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第

九

十

四

巻

第

三

号

も
有
用
で
あ
ろ
-
｡

Ⅷ

オ
J
L･メ
イ
ジ
ョ
ン
が
基
本
的
に
は
機
械
化
の
過
程
の

一
つ
の
延
長
に
す

ぎ
な
い
と
い
-
経
済
学
者
の
直
感
は
､

産
業
機
構
と
労
働
力
と
の
上
に
期
待

さ
れ
る
イ
ノ
べ
ェ
イ
シ
ョ
ソ
の
影
響
と
発
展
の
歩
調
と
を
判
断
し
て
生

み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
｡

主
要
な
技
術
職
員
の
ひ
ど
い
不
足
に
も
か
か
わ
ら

ず
電
子
工
学
と
器
械
工
学
の
継
続
的
な
強
大
な
成
長
が
予
想
さ
れ
る
が
'

そ

れ
に
よ
り
や
が
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
社
会
的
経
済
的
調
整
は

ア
メ
リ
カ
の
生

産
組
織
に
影
響
す
る
他
の
話
力
に
比
す
る
な
ら
ば
な
お
小
さ
い
よ
-
に
み
え

る
｡

し
か
し
そ
れ
に
よ
り
附
加
さ
れ
た
生
産
の
大
き
な
部
分
が
家
庭
や
学
校

の
た
め
の
通
信
設
備
と
し
て
現
わ
れ
る
だ
ろ
-
L
t

こ
の
こ
と
は
二
十
年
内

に
消
費
者
の
知
識
を
数
倍
に
増
大
し
'

消
費
者
の
行
動
に
重
要
な
変
化
を
も

た
ら
す
に
違
い
な
い
｡

し
か
し
そ
の
変
化
の
性
質
は
充
分
に
予
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'

企
業
も
し
く
は
政
府
の
い
ず
れ
に
お
い
て
で

あ
れ
'
方
策
も
し
く
は
政
策
立
案
に
当
つ
て
は
､
継
続
的
な
観
察
と
実
験
と

を
必
要
と
し
よ
-
｡

(
稲

葉

轟
)

旧
制
度
末
期
に
お
け
る
南
部

フ

ラ

ン

ス

の
新

教
徒
-
ブ

ル

ジ

ョ

ワ
ジ

ー
に
′っ

い
て

ナ
ン
･L
勅
令
廃
止
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
新
教
徒
の
動
静
は
'
色
々
な
面

に
お
い
て
問
題
を
投
げ
か
け
る
.

こ
こ
で
は
'
多
年
南
部
フ
ラ
ン
ス
の
新
教

徒
の
研
究
に
た
づ
さ
わ
っ
て
来
た

L嘗
D
.
の
最
近
の
著
俺
を
通
じ
て
,
南

部
フ
ラ
ン
ス
の
一
都
市

M
.ntauban
に
お
け
る
旧
制
度
末
の
新
教
徒

==-ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
社
会
史
的
問
題
を
述
べ
よ
-
｡

註

L
igou
,
D
･
et
G
a
r
r
is
o
n
･E
s
t
eb
e
,
J
･
:
L
a
b
o
u
r
g
eoisie
16for
m
6eM
on
･

t

a
tb
a
n
a
is
e
i
ta
fi
n
d
e

t.a
n
c
ie
n

r
e
g
lm
e
,
R

e

v
u
e

d

｡h
is
to
r
ie

e
c
o
n
o
･

m
iq
u
e
et
s
ociate,
V
o
l･
X
X
X
I
l
le
(
1
9
5
5
)
,
n
o,
4
,
p
p
･
37
7

-
1
0
1
･

一
八
世
紀

M
｡ntauban
は
著
し
く
発
達
し

H
aut?C
u
yenne
の
中
心
と

し
て
人
口
二
六
'
0
0
0
を
持
ち
'
重
要
な
行
政
及
び
法
制
上
の
諸
機
関
を

擁
L
t

司
教
館
の
所
在
地
と
し
て
宗
教
都
市
で
も
あ
っ
た
｡

た
が
'
革
命
以

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

前
の
こ
の
都
市
は
'
特
に
商
工
業
の
発
達
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
'
こ
れ

は
恵
ま
れ
た
経
済
的
環
境
に
依
存
し
て
い
た
と
は
い
え
'

叉
新
教
徒
の
南
部

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
心
地
と
し
て
の
事
情
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
｡

ナ
ン
ト
勅
令
の
廃
止
は
皮
肉
に
も

こ
の
都
市
の
商
工
業
発
展
に
刺
激
を
与
え

る
結
果
と
な
っ
た
｡

従
来
官
職
の
購
入
に
糞
さ
れ
て
来
た
新
教
徒
=

ブ
ル
ジ

(76)



ヨ
ワ
ジ
ー
の
財
産
が
'

商
工
業
に
の
み
捌
口
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

M
ontauba一-
に
お
け
る
新
教
徒
の
数
は
'
諸
種
の
史
料
の
証
明

す
る
と
こ

ろ
か
ら
'
人
口
の
1
丁L?乃
至
1
甘

(約
五
-
六

㌧
0
0

0
)
を
占
め
て
い
た

と
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
等
の
者
が
市
民
の
社
会
階
層
の
中
に
ど
の
様
に
分
布
さ

れ
て
い
た
か
は
'

図
表

Ⅰ
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡

図表 Ⅰ

ナ

ン

･L
勅
令

の
廃
止

に
よ
り

著
し
く

打
撃
を

蒙

っ
た

貴
族
は

改
宗
す

る
か
移

を
必
要
と
す
る
か
ら
､
僅
か

一
%
足
ら
ず
で
'
他
は
商
工
業
に
従
事
し
た
｡

帳

簿
方
'

中
商
人
'
皮
故
人
､
染
色
業
者
､
小

》商
人
･製
造
業
者
肉
を
包
含
す
る

中
等
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
数
も
亦
無
視
出
来
な
い
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
こ

の
都
市
の
商
工
業
が
主
と
し
て
新
教
徒
の
掌
中
に
あ
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ

る
｡

一
七
八
八
年
に
人
頭
税
と
し
て

一
〇
リ
ー
ブ
ル
以
上
を
支
払
っ
た

二

一

三
人
の
商
工
業
者
の
中
'

僅
か
二
､
三
割
程
度
が
'
カ
J･
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ

っ
た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
に
十
分
で
あ
る

(
図
表

Ⅱ
)｡
図
表

Ⅱ
か

ら
人
頭
税
額
三
〇
リ
ー
ブ
ル
以
上
を
オ
ー
･L
･
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
す
る
な

ら
ば
'
新
教
徒
は
七
割
強
で
あ
る
が
'
カ
･L
ワ
ッ
ク
教
徒
は
五
割
強
し
か

こ

れ
に
該
当
し
な
い
｡

こ
こ
に
お
い
て
'

新
教
徒
が
経
済
的
に
も
ヨ
リ
富
裕
な

状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る

｡
新
教
徒
中
'

一
〇
〇
リ
ー
プ
ル
以
上
を
支
払

住
す
る
か
し
て
僅
か
に

一
%
を
保

つ
に
過
ぎ
な
い
｡

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ト
(
2
,

3
,
4
,
5
)

は
二
六
二
家
族
で
'

職
人

･
小
商
人

(6
,
7
,
8
,
9
)
の
三

〇
三
家
族

に
並
ぶ
｡
六

一
%
を
占
め
る
農
耕
者
は

M
｡ntauban
の
最
も
活
動
的
な
そ
し

て
最
も
恒
常
的
要
素
を
な
す
｡
し
か
し
叉
､
当
面
の
問
題
で
あ
る
新
教
徒
=
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
､
都
市
的
新
教
徒

(農
耕
者
を
除
い
た
も
の
)
の
四
七
%
を

占
吟
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
払
-
価
値
が
あ
る
｡
こ
の
四
七
%
の
中
､
各
職
者

は
'
そ
の
職
を
得
る
に
固
よ
り
カ
･L
リ

ッ
ク
教
徒
た
る
こ
と
の
厳
し
い
証
明

人頭 税 額 カ ナl)ツ:新 教
ク教徒数 廷整

2001)一一ブル以上 3 8

100_200リーブノレ 3 10

50_100リー-ブル 8 23

~盲~在すす~i)-7'jt/ 6 19

20-30i)-ブ}レ 5 9

っ
た

一
八
名
の
中
'
現
に
商
業

活
動
を
営
ん
で
い
る
者
が

一
六

名
を
占
め
t

等
ourg
eois灸
の
形

容
詞
を
伴
っ
て
い
る
者
は
僅
か

二
名
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
の
こ
と

か
ら
､
新
教
徒
の
中
で
現
に
商

業
活
動
を
営
ん
で
い
る
者
が
'

M
o
n
taub
an
に
お
け
る
最
大
の
富
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
い
い
-
る
｡

M

ontaub
an
で
は

首

.ur
g.is肉
と
い
-
形
容
詞
が
附
せ
ら
れ
た
者

は
'

一

七
八
四
年
の
記
録
に
従
え
ば

'

次
の
も
の
で
あ
る
｡

〝
商
業
の
経
常
能
力
も

な
く

叉
そ
れ
を
企
て
る
た
め
の
十
分
な
資
本
を
持
た
な
い
新
教
徒
-
プ
ル

(77)

旧
制
度
末
期
に
お
け
る
南
部

フ
ラ
ン
ス
の
新
教
徒

-
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
つ
い
て



第

九

十

四

巻

第

三

号

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
'
国
家
の
官
職
を
望
み
得
ず
し
て
農
業
に
従
事
す
る
｡
彼
等

は
普
通

b｡urg｡is
と
呼
ば
れ
る
｡
〃

小
麦
'
葡
萄
酒
'
絹
が
彼
等
の
生
産
物

の
主
た
る
も
の
で
あ
る
が
'
所
有
地
の
改
善
に
努
め
'
最
大
可
能
の
収
益
を

求
め
た
｡
し
か
し
'

こ
の
記
録
は
彼
等
の
生
活
を
余
り
に
も
悲
観
的
に
見
過

ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
多
額
の
諸
桂
の
課
税
に
服
し
､
そ
の
収
穫
が
少

し
で
も
不
足
す
る
と
納
税
に
困
難
を
き
た
L
t

な
に
が
し
か
の
貯
え
を
な
し

得
た
者
は
大
所
有
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
事
情
は
兎
も

角
と
し
て
'
彼
等
は
農
業
に
次
の
様
な
二
つ
の
改
革
的
傾
向
を
示
し
た
こ
と

は
事
実
だ
｡

(
一
)
新
し
い
作
物
と
技
術
の
導
入
-

桑
の
耕
作
と
養
蚕
'

(
二
)
旧
制
度
末
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
所
有
地
の
特
徴
で
あ
っ
た
分
散
的
傾
向
を

集
合
化
の
方
向
に
も
た
ら
し
た
こ
と
'
こ
れ
で
あ
る
｡

か
-
て
'
新
教
徒
的

土
地
所
有
者
は
商
工
業
に
従
事
す
る
者
と
同
様
'
率
先
カ
と
大
胆
さ
と
を
農

業
に
お
い
て
発
揮
し
た
と
い
い
-
る
｡

M

ontauban
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
は
'

一
七
世
紀
に
主
要
な
発
露
を
知

る
最
初
の
手
工
業
的
工
業
で
あ
る
｡
し
か
し
'

一
八
世
紀
に
お
い
て
'
新
た

な
発
展
を
元
す
が
'

こ
れ
は
公
官
職
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
新
教
徒
の
主
要
な

生
活
の
道
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
O

カ
デ
ィ

(C
ad
is)
と
呼
ば
れ
る
毛
織
物

は
こ
の
都
市
の
特
産
品
で
あ
る
が
､
他
種
の
毛
織
物
も
多
量
に
生
産

さ
れ

る
｡

毛
織
物
と
並
ん
で

一
八
世
紀
中
頃
以
降
綿
織
物
生
産
の
繁
栄
が
挙
げ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
更
に
肥
沃
な
小
麦
生
産
地
の
中
心
に
あ
っ
て
'
製
粉
業
が

栄
え
'
多
数
の
製
粉
用
水
軍
が
精
紡
用
水
草
と
共
に
タ
ル
ソ
河
に
沿
っ
て
設

け
ら
れ
て
い
た
｡

こ
の
河
の
水
と
こ
の
地
方
に
産
出
さ
れ
た
植
物
染
料
と
は

こ
の
都
市
周
辺
の
織
物
業
の
み
な
ら
ず
､

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
織
物
業
に

と
っ
て
染
色
業
の
隆
盛
を
も
た
ら
し
た
｡

又
､
皮
操
L
に
つ
い
て
も
無
視
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
o
こ
れ
等
工
業
の
技
術
的
基
礎
は
陳
隅

な
も
の
で
あ
っ

た
が
'

一
八
世
紀
末
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
模
倣
し
た
紡
草
が
農
村
で
用

い
ら

れ
'
又

M
.ntauban
に
も
二
'
五
〇
〇
人
を
雇
っ
た

Jean
R
ach
ou
の
織
初

仕
上
場
の
記
録
が
あ
る
.
な
お
t
R
ach
.Uは
科
学
院
の
原
理
に
従
っ
た
縮
紡

機
五
台
と
圧
搾
機
六
台
と
を
設
置
し
た
｡

し
か
し
'
こ
れ
等
は
技
術
的
改
善

の
単
な
る
端
緒
に
過
ぎ
な
い
｡
生
産
活
動
を
妨
害
し
た
も
の
と
し
て
'
工
業

に
つ
い
て
の
圧
制
的
境
則
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

こ
の
親
則
は
一
八

世
紀
末
に
弛
め
ら
れ
た
が
'
ネ
ッ
ケ
ル
の
失
墜
後
再
び
厳
し
さ
を
増
し
た
｡

織
物
は
織
物
検
査
所

(burean
defabrique)
に
も
た
ら
さ
れ
'
原
料
か
ら

製
品
に
至
る

一
連
の
操
作
に
つ
い
て
四
人
の
宣
誓
監
視
人

(期
間

二
ヶ
年

で
'
毎
年
二
名
宛
改
選
さ
れ
る
)
の
厳
軍
な
検
査
に
服
し
た
｡

一
七
七
九
'

一
七
八
〇
'

一
七
八

一
年
に
一
連
の
特
許
状
が
'
自
由
な
生
産
を
生
産
者
に

許
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
親
則
は
制
限
を
受
け
た
｡

旧
い
境
別
を
陳
隅
な
も

の
に
す
る
に
役
立
っ
た
も
の
と
し
て
､
都
市
の
新
教
徒
商
人

･
生
産
者
が
農

村
の
紡
工
と
の
問
に
作
っ
た
問
屋
制
度
が
顧
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
(L
ig｡u
ほ

こ
の
様
な
も
の
を
農
村
工
業
と
呼
ん
で
い
る
)

こ
の
商
人
が
農
村
に
糸
捲
竿

に
代
え
る
に
糸
挽
牢
を
配
給
し
､
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
製
品
は

M.ntau

han
に
あ
る
自
ら
の
染
色
場
'
仕
上
場
'
縮
挟
場
で
仕
上
げ
ら
れ
た
Lj

そ
れ

故
t

M
.11tauban
の
工
業
へ
の
商
業
の
影
響
は
'
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
他

の
場
所
に
お
け
る
と
同
様
優
越
し
､

工
業
は
商
業
資
本
主
義
の
派
生
物
で
あ

(7g)



つ
た
｡

商
人
が
工
業
を
支
配
し
て
い
た
こ
の
地
域
に
お
い
て
'
商
人
の
勢
力
は
純

然
た
る
工
業
者
の
そ
れ
を
造
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
た
｡

こ
れ
等
商
人
の
最
大

の
吸
引
地
は
ボ
ル
ド
ー
で
'

三
月
と
十
月
の
大
市
を
中
心
に
織
物
を
重
要
な

取
引
品
目
と
し
へ

そ
れ
に
葡
萄
酒
'
皮
革
な
ど
を
も
も
た
ら
さ
れ
た
｡
故
に

M
｡ntauban
の
経
済
圏
が
ボ
ル
ド
ー
大
市
の
経
済
圏
に
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
た
.

こ
1
か
ら
1.
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
南
東
産
織
物
を
集
散
L
t
西
部
に

分
配
す
る
中
継
都
市
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

し
か
し
'
新
教
徒
=

ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
商
人
の
活
動
は
､

国
内
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
-
､
直

接
国
外
に
も
就
中
植
民
地
に
拡
大
し
て
行
っ
た
｡

こ
の
こ
と
は
他
面
'
商
業

技
術
の
利
用
度
か
ら
も
窺
-
こ
と
が
出
来
る
｡

即
ち
'
為
替
手
形
は
彼
等
の

普
通
の
決
済
手
段
で
あ
り
'

且
つ
こ
れ
等
商
人
は
パ
リ
及
び
ボ
ル
ド
ー
に
自

己
の
銀
行
を
持
ち
､

商
品
の
問
屋
で
あ
る
と
葦
に
手
形
の
間

臣

で
も

あ
っ

た
｡

一
七
六
二
年
t

P
u-
S
｡-
と
い
-
商
人
の
所
持
し
て
い
た
資
産
の
日
録

に
は
'
現
金
が
四
〇
七
リ
ー
ブ
ル
で
あ
る
に
反
し
'
紙
券
で
の
資

産

は

二

八
'
八
六
四
リ
ー
ブ
ル
に
及
ん
で
い
る
｡

こ
の
様
な
事
情
は
'
十
分
な
保
証

制
度
の
な
い
当
時
に
あ
っ
て
'
諸
種
の
事
件
に
よ
り
経
済
的
危
機
の
症
状
を

呈
す
る
に
至
っ
た
｡

こ
の
危
機
の
間
に
階
級
的
自
覚
が
高
ま
る
｡
仮
令
こ
の
時
代
の
労
働
階
級

に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
が
語
り
得
な
い
と
し
て
も
､

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
つ
い
て

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
'
特
に
富
裕
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
新
教
徒
で
あ
る
と
い
う

事
実
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
は
加
重
さ
れ
る
()
し
か
し
'
圧
迫
を
加
え
ら
れ
た

新
教
徒
た
る
が
た
め
に
生
ず
る
階
級
意
識
を
過
度
に
見
て
は
な
ら
な
い
｡
彼

等
は
'
就
中
経
済
的
に
は
支
配
者
と
し
て
の
商
人

･
工
業
家
で
あ
り
'
圧
迫

せ
ら
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
t
の
懐
く
緊
迫
感
の
如
き
も
の
は
感
ぜ
ら
れ
な

い
o

こ
の
意
味
で
は
'
新
教
徒
=

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
精
神
状
態
は
､
カ
･L

リ
ッ
ク
の
ブ
ル
ジ
ョ.ワ
ジ
ー
と
何
等
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

次
に
t
M
｡ntauban
の
経
済
発
展
に
貢
献
し
た
こ
れ
等
新
教
徒

=
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
が
'

ど
の
様
な
宗
教
的

･
道
徳
的

･
知
的
執
念
を
持
っ
て
い
た
か

を
検
討
す
る
｡

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
新
教
徒
は
'
原
則
的
に
は
身
分
問
題

に
つ
い
て
の
諸
裁
定
に
'

更
に
は
ナ
シ
･L
勅
令
の
廃
止
に
伴
-
反
新
教
徒
政

策
に
服
し
た
｡

し
か
し
'
事
実
的
に
は
一
つ
は
外
的
事
情
に
よ
り

〔例

え

ば
'
戦
時
に
は
カ
ミ
ザ
ー
ル

(Cam
isards)
の
反
乱
の
思
い
出
が
'
国
家
の

新
教
徒
に
対
す
る
政
策
を
苛
酷
に
す
る
〕'
他
は
地
方
統
治
者
の
事
情
に
よ
り

反
新
教
徒
政
策
に
は
緩
急
の
差
が
あ
っ
た
｡

一
段
に
は

一
連
の
厳
格
な
抑
圧

政
筒
に
続
い
て
放
任
政
策
が
と
ら
れ
､

一
七
六
三
年
以
後
は
殆
ん
ど
完
全
に

事
実
上
の
自
由
を
か
ち
-
る
｡

･
新
教
徒

-
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
'

1
七

1
五
年
以
来
の
新
教
徒
教
会
の
復
興
に

参
与
せ
ず
'
叉
改
宗
も
し
な
い
｡
民
主
的
な
公
会
会
議
を
拒
ん
で
'
寧
ろ
多

数
の
S
.ci6
t(I,
を
設
け
た
｡
こ
の
S.ciかt6
は
'
同

1
境
遇
の
同
僚
か
ら
な
る
も

の
で
'
》勇
壮
な
荒
野

D
6sert
l･かr..iqu
e肉
の
民
主
的
で
平
等
な
教
会
と
看
倣

す
べ
き
な
に
も
の
も
な
く
'

甲社
会
的
区
切
肉
を
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
る
o

L
か
L
t
放
任
政
策
の
時
代
に
な
る
と
､
新
教
徒
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
教

会
に
戻
り
'

公
会
会
議
を
独
占
し
'
教
会
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
傾
向

を
与

え

(7タ)

旧
制
度
末
期
に
お
け
る
南
部
フ
ラ
ン
ス
の
新
教
徒
=
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
つ
い
て



第

九

十

四

巻

第

三

号

た
｡
嘗
て
の
民
主
的
教
会
は
'
今
や
新
教
徒
大
衆
と
は
隔
離
し
た
新
教
徒

=

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
し
て
の
一
階
級
を
生
み
出
す
｡

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
と
っ
て
正
親
の
身
分
を
取
得
す
る
こ
と
は
'
息
子
へ
の
財

産
相
続
と
い
-
点
に
お
い
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
Lj
寛
容
令
以
前
の
新

教
徒
は
結
婚
'
洗
礼
'
埋
葬
の
た
め
に
カ
PL
リ
ッ
ク
か
新
教
か
の
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
｡
後
者
を
選
ぶ
場
合
に
は
も
と
よ
り
正
規
の
身
分
を
取
得
し
え

な
か
っ
た
｡

一
七
四
五
-
八
七
年
の
史
料
は
'
新
教
に
よ
る
結
婚
に
つ
い
て

次
の
結
論
に
導
く
｡

即
ち
へ
社
会
的
階
層
に
お
い
て
新
教
で
結
婚
す
る
者
の

数
は
'
財
産
に
逆
比
例
す
る
｡
要
す
る
に
へ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
相
続
の
確
実
性

を
求
め
て
カ
･L
ワ
ッ
ク
を
選
ん
だ
の
だ
｡

鳥

新
教
徒
=
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
と
っ
て
'
嘗
て
の
カ
ミ
ザ
ー
ル
の
宗
教
的

情
熱
は
冷
却
さ
れ
た
様
に
思
わ
れ
る
｡

尤
も
彼
等
が
'
部
分
的
に
は
和
解
し

た
と
は
い
え
新
教
徒
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
か
ら
'

中
央
権
力
が
新
教
徒

に
加
え
た
圧
迫
に
二
'
三
の
異
常
な
反
響
を
起
し
た
こ
と
は
あ
る
｡

遺
言
書

に
お
い
て
も
'
カ
･L
リ
ッ

ク
教
徒
と
は
異
な
り
'

聖
母

マ
リ
ア
'
聖
者
へ
の

祈
癌
を
な
ん
ら
示
さ
ず
､
霊
を
神
に
託
し
'
貧
者
及
び
施
療
院
に
遺
贈
を
な

す
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
｡

最
後
に
'

世
俗
的
道
徳
に
お
い
て
も
'
新
教
徒
-
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
時

代
風
潮
に
順
応
L
t
極
度
の
合
理
､王
義
に
よ
っ
て
干
か
ら
び
た
宗
教
が
彼
等

に
拒
ん
だ
そ
の
情
緒
を
秘
密
結
社
の
中
に
求
め
よ
-
と
す
る
｡

一
七
四
五
年

頃
に

Fran?M
aco
nnerie
の
出
現
が

M
o
ntauban
に
見
ら
れ
る
と
す
る
が
'

そ
の
活
発
な
動
き
は

一
七
七

一
年
以
来
で
あ
る
｡

知
的
活
動
に
お
い
て
も
'

時
代
と
共
に
生
活
し
'

且
つ
楽
し
ん
で
い
た
｡

そ
の
こ
と
は
彼
等
の
読
書
の

傾
向
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
｡

か
く
て
新
教
徒
-
ブ
ル
',,>
ヨ
ワ
ジ
ー
は

フ
ラ
ン
ス
･
ブ
ル
ジ
ョ
.F(
,,77

と

一
体
を
な
し
'
経
済
的
に
も
'
知
的
に
も
同
様
な
役
割
を
果
た
し
'
革
命
を

(80)

指
導
し
-
る
状
態
に
あ
っ
た
｡

(
山

瀬

書

t)

ア
ル
フ
ォ
ー
ド

｢
マ
ー

シ

ャ
ル

の
需
要
曲
線
｣

R
.
F
.
G
.
A
tford
:M
a
r
s
h
att's
D
e
m
a
n
d

C
u
rv
e,

E
c
on
o
m
ic
a,
N
.S
.
V

o
t.
X
X
IIt,
N
o
.
8
9
;
F
e
h
.
)
9
5
6

数
年
前
M
･
フ
リ
ー
ド

マ
ン
教
授
が
M
arsh
attian
Dem
and
C
u
rve
(Jour･

n
a
l
of

Politic
a
l
E
c

ono,ny,D
ec･
1949-
Essaysin
Positive

Economics
に

所
収
)
な
る
論
文
に
於
い
て
'
伝
統
的
解
釈
(定
義
Ⅰ
)
と
は
か
な
り
異
っ
た

マ
ー
シ
ャ

ル
需
要
曲
線
の
解
釈
(定
義

Ⅱ
)
を
発
表
し
'
こ
れ
に
対
し
て
ス
テ

イ
ダ
ラ
ー
教
授
が

T
he
D
evet.p
m
ent
.f

U
titity
T
he.ry
(J･P
･E
･
)950)

に
於
い
て
'
伝
統
的
解
釈
に
非
常
に
近
い
見
解

(定
義
Ⅱ
)
を
発
表
し
た
｡

輩
者
は
基
本
的
に
は
定
義
皿
と
同

一
の
見
解
を
と
り
'

そ
れ
を
諭
証
し
'
併

せ
て
定
義

Ⅱ
を
批
判
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
｡

三
つ
の
定
義
は
'

一
財

(x
)
の
需
要
曲
線
上
の
各
点
に
つ
い
て
'
需
要
者

の
趣
味
･噂
好
'
貨
幣
所
得

Ym,xと
連
関
々
係
に
あ
る
財
の
価
格
を
不
変
と

と
る
こ
と
に
於
い
て

一
致
す
る
が
'

そ
の
他
の
財
の
価
格
に
つ
い
て
､
定
義




