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ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

藤

縄

謙

三

ハ
ヨ

　

さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

一

八

・
七
世
紀
の
問
に
人
口
過
剰
の
た
め
、
牧
畜
を
圧
倒
し
て
穀
物
栽
培
が
普
及

し
、
牧
地
や
斜
面

の
林
ま
で
が
耕
地
化
さ
れ
、
ま
た
耕
地
を
休
閑
さ
せ
る
余
裕
も

ソ
ロ
ン
の
改
革
の
直
前
に
お
け
る
ツノ
テ
ナ
イ
の
政
治
的
社
会
的

事
情

に

つ
い

な
く
な

っ
た
。
そ
の
た
め
土
地
が
荒
れ
、
地
味
が
哀
え
た
た
め
、
ア
ッ
チ
ヵ
の
農

て
、
最
も
明
確
董

覆

伝
、蓬

撰

し
て
い
る
の
は
、
マ・
リ

ス
ト
テ

レ
毛

あ

民

は
一
般
的
危
機

覧

舞
わ
れ
た
が
、
そ
の
上
や
が
て
外
国
穀
物
の
輸
入
が
始
ま

る
が
、
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

つ
た
た
め
・

肩

不
利
な
事
態
に
な

っ
た
。
富
裕
な
貴
族
に
と

そ

は
、
事
態
が

彼
ら
の
国
制

は
他

の
点
で
も
全

く
寡
頭
的
で
あ

っ
た
が
、
と
く
に
貧
民
に
至

っ
て
は
男
も

こ

こ
ま

で
進

ん

で

は
・

負
債

の
取

り
立

て

は

望

ま

れ
な

く

な

っ
た

し
、

他

方

で

は

難

誌
雛

矯
郵

舞

塾

拶
"
弱

驚

射

碧
持

穀
物
栽
培
か
ら
果
難

培
へ
の
切
り
葉

発

だ
た
め
、
常
時
労
男

の
必
要

べ
て
の
壷

は
少
警

の
手
に
あ
・
た
・
そ
し
て
も
し
賃
貸
料
を
支
払
わ
霧

合
に
は
・

性
が
少
く
な

っ
た
か
ら
、
農
奴
の
如
き
者
を
蟹

し
て
日
傭
労
働
者
を
傭
う
方
が

当
人
も
そ

の
子
供

も
奴
隷

に
さ
れ
た
・

そ
し

て
ソ

ロ
ソ
の
時

ま
で
は
・
借
金

に
は
誰

で
も

有

利

と

な

っ
て

い
た
。

ソ

ロ

ン

の

改

革

は

か

か

る
経

済

上

の
新

事

態

に
適

合

す

身
体
を
抵
当
に
し
た
の
で
あ

っ
た
・

そ

こ
で
大
衆

に
と

っ
て
は
当
時

の
制
度

の

る

も

の

で
あ

っ
た

。

ソ

ロ

ソ
が
帳

消

に
し

た
負

債

と

は
、

身

体

を
抵

当

と

し

て

の

中

で
奴
隷
と
な
る
の
が
最
も
苦
痛
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ

の
他
の
点

に
つ
い
て
も

負

債

だ

け

で
あ

り

、

石

標

(湖、へも
も
(
)

を
取

払

っ
た
あ

と

の
土

地

は
債

権

者

の

所

有

彼

ら
は
不
満

で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
謂

わ
ば
何
物

に
も
与

り
得
な

か

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

と

さ

れ

、

新

し

い
自

由

な

る
経

営

に
委

ね

ら

れ

た

の
だ

と

解
釈

す

べ
き

で
あ

る

。

も

し
も

、

こ
れ

が
事

実

で
あ

っ
た

と
す

れ

ば
、

ソ

ロ

ソ
が
調

停

者

と

し

て
武

力

を

そ

れ

故

に

こ
そ

貴

族

た

ち

は
改

革

を

黙

認

し

た

の
で

あ

る

と

。

用

い
ず

に
、

負

債

帳

消

の
如

き
明

ら

か

に
支

配

階

級

の
利

益

に

反
す

る
改

革

を
断

し

か

し
、

こ

の
説

は
大
胆

な

想

像

に
基

い

て
お

り
、

し

か

も

一
つ

の
謎

を

解

く

行

し
得

た
事

実

は
、

如

何

に

し

て

も

理

解

し
難

い

こ
と

で
あ

ろ

う
。

否

、

そ

れ

よ

た

め

に
、

更

に
も

っ
と

大

き

な

謎

を
作

っ
て
し

ま

う

こ
と

に
な

る
。

も

し

ソ

ロ

ン

り

先

ず

、

民
衆

が

何
故

こ
れ

ほ
ど

一
般

的

な
経

済

的

危

機

に
見

舞

わ

れ

た

の

か

と

の
時

に
、

石

標

を

除

去

し
た

の
ち

の
土

地

が
債

権

者

の
所
有

に

な

っ
た

の

な

ら

い
う

こ
と

が
、

そ

も

そ

も

不
思

議

な
問

題

と

な

ろ

う
。

最

近

で
も

フ

レ

ン
チ

の
如

ば

、

「
す

べ

て

の
土

地

は

少

数

者

の

手

に

あ

っ
た
」

と

い

う
状

態

が
、

こ

こ
で
益

く

、

こ

の
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

の
言

葉

を

そ

の
ま

ま

受

け

と

る
学
者

も

あ

る
。

フ

レ

々
確

固

と
定

ま

っ
た

こ
と

に
な

る

。

と

こ
ろ

が

五

世

紀

に

は
中

小

土

地
所

有

が
支

ソ
チ

は
、

次

の
如

く

想

定

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

か

か

る

不

思
議

な
問

題

は
解
決

配

的

で
あ

り

、

大

地

主

が

余

り

見

ら

れ

ぬ
状

態

で
あ

っ
た

こ
と

は
、

ほ
ぼ
確

実

で

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六

一



ソ

ロ

ン

の

改

革

の

脈

景

工

ハ
ニ

　
ヨ

　

あ

る
。

も

し

フ

レ

ン
チ

の
説

が
正

し

い

と
す

れ

ば

、

如

何

に

し

て

か

か

る
状

態

ヘ

ロ

ン
が
惜

主

た
ら

ん

と

し

て
、

そ

の

一
味

と
と

も

に

ア
ク

ロ
ポ

リ

ス
を

占

領

し
た

到

達

し

た

の

か

と

い
う

こ
と

が
、

ま
す

ま

す

説

明

困

難

と

な

る
。

も

ち

ろ

ん

ペ
イ

と
き

(
六

三

六
ま

た

は
三

二
年
)

の
ア

テ

ナ

イ

人

の
行

動

を

、

次

の
如

く

説

明

し

　
ユ

　

シ

ス
ト

ラ
ト

ス
は

亡
命

貴

族

の
土

地

を

分

配

し

た

か
も

知

れ

ぬ

が
、

も

し

そ
れ

が

て

い

る
。

も

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

大

規

模

な

も

の

で
あ

っ
た
と

す

れ

ば

、

そ

の
伝

え

が

な

い

は
ず

は
な

い

と
考

え

ら

そ
れ
を
知

っ
た
ア
テ
ナ
イ
人
は
田
野
か
ら
総
出
で
彼
ら
を
伐

つ
た
め
加
勢

に
押

し
寄
せ
、

れ

る

か

ら

で
あ

る
。

そ
の
前
面
に
陣
取

っ
て
攻
囲

に
と
り
か
か

っ
た
。
し
か
し
時

が
た
つ
う
ち
に
ア
テ
ナ
イ
人

そ
れ

故

に
私

た

ち

は
、

む

し

ろ

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
言

葉

が
果

し

て
充

分

に
信

は
そ

の
封
鎖
に
厭
き
、
当
時
は
国
政

の
大
部
分
を
九
人
の
ア

ル
コ
ン
が
執
行
し
て
い
た

の

頼

に
価

い
す

る

の

か

ど
う

か
を

、

先

ず

問

題

に
す

べ
き

で
あ

ろ

う

。

事

実

、

こ

の

で
、
そ

の
九
人
の
ア
砂
ロ
α
疏
轡
備

遭

ピ
任
し
、
最
善

と
判
断
す
る
と

.L
う
に
従

っ
て
万

言

葉

を
疑

う

の

が
・

学

者

問

で

の
支

配

的

傾

向

だ

と
言

え

る

よ

う

で
あ

禽

例

え

事
処
理
す
る
よ
う
に
全
箏

委

ね
た
う
、兄
、
大
多
数
の
者

は
立
ち
去

.
た
。

ば
ブ
ゾ
ル
ト
は
・
内
地
や
沿
海
地
パ
ラ
リ
ア
に
は
自
由
農
民
層
が
存
在
し
・
ま
た

こ
の
箇
所
は
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

一
般
に
は
、
農
民
た
ち
が
当
時
は

山
地
デ

・
ア
ク
リ
ア
の
住
民
の
多
く

は
・
自
由
な
る
小
肇

牧
者
で
あ

っ
た
と
想

未
だ
貴
族
支
配
に
対
し
て
反
感
を
も

.
て
お
ら
ず
、
墳
鞍
た
ち
に
召
集
さ
れ
て
、

定
し
て
い
勉

こ
こ
で
私
は
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ら
の
点
ξ

い
て
吟
味
し
て
・
ソ

従
順
に
集

っ
な

L
と
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ツ
キ

ュ
デ
ィ

ロ

ソ
の
改

革

の
政

治

的

社

会

的

背

景

を
明

ら

か

に

し
・

更

に

そ

れ

に
対

す

る

ソ

ロ

デ

ス
の
言

葉

を

そ

の

ま

ま
信

ず

れ

ば

、

農

民

た

ち

は
集

合

す

る

の
も

解

散

す

る

の

ソ
の
立

場

を
考

察

し

て

み

た

い

と
思

う

・

も

、

自

発

的

で
あ

っ
た
ら

し

い

し
、

し

か
も

.L
の
場

ム
ロ
の
如

く

多

数

集

ム
ロ
す

れ

ば

、

国

家

の
主

権

を
構

成

す

る

の

で
あ

っ
た
。

ア
リ

ヌ
ト

テ

レ
ス
な

ど

が
描

く
貴

族

政

(
-
)

》
.一、什。
酔Φ
】①、
・
》
9
・
円Φ
のo
・・
戸

b。
壷

。h

H<
・
㎝
-
<
・
ド

期

ア

テ

ナ

イ

の
事

情

を
根

拠

と

し

て
、

こ

の

ツ

キ

ュ
デ

ィ
デ

ス
の
伝

え

を
訂

正

す

(
2
)

〉
,
閏
吋Φ昌
。
互

↓
『
①
国
8
旨
。
巨

。
しd
固
。
百

門。
ロ
目、麟

酔。
ω
。
一。
壽
.。,
国
①
h。
.目
。。
.
Ω
薗
。。、
.

る
必

要

は
な

い

と
私

は
思

う
。

か

か

る
事

情

に
あ

っ
た

こ

と
を

裏

づ

け

る
証

拠

が

O
ロ
9
H一.
昌
.。。
.
〈
。
一.
≦
.
お
9
.

外

に

も
あ

る

か

ら

で
あ

る
。

(
3
)

村
川
堅
太
郎

戻

主
端

に
於
け

る
ア
テ
歪

ア

.
チ

カ
L
(悉

ゴ
雑

誌
、
互

同

じ
く

ツ
キ

ュ
デ

・
デ

ス

は
・

ぺ

。
ポ

ネ

ソ

義

争

開

始

の
際

の
ア

テ
ナ

イ

人

(4
)
趣

喝
)撃

諺

..
翼

二

ψ
ωー

ー

;

昌量

躍

城
に
関
芒

て
、
太
古
以
来
の
ア
ッ
チ
カ
の
事
情
を
次
の
如
読

明
し
て
い

■

・

る

。

類
冨
↓O
目団

O
臣
け,
Φ

》
一ゴ
Φ
ロ
茜
口

O
o
口
の二
叶賃
ゴ
O
P

冒
・
Q◎
QQ
■

(
5

)

ρ

ゆ
塁

。
拝

O
昌

ω
富
讐
む。さ

旨
創
9

切
匹
・
口
.
(H
㊤
卜。
㊦
)
0。
。
"
。。
b。
噸

全

く

古

い
時

代

か
ら

ア

テ
ナ

イ

人

は
他

国

の
人

々
以

上

に
、

そ
う

し

て

(
田

野

で
常

に
生

活

し
慣

れ

て

)
来

た

の

で
あ

っ
た

。

ア

ッ
チ
カ

は

、

ケ

ク

ロ
プ

ス

の
時

代

や

テ

セ
ゥ

ス
以

二

讐
訓
讐
隷砺
戦
務
冥
肺
蘇
馨
研搬融
い
.隷
鮪
蒙
舗

へ
集

ま
る

こ
と
も
せ
ず

、
各

4
独
自
で
政
治
を
行

い
、
ま
た
評
議

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

先

ず

指

摘

す

べ
き

こ
と

は
、

ア

ッ
チ

ヵ

は
全

体

と

し

て
見

ら

れ

た
場

合

に

は
、

そ
れ
ど

こ
ろ
か
・

エ
レ
ウ

シ
ス
の
入
々
が

エ
ゥ

モ
ル
ポ

ス
と
と
も
に
・

エ
レ
ク
テ
ゥ

ス
と

ソ

ロ

ン

の
改

革
前

に

お

い

て
も

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
伝

え

る
如

き

事

態

が
起

り

戦

っ
た

よ
う
に
、
互

い
に
戦
争
を
し
た
も

の
も
あ

っ
た
。

し
か
し
テ

セ
ウ

ス
が
王
と
な

っ

難

い
政

治
的

体
制

に
あ

っ
た

ら

し

い

こ
と

で
あ

る
。

ツ

キ

ュ
デ

ィ
デ

ス
は
、

キ

ュ

て
か
ら

、
彼

は
他

の
点
で
も
国
土
を
整
え
た
が
、

ま
た
他

の
諸
ポ
リ

ス
の
評
議



所

や
役
職
を
廃
止
し
、
唯

一
の
評
議
所
と
役
所

と
を
指
定

し
て
、
万
人
を
現
在
の
ポ
リ

ス

ッ
チ

ス
」

に

つ

い

て
、

ヴ

ィ
ラ

モ
ー

ヴ

ィ
ツ

は
現

存

断

片

か

ら
、

ナ

ウ

ク

ラ

リ

ア

へ
と
集
住

さ
せ
た
。
そ
し
て
各
人

に
従
来
通
り
自
領
を
享
有
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け

を

や

ト

リ

ッ
テ

ユ
ス
の

如

ぎ
地

方

的

制
度

の

こ
と

を

記
述

せ
ず

、

ま

た

マ
ラ
ト

ソ
や

唯

一
の
ポ
リ

ス
と

し
て
用
い
る

よ
う
に
強
制
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

こ
の
ポ
リ
ス
は

エ

レ
ウ

シ

ス

の
如

き

地

方

の
伝

承

な

ど

も
無

視

し

た
ら

し
く

、

中

心
市

本

位

の
年

今

や
万
人

が
そ
れ

に
學

る
.」
と
に
な
り
、
大
婁

も

の
と
な

。
て
、
テ
セ
ウ

ス
に
ょ
り

代

記

で
あ

っ
た

と

推
定

し

て
い

㍍

ご

L
れ

に

対

し

て

ヤ

コ
ビ

・
が
詳

細

な

る
研

究

後

の
人
々
に
伝
え
ら
れ
た
の
誘

る
.

か
く

て
ア
テ
ナ
イ
人

は
、
長

い
間

田
野

に
基

き

・

ヲ

・
チ

ス
L

は
統

菌

家

ア

一ブ
ナ

イ

の
年

代

記

で
あ

そ

、

ケ

ク

・

繁

御
剛
謹

聲

嚢

ギ
蔭
、紫

難

姉
簿

麺

鱗

プ
乏

よ
る
ア
ッ
チ
カ
の
+
二
地
方
区
含

プ
セ
ゥ
ス
の
シ
ュ
ノ
冒
キ
覇
モ
順
、

戦
争
ま
甫

野
浜

ぞ

豪

こ
ぞ
ぞ

定
住
し
て
い
た
の
で
・
荏

響

暴

ら
ぬ
こ

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
制
度
、
こ
の
三

つ
の
発
展
段
階
を
把
握
し
て
し
券

あ

そ

と

で
あ

っ
た
。

彼
ら
は
家

を
・
ま
た
太
古
以
来

の
政
治
組
織
に
由
来

し
常
に
彼

の
限

り

に

お

い

て
、

地

方

の

こ
と

を

も

包

括

し

て

い
た

と
反

駁

し

て

い

る

。

し

か

ら

に
と

っ
て
父
祖
伝
来

の
も

の
で
あ

っ
た
神
殿
を
も
、
置
き
去
り

に
し
、

各

々

し
、

そ
う

と
す

れ

ば

、

統

一
国

家

ア

テ

ナ

イ

を

自

明

の
前

提

と

し

て

い
た

わ

け

で

自
身

の
ポ
リ

ス
を
見
捨

て
る
に
等

し
い
こ
と
を

し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
か
ら

。

あ

り

、

ア

ッ
チ

カ

全

体

が

有

機

的

に
統

一
さ

れ

て

い
な

か

っ
た

ク

レ
イ

ス
テ

ネ

ス

こ

の
箇
所

そ

の
も

の
は

有

名

な
箇

所

で
あ

る

が
、

た

だ
先

き

に
引

用

し

た
箇

所

か

以

前

の
時

代

に
関

し

て

は
、

中

心

市

本

位

で
地
方

の
事

惰

が

軽
視

さ

れ

る

こ
と

に

ら
知

ら

れ

る

キ

ュ
ロ

ン
の
乱

の
頃

の
事

情

が

、

か

か

る
確

乎

た

る
歴

史

的

背

景

の

な

っ
て

い

た

は
ず

で
あ

る
。

中

に
位

置

す

る

も

の

で

あ

る

こ
と

に
注

意

し

た

い
。

キ

ュ
ロ

ソ
の
乱

の
際

の
農

民

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
国

制

史

は
、

こ

の

「
ア

ッ
チ

ス
」

に
依

拠

す

る

こ
と

大

で

の

動

き

が

自
発

的

で

あ

っ
た

の
は

、
右

に
見

ら

れ

る
如

き

農

村

に

お
け

る
自

治

的

あ

っ
た

は
ず

で
あ

り

、

か

か

る
視

野

の
限

界

を

も

っ
た
伝

承

を

継

ぐ

も

の

で
あ

っ

生

活

を

基

盤

と

し

て

の

こ
と

で
あ

っ
た

の

で
あ

る

。

ま

た
農

民

た

ち

は

包
囲

に
厭

た

と
考

え
ら

れ

る
。

そ
う

と
す

れ
ば

、

ソ

ロ

ソ
の
改

革

直

前

の
状

態

に

つ
い

て

の

き

て
や

が

て

田
舎

へ
帰

っ
た

と

云

わ

れ

て

い

た

が
、

中

央

の

こ

と

に
余

り
関

与

せ

彼

の
伝

え
も

、

中

心
市

附

近

の

こ

と

を

し

か
伝

え

て

い
な

い
伝

承

に
基

く

も

の

か

ず

、

地
方

で
各

々

生

活

し

て
い

る

の

が

、

彼

ら

の
太

古

以
来

の
慣

習

で

あ

っ
た

の

も
知

れ

な

い

で

あ

ろ

う
。

そ

れ

に
対

し

て
、

よ
り

鋭

い
歴

史

的

感

覚

を
も

っ
て

い

で
あ

る

。

農

民

が

こ

の
と

き

に
集

り
た

の

は
、

貴

族
政

権

に
従

順

で

あ

り
た

た

め

た

ッ

キ

ュ
デ

ィ
デ

ス
は
、

明

ら

か

に
地

方

村

落

の

口
伝

や

慣

習

、

ま

た

「
太

古

以

と

い
う

よ
り

も

、

む

し
ろ

キ

ュ
ロ

ソ
が

ア

テ

ナ

イ

と

敵

対

関

係

に
あ

っ
た

メ

ガ

ラ

来

の
政

治

組
織

に
由

来

す

る
神

殿
」

の
伝

承

な

ど

に
依

拠

し

て
、

統

一
国
家

ア

テ

の
援

軍

を

も

っ
て

い
た

と

い
う

よ

う

な

特

殊

な

事

情

に
よ

る

の

で
あ

ろ

う
。

し

か

ナ

イ

を
自

明

の
前

提

と

は

せ
ず

に
、

地

方

の
立

場

か

ら
見

た

ア

テ

ナ

イ

の
歴

史

を

も

、

キ

ュ
ロ

ソ
が

、

ペ
イ

シ

ス
ト

ラ

ト

ス

の
如

く

、
農

民

を

味
方

に

し

得

な

か

っ

描

い

て
い

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

そ

う

と
す

れ

ば
私

た

ち

は
次

の
如

く
推

定

す

た

の

は
、

後

述

す

る
如

き

「
平

地

」

で
周

辺

の
農

民

を

圧

迫

し

始

め

て

い
た

貴

族

べ
き

で
あ

ろ

う

。

の

一
人

で
あ

っ
た

た

め

か
も

知

れ
な

い

で
あ

ろ
う

。

テ

セ
ウ

ス

の
事

業

と

し

て
伝

え

ら

れ

て

い

る

シ

ュ
ノ
イ

キ

ス

モ

ス

実

際

に

そ

れ

で

は
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
伝

え

る
貴

族

政

期

の
ア

テ

ナ

イ

の
事

情

と

、

は
九

・
八

世

紀

頃

に
起

っ
た

と
考

え

ら

れ

る

に

よ

っ
て
、

地

方

的

小

ポ

リ

ス

ツ

キ

ュ
デ

ィ
デ

ス

の
描

く

太

古

以

来

あ

ま

り

変

化

の
な

か

っ
た

ア

ッ
チ

カ

の
事

情

あ

る

い

は
村
落

の
支

配

者

た

ち

の
政

治

的
権

力

が

な

く

な

り
た

が
、

彼

ら

の
多

く

　お
　

と

は
、

如

何

な

る
関

係

に

あ

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

ア

テ

ナ

イ
史

の
骨

組

を
初

め

て

は
中

心
市

や

そ

の
附

近

に
移

住

し

て
、

政

治

に
参

加

し

た

と
考

え

ら

れ

る
。

プ

ル

定

め

た

の

は
、

所

謂

「
ア

ッ
チ

ス
」

(
、」
↓
勲

()

の
著

者

た

ち

で
あ

る

。

こ

の

「
ア

タ

ル

コ
ス

が

(
多

分

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
著
書

の
破

損

し

て
伝

存

せ

ぬ

部

分

に
依

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六
三



ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六

四

拠

し

て

)
、

述

べ

て

い

る

の

に

よ

れ

ば

、

テ

セ

ウ

ス

は

シ

ュ
ノ

イ

キ

ス

モ

ス

の

後

(
1
)

↓
げ
9

旨

置
Φ
。。・
眞

旨

ゆ
・

　
て

　

に
貴

族

と
農

民

と
職

人

と

の

区
別

を
な

し

た
。

恐

ら

く
集

住

と

と
も

に
、

ア

ッ
チ

(
2
)

国
・
国
9

p

ω
皇
8

・
ω
・
出

h
・
P

宙

ひq
ロ
Φ
芦

》

田

。,
8
q

9

》
什げ
Φ
巳
雪

O
曾

、

力
全

体

を
通

じ

て

は
、

か

か

る
身

分

的

区

別

が
事

実

上
成

立

し

た

と

考

え

ら

れ

。。
葺

鼠

。
9

唱
.
。。
メ

る
。

し

か

し
他

面

で

は

こ

の

こ

と

は
、

地

方

村

落

の
農

民

が
支

配

階

級

の
直

接

的

(
3
)

目
げ
置
。
..
戸

嶺
山
Φ
.

支

配

か

ら
離

れ

る
傾

向

が
生

じ

た

こ
と

を
意

味

す

る
。

そ

の

た

め

に
村

落

自

体

の

(
4
)

d
,
偉
。
昌
妻
出
国
臼
。
ヨ

酔N
,冨
。
。
ロ
①
昌
畠
。
.盈

》
.一。。
酔。
けΦ
一Φ
。,
ロ
ロ
匹
〉
臣
①
昌
・
田

・
H・
9

内

部

で

は
、

階

層

分

化

が
進

ま
ず

・

農

民

た

ち

の
共

同

体

的

関

係

の
如

き

も

の

が

,.
蚕

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
.
ク
レ
イ
ス
テ
ゑ

の
肇

以
前
に
も
か
か
る
村
落
共

鴛
声

葬

姦

藍

師
臨

ゴ

.ω
h

同

体

(
動
督

ミ
)

が

成

長

し

、

部

族

制

的

組

織

を

背

景

へ
押

し

や
り

つ

つ
あ

っ
た

(
7
)

国
暮
碧
。喜

。・u
円
冨

。。・
悼
㎝
■

,」
と

は
、

ク

レ
イ

ス

テ

該

の
改

革

以

前

の
人

名

で
も

区

名

を
附

し

て
伝

、を

れ

(
・
)

例
え
曙

量

。・

区

の

冒
団
§

(℃
夏

ω
.
9

曼

頃
巴
§

区
ま
た
は

て

い

る
場

ム
ロ
が
あ

る

、」
と
、

ペ
イ

シ

干

ラ

冨

)ス

が

区

の

裁

判

官

(
ん

ノ

ミ

嶺
食
『
霞

閑
o
一旨
o
。。
区
の
あ
る
女

(》
ユ
。・什●"
諺
夢
・
掃
。。b
・
図
H<
"
ω
)
。

窃
ぎ

。
丼

勲
養

ミ

ミ

)

を

任

萌

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

も

明

ら

か

で

あ

る

。

(
9
)

〉
蔚

8

>
叶ゴ

.
H。
ωb
・
×
<
炉

9

か

か
o
る

村

落

の

農

民

た

ち

は

、

例

え

ば

ハ
リ

カ

ル

ナ

ッ

ソ

ス

の

デ

ィ

オ

ニ

ュ
シ

(
10
)

U
δ
尾

…

守

一̀

〉
註

ρ
・
開
。
日
・
戸

。。
・

　エ
　

オ

ス

が
、

名
門

の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
財
産
に
よ

っ
て
有
力
で

あ

る

入

々

を
ア
テ
ナ
イ
人
は

貴
族

三

(
鋤ミ
奪

鳶
§
)
と
称

し
、
ポ
リ

ス
の
指
導
権
は
彼
ら
に
あ

っ
た
。
公
け
の
こ
と
に
関
し
て

は
全
く
権
能

の
な

い
そ
の
他

の
人

々
庭

黒

受
・.。.
..)
と
称
し
た
.

そ

れ

で

は
・

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
よ

ぞ

・

す

べ
て

の
土
地

を
手

中

に

握

ぞ

雛
蛎

難

譲
雛
鯵観
儲蕪

鴬
転

謎
羅
轄

届妙欝

戴

鷲
鋒

諺
肪

多
数
の
農
民
が
キ

ュ
。
ン
の
乱
の
際

の
如
く
に
集

・
す
れ
ば
、
彼
ら
を
も
含

め
た

中
楡

私
た
ち
は
当
時
の
富
裕
な
貴
族
雀

ハ体
的
奮

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
・

市
民

の
集

ム
ロ
が
国

家

の
主

権

を
構

成

し

た

の

で
あ

る

。

従

っ
て
彼

ら

は
僧

在

的

な

多
く
の
銀

と
金
と
・
小
麦

を
産
す

る
土
地
の
畠

(
§
の
通
是
是
曾
薯

蔦
吻
ざ
)

と
・
馬
と

主

権

を
も

っ
て

い

た
と

も

云

、兄
よ

う

。

し

か

し
彼

ら

は
殆

ん

ど
集

っ
て
行

動

す

る

螺
馬
と
が
あ

る
入
も
・
た
だ
腹

と
脇
と
足
と
が
丈
夫

で
・
妻
と
子
供

を
得

て
は
い
ず

れ
も

こ
と

が

な

か

っ
た

し
、

ま

た

集

っ
て
も

す
ぐ

に
解
散

す

る
傾

向

が

あ

っ
た

の

で
、

美
し
く
、
自
分

の
齢
に
そ
れ

が
適

っ
て
い
る
入
も
・
同
様
に
富

ん
で
い
る

の
だ
。

中

心

市

に
お

け

る

貴
族

の
独

占

的

支

配

が

可

能

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
中

心

市

お

よ

こ

こ
に

当
時

の
典

型
的

な

富

裕

な

貴

族

の
、

言

わ

ば

財
産

目

録

が
見

ら

れ

る

わ

け

び

そ

の
附

近

で
は

、

集

住

以
後

貴

族

の
勢

力

が

確

立

し
、

階

層

分

化

が

著

し
く

、

で

あ

る

。
馬

を
所

有

す

る
彼

は

軍

人

と

し

て

は
騎

士

で

あ

る
。

ア

ッ
チ

カ

の
銀

山

政

体

の
変

遷

も

起

っ
た

。
貴

族

は

政

治

的
権

力

を

背

景

に
苛

酷

な

ド

ラ

コ

ソ
法

の

は

こ

の
頃

か

ら
採

掘

さ

れ

て
い

た

で
あ

ろ

う

が
、

金

の
方

は
海

外

貿

易

に

よ

っ
て

適

用

な

ど

に

よ
り

、

附

近

の
住

民

を
圧

迫

し

て

い
た

こ
と

は
勿

論

で
あ

る

が
、

ア

の
み

得

ら

れ

た

は
ず

で
あ

る

。

か

か

る

富

の
所

有
者

た

る

彼

は

貿
易

に

強

い
関

心

ッ
テ

ヵ

全

体

が
そ

の
よ

う

な

事

情

に
あ

っ
た

と

は
考

、兄
ら

れ

ぬ

の

で
あ

る
。

を

も

っ
て

い
た

に
相

異

な

い
。

そ

し

て
彼

の
富

の
窮

極

的

基
礎

は

土

地
所

有

に

あ



っ
た

。

ギ

リ

シ
ア

で
は

「
小

麦

を
産

す

る
」

と

い
う

の

は
、

「
肥

沃

な
」

と

い
う

「
山

地
党

」

を
結

成

す

る

以
前

か

ら

「
海

岸

党

」

と

「
平

地

党

」

と

が
存

在

し

て

　ユ
　

意

味

で
あ

る
。

彼

は

か
か

る

肥
沃

な

土

地

の
産

物

を

輸

出

し

て

い

た

の

で

あ

ろ

い
た
。

従

っ
て
党

派

的

対

立

は
先

ず

「
海

岸

党

」

と

「
平

地

党

」

と

の
間

に
起

っ

う

。

て

い
た

の
で

あ

る

が
、

両

派

の
対

立

は
相
当

に
早

く

か

ら
何

ら

か

の
形

で
起

っ
て

と

こ
ろ

で

当

時

は
貨
幣

経

済

の
開

始

期

で

あ

っ
た

。

そ

れ

は

七

世
紀

前

半

に

小

い
た

も

の
ら

し

い
。

キ

ュ
ロ

ソ

の
同

志

を
神

殿

で
殺

害

し

た

か

ど

で

ア

ル
ク

メ

オ

ア

ジ

ア

の
先

進

ポ

リ

ス

に
起

っ
た

の
で

あ

る

が
、

ア

テ

ナ

イ

も
本

土

の

ポ

リ

ス
と

ニ
ダ

イ

を
訴

え

た

の
は
、

プ

リ

ュ
エ
イ

ス

(
℃
げ
貯
巴
ω
)

区

の
ミ

ュ
ロ

ソ

で
あ

る

　さ

　

し

て

は

比
較

的
早

く

七

世

紀

末

(
六

一
五
ー

六

〇

〇
頃

)

に

は
銀

貨

の
発

行

を

始

が
、

こ

の
区

は
所

謂

「平

地
」

(
自
椰
勲
ミ
)

に
含

ま

れ

る
区

で
あ

る

か

ら

、

既

に

め

た

。

こ

の
最

初

の
貨

幣

、

お
よ

び

続

い

て

ソ

ロ

ソ
が

造

っ
た

も

の
と
考

え

ら

れ

ソ

ロ

ソ

の
改

革
・以
・前

に

ア

ル

ク

メ

オ

ニ
ダ
イ

と

「
平

地

」

の
貴

族

と

の
対

立

が
現

ハ
ま
　

る
貨
幣
に
は
、
油
用
の
ア

ソ
フ
ォ
ラ

の
絵
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
古
泉
学
的
研

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
の
最
初
の
貨
幣
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
ア
ル
ク
メ
オ

究
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期

の
ア
テ
ナ
イ
人
が
、
後
世
と
は
異

っ
た
活
濃

ニ
ダ
イ
が
追
放
さ
れ
て
い
た
と
き
で
あ
り
、
彼
ら
が
帰
国
し
て
か
ら
発
行
さ
れ
た

　
お
ね

な
経
済
的
意
識
を
も

っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
で
あ
ろ
う
。
後

の
ア
テ
ナ
イ
の
貨
幣

貨
幣
に
は
彼
ら
の
家
の
紋
章
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る
事
情
か
ら
考
え
て
、
か

に
は
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
発
行

し
た
も
の
以
来
、
ア
テ
ナ
女
神
像
や
集
が
刻

の
最
初
の
貨
幣
を
発
行
し
た
の
は

「平
地
」
の
貴
族
た
ち
で
あ
り
、
モ
の
刻
印
に

ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
最
初
の
頃
の
貨
幣
に
は
、
ア
ッ
チ
カ
国
産

彼
ら
の
経
済
的
関
心
が
現
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
オ
リ

の
ア

ソ
フ
ォ
ラ
ー

モ
の
中
に
特
産
物
た
る
オ
リ
ー
ヴ
油
を
入
れ
て
輸
出
し
た
l

ー
ヴ
油
な
ど
農
作
物
の
輸
出
に
熱
心
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

1
を
ア
テ
ナ
イ
の
象
徴
と
し
て
刻
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。
後

の
時
代
と
は
異

っ
て
、

王
制
時
代
以
来
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
権
力
が
附
近

の
比
較
的
肥
沃
な
平
地
を
基
盤

経
済
的
関
心
が
あ
か
ら
さ
ま
で
あ

っ
た
こ
と
、
と
く
に
支
配
階
級
が
貿
易
に
強
い

と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
「
イ
リ
ア
ス
」
の
次
の
如
ぎ
詩
句
に
も
現

関
心
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

よ
う
。
ア
ッ
チ
カ
の
陶
器
の
輸
出
も
早
く
か

れ
て
い
醍

ら

盛

ん

で
あ

っ
た

が
、

ソ

ロ

ン
の
立

法

以
前

に

は
、

オ

リ
ー

ヴ

油

は
も

ち

ろ

ん
、

立
派
に
築

か
れ
た
都
市
ア
テ
ナ
イ
・
度
量

の
大
き

い

エ
レ
ク
テ
ウ

ス
の
領
地
ー

1
か
つ
て

そ

の
他

の
農

作

物

も

(
多

分

コ
リ

ン
ト

ス
、

ア
イ

ギ

ナ

な

ど
近

隣

の
商

工

業

上

の

ゼ
ウ

ス
の
娘
ア
テ
ネ
が
、
麦

を
恵

む
地

(
へ
飲
窃
毛
月

警
§
養

)

の
生

ん
だ
こ
の

エ
レ
ク
テ

ム
む

　

先

進

国

へ
)
、

輸

出

さ

れ

て

い
た

か
ら

、

活

淡

に
な

っ
た
貿

易

で
特

に
利

を

得

た

ウ

ス
を
育
て
、
ア
テ
ナ
イ
に
あ

る
彼
女

の
豊

か
な
神
殿

(
週
馬e
史
鳥3
0
n
)

の
中

に
入
れ
、

の

は
、

土

地

所

有

貴

族

で
あ

っ
た

の

で
あ

ろ

う
。

ソ

ロ

ソ
の
詩

に
、

テ

オ

グ

ニ

ス

そ
こ
で
ア
テ
ナ
イ
の
若
者
た
ち
が
季
節

の
め
ぐ
る
時
々
に
牛
や
羊
を
捧
げ
て
彼

を
祭

っ
た

の
詩

に
見

ら

れ

る
如

き

世

襲

的

貴

族

と
新

興

貴

族

と

の
対

立

が
見

ら

れ

ぬ

こ

と

か

の
だ
が
ー

こ
の
地

を
有

し
て
い
た
人
々
を
統
率
し
た
の
は
、

ペ
テ
ォ

ス
の
干
メ
ネ

ス
テ

ら
考
え
て
も
、
新
し
い
富

の
獲
得
の
道
は
特

に
世
襲
的
貴
族
に
開
か
れ
て
い
た
段

ウ
ス
で
あ
っ
た
。

階
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
前
述
の
典
型
的
富
者
も
か
か
る
貴
族
の

一
人
で
あ

っ
た
わ

集
住
以
後
に
は
、
中
心
市
附
近
、
ケ
ピ
ソ
ス
川
流
域
の
比
較
的
肥
沃
な
平
地
に
貴

け
で
あ
る
。

族
の
勢
力
が
確
立
さ
れ
て
行
き
、
そ
の
経
済
力
を
基
礎
と
し
て
貴
族
政
権
が
確
立

と
こ
ろ
で
、
か
の
ア
ソ
フ
ォ
ラ
を
刻
ん
だ
貨
幣
を
発
行
し
た
の
は
、
ど
の
地
域

さ
れ
イ、
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
貴
族
た
ち
が
王
の
直
接
の
後
継
者
で
あ

っ

に
勢
力
を
も
つ
貴
族
で
あ

っ
た
か
を
、
ほ
ぼ
推
定
す
る
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

た
。
と
こ
ろ
で
前
述
の
如
く
、
こ
の

「平
地
」
に
勢
力
を
も
つ
貴
族
が
貿
易
に
強

る
。

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
伝
え
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
が

い
関
心
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
、
貨
幣
発
行
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
が
、
そ

ソ

ロ

ソ

の

改

革

の

背

景

一
六
五



ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六
六

れ

に

も

か

か

わ

ら
ず

彼

ら

は
対

外

的

に

は
余

り

積

極

的

に
発

展

し

よ
う

と

は

し
な

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

の

圧
迫

は

ど

の

よ
う

な

形

で
起

っ
た

で
あ

ろ

う

か

。

か

っ
た

ら

し

い
。

こ
の

こ
と

は
、

ソ

ロ

ン
の
改

革

前

の

ア

テ

ナ
イ

が
対

外

的

に
余

メ
ガ
ラ
で
テ
ア
ゲ
ネ

ス
が
借

主
に
な

っ
た

の
は
、
富
裕
な
人
々
が
川

の
畔
り

の
他

人
の
土

り

発

展

し

て

い

な

い
事

実

に
現

れ

て

い
る
。

地

で
家
畜
を
飼

っ
て
い
る
と

こ
ろ
を

(卸

幕
竃
見↓薯

)
抑
え
て
彼

ら
の
家
畜
を
屠
殺
す

る

七
世

紀

後

半

に

は
、

隣

国

メ

ガ

ラ

と

サ

ラ

ミ

ス
島

の
領

有

を

め
ぐ

っ
て

争

っ
た

こ
と
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。

　
り
　

が
成

功

せ
ず

、

ア

テ

ナ

イ

人

は
諦

め

て

し

ま

い
、

サ

ラ

ミ

ス
を
獲

得

す

べ
き

だ

と

と

伝

え
ら

れ

て

い

る
。

こ
れ

は

ア

テ

ナ
イ

よ

り

も
先

進

国

で
あ

っ
た

メ

ガ

ラ

に

お

提
案

す

る

者

を

死
刑

に
す

る

と

定

め

た

ほ
ど

で

あ

っ
た

と

さ

え

伝

え

ら

れ

て

い

い

て

六

四
〇

年

頃

に
起

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

ソ

ロ

ン
の
頃

の
ア

テ

ナ

イ

に
お

い

て

る

。

そ

れ

に
も

か
か

わ

ら
ず

ソ

ロ

ソ
が

サ

ラ

ミ

ス

へ
出

兵

す

る

こ
と

を
市

民

に
促

も

、

富

裕

な

貴

族

が
中

小

農

民

の
土

地

に
侵

入

し

た
り

、

ま

た

共

同

牧

地

の
如

き

し

て
、

占

領

に
成

功

し

た

と

も
伝

え

ら

れ

て

い
る

が
、

サ

ラ

ミ

ス
が
確

実

に

ア

テ

も

の
を

私

有

化

し

て
、

例

え

ば

果

樹

園

に
す

る
と

い
う

よ
う

な

こ
と

が

、

当

然
起

　
き

　

ナ

イ
領

と

な

っ
た

の

は
、

ペ
イ

シ

ス
ト

ラ

ト

ス

の
と

き

以
後

で

あ

る
。

プ

ル
タ

ル

っ
て

い

た

で
あ

ろ
う

。

事

実

ソ

ロ

ン
の
詩

に
も

、

具

体

的

に
何

を

指

す

か
は

不

明

コ

ス

に
よ

れ

ば

、

ソ

ロ

ン

の
サ

ラ

ミ

ス

遠

征

の

模

様

に

つ
い

て

二

つ
の
伝

説

が

で
あ

る

が
、

有

力

者

た

ち

が
、

ハ
ヨ

ね

あ

っ
た

が
、

リ

ソ
フ

ォ
ー

ス
が
言

う

よ

う

に
、

彼

が
五

百
名

の
志

願
兵

を

連

れ

て

神
聖
な
物
を
も
公
共

の
物
を
も
お
構

い
な

し
に

(。竃

く
碧
D
こ

志
ミ
ミ

&
祐

↓&
謹

鼠

ミ

　
　
ソ

行

っ
た

と

い
う
伝

え

の
方

が
、

信

頼

性

が

あ

ろ

う
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
志

願

兵

に

禽

・切曾

守
。・)
、
各

々
あ
ち
こ
ち
で
掠
奪
し

て
盗

む
。

　
り
　

は
、
占
領
に
成
功
し
た
場
合
に
は
彼
ら
が
そ
の
地
の
政
権
を
も
つ
こ
と

(謹
烹
亀
(

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

のΨ
ミ

慧
α
き
き
需
書
食
叫ミ
)
を
許
す
と
い
う
決
議
が
で
き
て
い
た
と
い
う
。
従

っ

貿
易
の
活
擾
化
に
よ

っ
て
、
地
質
に
合
わ
な
い
穀
物
よ
り
も
果
樹
を
栽
培
す
る

て
、
占
領
に
熱
心
だ

っ
た
の
は
、
本

国
で
は
政
治
的
社
会
的
に
恵
ま
れ
ぬ
地
位
に

方
が
有
利
に
な

っ
て
来
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
へ
の
切
り
換
え
が
当
時
か
ら
行

あ

っ
た
人
々
で
あ
り
、
支
配
階
級
は
余
り
熱
心
に
な

っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
知

わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
は
、
ソ
ロ
ソ
の
法
律
に
果
樹
を
植
え
る
際
の
規
定
が
あ

っ

ハ
ね
　

ら

れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

ア

ル
ク

メ

オ

ニ
ダ

イ

は
、

メ

ガ

ラ

の
援

助

で
借

主

に

な

う

た

こ

と

か

ら
知

ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

の

切
り

換

え

は
、

富

者

に

は
有

利

で
あ

っ

う

と

し
た

キ

ュ
ロ

ソ

に
対

す

る
反

撃

の
急

先

鋒

で
あ

っ
た

し
、

ま

た
外

国

で
経

済

た

に

し

て
も

、

中

小

農

民

に

は
困

難

な

こ

と

で
あ

っ
た
ろ

う

。

果

樹

の
収
穫

は
、

　
け
　

活

動

を

行

っ
て

い
た

こ
と

か

ら
見

て
、

性
格

が
異

っ
て

い
た

よ

う

で

あ

る

。

ま

た

葡

萄

の
場

合

は
植

え

て

か
ら

数

年

後

、

オ

リ
ー

ザ

の
場

合

は

一
世

代

後

で
あ

る

か

後

に

「
山

地

」

に
勢

力

を

も

っ
た

ペ
イ

シ

ス
ト

ラ

ト

ス
が

や

は

り
外

国

で
積

極
的

ら

。

日「
く

か

ら

貨

幣
経

済

の
中

へ
ま

き

込

ま

れ

た
中

心
市

附

近

の
農

員

た

ち

は
、

に
経

済

活

動

を
行

り
て

い
る

。

か

か

る
事

実

か

ら
考

え

て
、

海

外

発

展

に
消

極
的

か

か

る
事

情

か

ら
借

金

を

す

る

こ

と

に

な

っ
た

の

で

あ

ろ

う
。

ヘ
ク

テ

ー

モ

リ
オ

で

あ

っ
た

の

は
、

「
平

地

」

に
勢

力

を

も

つ
貴
族

の
特

徴

で
あ

っ
た

こ
と

が
知

ら

イ

と

は
、

借

金

の
代

り

に
自

分

の

土

地

か

ら

の
産

物

の

六
分

の

一
を
納

め

る
契

約

れ

る

の

で
あ

る

。

を

な

し

た
者

で

あ

り
、

ソ

ロ

ソ
が
取

り
払

っ
た
ホ

ロ

ス

と

は
、

か

か

る
契

約

に

よ

　
け
　

彼

ら

は
比

較
的

肥

沃

な

土

地

を
所

有

し

て

い
た

の

で
、

そ

の
産

物

を
輸

出

す

る

る

義

務

を

記

し

た
石

標

で

あ

っ
た

と

想
像

さ

れ

る

。

こ
と

に
頼

り
、

貨

殖

活

動

を

内
部

へ
向

け
、

そ

こ

で
、

ソ

ロ

ン

の
詩

に
言

わ

れ

て

と

こ
ろ

で
ソ

ロ

ン
は

こ
の
石

標

に

つ

い
て
、

い
る

如

き

、

飽

く

こ
と

な

い
利

益

追

求

を

為

し

て

い
た

の

で

あ

ろ

う

。

従

っ
て

そ

の
土
地
か
ら
私

は
か
如
ゐ
突
き
立

て
ら
れ
て
い
た
石
標
を

(音

潟

書
ン
登
§

蕊

§

呼

「
平

地

」

に

お

い

て

こ

そ
弱

小

農

民

に
対

す

る
圧

迫

が

強

烈

で
あ

っ
た

と

考

え

ら

斗
禽

)
引
き
抜
き
、
か
く

て
以
前
は
隷
属

し
て
い
た
土
地
が
肖
由

と
な

っ
た
。



ハ　
　

と

述

べ

て

い
る

け

れ

ど
も

、

ア

ッ
チ

カ

の
至

る

所

に
突

き

立

て
ら

れ

て

い
た

わ

け

(
8
)

口
●
切
魯
ゆq
記
。
P

O
駝

O
①
の
。F

ω
・
昌
昌
.

で
は

あ

る

ま

い
。

多

分

主

と

し

て
平

地

だ

け

に
限

ら

れ

て

い
た

で
あ

ろ

う

。

ソ

ロ

(
9
)

霊
鼻

一
ω
。
一。
9

。。山

ソ

は

、

土

地

分

配

藁

施

し

な

か

っ
た

.」
と

集

平

を

言

う

人

乏

対

し

て

、

次

(
01
)

り

罫

ロ

昌
h。
.
酔ゴ
.
。。
。
δ
ロ

一げ
Φ

諺
け『
Φ
5
一㊤
昌
・
呈

ド
.

の

如

く

答

え

て

い

る

。

(
11
)

原

随

園

「
ク

ユ
ロ

ソ

の
叛

乱

と

そ

の
年

代

」

(
「
ギ
リ

シ
ア

史

研
究

第

二

」
)

私

は
潜

主

の
如

き

強

力

も

て
事

を

行

う

の

を
好

ま

ぬ

し
、
祖

国

の
凱

撫

臥

郵

臨

(
辻
伽h追

(
12
)

b
H一。。紳,.
勺
。
葺

紳。
薗
,
H
G。O
㎝

卑
.

覧

緊

)

に
貴

い

人

々
が

賎

し
い

人

々

と
同

一
の
分

け
前

を
も

つ

こ
と

を
好

ま
な

い
・

(
31
)

ω
。
一。
昌
烏

.薗
・、
」

(臣

日
。口
山
の)
・

こ

の
言

葉

を

文

字

通

り

に

蟹

す

れ

ば
・

問

題

鰭

沃

な

土

地

の
分

配

で
あ

っ
た

(
41
)

即
言
け

ω
。
一。
昌
、
,。
騨

こ

と

に

な

る

・

も

ち

ろ

ん

「
土

地

」

が

菱

を

恵

む

L

と

か

壷

か

な

る

L

と

か

(
51
)

}

》
昌
餌
.。
芝
。
.。、
↓
『
.

。
..
.犀

日
網
.卸
降
什.
ら

.。
9

鐸

馨

鶴

麟

縮

資蹟
」総

襟
隷
鰭
鵜

㎝…誕

聾
縛
,
囲一.↑

意

味

な

エ
ピ

セ

ッ
ト

で

は

な

か

っ
た

ろ
う

と
思

わ

れ

る
。

少

し
後

の

こ

と

で
あ

る

が
、

借

主

.ヘ
イ

シ

ス
ト

ラ

}

ヌ
が

田
舎

を
視

察

に

ま

わ

っ
て

い

た

と
き

、

ヒ

ュ
メ

・
麦

山
中
で

天

の
農
夫
が

「
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
と
悩
み
」
を
し
か
産
し
な
い

四

.

岩
ば
か
り
の
壷

を
掘

ぞ

働
い
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
%

こ
れ
は
極
端
な

鵜
　徽
織
灘
　灘
鍵∵
糠
鷲謙
↓鷺
翻灘蠣
隙

域
で
貴
族

の
土
地
兼
併
が
進
ん
で
い
た
も
の
畠

心
わ
れ
る
・

し
て
み
よ
う
。

私

は

い

ろ

い
ろ

の
目

的

で
民

衆

Q
智

潟
)

を

集

め

た

が

、
そ

の
中

ど

れ

を
達

成

せ

ず

し

(
1
)

QQ
o
矧0
9

津

紹

・
陛

(国
甑
ヨ
8

駐

)
・

て
手

を
引

い

た

か
。

時

の
審

判

に

お

い

て
、

オ

リ

ユ
ム

ボ

ス

の
神

々

の
最

大

最
貴

の
母

(
2
)

O
戸

ω
。
界
ヨ
き

・
0
5
爵

0
。
凶霧

,。・
薯

・
蔭
ω

龍
・

た

る

黒
き

土

こ
そ

、

最
も

よ
く

こ
れ

を

証

す

る

で
あ

ろ

う

。

そ

の
土

地

か
ら

私

は

、
方

4

(
3

)

国

葺

`

ω
o
一P

鍾

・

に
突

ぎ

立

て
ら

れ

て

い
た

石
標

を
引

き
抜

き

、

か
く

て
以

前

は
隷

属

し

て

い
た

土

地

が
自

(
4

)

自
Φ
8
ら
。
言
P

一
・
α
ρ

由

に

な

っ
た
。

多

く

の
人

々

を
私

は
神

の
造

れ

る
祖

国

ア

テ

ナ

イ

に
連

れ

帰

っ
た

。
彼

ら

(
5
)

コ

葺

二

QD
g
P

這

・

は
、
或

い

は
不

当

に
或

い

は
掟

に

よ

っ
て
奴
隷

に
売

ら

れ

、
或

い

は
貧

窮

の
た

め
余

儀

な

(
6
)

O
ゴ
・
QQ
Φ犀
日
国
P

ε

・
9
↓・・
署

・
恥①
ム
ρ

く

逃

亡

し

て
、

諸

所

に
流

浪

せ

る

た

め

に
、
も

は
や

ア

ッ
チ

カ

の
言

葉

を

語

り

得

な

か

っ

(
7
)

≡

国
ρ

戸

紐

①
凸

認

・

た
。

私

は
ま

た

、

こ
の
土

地

で
恥

ず

べ
き
奴

隷

の
地

位

に
下

り

、
主

人

の
恣

意
の
前

に
陳

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

、

一
六

七



ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六
八

え
て
い
る
人

々
を
も
自
由

の
身
と
な
し
た
。
私

は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
法

の
力

に
よ
り
強
制

民

を
集

め

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

党

争

や
僑

主

の
出

現

を
防

こ

う

と

し

た

の

で

あ

ハ
ユ

　

と
正
義

と
を
調

和
せ
し
め
つ
つ
為
し
遂
げ
、
約
束
せ
る
通

り
に
行

っ
て
来
た
。

る

。
実

際

ソ

ロ

ン
は
、

調

停

者

に
選

ば

れ

る
少

し
前

か
ら

、
後

述

す

る
如

く

、

ポ

さ

て

ソ

ロ

y
は
、

い

ろ

い

ろ

の
目

的

の

た

め

に
民

衆

を

集

め
た

と

い
う

の

で
あ

る

リ

ス
内

の

混
乱

は
結

局

全

市

民

を
襲

う

災

で
あ

る

と

い

う
思

想

を

明

白

に
表

明

し

が

、

そ

の
集

め

ら

れ

た
民

衆

の
存

在

が
、

貴

族

た

ち

を

し

て
、

石

標

の
取

り

払

い

て

い

た

の

で
あ

る

か

ら
、

上
述

の
如

き

政

策

を

と

っ
た

の

は
当

然

の

こ

と

で
あ

っ

や
奴

隷

の

解
放

の
如

き

、

自

分

た

ち

に

は
不

利

な

改

革

の
実

施

を
黙

認

さ

せ

た

の

た
。

　
ヨ

　

も

も

も

で
あ
ろ
う
。
ソ
ロ
ソ
は
僧
主
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
容
易
に
な
れ
る
立
場
に
あ

っ
た

し
か
も
ソ
ロ
y
が
改
革
に
際
し
て
集
め
た
民
衆
と
は
、
む
し
ろ
隷
属
的
地
位
に

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
か
る
集
合

し
た
民
衆
を
背
景

に
し

て
い
た
か
ら

で
あ

は
な
い
人
々
が
主
で
あ

っ
た
ろ
う
。
実
際
、
外
国

へ
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
て
行

っ

る
。
従

っ
て
、
既
に
推
定
し
た
如
き
、
民
衆
の
暦
在
的
な
主
権
が
こ
こ
で
一
層
強

て
い
た
人
々
や
、
逃
亡
し
て
い
た
人
々
は
集
ま
り
得
な
か

っ
た
し
、
国
内
で
奴
隷

力

に
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
キ

ュ
ロ
ソ
の
乱
の
時
と
異

っ
て
、

こ
の
主
権
の
行

に
な

っ
て
い
た
人
々
も
集
ま
り
得
な
か

っ
た
ろ
う
。
富
者
か
ら
借
金
を
し
て
い
た

使
が
大
き
な
紛
争
を
伴

っ
た
の
は
、

そ
れ
が
支
配
階
級
の
財
産
権
の

一
部
を
直
接

に
し
て
も
未
だ
自
由
な
人
4
は
集

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
更
に
、
そ
れ
ほ
ど
苦

的

に
脅
か
す
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ

ュ
ロ
ソ
の
乱
の
と
き
か
ら
ソ
ロ
ソ

境
に
陥

っ
て
い
な
い
人
々
で
も
、
ソ
ロ
ソ
の
旗

の
下
に
集
め
ら
れ
て
い
た
に
相
異

の
頃
に
至
る
ま
で
、
民
衆
の
借
在
的
主
権
は
次
第
に
強
化
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
で

な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
節
の
最
初
に
引
用
し
た
詩
に
述
べ
ら
れ
て
い

　
ヨ

　

も

セ

た

あ

ろ
う

。

そ

れ

は
、

ソ

ロ

ン
の
立

て

た
次

の
如

き

法

律

か

ら
も

知

ら

れ

よ
う

。

る

よ

う

に
、

改

革

に

よ

っ
て
実

質

的

な
利

益

を
得

た

の

は
、

む

し

ろ
集

会

や
政

治

ソ

ロ
ン
は
、
国
内
に
屡

4
党
争
の
起
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
民

の
中

に
は
無
関

心
か
ら
成

的

行

動

に
参

加

し
得

な

い
よ

う

な

人

々
で

あ

っ
た
。

改

革

後

に
民

衆

の
側

か
ら

不

り
行
き

に
委
せ
る
の
を
好
む
者

の
あ
る
の
を
看

て
取
り
、
特
に
か
か
る
人
4

に
対

す
る
法

満

が
出

た

の

は
当

然

で
あ

ろ

う
。

と

こ
ろ

が

ソ

げ

ソ
は
、

改

革

に

よ

っ
て
救

わ

れ

を
設
け
、
国
内
に
党
争

の
あ

る
と
き
、
両
派

の
何
れ
か
に
与

し
て
武
器
を
執
る
こ
と
な
き

た
最

下

層

の

人

々

の

こ
と

を
念

顕

に
お
.い
て
、

あ

た

か

も
彼

の
下

に

集

め

ら

れ

た

者

は
、
市
民
た
る
名
誉

を
喪
失
し
、
国
政

に
与
り
得
ぬ
ト」
と
と
し
た
。

民
衆

全

体

が
等

し

く
彼

に

感

謝

す

べ
き

で

あ

る

か

の
如

く

に

思

っ

て

い

る

ら

し

こ
れ

は
奇

妙

な

法
律

で
あ

る

が

、

か

か

る

法
律

が

定

め

ら

れ

た

の
は
、

国
家

の

い
。

主

権

が

市

民
全

体

に
あ

っ
た

か

ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で

「
無

関

心

か

ら

成

り

行

き

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

に
引

用

さ

れ

た

改

革

直
後

の
詩

に
お

い
て
、

ソ

ロ

ソ
が
民

衆

に
委

せ

る

の
を
好

む

者

」

と

云

わ

れ

て

い
る

の
は
、

特

に
ど

の
よ

う

な

人

々

で
あ

(
憲

㌃
潟
)

と

呼

ん

で

い
る

も

の

の
中

に

は
、

実

は

い
ろ

い
ろ

な

要

素

が
含

ま

れ

て

ハち
　

っ
た

ろ

う

か

。

ヅ

キ

ュ
デ

ィ
デ

ス
か

ら
知

ら

れ

た

ア

ッ
チ

カ

の
地
方

村
落

の
事

情

い
る

よ

う

で

あ

る

。

一
断

片

で

次

の
よ

う

に
云

う

。

ハ
る

ロ

か

ら

考

え

て
も

、

ま

た

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
が

別

の
著
書

で
、

も
し
民
衆

を
明
ら
さ
ま
に
非
難
す

べ
き

で
あ
る
と
せ
ば
、
彼
ら
は
今
有

つ
と
こ
ろ

の
も

の

そ
の
当
時

(暦
主
た
ち
が
出
現

し
た
時
代
)
は
、
ポ
リ
ス
は
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
民

を
、
夢
の
中

で
さ
え
そ

の
限
も
て
見

た
こ
と
が
な
か

っ
た
ろ
う
。

衆
は
そ
の
仕
事

に
忙

し
く
田
野
の
中

に
住
ん
で
い
た
た

め
、
民
衆

の
先
導
者
た
ち
は
、
戦

こ

の
場

合

に

は
、

改

革

に

よ

っ
て
明

確

に
救

わ

れ

、

実

質

的

な

利

を

得

た

最

下

層

争
に
熟

達
す

る
と
借
主
政
を
狙
う
の
が
常
で
あ

っ
た
。

の
人

々

の

こ

と
を

主

と

し

て
念

頭

に

お

い

て

い

る

の

で
あ

ろ

う

。

と

こ
ろ

が

別

の

と

述

べ
て

い

る

と

こ

ろ

か
ら

考

え

て
も

、

そ

の
大

部

分

は
農

民

で
あ

っ
た

ろ
う

。

断

片

㌃
・)

そ

う

と
す

れ

ば
、

ソ

ロ

ソ
は
、

キ

ュ
ロ

ソ
の
乱

の
鎮

定

の
際

の
如

く
、

多

く

の
農

私

は
民
衆
に
充
分
な
る
権
力
を
与

え
、
そ
の
名
誉
に

つ
い
て
は
何
も
奪

い
は
せ
ず
、
ま
た



何
も
加

え
は
し
な
か

っ
た
。
権
力
を
有

ち
、
財
産

の
故
に
尊
ぱ
る
る
人

々
に
対

し
て
も
、

不
当
な
る
取
り
扱

い
を
せ
ぬ
よ
う

に
は
か

っ
た
。

五

と

云

り
て

い
る
場

合

に
は
、

改

革

以
後

も

余

り

境

遇

に
変

化

の
な

か

っ
た
中

堅

的

階

級

を

主

と

し

て
念

頭

に
お

い
て

い
る

の

で
あ

り
、

「
充

分

な

る
権

力

を

与

え

た

」

と
も

か
く

前

節

で
見

た
如

く

・

改

革

に
際

し

て

の
ソ

。

ソ
に

は
・

最

下

層

民

を

と

い
う

の
は
、

政

治
制

度

を
整

、兄
た

こ

と
を

指

す

の

で
あ

ろ
う

。

ソ

ロ

ソ
は
、

奴

も

含

め

て
・

民
衆

を

一
体

の
も

の
と

し

て
見

る
傾

向

が

あ

っ
た

の

で
あ

る

が
・

そ

隷
と
さ
れ
て
い
叢

下
層
の
者
か
ら
、
中
堅
的
階
級
窒

る
ま
で
の
、
す
べ
て
の

の
民
衆
に
対
す
る
彼
の
立
場
ξ

い
て
更

に
究
明
し
て
み

よ
う
・
彼
が
上
述

の
如

人
々
窒

体
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
・」
れ
を
民
衆

薯

邑

と
呼
ん
で
い
た

轟

向
を
示
し
た
の
は
・
彼
莞

来
貴
肇

あ

っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
・
し
か
し
・

の
霧

る
.

彼
が
調
停
逆

選
ば
れ
る
吉

も
少
し
前

の
詩
に
お
い
て
は
・
そ
の
点
が
少
し
異

カ
カ
る
傾
向
を
帯
び
た
蓼

、`
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
充
分
な
る
吟
味
も
せ
ず
、

ぞ

い
る
妻

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
れ
は
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

行

間

へ
の
洞

察

も

な

し

に
、

史

料

と

し

て
利

用

し

た

の

で
あ

る
。

か
く

て
彼

も

ま

た
・
民
衆
の
中
の
諸
蒙

の
区
別
に
注
意
を
払
わ
な
か

っ
た
・
ソ
。
ソ
は
・
奴
隷

よ

.
て
漏

用
さ
れ
ず
、
デ

モ
ス
テ
ネ
ス
の
引
用
に
よ

っ
て
隻

ら
れ
董

覆

昧鎌

警

馨

恥灘

鶴
囎難
藁
慧
姫

騨
鉾
鐸

総

d翠

獣
)正蕪

の寒

雛

く
に
言

ぞ

い
る
・
そ
の
た
め
に
ア
リ
そ

一ア
レ
ス
は
・
改
覆

前
に
は
民
衆
の

復
を
招
、」
う
と
し
て
い
る
と
述

べ
、
そ
れ
が
如
何
窺

れ
る
か
羨

の
如
く
説
明

大
部
分
が
隷
属
的
地
位
に
あ
り
・
ま
た
大
部
分
の
土
地
が
石
標
を
打
ち
込
ま
れ
て

し
て
い
る
。

薯

の
手

中

に

あ

っ
た

の
だ

と

思

っ
て

し

ま

っ
た

の

で
あ

ろ

う

・

か

く

て
私

た

ち

.」
れ
は
既

に
全

ポ
リ
ス
に
来
る
避
け
得
ざ

る
傷

で
あ
り
、
ポ
リ
ス
憲

し
ぎ
楚

の
状
態

は
ア
ー

テ
レ
ス
の
伝
え
を
訂
正
し
、
な
お
相
当
多
あ

塞

的
繋

存
在

藷

旙
局
鶴

勧
鞭

耀
馨

護

懸

蒜
∬
樋
馨

曇

し

た

と

考

、転

べ
き

で

あ

る

。

そ

し

て
前

節

で
見

た
事

情

か

ら

し

て
、

と

・
、
に
中

な
集
会

の
中
で
・
敵
意
あ
る
人
々
に
よ
り
愛
す

べ
ぎ
票

衰
弱

芒

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ

心

市

附

近

以
外

の
所

に

そ

れ

が
存

在

し

た

と
思

わ

れ

る
。

る
・

以

上

は

民

衆

の
中
に

は

び

こ

っ
て

い

る
災

で

あ

る

(↓
亀

婆

胤
黒

曽

ま
葦

(
1
)

》
ユ
。ほ～

》
葺

話
巷
。、
<
・

負
是
智
輌
蓑

奏
誌

)
。

し
か
し
て
貧
し
き
人
々
の
う
ち
多

く
の
者

は

(
あ
穐

影

蔑

ミ
馨

冒

(
2
)

O
.
切
塁
o
一計

O
い

ω
慈
霧
吋
茸

負
Φ
"
切
F

嘗

ω
・
q。N
。。
.

通
。〉
ン
。鼠)
、
ぶ
ざ
ま
な
足
枷

を
は

め
ら
れ
て
、
異
国

へ
売

ら
れ
行
き
、
悪
し
き
隷
属

の
仕
事

(
3
)

》
二
・
f

》
登

・警

`
<
日

堵
9

を
ば
耐
、兄
行
う
。

(
4
)

ト
ユ
。・f

℃
。
弊
冨

し

ω
o
㎝
p

こ

こ
で

は
、

内

証

や
集

会

に
参

加

し

た
り

し

て

い

た

人

々

が

「
民

衆

」

(音

誉

(
)

(
5
)

》
塁

f

≧

F

【$
b
'
図
一淵

9

と

呼

ば

れ
、

奴

隷

に

さ

れ

た

り

し

て

い

た
最

下

層

の

「
貧

民

」

(幕

ミ
R

"ミ

)
は

、

(
6
)

窪

・
図
H口

・

罠

衆
」
か
ら

一
応
区
別
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
梅

ま
た

罠

衆
の
指
導
者

た
ち
」
と
い
う
の
も
、
左
翼
民
主
派
の
指
導
者
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
政
治
に

　
ま

ね

何

ら

か

の
形

で
参

加

し

て

い

た
人

々

の
指

導

者

を

意

味

し

て

い
る

。

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
六
九



ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
七
〇

従

っ
て
、

ソ

ロ

ソ
は

調
停

者

に
な

る

少

し

前

ま

で

は

、

「
民
衆

」

と

い

う

場

オ

ド

ス
に
も

見

ら

れ

る
伝

統

的

思

想

で
あ

り

、

非

常

に
原

始

的

な

社

会

に

お
け

る

合

、

政

治

に
或

る
程

度

は
参

加

し

て

い
た

入

々

を
指

し

て
い

た

の

で

あ

る

。

た

だ

罪

の
連

帯

の
意

識

に
連

る
も

の

で
あ

る
。

し

か
し

ヘ
シ
オ

ド

ス

の
場

合

に
は

、

神

　　
　

一
篇
の
詩
か
ら
、
か
か
る
結
論
を
出
す
の
は
危
険
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

の
報
復
は
凶
作
や
疫
病
の
形
で
現
わ
れ
、
極
め
て
幼
稚
な
思
想
で
あ

っ
た
。
そ
れ

元
来

「
デ
ー
モ
ス
」
と
い
う
語
は
、
隷
属
的
階
級
を
除
き
、
多
少
と
も
政
治
に
関

に
対
し
て
ソ
ロ
ン
は
、
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
神
の
報
復
と
の
関
係
を
、
不
正
な
行

与
し
て
い
る
限
り
の
民
衆
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
に
見
ら
れ
る
用
法
が

動
と
モ
の
結
果
必
然
的
に
生
ず
る
社
会
秩
序
の
混
乱
と
の
間
に
見
出
す
こ
と
に
よ

む
し
ろ
普
通
な
の
で
あ

っ
て
、
別
に
危
険
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
隷
属
的
地
位
に

っ
て
、
伝
統
的
思
想
を
合
理
化
し
て
い
る
。
彼
は
、
原
始
的
な
共
同
社
会
の
連
帯

あ
る
人
4
を
ま
で

「デ
ー
モ
ス
」
の
中
に
含
め
て
考
え
る
に
至

っ
た
こ
と
こ
そ
間

性
の
意
識
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
ポ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
市
民
の
政
治
的
連
帯
責

題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
化
の
過
程
に
と

っ
て
重
、要

任
の
意
識

へ
と
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

な
る
事
実
な
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至

っ
た

一
つ
の
理
由
は
、

か
か
る
共
同
体
の
連
帯
性
の
意
識
に
よ
り
、
彼
は
最
下
層
民
を
も
含
め
て
す
べ

民
衆
の
側
が
や
は
り
貴
族
か
ら
圧
迫

を
受
け
て
い
た
の
で
、
貴
族
に
直
接
に
隷
属

て
の
人
々
の
不
幸
を
、
「
民
衆
全
体

(公
共
)

の
災
」
(曾
息
ミ
ミ

養
惑
セ
)
と
呼

し
て
い
た
最
下
層
者
の
利
益
を
も
考
慮
に
入
れ
、
共
通
の
敵
に
対
し
て
結
束
し
よ

び
、
そ
の
原
因
を
社
会
的
な
不
正
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る

う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
と
き
に
調
停
者
に
選
ば
れ
た
か
ら
、
民

思
想
が
ソ
ロ
ソ
に
お
い
て
成
立
し
得
た
の
は
、
単

に
伝
統
的
意
識
に
よ
る
だ
け
で

衆
を

一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ロ
ソ
自

は
な
く
、

ア
ッ
チ
カ
に
自
由
農
民
か
ら
成
る
村
落
共
同
体
が
多
く
存
在
し
、

(中

身
の
思
想
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
に
至
る
傾
向
が
あ

っ
た
の
で

心
市
附
近
で
)
隷
属
の
状
態
に
陥

っ
て
い
る
者
の
方
が
特
殊
な
も
の
と
考
え
ら
れ

あ
る
。

得
る
情
況
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
か
く
て
成
立
し
た
共
同
体
的

右
に
引
用
し
た
部
分
に
お
い
て
、
支
配
階
級
が
狭
義
の

「
民
衆
」
に
対
し
て
政

意
識
が
、
ア
テ
ナ
イ
民
主
化
の
過
程
の
第

」
歩
を
踏
み
出
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ

治
的
に
害
を
与
え
る
関
係
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
最
下
層
民
が
ど
の
よ
う
に
し

と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ロ
y
は
吾
々
の
考
、κ
る
よ
う
な
民
主
的
思

て
奴
隷
化
す
る
の
か
、
そ
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
い

想
の
持
主
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
古
い
共
同
体
的
意
識
に
基
き
、
そ
れ
を

て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

新
し
い
形
に
発
展
さ
せ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
の

こ
の
よ
う
に
し
て
民
衆
全
体
の
災

(
9
息
q建

鳶ミ
曾
)
が
、
各
自
の
家
へ
と
及
ん
で
行

反
面
に
は
強
い
貴
族
主
義
的
思
想
が
矛
盾
な
く
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
わ

き
、
玄
関
の
戸
も
も
は
や
そ
れ
を
支
え
き
れ
な
く
な
る
。
高
く
築
い
た
垣
根
の
上
も
跳
び

け
で
あ
る
。
彼
は
隷
属
し
て
い
た
貧
民
を
解
放
し
て
、
す
べ
て
の
市
民
に
裁
判
所

　
ヨ
　

越

し
て
、
お
構

い
な
し
に
、
よ
し
ん
ば
人

が
逃
げ
よ
う
と
し
て
、
奥

の
問
の
隅

へ
隠
れ

よ

と

民

会

に
参

加

す

る
権

利

だ

け

は

与

え

た

。

こ
れ

に

よ

っ
て

、

か

つ
て
最

高

の
政

う
と
も
、
見

つ
け
て
し
ま
う
。

治

機

関

で
あ

っ
た

共

同

体

成

員

の
総

会

が
復

活

さ

れ

た

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

れ

が

た

カ

・

即

ち

ソ

ロ

ン
に

と

っ
て
、

ア

テ

ナ
イ

の
中

に
見

ら

れ

る
す

べ
て

の
不

幸

は
、

一
部

復

活

で

あ

る

こ

と

は
、

ソ

ロ

ソ
個

入

の
意

識

の
面

か
ら

も

明

ら

か

に
認

め
ら

れ

る

の
支

配

階

級

の

人

々

の
不

正

に
対

す

る

正
義

の
女

神

の
報

復

と

し

て
起

っ
て
来

た

こ

と

で
あ

る
。

そ

し

て
実

際

ソ

ロ

ソ
は
、

民

衆

の
問

に
も

存

在

し
た

共

同

体

の
連

も

の

で
あ

っ
た
。

か

か

る
、

一
部

の
入

4

の
不

正

に
対

す

る
神

の
報

復

が

ポ

リ

ス

帯

の
意

識

に
訴

え

て
、

政

治

的

共

同

体

と

し

て

の
ポ

リ

ス
を

形

成

し

た

の

で

あ

全

体

に
襲

っ
て
来

る

と

い
う
思

想

は
、

ソ

ロ

ソ
よ

り

も
百

年

ほ

ど
昔

の
詩

人

ヘ
シ

る
。

そ

の

こ

と

は
次

の
例

に

よ

っ
て
知

ら
れ

よ
う

。

ド

ラ

コ

ソ
の
法

典

に

お

い

て
、



許

さ

れ

て

い
な

い
殺

人

犯

が
帰

国

し

た
際

に

は
、

誰

で

も

彼

を

捕

え

て
起
訴

す

る

(
4
)

国
Φ。。
δ
F
・
O
戸

器
。。
山
鳶

・

こ

と

が
で

き

る

よ
う

に
規

定

さ

れ

て

い
た

が

、

そ

れ

は
殺

人

犯

と

し

て

で

は

な

(
5
)

》
h凶の叶̀

≧

穿

器
・。冒
・
H図
弘

・

く

、

ポ

リ

ス
内

に
誤

っ
て
住

ん
で
、

全

市

民

を
罪

の
汚

れ

の
危
険

に

さ

ら

す
汚

れ

(
6
)

o
・
ω
邑

葺

国
薗
身

O
.Φ
Φ
評
O
巳
畠

9
器
¢

寄

F

区
く
H一・
(μ
露
卜。
)
も

・
お
s

　
ロ
　

た
入
と
し
て
、
訴
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
ソ
ロ
ソ
が
第
三
者
で
も
加
害
者
を
訴

え
る
権
利
を
も
つ
よ
う
に
規
定
し
た

の
は
、
そ
の
領
域
を
罪
の
汚
れ
か
ら
、
共
同

六

社
会

の
利
益
に
反
す
る
す

べ
て
の
悪

に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

原
始
的
な
共
同
体
の
意
識
に
基
き

つ
つ
、
政
治
的
共
同
体
と
し
て
の
ポ
リ
ス
が
形

ソ
ロ
ソ
の
改
革
の
頃
に
、
民
衆
の
側
か
ら
土
地
再
分
配
の
要
求
が
出
さ
れ
た
こ

成
さ
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

と
に
つ
い
て
は
、
往
古
の
原
始
共
産
制
が
消
滅
し
か
け
な
が
ら
も
、
そ
の
名
残
り

し
か
し
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
人
の
問
に
、
原
始
的
な
共
同
社
会
の
連
帯
性
の
意

を
と
ど
め
、
か
か
る
要
求
と
な

っ
て
現
わ
れ
た
も
の
と
、
ト
ム
ソ
ソ
は
想
定
し
て

ハ
ユ
ロ

識
が
残
存
し
て
い
た
に
し
て
も
、
ア
テ
ナ
イ
は
既
に
階
級
的
対
立
の
激
化
し
た
社

い
る
。
し
か
し
、

問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
。

村
川
教
授

は
、

ξ
忌
9

会
で
あ

っ
た
。
ソ
ロ
ン
が
支
配
階
級
を
攻
撃
し
た
の
は
、
共
同
体
的
社
会
と
し
て

溜
誉
ひ

～寒
P

勤ミ
ひ

曵
ぜ
亀ひ

駕
b
潟

等

の
語

の
意
味
を
手
が
か
り
と
し

の
ポ
リ
ス
の
立
場
に
立

っ
て
で
あ

っ
た
が
、
民
衆
は
彼
の
そ
の
よ
う
な
立
場
を
理

て
、
原
始

ギ
リ

シ
ア
人

の
共
同
体
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
お
ら
れ

ハ
ヨ
　

解
せ
ず
、
む
し
ろ
党
派
的
な
意
味
で
自
分
た
ち
の
味
方
だ
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。

る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
も
、
共
同
体
的
性
格
が
非
常
に
強
か

っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る

し
か
る
に
ソ
ロ
y
は
あ
く
ま
で
も
自
身

の
立
場
を
守

っ
て
改
革
を
行

っ
た
か
ら
、

が
、
共
有
制
を
暗
示
す
る
証
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
財
物

や
土
地

が
何
ら
か
の

貴
族
の
不
満
を
か

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
民
衆
を
も
失
望
さ
せ
怒
ら
せ
た
。
民
衆

共
同
体
に
よ

っ
て
分
配
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
言
語
的
証
拠
が
強
く
残

っ
て
い
る
と

の
側
か
ら
は
土
地
再
分
配
を
行
え
と
の
要
求
が
出
さ
れ
た
が
、
彼
は
、
そ
れ
が
借

い
う
事
実
は
、
却

っ
て
所
有
あ
る
い
は
用
益
が

一
面
で
は
私
的
性
格
を
強
く
帯
び

主
の
如
き
暴
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
更
に
貴
い
入
と
賎
し
い
入
と
が
平
等
の
土

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
も
云
え
よ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
如
き

「
イ
リ
ァ
ス
」

ロ
む

　

地

を

所

有

す

る

の

は
不

当

だ

と

い

う

こ
と

を

理
由

と

し

て
、

そ

れ

を
拒

否

し

た

。

の
箇

所

か

ら
推

察

さ

れ

る

こ
と

で

あ

る

。

ア

ガ

メ

ム
ノ

ソ
が

ク

リ

ュ
セ
イ

ス
を
父

彼

に

と

っ
て

は
、

土
地

所

有

と
結

び

つ
い

て
、

人

間

の
質

の

上
下

が
確

乎

た

る

事

の
許

へ
返

さ
な

け

れ

ば

な

ら
な

く
な

っ
た

と
ぎ

、

そ

の
代

り

を

戦

利

晶

の
中

か
ら

実

と

し

て
定

ま

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

こ

こ

に
彼

の
貴

族

と

し

て

の
明

確

な

る
立

用

意

す

る

こ

と

を

ギ

リ

シ

ア
軍

に
要

求

し

た

が
、

そ

れ

に
対

し

て

ア
キ

レ
ウ

ス

は

場

が
見

ら

れ

る
。

民

衆

の
側

に
存

し

た
何

ら

か

の
共

同

体

的

意

識

は
、

経

済

的

な

次

の
如

く

答

、兄
た

。

平

等

へ
の
要

求

と

な

っ
て
現

れ

た

が
、

ソ

ロ

ソ
に

は

そ

の

よ
う

な

意

味

で

の
共

同

吾

4
は
ど

こ
に
も
共
有
財
産

(噺
ミ
趣
§
)
を
多
量
に
退
蔵
し
て
い
る

こ
と
を
知

ら

な

い
。

体

的

意

識

は
全

く
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

れ

で

は
次

に
、

か

か

る
要

求

を

な

し

吾

々
が
町
4
か
ら
奪

い
取

っ
た
も

の
は
、
分
配
を
終

っ
た
後

で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を

た

民

衆

の
立

場

に

つ

い

て
考

察

し

て
み

よ

う

。

更
に
今

一
度
集

め
て
兵
ど
も
が
持

ち
寄

る
こ
と
は
適
当

で
は
な
い
。

(
-
)

ω
。
δ
ロ
牢

自
舶

↑

(臣

8
。
&

ω
)
●

一
度

分

配

さ

れ

て
し

ま

え

ば
、

そ

れ

は

あ

く

ま

で
も

私

有

の
も

の

で
あ

っ
た

の

で

(
2
)

国
P

蜜
亀
①
お

男
o
冨
9

茸

αq
窪

層
霞

巴
密
ロ

O
Φ
ω
。
三
〇ま
Φ
Ψ
窪

.
H珍

・
。。O
S

あ

る

。

(
3
)

》
・
》
昌
臼
Φ
毛
Φ
。。
"
目
冨

O
器
⑦
屏
↓
旨
碧
酔
9

戸

。。朝
・

ま

た
村

川
教

授

が
遺

憾

な

こ
と

と

し

て
断

っ
て
お

ら

れ

る

よ

う

に
、

言

語

意
味

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
七

一



ソ

ロ

ソ

の
改

革

の

背

景

一
七
二

論
的
方
法
に
よ

っ
て
、
共
同
体
的
性
格

は
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
集
団
が
部
族
で
あ

既
に
市
民
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
も
云
え
よ
う
。
ソ
ロ
ソ
の
旗
の
下
に
集

っ
て

っ
た
か
、
氏
族
の
如
き
小
さ
い
も
の
で
あ

っ
た
か
が
知
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

土
地
分
配
を
要
求
し
た
の
は
、
か
か
る
個
人
的
自
覚
の
強
い
農
民
た
ち
で
あ

っ
た

だ
が
当
面
の
私
に
と

っ
て
は
、
ソ
ロ
ソ
の
頃
ま
で
存
続
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い

わ
け
で
あ
る
。

原
始
的
慣
習
の
名
残
り
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
上
述
の
如
き
言
語
上
の
琳
実

こ
の
農
民
た
ち
は
如
何
な
る
根
拠
に
基
い
て
土
地
分
配
を
要
求
し
た
の
で
あ
ろ

も
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
何
故
な
ら
、

こ
の
事
実
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
間
に
お
い

う
か
。
先
き
に
引
用
し
た
箇
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
に
お

て
、
共
同
体
的
性
格
は
、
氏
族
と
か
部
族
と
か
の
特
定
の
大
き
さ
の
集
団
に
附
着

い
て
は
、
戦
争
に
よ
る
掠
奪
物
は
、
共
同
体
の
分
配
に
よ

っ
て
、
そ
の
所
有
権
が

し
た
性
格
と
し
て
生
命
を
保

っ
た
の
で
は
な
く
、
特
定
の
集
団
か
ら
離
れ
て
も
原

確
定
し
合
法
化
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
が
、
か
か
る
慣
習
は
古
く
ギ
リ
シ
ア
人
の
侵

理
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
入
の
頭
脳
の
中

に
生
き
続
け
、
社
会
の
発
展
に
応
じ
て
或
る

入
の
時
期
に
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
土
地
を
占
領
し
て
定
着
的
生
活

程
度
は
新
し
い
社
会
集
団
に
も
適
用

さ
れ
る
勢
に
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
示
し
て
く

に
入

っ
た
と
ぎ
に
も
、
最
初
は
分
配
に
基
く
土
地
の
所
有
権
の
意
識
が
あ

っ
た
で

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
し
て
共
同
体
的
性
格
が
保
存
さ
れ
て

あ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
意
識
は
次
第
に
弱
ま

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ホ
メ
ロ
ス
の

　
お
　

来
た
の
は
、
配
分
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
私
的
所
有
権
が
強
か

っ
た
こ
と
、
即
ち

世
界
に
お
い
て
は
、
土
地
私
有
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に

ヘ
シ

個
人
の
自
己
主
張
が
強
か

っ
た
と
い
う
半
面
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
私
有
か

オ
ド
ス
に
お
い
て
は
、
勤
労
に
よ

っ
て
他
人
の
所
有
地

(塁
轡
月
)
を
買

い
取
る

　
ア

　

共
有
か
、
両
者
を
単
純
に
排
反
的
な
も
の
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
解
決
で
き
な

こ
と
を
勧
め
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
相
続
の
外
に
、
労
働
に
基
く
購
買
も

い
問
.題
だ
と
思
わ
れ
る
。

合
法
化
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
権
力
者
の
不
法
な
獲
得
が
行
わ
れ
て

ア
ッ
チ
カ

へ
侵
入
し
た
ギ
リ
シ
ァ
人
が
氏
族
制
的
に
定
住
し
た
こ
と
は
、
…
…

い
た
時
勢
に
お
い
て
抱
か
れ
た
思
想
で
あ
り
、
健
全
な
思
想
で
は
あ
る
が
、
共
同

ム
9。
一
と
い
う
集
落
の
名
称
が
多
く
残

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る

体
の
基
礎
を
徹
底
的
に
崩
壊
さ
せ
る
に
至
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
思

ハま
　

が
、
ソ
ロ
ソ
の
頃

の
村
落
に
そ
の
よ
う
な
血
縁
社
会
的
関
係
が
強
く
残
存
し
た
と

想
は
そ
の
後

の
ギ
リ
シ
ア
人
の
問
に

一
般
的
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
初
期
の
立
法

は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
頃
の
村
落

に
お
け
る
農
民

の
生
活
は
、
次
の
如
き
ソ
ロ

家
た
ち
の
多
く
が
、
(多
分
防
衛
力
の
保
持
の
た
め
に
)
、
世
襲
地

(執憲
魯
へ
)
の

ハ
ヨ
ね

ソ
の
法

律

か

ら

幾

分

知

ら

れ

よ

う

。

即

ち

ソ

ロ

ソ
は
、

畠

に
普

通

の

木

を
植

え

る

売

買

を

禁

止

ま

た

は
制

限

し

た

。

ソ

ロ

ソ
の
頃

の

ア

ッ
チ

カ

に

ヘ
シ
オ

ド

ス
の
如

場

合

に

は
隣

人

の
畠

か
ら

五

プ

ー

ヌ
、

無

花

果

や

オ

リ

ー

ヴ

樹

を
植

え

る
場

合

は

き

意

識

を

も

っ
て
働

い

て

い
た

農

民

が

い
た

で
あ

ろ

う

か

。

土

地

の
売

買

が
自

由

九

ブ

ー

ス
、

離

す

よ
う

に
規

定

し

、

ま

た

穴

や

溝

を

掘

る
場

合

に
は
、

モ

の
深

さ

に
行

わ

れ

て

い
た

で
あ

ろ

う

か

。

だ

け

の
距

離

を

隣

人

の
土

地

か
ら

離

す

よ
う

に
規

定

し

た

。

ま

た
蜜

蜂

の
巣

を

設

貧

し

い
農

民

た

ち

の

土

地

に

石

標

(丹、へも
o
h
)

が
立

て

ら

れ

て

い

た
事

実

は
、

土

　
き

　

け
る
者
は
、
他
の
人
が
先
に
設
け
た
所
か
ら
三
百
ブ
ー
ス
離
す
よ
う
に
命
じ
た
。

地
が
完
全
に
売
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
余
り
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
、

ー
ー

か
か
る
規
定
は
明
ら
か
に
、
村
落
共
同
体
に
お
い
て
或
る
程
度
は
実
際

に
行

一
つ
に
は
未
だ
農
業
が
主
で
あ

っ
て
、
土
地
を
離
れ
て
生
業
を
営
む
道
が
な
か
っ

わ
れ
て
い
た
慣
習
を
成
文
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
農
村
共
同
体
に

た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
ま
た
何
ら
か
の
規
制
に
ょ

る
も

の
で
あ

ろ
う
。
ソ
ロ

お
け
る
生
活
は
、
氏
族
制
的
関
係
を
離
れ
る
こ
と
遠
く
、
法
的
に
規
定
さ
れ
る
が

ソ
法
に
お
い
て
も
女
子
相
続
入
は
近
親
の
男
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

　
ロ

　

如
き
個
人
的
対
立
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
農
民
た
ち
は

し
、
ま
た
子
供
の
な
い
故
人
の
財
産
は
、
ソ
ロ
ソ
が
遺
言
に
よ
る
遺
贈
の
自
由
を



畢

ハリ
リ

認

め

る
前

に

は
、

氏

族

(
叫・踏
ミ
)

に
留

ま

る
定

め

で
あ

っ
た

。

従

っ
て
個

人

の
土

を
好
ま
な

い
。

も

し

も

も

し

地
に
は
何
ら
か
の
男
系
血
族
関
係
か
ら
の
規
制
が
か
す
か
な
が
ら
も
及
ん
で
い
た

と
答
え
る
ソ
ロ
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
全
ポ
リ
ス
的
共
同
体
の
立
場
に
立

っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
の
世
界
の
農
民
が
軍
事
に
は
殆
ん
ど

か
ら
、
内
攻
的
な
土
地
分
配
に
は
反
対
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
彼

に
と

っ

関
係
し
て
い
な
か

っ
た
ら
し
い
の
に
対
し
て
、
ア
ッ
チ
カ
の
農
民
は
、
キ

ュ
ロ
y

て
は
、
土
地
の
所
有
権
は
徳

(昏
鳶
息
)

や
高
貴
さ
に
依
拠
す

る
も

の
で
あ

っ

の
乱
の
際
に
見
ら
れ
る
如
く
、
軍
事

に
相
当
に
関
与
し
て
い
た
ら
し
い
。
か
か
る

た
。
こ
の
思
想
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
に
お
い
て
、
共
同
体
が
権
力
や
戦
功
に
応

ア
ッ
チ
ヵ
農
民
の
在
り
方
は
、
ッ
キ

ニ
デ
ィ
デ
ス
が
伝
え
る
古
く
か
ら
の
村
落
共

じ
て
戦
利
品
を
分
配
し
た
の
と
余
り
相
異
が
な
く
、

ヘ
シ
ォ
ド
ス
的
思
想
と
は
異

同
体
の
自
治
的
生
活
と
関
連
し
て
、
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す

り
、
徹
底
的
に
共
同
体
の
基
礎
を
崩
壊
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
も
た
な
い
。
現
存
の

れ
ば
、
そ
の
村
落
共
同
体
内
に
お
い
て
、
土
地
所
有
が
そ
の
成
員
た
る
べ
き
資
格

詩
か
ら
見
て
、
ソ
ロ
ソ
に
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
如
く
積
極
的
に
勤
労
を
尊
ぶ
思
想
が

と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
に
相
異
な

い
。
ア
ッ
チ
カ
の
農
民
に
は
、
と
く
に
か
か

な
か

っ
た
ば
か
り
か
、
彼
は
む
し
ろ
人
間
の
経
済
的
な
営
み
の
空

し
さ
を
強
調
し

る
村
落
共
同
体
の
規
制
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
間
に
は
ヘ
シ
オ
ド
ス

て
い
る
。

ソ

ロ
ソ
に
見
ら
れ
る
貴
族
的
思
想
は
共
同
体
の
存
在
と
両
立
す
る
も

も

し

的
意
識
は
発
達
し
て
い
な
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
土
馳
分
配
の
要
求
は
、
か

の
で
あ
る
。

ポ
リ
ス
の
政
治
に
お
い
て
高
い
地
位
を
占
め
る
貴
族
に
は
、

「
祖
国

か
る
事
情
に
よ
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

の
土
地
」
に
そ
れ
に
応
じ
た
だ
け
の
土
地
所
有
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
も

の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
が
強
調
す
る
如
く
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て

ち
う
ん
ソ
ロ
ソ
は
、
共
同
社
会
を
破
滅

に
陥
ら
せ
る
よ
う
な
富
裕
な
貴
族
の
貧
欲

土
地
は
相
当
広

い
範
囲
に
わ
た

っ
て
古
典
期
に
お
い
て
も
な
お
、
神
々
、
部
族
、

に
は
厳
し
く
抗
議
し
抑
制
さ
せ
た
。
か
く
て
、
ソ
ロ
ン
に
も
民
衆
に
も
、
そ
れ
ぞ

兄
弟
団
、
氏
族
、
政
治
的
諸
共
同
体
、

お
よ
び
全
体
的
共
同
体
た
る
ポ
リ
ス
の
如

れ
或
る
種
の
共
同
体
的
意
識
が
あ
り
、
両
者
は
矛
盾
を
含
み
つ
つ
も
、
共
通
す
る

き
、
観
念
上
の
人
格

の
所
有
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
証
拠

面
が
あ
り
、
政
治
的
共
同
体
ポ
リ
ス
の
形
成

へ
と
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ム
け
　

か

ら

推

定

さ

れ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

ヴ

ィ
ラ

モ

ー

ヴ

ィ
ツ

と

と

も

に
、

か

か

る
事

情

(
1
)

O
・
円
ぎ
白
8
戸

ω
ε
往
Φ
ω
一コ
》
目

帥㊦
算

O
器
興

ω
。9

蔓
.
池

田
訳

「
ギ
リ
シ
ア

か

ら

し

て
、

ア

ッ
チ

ヵ

に
元

来

は

土
地

共

有

制

が
行

わ

れ

て

い

た

と
想

定

す

る

こ

古
代
社
会
研
究
」
下
巻

二
七
頁

。

と

は

で

き

な

い

が
、

し

か

し
何

ら

か

の
共

有

地

が
相

当

に
存

在

し

た

と

い
う

こ
と

(
2
)

村
川
堅
太
郎

「
原
始
ギ
リ
シ
ァ
人

の
共
同
体
的
性
格

」
(
西
洋
史
学
、

一
二

号
)

は
、
や
は
り
私
有
制
の
未
窪

の
警

だ
と
輩

ら
れ
る
.
か
か
る
何
ら
か
の
諸

舘

吋
曽罫

鴨
、雛

ぎ

Φ
ω
叶ー

昼

切
量

P
華

共

同
体

の
共

有

地

が
貴

族

に
よ

っ
て
私

有

化

さ

れ

る
傾

向

が
、

前

述

し

た
如

べ

、

(
5
)

口
三
母
。
ゴ
.》
ω
三
。
P

N
ω
'

ソ

ロ

ン
の
頃

に
起

っ
て

い

た

に
相

異

な

い
。

前

述

の
如

き

村

落

共

同

体

的

生

活

を

(
6
)

太
田
秀
通

「
ホ
メ

ロ
ス
に
お
け

る
共
有
耕

地
の
問
題
」
(西
洋
吏
学
、

二
四
号
)

営

ん

で

い

た
農

民

た

ち

は
、

か

か

る
事

態

に
反

抗

し
、

土

地

再

分

配

の
要

求

を

出

(
7
)

=
霧
ご
o
・・
O
o
・
ω
自
・

し

た

の

で
あ

ろ
う

。

彼

ら

が

ヘ
シ
オ
ド

ヌ
の
如

き

意

識

を

も

っ
て
反

抗

ぜ

ず

に
、

(
8
)

》
村蒼

・
憎
。
…

一。
簿
・
旨
φ
α
戸

這
霧

ダ

旨
置

戸

H
ω
巳

四
.

集
倉

て
共
同
体
的
に
反
抗
し
た
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
.

鮪

蒙

勉

。詳
,。ρ

そ

れ

に

対

し

て

、

(
11
)

9

く
8

零

蕾

旨
。
蓋

N
幽罎
。
巴

Φ
印
自
自
挿

》
瓜
。。
8
叶巴
Φ
の
§

傷

》
酔冨

P

田

唱
員

私

は
祖

国

の
豊

か
な

る

土

地

に
貴

い
入

々
が
睡

し

い
人

々
と

同

一
の
分

け
前

を

も

つ

こ
と

ω
'
劇
S

ソ

ロ

ン

の

改

革

の

背

景

一
七

三


