勺
g
一
鷺
。
ω
層
く
。
ド
⇔
し
霧
じ

　
⑦
中
村
英
勝
『
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
の
発
達
』
一
九
幽
念
年
、
薫
文
堂
。

　
⑧
ウ
ェ
ー
バ
…
、
西
島
芳
争
訟
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
文
庫
、
三
振
ペ
ー

　
　
ジ
。

　
⑨
例
え
ば
、
グ
レ
イ
ア
ム
は
政
治
を
こ
う
考
え
て
い
た
。
「
政
治
の
大
隣
豹
は
公

　
　
雪
辱
、
蚕
勢
加
手
駒
棲
狡
血
ど
恥
か
、
第
二
義
酌
だ
が
不
可
欠
な
手
毅
と
し
て
官

　
　
職
と
政
党
」
（
傍
点
は
筆
潜
）
。
　
こ
の
場
合
、
「
独
3
1
」
が
、
具
体
的
に
は
議
会
内

　
　
で
の
、
ま
た
選
挙
区
か
ら
の
議
員
の
独
立
性
を
意
味
さ
せ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で

　
　
も
な
い
。
（
ズ
．
0
9
の
F
℃
o
①
一
p
類
鳥
夢
。
℃
露
算
矯
ω
鱗
簿
2
轟
）

　
⑩
パ
ー
ク
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
－
「
申
す
ま
で
も
な
く
、
代
議
士
は
、
自
己

　
　
の
有
権
者
と
の
間
に
、
最
大
限
に
緊
密
な
つ
な
が
り
、
最
大
限
の
意
志
疎
通
…
：
・

　
　
を
保
つ
こ
と
を
、
幸
福
か
つ
光
栄
な
こ
と
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
り
ま
す
。
…

　
　
…
し
か
し
な
が
ら
代
議
土
は
、
自
分
の
公
平
な
見
解
、
円
熟
し
た
判
断
、
偽
ら
ぬ

　
　
良
心
を
犠
牲
に
ま
で
し
て
も
、
諸
氏
に
従
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
一
…
否
、
諸

　
　
氏
の
み
な
ら
ず
、
此
の
世
の
い
か
な
る
族
人
、
い
か
な
る
集
団
に
も
従
う
べ
き
で
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は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
」
　
（
坂
本
義
和
門
幹
理
政
治
に
お
け
る
反
革
命
思

　
想
－
そ
の
一
類
型
と
し
て
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
タ
ー
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
、

　
論
ハ
九
ノ
聯
　
・
四
）
。
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轡
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N
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b
。
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⑲
浮
5
リ
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器
ピ

⑳
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
保
守
・
主
義
」
（
史
林
、

　
四
七
ノ
ニ
）
を
参
照
。

⑳
　
局
幽
毒
．
O
o
冨
P
8
9
0
吸
9
陣
プ
9
夢
①
切
甑
焦
昏
Ω
≦
一
〇
っ
Φ
円
く
一
8

　
嵩
◎
。
O
∴
Φ
ら
。
O
”
一
譲
一
り
℃
℃
●
巡
H
I
紗
這
？
ω
Φ
．

⑳
　
O
■
≦
巴
㌶
即
軽
質
厳
雪
属
暮
負
㊦
ぢ
勺
。
一
三
。
ω
藁
8
。
。
■
邦
訳
、
石
上
・

　
川
口
共
訳
、
　
『
政
治
に
お
け
る
人
間
性
』
　
一
九
五
八
年
、
舞
文
社
、
一
一
一
五
ペ
ー

　
ジ
。

四

　
こ
う
し
て
、
私
は
、
一
応
、
政
治
を
社
会
・
経
済
か
ら
切
り
離
し

た
上
で
、
一
八
七
・
八
○
年
代
に
一
つ
の
歴
史
の
転
換
を
求
め
た
。

そ
の
際
、
立
論
の
前
提
を
労
働
．
者
階
級
へ
の
選
挙
権
拡
大
に
麗
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
ダ
ス
ト
リ
ア
リ
ゼ
じ
シ
ホ
ン
　
　
ア
ぱ
パ
ニ
ゼ
じ
シ
ヨ
ソ

わ
け
だ
が
、
こ
の
拡
大
霞
体
は
、
産
　
　
業
　
　
化
、
都
市
化
、

富
の
三
会
全
体
へ
の
拡
散
、
教
育
の
普
及
と
い
っ
た
「
近
代
化
」
の

産
物
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

　
　
①

も
な
い
。
変
っ
た
の
は
政
治
の
あ
り
方
だ
け
な
の
で
は
な
い
。
政
治

の
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
統
治
の
担
い
手
も
変
り
始
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
近
代
化
」
と
他
方
に
お
け
る
農
業

の
没
落
が
、
政
治
階
級
と
し
て
の
地
主
の
資
格
を
有
名
無
実
と
し
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
叢
出
さ
れ
る
社
会
的
基
盤
を
変
質
さ
せ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
一
八
七
二
年
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
は
、
穀
物
法
廃
止
に
反
対
し
た
と

き
と
同
様
、
　
「
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
は
伝
統
的
な
土
地
制
度
に
密

着
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
け
れ
ど
％
現
実
は
・
急
速
に
こ
の

言
葉
を
裏
切
る
方
向
に
動
い
て
い
た
。
確
か
に
、
労
働
党
の
出
現
ま

で
に
は
ま
だ
間
が
あ
っ
た
。
「
財
産
と
教
養
篇
は
、
な
お
、
政
治
家
に

な
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
今
で
は

必
ず
し
も
地
主
で
あ
っ
た
り
、
貴
族
で
あ
っ
た
り
す
る
必
要
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
た
。
要
は
、
　
「
財
産
と
教
養
」
に
加
え
て
、
ウ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
③

バ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
政
治
に
た
ず
さ
わ
る
時
々
的
ゆ
と
り
が
あ
れ

ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
出
身
者
だ
ろ
う
と
労
働
者
階
級
出
身
者
だ
ろ
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う
と
、
そ
れ
は
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
事
態
が
徐
々
に
現
前
し
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
下
院
に
は
、
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
が
大
量
に
進
出
し

た
。
特
に
、
ウ
イ
ッ
グ
の
頽
勢
は
も
は
や
お
お
い
が
た
く
、
自
由
党

の
指
導
権
は
、
急
速
に
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
手
に
移
っ
て
い
っ
て
い

④た
。
ま
た
、
い
8
き
鉾
ぴ
と
い
う
形
で
、
労
働
者
階
級
出
身
の
自
由
党

議
員
も
登
場
し
て
き
た
。
か
く
し
て
、
第
一
章
に
、
若
干
、
示
し
た

よ
う
に
、
議
院
内
閣
制
と
い
う
装
置
を
通
じ
て
、
　
一
八
七
・
八
○
年

代
か
ら
、
閣
僚
の
中
に
、
非
貴
族
的
要
素
が
族
生
し
て
く
る
の
で
あ

る
。　

し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
残
る
。
一
体
、
こ
う
し
た
政
治

の
社
会
的
基
盤
の
変
質
で
、
か
っ
て
の
地
主
・
貴
族
的
要
素
は
完
全

に
政
治
の
領
域
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
疑
い
も

な
く
否
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
臼
に
お
い
て
さ
え
、
保
守
党
の
指
導

層
が
、
貴
族
的
色
彩
を
濃
く
纒
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
歴
然
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
の
政
治
家
に
し
た
と
こ
ろ
で
、

同
様
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
彼
ら
の
思
考
・
行
動
様
式
は
、
か
っ
て

の
地
主
た
ち
と
は
大
部
ち
が
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
租
先
の
契
約
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

子
孫
代
々
を
も
拘
束
す
る
」
と
い
う
．
ハ
ー
ク
の
言
葉
を
、
も
う
そ
の

ま
ま
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
が
、
イ
ギ

リ
ス
の
政
治
欄
度
を
、
伝
統
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
機
能
と
し
て

考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
看
取
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
他
方
で
、
か
っ
て
の
地
主
た
ち
と
同
じ
よ
う

な
思
考
・
行
動
様
式
を
分
け
持
っ
て
い
る
の
も
、
は
っ
き
り
と
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
な
議
会
馬
下
に
変
更
を
加
え
る
と
い

う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
彼
ら
の
頭
に
閃
き
さ
え
も
し
な
か
っ
た
。
バ
．
ジ

ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
憲
法
論
』
は
、
そ
の
典
型
的
な
表
明
だ
ろ
う
。

「
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
生
活
に
盛
り
つ
い
て
い
る
保
守
性
」
は
、
新
ら

し
い
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
中
に
も
、
こ
う
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
政
治
状
況
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
政
治

的
エ
リ
ー
ト
に
、
伝
統
的
な
保
守
性
が
受
け
つ
が
れ
で
く
る
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
こ
の
問
の
背
後
に
は
、
歴
史
的
人
聞
】

般
に
妥
当
す
る
途
方
も
な
く
大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
も

と
よ
り
、
そ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
、
私
に
は
と
て
も
で
き
な

い
が
、
た
だ
、
問
題
を
イ
リ
ギ
ス
に
限
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
、
イ
ギ

リ
ス
の
政
治
に
絡
み
つ
い
て
い
る
一
つ
の
価
値
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

理
念
と
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
し
た
エ
リ
ー
ト
教
育
の
あ
り
方
が
あ

る
こ
と
は
、
轍
つ
き
り
し
て
い
る
。
す
で
に
紙
数
も
つ
き
た
の
で
、
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最
後
に
こ
の
こ
と
に
簡
単
に
触
れ
て
、
本
論
の
結
び
に
代
え
た
い
と

思
う
。

　
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ン
理
念
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

史
的
に
ど
う
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
も
う
述
べ
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
中
世
の
騎
士
道
に
淵
源
す
る
も
の

で
、
旧
支
配
階
級
で
あ
る
地
主
た
ち
の
倫
理
と
し
て
一
九
世
紀
末
に

い
た
っ
て
い
た
こ
と
を
頭
に
容
れ
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
。

問
題
は
、
い
み
じ
く
も
ラ
ス
キ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦

後
に
い
た
る
ま
で
、
た
と
え
、
出
身
が
貴
族
だ
ろ
う
と
、
ブ
ル
ジ
コ

ワ
だ
ろ
う
と
、
さ
ら
に
は
労
働
者
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
に
無
関
係
に
、

ジ
エ
ソ
ト
ル
マ
ン
た
る
こ
と
が
、
お
よ
そ
政
治
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

支
配
的
理
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
畜
実
で
あ
る
。
一
八
七
・
八
○
年

代
か
ら
、
伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
政
治
社
会
の
構
造
は
質
的
な
変
容
を

と
げ
始
め
た
。
か
っ
て
の
地
主
た
ち
は
、
も
は
や
独
占
的
な
政
治
階

級
た
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
を
支
え

て
き
た
心
情
倫
理
ま
で
が
消
え
て
な
く
な
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
か

っ
た
。
否
、
事
態
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
新
興
諸
階
級
の
政
治
家
た

ち
は
、
一
人
残
ら
ず
、
こ
の
倫
理
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
た
、
と
い
う

よ
り
も
、
政
治
家
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
彼
ら
も

ま
た
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
か
っ
て
、
地
主
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
の
階
級
理
念
は
、
今
や
、

支
配
の
た
め
の
普
遍
的
な
社
会
的
価
値
と
な
っ
て
生
き
の
び
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
が
「
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ン
た

る
こ
と
の
危
険
」
を
見
出
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
広
汎
な
デ
ー
タ
ー
の
収
集
と
そ
れ
の
科
学

　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
タ
ま
コ
ウ
オ
　

的
分
析
こ
そ
が
、
　
戦
間
期
以
降
に
お
け
る
政
治
運
営
の
指
針
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
ア
マ
チ
ュ
ア
精
神
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
っ
た
く
こ
れ
と
あ
い
容
れ
な
い
代
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
が
、

そ
れ
は
こ
の
際
さ
て
お
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
と
思

わ
れ
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
社
会
構
造
の
変
質
、
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
醸
成
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
へ
の
憧
憬
が
か
く
も
強
力
に
イ

ギ
リ
ス
人
を
捉
え
て
は
な
さ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
だ
が
、

こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
も
、
ラ
ス
キ
と
共
に
、
　
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
に
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

命
が
な
か
っ
た
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
史
に
お
け
る
一
大
事
件
」
に
帰
す

る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
　
「
歴
史
の
慣
件
ぼ
が
日

常
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
固
有
な
社
会
的
価
値
な
の
で
あ

る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
　
一
七
世
紀
以
来
、
安
定
し
て
繁
栄
を
と
げ
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て
き
た
地
主
階
級
と
甥
っ
て
も
切
れ
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
地
主
階
級
が
、
一
九
世
紀
の
産
業
革
命
社
会
に
お
い
て
、
そ
の

「
支
配
の
正
当
性
」
を
疑
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
既
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
ひ
者
か
え
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
理
念
の

方
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
全
体
の
理
想
と
し
て
、
ま
た
、
倫
理
と
し
て
、

彼
ら
の
中
に
し
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
　
「
第

一
次
大
戦
以
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
称
号
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

彼
ら
を
指
導
す
る
の
を
疑
っ
た
も
の
は
ま
ず
な
か
っ
た
」
と
慧
眼
の

ラ
ス
キ
に
し
て
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
実
際
、
新
興
階
級
の
政

治
家
た
ち
が
地
主
の
支
配
を
打
倒
し
て
や
ろ
う
と
思
う
一
方
で
、
自

分
を
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
仕
立
て
よ
う
と
考
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
矛
盾
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
。
あ
の

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で
さ
え
、
自
分
の
息
子
た
ち
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

教
育
コ
ー
ス
の
ラ
グ
ビ
ー
校
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
へ
と
進
ま
せ
る
始

　
　
　
　
　
　
⑪

末
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
ジ
ェ
ト
ル
マ
ン
理
念
が
、
こ
の
よ
う
に
イ
ギ

リ
ス
人
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
お
け
る
例
の
保
守

性
に
一
つ
の
核
を
与
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
に
、
こ
の
理
念
が
、

ど
の
よ
う
に
政
治
・
被
会
の
変
化
に
対
応
し
て
新
し
い
生
命
を
得
て

い
っ
た
か
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
一
九
世
紀
の
過
程
で
、
ジ
エ
ソ
ト
ル
マ
ン
た
る
こ
と
の
桂

会
的
な
評
価
基
準
が
動
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
る

ま
い
。
一
八
七
・
八
○
年
代
以
降
、
地
主
に
よ
る
支
配
の
独
占
が
崩

壊
し
た
後
、
ブ
ル
ジ
鵠
ワ
出
身
、
は
て
は
労
働
者
出
身
の
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
が
登
場
し
え
た
の
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
関
す
る
評
緬
基

準
の
移
行
と
い
う
お
膳
立
て
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀

ぐ
ら
い
ま
で
は
、
ジ
ェ
ソ
ド
ル
マ
ソ
の
社
会
的
指
標
は
、
彼
が
由
緒

あ
る
家
柄
の
出
で
あ
る
か
、
な
い
し
、
彼
が
大
地
主
で
田
舎
に
大
邸

宅
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

一
八
世
紀
末
以
前
で
も
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
資
格
と
な
る
と
こ
れ

だ
け
に
つ
き
な
い
。
例
え
ば
、
古
典
的
な
教
養
主
義
は
、
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
理
念
に
不
可
欠
な
概
念
内
容
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
れ
を

得
よ
う
と
思
え
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
を
経
て
オ
ッ
ク
ス
ブ

リ
ッ
ジ
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留

意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
教
養
主
義
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
か

っ
た
と
い
．
う
こ
と
で
あ
る
。
社
交
界
と
社
会
の
要
職
は
、
い
っ
さ
い
、

地
主
階
級
の
独
占
物
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
古
典
的
な
教
養
も
彼
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ら
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
養
は
、
物
質
的
生
活
に

困
る
こ
と
の
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
、
心
の
糧
と
し
て
、
ま
た
、
社
交

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
方
便
と
し
て
、
必
須
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
オ
ッ
ク
ス

ブ
リ
ッ
ジ
へ
の
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
う
　
　
　
ヤ

彼
ら
だ
け
が
こ
の
コ
ー
ス
に
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
地

主
階
級
に
属
せ
ば
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る

の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
社
会
的
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

標
は
、
結
局
、
大
土
地
所
有
に
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
産
業
革
命
の
進
展
で
社
会
構
造
が
斎
女
に
変
質
を
と

げ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
地
主
階
級
の
独
占
的
地
位
が
崩
壊
し
て
、
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ニ
ア
ス

頭
し
た
新
興
階
級
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
守
護
神
た
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

ン
の
資
格
を
要
求
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

の
直
会
的
指
標
は
変
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
大
土
地
所

有
と
家
柄
は
、
一
九
世
紀
末
に
な
っ
て
も
、
牢
固
と
し
て
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
の
指
標
た
り
え
た
け
れ
ど
も
、
必
要
な
の
は
、
古
く
か
ら
の

地
主
た
ち
と
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
出
身
者
と
を
包
摂
す
る
新
し
い
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
の
社
会
的
指
標
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
世
紀
に

は
、
教
養
主
義
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
実
質
的
指
標
と
し
て
通
用
す

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
有
名
な
二
訊
ー
マ
ソ
に
よ

　
　
　
⑬

る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
定
義
に
、
ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
教
養
と

無
秩
序
』
の
中
に
、
こ
の
こ
と
を
明
白
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
へ
の
教
育
過
程
が
そ

の
社
会
的
権
威
を
倍
加
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
エ
リ
ー
ト
・
コ

ー
ス
を
通
っ
た
か
通
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
が
ジ
エ
ソ
ト
ル
マ
ン
の

端
的
な
証
明
書
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
政
治
・
社
会
構
造
の
変
質
に
対
応
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
セ
ソ
タ
ロ

ケ
ソ
ブ
リ
ッ
ジ
両
大
学
の
門
は
、
一
八
七
一
年
、
最
終
的
に
非
国
教

　
　
　
　
　
　
⑭

徒
に
開
放
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
後
半
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ー
ル
創
設
の
黄
金
時
代
で
、
実
に
五
二
校
が
新
設
さ
れ
た
。
か
く
し

て
、
富
に
恵
ま
れ
た
も
の
で
社
会
的
地
位
と
名
声
を
欲
す
る
も
の
は
、

こ
の
エ
リ
ー
ト
養
成
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
さ
え
く
ぐ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
最
後
に
注
意
す
べ
き
一
つ
の
こ
と

は
、
社
会
の
変
化
、
時
代
の
推
移
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
エ
リ
ー

ト
教
育
の
全
過
程
に
わ
た
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
教
育
が
、
基

本
方
針
と
し
て
昔
ど
お
り
堅
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
こ
う
い
つ
た
か
ら
と
て
、
私
は
、
一
九
世
紀
が
「
改
革
の
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時
代
」
で
、
改
革
の
波
濤
が
教
育
の
分
野
に
も
押
し
寄
せ
て
い
た
こ

と
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
伝
統
を
誇
る
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
、
科
学
教
育
の
講
座
が
開
か
れ
、
ま
た
、
一
八
工
八
年
、
ラ
グ
ビ

ー
の
校
長
に
就
任
し
た
T
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
M
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
父
）
は
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
教
育
課
程
の
近
代
化
に
手
を
そ

め
て
い
た
。
古
典
語
と
並
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
教
科

が
組
ま
れ
、
　
続
い
て
、
　
こ
の
新
教
育
課
程
は
、
新
設
の
パ
ブ
リ
ヅ

ク
・
ス
ク
ー
ル
は
い
わ
ず
も
が
な
、
イ
ー
ト
ン
以
外
の
古
く
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

名
門
校
で
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
改
革
の
効
果
を
決
し
て
過
大
評
価

し
て
は
な
る
ま
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
や
る
改
革
は
、
い
つ
も
保
守
の

た
め
の
改
革
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
場
合
も
記
即
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
保
守
性
を
知
ろ
う
と
思

え
ば
、
　
一
八
六
四
年
に
提
出
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
調
査

の
た
め
の
王
立
委
員
会
報
告
を
読
む
に
し
く
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、

次
の
如
ぎ
一
節
が
あ
る
一

　
わ
れ
わ
れ
が
努
力
を
払
っ
た
一
つ
の
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
、
古
典

教
育
を
わ
が
教
育
の
主
成
分
と
し
て
維
平
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…

（
そ
れ
か
ら
）
第
二
に
、
よ
り
多
く
の
努
力
が
払
わ
れ
た
こ
と
は
、
少
年
た

ち
に
た
い
す
る
統
制
と
訓
練
を
一
つ
の
制
度
と
し
て
創
出
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
統
制
と
訓
練
の
優
秀
性
は
、
周
知
の
と
お
り
、
す
で
に
世
界

に
認
め
ら
れ
、
そ
れ
の
わ
が
国
民
性
と
社
会
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
こ

よ
な
く
甚
大
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
実
際
、
イ
ギ
リ
ス
国
民

は
、
彼
ら
が
誇
っ
て
や
ま
な
い
そ
の
資
質
－
他
人
を
支
配
し
、
ま
た
己

を
統
記
す
る
能
力
、
自
由
と
秩
序
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
、
そ
の
公
共
心
、
不

屈
の
男
ら
し
い
性
格
、
世
論
に
た
い
す
る
強
烈
な
、
そ
れ
で
い
て
決
し
て

盲
従
し
な
い
尊
敬
心
、
心
か
ら
な
る
ス
ポ
…
ッ
の
愛
好
な
ど
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
れ
ら
を
、
ど
れ
ほ
ど
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
負
う
て
い
る
か
測

り
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
校
は
、
わ
が
政
治
家
た
ち
を
生
み
出
す
最
た

る
温
床
で
あ
っ
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
構

成
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
が
、
社
会
的
平
等
の
原
則
で
教
育
さ

れ
、
不
滅
の
友
情
を
結
び
、
彼
ら
の
人
生
を
決
定
す
る
諸
習
慣
を
身
に
つ

け
た
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
、
彼
ら
こ
そ
が
、
イ
ギ
リ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ソ
の
性
格
形
成
に
最
大
の
嵜
与
・
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
（
謡
孤
内
は
筆
潜
）

　
も
っ
て
銘
す
べ
し
。
報
告
書
の
意
図
は
、
ジ
エ
ソ
ト
ル
マ
ン
理
念

の
保
守
以
外
、
何
物
で
も
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
．
一
八
七

〇
年
か
ら
、
膚
吏
の
採
用
は
、
公
禰
競
争
試
験
に
よ
る
よ
う
に
な
つ
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愈

た
が
、
そ
の
問
題
が
古
典
教
育
の
線
に
沿
っ
て
霞
題
さ
れ
た
の
は
、

け
だ
し
墨
然
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ー
ト
社
会

は
、
一
八
七
・
八
○
年
代
以
降
に
お
け
る
社
会
の
変
貌
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
ワ
イ
ル
ド
が
道
破
し
た
よ
う
に
、
あ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
わ
ら
ず
「
偽
善
者
の
郷
土
」
と
し
て
工
○
世
紀
を
迎
え
た
の
で
あ

る
。　

と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
話
は
最
後
に
教
育
史
に
発
展
し
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
私
は
、
私
が
政
治
史
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
た
だ
、
政
治
史
が

経
済
史
を
無
視
し
て
十
全
に
語
れ
な
い
の
な
ら
、
同
様
に
、
政
治
史

は
、
そ
の
社
会
を
貫
く
価
値
体
系
の
あ
り
方
を
無
視
し
て
も
見
れ
な

い
だ
ろ
う
と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
が
経
済
で
規
定
さ
れ
る
の

は
疑
い
な
い
が
、
同
時
に
、
彼
は
、
彼
の
想
念
が
生
み
出
す
も
の
に

よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
契
機
が
相
応
に

考
量
さ
れ
た
と
き
、
き
っ
と
政
治
史
に
血
の
気
が
さ
し
て
く
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　
①
u
●
9
冒
7
昌
。
。
o
p
甥
お
ω
。
9
9
一
問
く
。
営
江
9
；
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目
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蕩
鉾
一
匹
し
d
窪
魯
ど

　
　
一
㊤
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㊤
℃
O
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9

　
②
　
拙
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「
デ
イ
ズ
レ
ー
リ
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保
守
空
義
」
参
照
。

　
③
ウ
ェ
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バ
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、
前
掲
郵
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、
エ
五
一
穴
ぺ
…
ジ
。

④
り
。
ω
。
暮
甚
霧
。
、
昧
9
噌
㊤
隆
＝
σ
q
。
竹
冠
Φ
≦
げ
茜
ω
同
。
。
器
山
。
。
。
。
の
し
O
貫

　
娼
や
ω
Q
。
ら
。
津

⑤
　
閃
・
b
6
償
井
ρ
o
や
。
三
二
℃
喝
・
8
ム
：
（
前
掲
邦
訳
、
九
九
ペ
ー
ジ
。
し
か
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arranging　as　a　single　hero　the　accempiishments　of　three　Qans　suc－

ceeding，　Batu　M6ngke，　BayaB　M6ngke　and　Bodialar．　The　MoBgolian

literatures，　especiaily謡歌9如Ytia・n－liu蒙古源流，　out王ined　legends，　not

the　historical　facts．　Dr．　Wada’s　’opinibn　has　a　fundamental　mistake

i’n　his　arrangement　o£　higtory　based　on　legends．

The　Structure　of　Cotton　lndustry　in　Normandy

’　Before　the　lndustrial　Revolution

　　　　　　　by

Haruh圭ko　Hattor三

　　This　article　is　to　establish　the　structure　of　the　French　fibre　industry

before　the　industrial　revolution，　as　a　preparative　worl〈　for　analyzlng

the　development　ef　the　industrial　revolution　in　the　very　industry；

which　means　£hat　the　economic　strueture　in　the　‘　maBufacturing　period’

shou｝d　be　examined　fr．om　tlte　viewpoint　of　the　industrial　revolutioB，

not　from　the　former　viewpoint　of　the　bourgeois　revolution．　Limiting

our　consideration　to　the　cotton　industry　in　eastern　Normandy　till　1880’s

we　examine，　using　the　possible　original　sources，　what　form　this　indu－

stry　toek　ln　both　the　privileged　city　of　Rouen　and　its　agrarian　sur－

roundings，　and　whae　structure　of　marl〈et　supported　its　production；　we

will　make　ie　clear　this　premise　must　be　a　condition　for　the　establish－

ment　of　factory　systein　and　offer　a　ceftain　comment　to　the　agcepted

view　especiaily　about　the　character　and　part　of　tke　urban　merchants

and　most　weavers　of　guild．

An　lnterpretation　of　the　Political　History　in

　　　　　　　　the　19　th　Century　England

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Muraoka

　　In　our　acadeiinic　world　of　historicl　researches，　the　hlstory　of　the　19　th

century　EnglaBd　has，　above　all，　been　considered　as　a　typical　course・

of　capitalist　development，　lt　has　come　to　be　a　fixed　prejudice　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（635）



England　was　the　most　advanced　natioR　in　the　modern　history　of　the’

world．　This　might　not　be　curious　if　we　take　it　into　account　that

Marxism　now　exists　as　an　intellectual　climate　among　Japanese　intel－

lectuals．　However，　we　have　to　pay　attention　to　the　fact　that　Marxist

researchers　are　apt　to　look　at　history　from　a’one；sided　viewpoint　of

economics．　lndeed，　Marxism　has　its　s’狽窒nng　points－for　example　it　is

very　useful　for　analysing　dynamics　of　revolutlonary　process　of　history，

but　we　cannot　help　tal〈ing　notice　of　its　weak　points　when　we　are

engaged　in　the　studies　’of　political，　intellectual，　and　cultural　history．．

For　the　Marxist　method　of　approaeh　has，　in　itseif，　a　way　bf　loglcal

thiill〈ing　and　is　bound　to　lead　to　an　inevitable　result　of　losing　sight

of　human　beings　who　make　history．

　The　aim　of　this　paper　is　to　re－evaluaate　the　political　history　of　the

19th　century　England　from　another　different．　viewpo．int．　Among　many

problems　1　picl〈　up　three－conservatism，　mass　democracy，　and　gentle－

man’s　idealism　vLrhich　1　think　have　not　been　discussed　within　the　reach

of　Marxist　approaches．　lt　must　be　my　great　pleasure　if　this　trial．

should　be　able　to　throw　some　new　light　on　the　history　of　the　19　th．

ceutury　England．

（634）


