
、

学
界
動
向

　
　
　
一
九
六
五
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会

　
一
九
六
五
年
度
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
（
五
月
一
五
、
一
六
日
）
は
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
ベ
ト
ナ
ム
、
コ
ソ
ゴ
、
ド
ミ
ニ
カ
等
へ
の
公
然

た
る
侵
略
を
は
じ
め
と
す
る
帝
国
主
義
諸
国
の
新
植
民
地
主
義
の
跳
梁
、

中
ソ
論
争
を
頂
点
と
す
る
正
統
派
と
修
正
主
義
と
の
対
立
、
あ
る
い
は

口
韓
会
談
や
三
矢
研
究
閉
題
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
の
帝
国
主
義
的
侵
略

企
図
や
教
科
書
検
定
に
あ
ら
わ
れ
た
研
究
・
教
育
に
た
い
す
る
統
制

等
々
、
複
雑
で
流
動
的
な
国
際
状
勢
お
よ
び
国
内
状
勢
の
な
か
で
も
た

れ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
大
会
が
担
う
課
題
は
、
必
然
的
に
、
歴
史
研

究
者
が
こ
の
よ
う
な
世
界
史
的
状
況
の
な
か
で
世
界
史
変
革
の
た
め
に

ど
う
主
体
的
に
参
加
し
、
同
時
に
、
研
究
者
と
し
て
変
革
の
歴
史
法
則

」
新
し
い
歴
史
理
論
を
ど
う
構
成
し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
帝
国
主
、
携
的
歴
史
観
で
あ
る
ロ
ス
ト

ウ
Ｈ
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
近
代
化
論
が
、
そ
の
非
科
学
性
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
歴
史
学
者
の
み
な
ら
ず
隣
接
諾
科
学
者
の
問
に
急
速
に
伝
播
し
、

彼
ら
を
組
織
化
し
つ
つ
あ
る
時
点
に
お
い
て
は
、
全
く
遅
播
き
の
非
難

　
　
　
　
学
　
　
会
　
　
動
　
　
向

を
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
火
急
の
課
題
た
の
で
あ
る
。

　
「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
侵
略
戦
争
と
『
日
韓
会
談
』
に
反
対
す
る
決

議
」
や
「
教
科
書
検
定
に
関
す
る
反
対
声
明
」
の
採
択
と
い
う
熱
っ
ぼ

い
雰
囲
気
が
総
会
の
席
上
に
渦
巻
い
て
い
た
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、

原
稿
が
集
ま
ら
な
い
と
か
会
費
納
入
率
が
低
下
し
た
と
か
い
う
被
告
に

み
ら
れ
る
日
常
的
研
究
活
動
や
組
織
軽
視
と
い
っ
た
二
律
背
反
的
現
象

に
な
や
ま
さ
れ
た
の
は
、
私
だ
げ
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
に
火
急
の
課

題
認
識
と
そ
の
方
法
的
整
序
が
、
歴
史
研
究
者
の
問
で
ま
だ
果
さ
れ
て

い
な
い
証
拠
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
研
究
報
告
は
嬉
一
目
目
に
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代

・
現
代
各
部
会
の
綜
合
部
会
と
し
て
、
　
「
東
ア
ジ
ア
歴
史
像
の
検
討
」

（
遠
山
茂
樹
・
大
江
志
乃
夫
両
氏
の
撮
缶
）
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
第
二

日
目
に
は
そ
れ
を
う
げ
て
、
各
部
会
の
分
故
会
が
も
た
れ
た
。
わ
た
し

の
出
席
し
た
近
代
史
部
会
は
世
界
賓
本
主
蔑
に
お
げ
る
「
後
進
国
の
階

級
構
造
」
を
統
ニ
ァ
ー
マ
に
し
て
、
・
川
本
和
良
（
「
似
而
非
ポ
ナ
パ
ル

テ
ィ
ズ
ム
杜
会
構
成
の
原
型
形
成
」
）
、
中
村
義
（
「
形
成
期
帝
国
主
義
下

に
お
げ
る
清
末
の
階
級
構
造
）
、
権
寧
旭
（
「
日
木
帝
国
主
義
下
の
朝
鮮

労
働
事
情
」
）
の
諾
氏
が
実
に
詳
細
を
き
わ
め
た
報
告
を
行
っ
た
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
『
歴
史
学
研
究
』
三
〇
〇
号
と
三
〇
三
号
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
二
五
九
）
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載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
討
論
要
旨
も
三
〇
三
号
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の

で
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
；

　
さ
て
、
印
象
批
評
的
な
い
い
方
に
な
る
が
、
わ
た
し
だ
け
で
な
く
出

席
し
て
い
た
多
く
の
友
人
達
に
と
っ
て
も
、
本
年
度
大
会
の
圧
巻
は
何

と
い
っ
て
も
遠
山
報
告
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
遠

山
報
告
は
、
歴
史
研
究
者
が
そ
れ
に
賛
成
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず

今
後
の
歴
史
研
究
の
方
向
を
模
索
す
る
う
え
で
の
、
方
法
上
の
基
本
問

題
を
な
げ
か
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
少
し
遠

山
報
告
を
整
理
し
、
わ
た
し
な
り
に
疑
問
点
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　
遠
山
氏
の
す
ぐ
あ
と
で
ふ
れ
る
論
理
構
成
の
た
め
の
出
発
点
は
、
¢

現
在
、
東
ア
ジ
ァ
が
世
界
史
に
お
け
る
矛
盾
の
結
節
点
で
あ
り
、
帝
国

主
義
諦
国
家
の
新
械
民
地
主
義
と
そ
れ
に
た
い
す
る
民
族
的
抵
抗
が
世

界
史
総
体
の
構
逃
変
革
の
起
動
力
と
さ
え
な
っ
て
い
る
、
　
こ
の
新
し

い
此
界
史
舳
造
の
実
践
に
ど
う
参
加
し
て
ゆ
く
か
が
わ
れ
わ
れ
の
閉
雌

で
あ
り
、
　
そ
の
た
め
に
は
、
□
本
帝
困
主
義
が
新
し
い
世
界
吏
の
発

展
方
向
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
た
役
割
を
も
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
（
二
六
〇
）

れ
わ
れ
日
本
人
民
が
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
を
も
っ

て
い
る
か
を
自
覚
し
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
遠
山
氏
は
「
東
ア
ジ
ア
を
核
と
す
る
世
界

史
認
識
」
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
、
一
そ
の
論
理
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
世
界
史
と
い
う
の
は
「
発
展
段
階
・
杜
会
経
済
構
成
体
を
異
に
す
る

諸
民
族
の
歴
史
の
構
造
的
な
複
合
体
」
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぼ
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ア
史
学
や
ソ
ビ
エ
ッ
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー
『
世
界
史
』
の
よ
う

な
、
世
界
史
の
発
展
段
階
を
先
進
国
を
基
準
と
し
、
先
進
国
の
発
展
段

階
が
後
進
国
の
歴
史
発
展
を
規
制
し
、
後
進
国
は
先
進
国
の
あ
と
を
追

っ
て
そ
の
発
展
段
階
ま
で
達
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
と
ら
え

ら
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
後
進
国
が
先
遊
国
の
歴
史
に
反

作
用
を
お
よ
ぽ
す
と
い
う
閉
題
が
見
落
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
複
合

体
と
し
て
の
世
界
史
の
「
構
造
と
発
展
法
則
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ

る
」
と
い
う
局
面
も
評
価
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
世
界
史

の
時
代
区
分
は
そ
の
構
造
の
基
本
的
変
化
を
指
標
」
と
Ｌ
て
改
め
て
設

定
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の
指
標
に
も
と
づ
い
て
、
世
界
史
は
、

○
ｏ
古
代
世
界
帝
国
の
時
代
…
…
古
代
世
界
帝
国
の
伽
域
を
単
位
と
す
る

　
複
数
の
歴
史
的
世
界
の
並
立
時
代
。



の
古
代
世
界
帝
国
解
体
過
程
の
時
代

倒
資
本
主
義
の
世
界
市
場
形
成
過
程
の
時
代

↑
ｏ
帝
国
主
義
の
時
代

旧
帝
国
主
義
崩
壌
過
程
の
時
代
（
第
二
次
大
戦
後
の
時
代
）

と
い
う
五
っ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
遠
山
氏
は
、
大
会
報
告
で
は
岬
、

↑
ｏ
、
伺
の
時
代
を
取
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
構
造
的
特
徴
点
の

み
を
述
べ
ら
れ
た
。
岬
～
旬
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
¢
世
界

資
本
主
義
な
い
し
帝
国
主
義
の
法
則
が
前
近
代
的
杜
会
構
成
体
を
も
つ

諸
民
族
の
歴
史
発
展
の
法
則
と
激
突
し
、
そ
の
激
突
を
通
し
て
前
者
の

法
則
が
勝
利
し
貫
徹
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
，
世
界
資
本
主
義
の
矛
盾
は

拡
大
し
、
し
か
も
そ
の
抵
抗
運
動
が
↑
り
以
後
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

的
性
格
を
も
つ
こ
と
、
　
こ
う
し
た
世
界
史
の
発
展
構
造
を
と
ら
え
る

た
め
に
は
、
世
界
史
総
体
の
も
つ
矛
盾
の
結
節
点
と
し
て
の
地
域
史
と

り
わ
げ
東
ア
ジ
ア
の
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ

ー
な
ら
、
閉
の
時
代
に
は
欧
米
資
木
主
義
の
「
植
民
地
化
政
策
に
直
面
し

た
諾
民
族
は
相
互
に
依
存
し
あ
い
、
あ
る
い
は
対
抗
し
あ
う
と
い
う
具

体
的
関
連
も
つ
こ
と
に
お
い
て
地
域
史
を
構
成
し
、
↑
ｏ
伺
の
時
代
に
も

東
ア
ジ
ァ
は
帝
国
主
義
の
世
界
史
的
矛
盾
の
結
節
点
・
爆
発
点
を
な
す

地
域
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
学
　
　
会
　
　
動
　
　
向

　
　
　
　
鼻

　
こ
の
よ
う
に
、
遠
山
氏
は
、
複
合
体
と
し
て
の
世
界
史
の
構
造
の
基

本
的
変
化
を
指
標
と
し
て
新
し
い
時
代
区
分
を
提
唱
す
る
と
と
も
に
、

地
域
史
と
り
わ
げ
東
ア
ジ
ア
地
域
史
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
世
界
史
の

構
造
の
な
か
に
位
置
づ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
史
の
発
展
法
則
と

一
国
史
の
発
展
法
則
と
を
有
機
的
・
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
積
極
的
試
み
は
高
く
評
価
す
へ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
提
唱

に
は
い
く
っ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
紙
数
の
関
係
上
、
ま
ず
、
素
朴
な
疑

念
だ
け
を
こ
こ
で
は
提
出
し
て
お
こ
う
。

¢
た
し
か
に
、
あ
る
一
定
の
時
代
の
世
界
史
は
、
発
展
段
階
を
異
に
す

る
諸
民
族
の
複
合
体
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
疑
い
も
な

い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
遠
山
氏
が
設
定
さ
れ
た
五
っ
の
時
代
区
分
の

た
め
の
指
標
で
あ
る
「
構
造
の
娃
本
的
変
化
」
の
内
容
に
つ
い
て
疑
問

が
わ
く
。
遠
山
氏
は
、
世
界
史
の
「
構
造
」
を
「
基
本
的
」
に
「
変
化
」

さ
せ
る
も
の
と
、
マ
ル
ク
ス
の
設
定
し
た
一
同
史
の
「
構
造
の
基
本
的

変
化
」
Ｈ
発
展
段
階
と
の
論
理
的
連
関
に
っ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
止
諦
民
族
は
先
遊
諾

民
族
に
お
く
れ
な
が
ら
も
同
一
の
道
を
た
ど
る
と
入
る
こ
と
や
先
進
国

家
が
後
進
比
族
な
い
し
国
家
を
一
方
的
に
規
制
す
る
－
、
し
い
っ
た
考
え
方

は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
民
族
運
動
の
世
界
史
に
果
し
て
い
る
役
割
か
ら
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一
）
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す
る
と
き
正
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
理

由
だ
げ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
発
展
段
階
説
を
世
界
史
の
時
代
区
分
の
さ

い
に
事
実
上
否
定
し
去
る
に
は
充
分
で
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
マ

ル
ク
ス
に
お
げ
る
　
「
構
造
の
基
本
的
変
化
」
　
と
は
生
産
力
と
生
産
関

係
の
矛
盾
を
通
し
て
の
杜
会
構
成
体
の
変
化
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に

た
い
し
て
、
遠
山
氏
に
お
い
て
は
国
家
な
い
し
民
族
の
問
題
と
し
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
世
界
と
い
う
場
に
お
い
て

は
、
国
家
な
い
し
民
族
問
の
対
立
１
１
抗
争
な
い
し
連
帯
が
現
象
上
の
す

べ
て
を
お
お
い
つ
く
上
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
世
界
史
の
動
向
を
決

定
づ
げ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
国
家
と
い
う
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
上
部
構
造
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ

の
下
部
構
造
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
遠
山
氏
に
と
っ
て
も
ｎ
明
の
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぼ
、
下
部
構
造
を
規
定
要
因
と
す
る
世
界
史
の
構
遊
把
握
と
い
う
悦

伯
に
た
た
な
い
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
杜
会
発
展
の
法
則
を
世
界
史
に

発
贋
的
に
適
用
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
数
年

前
に
此
界
的
規
模
で
論
争
が
行
わ
れ
た
一
困
史
の
時
代
区
分
に
か
ん
す

る
論
争
は
、
わ
が
国
で
も
ま
だ
結
着
を
み
て
い
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
一

国
史
の
時
代
区
分
の
理
講
的
・
実
証
灼
指
標
に
つ
い
て
の
整
現
が
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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充
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
世
界
史
の
時
代
区
分
が
い
か

に
む
ず
か
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
遠
山
氏
の
大
胆

な
提
議
は
、
た
し
か
に
一
国
史
の
内
部
だ
け
で
時
代
区
分
を
論
じ
る
方

法
に
た
い
す
る
、
あ
る
い
は
ま
た
、
先
進
国
を
基
準
に
す
る
世
界
史
の

時
代
区
分
に
た
い
す
る
手
痛
い
批
判
と
し
て
の
積
極
面
を
も
っ
。
て
い
る

こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
一
国
史
の
発
展
法
則
な
い
し
時
代

区
分
の
方
法
と
世
界
史
の
そ
れ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
論
的
・
実
証
的
に

接
合
す
る
か
、
と
い
う
基
本
的
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
た
と
え
ぱ
、
一
国
史
の
法
則
的
発
展
と
い
う
局
面
か
ら
い
え

ぱ
、
封
建
制
は
古
代
的
な
も
の
よ
り
進
歩
し
た
段
階
で
あ
り
、
そ
の
構

造
変
化
を
確
定
す
る
た
め
に
中
世
史
家
た
ち
は
農
奴
制
の
成
立
や
中
世

国
家
の
究
明
に
全
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。
遠
山
氏
に
お
い
て
は
、
似
の

古
代
帝
国
の
解
体
過
程
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
の
時
代

を
中
世
的
世
界
の
形
成
と
し
て
と
ら
え
で
．
は
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う

問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
遠
山
理
論
の
積
極
面
の
一
つ
と
し
て
、
一
国
史
の
発
腿
法
則
を
み
る

場
合
に
此
界
史
と
の
柵
互
作
用
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
で
あ

れ
そ
う
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
い
い
か

　
　
　
　
○



え
る
と
、
世
界
史
的
状
況
が
一
国
史
を
完
全
に
規
制
す
る
時
代
と
必
ず

し
も
規
定
的
役
割
を
も
た
な
い
時
代
と
が
あ
る
ｃ
遠
山
氏
も
こ
の
点
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
氏
の
場
合
に
は
、
そ
の
区
別
が
あ
支
り
明

確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
産
力
が
低
く
、
労
働
過
程
構
造
し

た
が
っ
て
再
生
産
構
造
に
お
い
て
格
段
の
ち
が
い
が
民
族
な
い
し
国
家

問
に
お
い
て
み
ら
れ
な
い
古
代
的
・
封
建
的
世
界
史
の
時
代
に
お
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
世
界
史
は
構
成
さ
れ
ず
、
地
域
史
と
い
う
範
囲
す
ら
厳

密
な
意
味
で
は
構
成
さ
れ
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
時

代
に
お
い
て
も
、
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
世
界
、

オ
リ
エ
ン
ト
の
世
界
、
イ
ソ
ド
巾
心
の
世
界
、
巾
国
を
巾
心
と
す
る
世

界
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
毎
実
で
あ
る
。
だ
が
閉
魑
は
、

こ
れ
ら
の
複
数
の
歴
史
的
此
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
お
げ
る
国
際
構

遣
と
一
同
的
構
造
と
の
有
機
的
関
連
な
る
も
の
が
、
災
し
て
、
一
国
の

構
造
を
旧
際
構
迭
が
変
化
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
と
し
て
作
用
し
た
の
か

ど
う
か
に
あ
る
。
こ
れ
は
氏
の
区
分
に
よ
ろ
姑
三
の
時
代
以
峰
の
特
徴

を
閉
確
に
し
て
お
く
た
め
に
も
必
要
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
市
代

的
・
巾
阯
的
此
界
に
ボ
げ
る
一
岡
火
と
甘
界
史
と
の
構
遣
的
関
連
お
よ

び
法
川
休
と
近
代
以
峰
に
お
け
る
そ
れ
と
を
ｎ
一
税
し
て
い
い
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
，
そ
れ
は
実
江
の
閉
雌
よ
り
以
上
に
珊
論
の
閉

　
　
　
　
学
　
　
会
　
　
動
　
　
向

題
で
あ
る
。

　
一
国
史
の
発
及
法
則
が
促
進
さ
れ
、
あ
る
い
は
飛
躍
し
て
、
い
わ
ゆ

る
単
系
発
展
的
法
則
を
歪
曲
し
は
じ
め
る
の
は
、
遠
山
氏
の
時
代
区
分

で
い
え
ぱ
、
塘
三
の
資
本
主
義
の
世
界
市
場
形
成
過
程
の
時
代
以
後
の

こ
と
で
あ
る
。
生
産
力
お
よ
び
再
牛
産
構
造
し
た
が
っ
て
ま
た
国
家
問

の
格
差
は
、
こ
の
時
代
と
り
わ
け
産
業
革
命
以
後
に
決
定
的
と
な
る
。

だ
が
、
同
時
に
、
植
民
地
な
い
し
半
植
民
地
の
民
族
運
動
の
あ
り
方
を

規
制
し
あ
る
い
は
方
向
づ
け
る
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
Ｈ
ブ
ル
ジ
ョ

ァ
国
家
体
制
で
あ
り
、
そ
の
経
済
構
造
と
し
て
の
筑
木
主
義
体
制
で
あ

る
。
こ
の
抑
圧
と
抵
抗
の
過
程
が
一
国
吏
的
発
展
法
則
の
促
進
な
い
し

飛
躍
を
生
む
。
世
界
史
は
、
こ
の
時
代
以
後
に
、
は
じ
め
て
複
合
体
と

七
て
の
構
造
的
特
徴
を
も
っ
に
至
る
。
　
「
外
圧
に
対
抗
」
す
る
諾
民
族

問
の
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
な
依
仔
と
対
抗
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
右

の
よ
う
な
内
容
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
た
か
ろ
う
か
。
同
じ
こ

と
は
、
第
四
の
時
期
の
、
と
り
わ
け
一
九
一
七
年
以
峰
に
お
け
る
世
界

史
の
構
造
矛
膚
に
っ
い
て
も
指
柵
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
四
、
第

兀
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
紙
放
の
関
係
上
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ

と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
藤
　
埼
）

三
（
二
六
三
）



■

立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
日
本
経
済
政
策
学
会
第
二
十
二
回
大
会

　
春
雨
が
け
む
る
五
月
二
十
九
日
（
土
）
三
十
日
（
日
）
の
両
日
、
「
日

本
経
済
政
策
学
会
」
第
二
十
二
回
大
会
が
立
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。

本
学
部
か
ら
は
、
井
上
厳
次
郎
会
員
、
山
田
邦
臣
く
吾
貝
、
筆
者
の
三
名

が
参
加
し
た
。

　
一
日
目
は
、
第
一
部
会
と
猪
二
部
会
に
分
か
れ
、
各
「
裸
告
」
を
め

ぐ
っ
て
、
質
議
応
容
が
展
開
さ
れ
た
。
第
一
部
会
は
い
わ
ゆ
る
”
地
域

閉
発
”
閉
題
を
研
究
、
討
論
の
柱
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
徹
告
が
な
さ

れ
た
。
．

　
藤
井
隆
く
ム
員
（
名
古
屋
大
）
の
「
地
域
開
発
と
経
済
力
集
中
」
、
　
酒

井
正
三
郎
会
員
（
南
山
大
）
　
の
　
「
中
部
経
済
圏
の
圏
城
両
定
に
つ
い

て
」
、
　
平
町
再
久
雄
公
貝
（
禍
岡
大
）
の
「
北
九
州
工
場
地
柑
の
経
済

構
遣
と
機
械
丁
菜
」
、
　
西
岡
久
雄
八
ム
員
（
肯
山
学
院
大
）
の
「
い
わ
ゆ

る
二
大
地
城
…
…
越
に
つ
い
て
ｉ
特
に
地
城
閉
校
差
に
つ
い
て
１
」
、
　
吉

汰
栄
蔵
会
以
（
東
海
大
）
の
「
沽
業
立
地
診
断
の
火
態
－
静
岡
県
中
小

企
業
指
導
所
の
火
絞
の
評
価
」
で
あ
っ
た
。

　
姑
二
郁
会
は
、
わ
が
固
の
咋
業
構
追
に
閉
胆
点
を
み
い
だ
し
、
槻
状

分
析
を
ふ
ん
ま
え
た
上
で
展
｝
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
た
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
二
六
四
）

汽
井
金
之
助
会
員
（
需
要
研
究
所
）
に
よ
っ
て
「
わ
が
国
食
品
工
業
の

構
造
と
発
展
方
向
」
が
報
告
さ
れ
、
百
々
和
会
員
（
神
戸
大
）
に
よ
っ

て
は
、
　
「
産
業
組
織
政
策
と
競
争
の
有
効
性
基
準
」
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
第
二
剖
会
は
、
い
わ
ゆ
る
”
二
つ
の
経
済
体
制
”
に
焦
点

を
お
き
、
後
藤
文
利
会
員
（
近
畿
大
）
が
「
”
近
代
杜
会
主
義
”
概
念
」

と
題
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
面
八
ら
閉
題
設
定
を
な
し
、
長
尾
周
也
会
員

（
竜
谷
大
）
に
よ
っ
て
「
資
本
主
義
経
済
体
制
と
階
級
構
造
」
が
問
わ

れ
、
秋
山
穣
会
員
（
都
立
煩
期
工
大
）
に
よ
っ
て
特
定
の
国
の
現
実
問

趣
の
状
況
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
照
射
し
、
　
「
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
蓄

稜
構
追
と
国
家
投
賓
・
公
債
・
令
融
政
策
」
と
越
す
る
研
究
成
果
が
報

告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
二
Ｈ
目
は
、
共
通
論
魑
．
「
現
代
世
界
の
経
済
体
制
と
維
済
政
策
」
と

い
う
統
一
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
四
っ
の
分
析
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
接
近
が
試
み
ら
れ
た
。

　
ま
ず
第
一
の
閉
雌
視
点
「
資
本
十
工
義
体
側
の
雌
近
の
変
化
と
そ
の
経

済
政
策
」
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
　
（
帆
作
者
、
力
石
定
一
会
ほ
一
〈
法

政
大
〉
討
論
者
、
宮
崎
犀
一
会
貰
く
旧
学
院
大
Ｖ
）
。
犯
二
の
そ
れ
は

「
礼
会
主
炎
体
側
の
批
近
の
変
化
と
そ
の
経
済
政
策
」
は
ど
の
よ
う
で



あ
る
か
。
　
（
報
告
者
、
木
原
正
雄
会
員
く
京
郁
大
Ｖ
討
論
者
、
加
藤
寛

会
員
く
慶
応
大
Ｖ
）
。
　
以
上
貧
本
主
表
な
ら
び
に
杜
会
主
表
の
而
体
制

を
個
別
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
そ
れ
の
規
実
的
”
題
状
汎
と
そ
れ
に
対
す

る
政
災
的
対
応
関
係
を
吟
味
Ｌ
、
し
か
る
後
、
第
三
の
視
点
が
国
際
的

諦
関
係
に
設
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
両
体
制
の
変
化
と
困
際
経
済
政

策
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
（
報
合
者
、
水
田
博
会
員
く
国
学
院
大
Ｖ
討
論

者
、
久
保
田
順
八
ム
負
〈
関
東
学
院
大
〉
）
。
以
上
、
両
休
制
の
イ
、
ク
叫

的
分
析
を
ふ
ん
ま
え
た
上
で
、
で
は
わ
が
国
の
経
済
は
今
後
ど
の
よ
う

な
進
歩
で
ど
こ
へ
む
け
て
ゆ
こ
う
と
Ｌ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
閉
胆

が
必
然
的
に
閉
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
た
わ
ち
第
四
の
視
点

「
両
体
側
の
変
化
と
口
木
経
済
政
策
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
報
作
者
、
小

林
義
雄
会
呉
く
専
修
大
Ｖ
討
論
者
、
中
村
隆
英
八
台
貝
く
東
京
大
Ｖ
）
。

　
共
迦
論
越
を
め
ぐ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
た
四
つ
の
分
析
視
角
の
も
と

で
批
皿
な
批
作
が
た
さ
れ
る
と
と
も
に
、
沽
発
な
貫
議
応
容
が
淡
閉
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浜
崎
正
規
）

学
　
　
会

動
　
　
向

一
五
　
（
二
六
五
）


