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ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一

ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党

─
近
代
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
の
一
考
察

─

渡

　
　邉

　
　容
一
郎

一
、
は
じ
め
に

二
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
状
況
で
登
場
し
た
の
か

三
、
ト
ー
リ
ー
党
・
ト
ー
リ
ー
主
義
と
は
何
か

四
、
ト
ー
リ
ー
党
（
ト
ー
リ
ー
主
義
）
か
ら
保
守
党
（
保
守
主
義
）
へ
の
脱
皮
？

五
、
お
わ
り
に

論
　
説

）
七
八
（



政
経
研
究

　第
六
十
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

二

一
、
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
政
治
史
に
お
け
る
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ー
リ
ー
党
」（the T

ories

）
が
「
保
守
党
」（the C

onservatives

）

に
脱
皮
な
い
し
発
展
を
遂
げ
た
時
期
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
主
な
理
由
と
し
て
、
一
八
三
二
年
総
選
挙

（
１
）

で
大
敗
し
た
「
第
一
次
選
挙
法
改
正
反
対
派
」、
す
な
わ
ち
ト
ー
リ
ー
党
勢
力
の
復
活

─
具
体
的
に
は
、
そ
れ
以
後
の
総
選
挙
で
実
現
し
た
議
席
増
や
、
カ
ー
ル
ト
ン
ク
ラ
ブ
の
設
置
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
党
組
織
化

─
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
八
三
五
年
の
総
選
挙
期
間
中
、
と
き
の
首
相
ピ
ー
ル
（R

obert P
eel

）
に
よ
っ
て
前
年
末
に
公
表
さ

れ
た
「
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
」（the T

am
w

orth M
anifesto （

２
）

）
の
存
在
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
本
文
を
分
析
し
て
み
る
と
、
ピ
ー
ル
は
「
ト
ー
リ
ー
」（T

ory

）
と
か
「
保
守
党
」
と
い
う
言
葉

を
一
切
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
八
三
〇
年
代
当
時
の
政
治
状
況
を
調
べ
て
み
て
も
、
ト
ー
リ
ー
党
か
ら
保
守
党
へ
、

正
式
に
名
称
変
更
し
た
と
さ
れ
る
出
来
事
や
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
は
、
通
例
「
初
の
保
守
党
政
権
」
と
さ
れ
る
ピ
ー
ル
内
閣

（
第
一
次
一
八
三
四
〜
三
五
年
、
第
二
次
一
八
四
一
〜
四
六
年
）
も
、
人
材
・
政
策
面
で
、
過
去
（
ト
ー
リ
ー
党
時
代
）
と
の
断
絶
や
訣
別
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
研
究
お
よ
び
近
代
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
一
助
と
な
る
べ
く
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼

称
の
由
来
や
、
一
八
三
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
用
い
ら
れ
方
と
い
っ
た
新
た
な
側
面
に
着
目
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
イ

ギ
リ
ス
保
守
党
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
な
ら
び
に
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

）
七
七
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

三

二
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
状
況
で
登
場
し
た
の
か

「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
は
、
一
八
三
二
年
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
選
挙
法
改
正
（the F

irst R
eform

 B
ill

）
が
実
現
す
る
二
年
前
、
す
な

わ
ち
一
八
三
〇
年
の
時
点
で
、
既
に
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
領
域
で
初
登
場
し
て
い
る
。
つ
ま
り
史
実
か
ら
す
れ
ば
「
保
守
党
」
と
い

う
呼
称
は
、
ト
ー
リ
ー
党
議
員
集
団
の
「
幹
部
」
か
ら
と
い
う
よ
り
、
そ
の
「
周
辺
な
い
し
外
側
」
か
ら
提
案
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て

徐
々
に
当
事
者
た
ち
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
先
ず
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
が
初
登
場
し
た
当
時
の
状
況
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴
　‘C

onservative P
arty ’

と
い
う
呼
称
の
初
出

政
党
名
と
し
て‘C

onservative ’

を
初
め
て
用
い
た
の
は
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
実
現
当
時
の
ピ
ー
ル
支
持
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
ホ

イ
ッ
グ
（W

hig

）
政
権
に
よ
る
中
産
階
級
上
層
部
へ
の
選
挙
権
付
与
に
反
発
し
て
き
た
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
（B

irch n.d.

：7

）
と
さ
れ

て
い
る
。
確
か
に
大
筋
で
は
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
呼
称
の
初
出
な
い
し
創
案
者
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
に
お
け
る‘the C

onservative party

の
初
出
は
、
ト
ー
リ
ー
系
季
刊
雑
誌
と
し
て
知
ら
れ
る
『
ク
ォ
ー
タ

リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』（T

h
e Q

u
arterly R

evie w （
３
）

）
第
四
二
巻
（
一
八
三
〇
年
一
月
及
び
三
月
）
掲
載
の
匿
名
論
文‘Internal P

olicy ’

に
お
い

て
で
あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
同
論
文
の
当
該
箇
所
（
同
誌pp.276-277
）
を
以
下
の
と
お
り
直
接
引
用
す
る
。

「
…
…
我
々
は
、
ど
う
で
も
い
い
党
派
的
争
い
を
軽
蔑
し
忌
み
嫌
っ
て
い
る
が
、
ト
ー
リ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
党
に
は
、
こ
れ
ま
で
ど

）
七
八
（
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四
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（
二
〇
二
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十
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月
）

四

お
り
常
に
、
断
然
、
心
の
底
か
ら
愛
着
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
保
守
党
（the C

onservative, party

）
と
呼
ぶ
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ

う
。〔
中
略
〕
ご
存
知
の
よ
う
に
、
こ
の
党
に
属
し
て
い
る
人
の
一
部
は
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
見
せ

る
頑
固
さ
、
彼
ら
の
態
度
に
よ
く
表
れ
る
冷
た
さ
や
、
よ
そ
よ
そ
し
さ
の
せ
い
で
、
そ
の
仲
間
も
根
本
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、

マ
イ
ナ
ス
効
果
も
出
始
め
て
い
る
と
我
々
は
判
断
し
て
い
る
。
で
も
そ
う
し
た
一
部
の
人
た
ち
は
、
人
数
も
地
位
も
、
あ
る
い
は
影
響

力
も
全
然
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
次
の
よ
う
に
明
言
す
る
の
を
い
さ
さ
か
も
躊
躇
う
も
の
で
は
な
い
。
ト
ー
リ
ー
主

義
者
の
ほ
と
ん
ど
圧
倒
的
大
多
数
は
、
そ
の
部
下
や
仲
間
と
同
じ
く
、
慎
重
で
無
理
の
な
い
程
度
の
現
状
改
良
な
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な

も
の
で
あ
れ
促
進
し
た
が
っ
て
い
る
と
…
…
。」（
傍
線
引
用
者
）

こ
の
論
文
の
執
筆
者
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
政
党
史
研
究
の
泰
斗
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
（Ivor Jennings

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の

匿
名
論
文
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
文
筆
家
・
文
芸
評
論
家
（
言
論
人
）
で
当
時
ト
ー
リ
ー
党
下
院
議
員
で
も
あ
っ
た
ク
ロ
ー
カ
ー

（John W
ilson C

roker

）
な
る
人
物
に
よ
る
も
の
（Jennings 1961

：59 n.1

）
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
家
の
ブ
レ
ー
ク
（R

obert B
lake

）
は
、
文
献
学
の
研
究
成
果
な
ど
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
事

実
に
基
づ
き
、「
当
時
ク
ロ
ー
カ
ー
は
当
該
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い
な
い
た
め
、
保
守
党
と
い
う
名
称
が
誕
生
し
た
年
（
一
八
三
〇
年
）
は
わ

か
る
も
の
の
、
そ
の
名
づ
け
親
に
つ
い
て
は
不
明
」（B

lake 1988
：6

　
早
川
訳1979

：18

）
と
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
先
ず
わ
か
る
こ
と
は
、「
保
守
党
」
と
い
う
名
称
は
第
一
次
選
挙
法
改
正
の
実
現
や
総
選
挙
大
敗
北

（
一
八
三
二
年
）
を
通
じ
て
初
登
場
し
た
の
で
は
な
く
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
（
一
八
三
〇
年
）
か
ら
世
に
出
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
次
に
、
こ
の
論
文
の
執
筆
者
、
つ
ま
り
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
創
案
者
が
ク
ロ
ー
カ
ー
に
せ
よ
誰
に
せ
よ
、「
保
守
党
」
と

）
八
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

五

い
う
呼
称
の
起
源
は
『
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
と
い
う
ト
ー
リ
ー
系
政
治
雑
誌
の
記
事
（
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
領
域
）
に
求
め

ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
一
八
〇
七
年
以
来
続
い
て
き
た
ト
ー
リ
ー
党
長
期
政
権
（
優
位
）
時
代
が
幕
を
お
ろ
し
、

一
八
三
〇
年
一
一
月
に
ホ
イ
ッ
グ
党
の
グ
レ
ー
（C

harles G
rey

）
内
閣
が
成
立
し
て
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
論
争
が
始
ま
る

─
一
八
三
一
年
一
月
に
グ
レ
ー
内
閣
が
改
正
法
案
を
提
出
す
る

─
前
の
段
階
で
、「
ト
ー
リ
ー
党
」
は
「
保
守
党
」
と
呼
ば
れ
る
べ

き
と
、
既
に
主
張
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
ト
ー
リ
ー
党
は
保
守
党
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
。
次
に
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
匿
名
論
文
引
用
箇
所
の
内

容
と
特
徴
を
、
も
う
少
し
詳
細
に
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　「
匿
名
論
文
」
当
該
箇
所
の
特
徴
と
背
景

先
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
こ
の
匿
名
論
文
の
執
筆
者
が
「
党
派
的
争
い
」
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
国
王

の
忠
臣
た
る
ト
ー
リ
ー
主
義
者
の
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
は
二
大
政
党
の
萌
芽
期

と
は
い
え
、
現
在
と
は
異
な
り
、
党
派
的
争
い
に
関
与
せ
ず
「
公
務
に
専
念
し
て
こ
そ
、
国
王
陛
下
の
政
府
の
一
員
」
と
い
う
風
潮
が
ま

だ
残
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

次
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
執
筆
当
時
（
一
八
二
九
年
末
頃
？
）、
同
じ
ト
ー
リ
ー
党
議
員
／
ト
ー
リ
ー
主
義
者
で
あ
っ
て
も
、
匿
名
論
文

執
筆
者
側
の
「
我
々
」
と
、
そ
う
で
は
な
い
異
質
な
「
彼
ら
」
の
二
派
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
し
か
も
論
文
執
筆
者
側

の
「
我
々
」
か
ら
見
た
「
彼
ら
」
は
、
ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
り
な
い
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〝
改
革
〟
と
聞
け
ば
何
で
も
反
対
す
る
頑

固
な
保
守
反
動
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
彼
ら
」
の
せ
い
で
「
我
々
」
が
悪
影
響
を
受
け
る
な
ど
、
当
時
大
い
に
迷
惑
し

）
八
九
（
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て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
「
我
々
」（
ト
ー
リ
ー
党
多
数
派
）
は
「
彼
ら
」（
少
数
派
）
と
は

違
っ
て
、「
慎
重
で
無
理
の
な
い
程
度
の
現
状
改
良
な
ら
」
と
い
う
条
件
付
き
で
、〝
穏
健
な
改
革
〟
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
否
定
せ
ず
、
促
進

す
る
と
し
て
い
る
（
傍
線
部
を
参
照
）。

以
上
二
つ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
同
じ
ト
ー
リ
ー
党
議
員
と
い
っ
て
も
、
そ
の
多
数
派
は
「
穏
健
な
改
革
」
な
ら
支
持
で
き
る
立
場
だ
っ

た
（
あ
る
い
は
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
た
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
立
場
の
ト
ー
リ
ー
党
議
員
（
我
々
）
は
、
頑
固
な

ト
ー
リ
ー
党
議
員
（
彼
ら
）
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
我
々
」（
穏
健
な
改
革
を
拒
絶
し
な
い
ト
ー
リ
ー
党
議
員
）
こ
そ
、
今

や
「
保
守
党
」
議
員
と
呼
ば
れ
る
（
呼
ぶ
）
に
値
す
る
、
と
い
う
主
張
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

で
は
な
ぜ
、
何
を
め
ぐ
っ
て
当
時
の
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
は
、「
我
々
」
と
「
彼
ら
」
と
で
対
立
し
て
い
た
の
か
。

そ
の
理
由
な
い
し
背
景
の
一
つ
に
、「
王
政
復
古
・
名
誉
革
命
後
に
成
立
し
た
国
教
徒
支
配
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
国
内
の
非
国
教

徒
差
別
を
容
認
し
て
き
た
諸
政
策
」
の
撤
廃
を
め
ぐ
る
賛
否
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
元
来
旧
教
徒
と
非
国
教
徒
を
文
武
の
公
職

か
ら
排
除
す
る
と
し
た
「
審
査
法
」（T

est A
ct

）
の
廃
止
（
一
八
二
八
年
）
や
、
政
治
的
・
社
会
的
諸
権
利
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
旧
教

徒
を
救
済
す
る
「
旧
教
徒
解
放
法
」（C

atholic E
m

ancipation A
ct

）
制
定
（
一
八
二
九
年
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
両
者
と
も
当
時
の
ウ
ェ

リ
ン
ト
ン
（D

uke of W
ellington

）
ト
ー
リ
ー
党
内
閣
で
実
現
を
見
た
が
、
身
内
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
方
針
に
強
く
反
発
し
て
き
た
の
が
、

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
優
位
／
農
業
（
地
主
貴
族
）
利
益
保
護
／
国
王
を
頂
点
と
し
た
英
国
教
会
（A

nglican C
hurch

）
体
制
の
特
権
維
持
」

に
拘
る
、
比
較
的
少
数
の
極
右
派
（the U

ltras

）
と
呼
ば
れ
る
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
彼
ら
」
と
は
極
右
派
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
（
あ
る
い
は
そ
の
ウ
ル
ト
ラ
・
ト
ー
リ
ー
主
義
）
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
穏
健
で
（
時
代
の
流
れ
に
も
合
致
し
た
）
自
由
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
を
「
彼

）
八
九
（
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七

ら
」
と
区
別
す
る
た
め
に
も
、
以
後
「
我
々
」
は
「
保
守
党
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
と
す
る
主
張
こ
そ
、
当
該
匿
名
論
文
の
主
旨
の
一
つ

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
匿
名
論
文
が
世
に
出
た
当
時
、
旧
教
徒
に
対
す
る
従
来
的
態
度
を
維
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
由
主
義
（
改

革
）
の
流
れ
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
変
更
す
る
の
か
を
争
点
に
、
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
の
間
で
論
争
・
対
立
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の

後
、
前
述
の
グ
レ
ー
内
閣
に
よ
っ
て
選
挙
権
拡
張
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
る
と
、
選
挙
権
拡
張
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
反
対
す
る
議
員
た
ち

（
ト
ー
リ
ー
党
）
は
こ
れ
ま
で
の
内
部
対
立
を
封
印
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
「
共
通
の
政
敵
」
す
な
わ
ち
選
挙
権
拡
張
推
進
派
（
ホ

イ
ッ
グ
党
）
に‘the D

estructives ’

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
一
方
、「
国
家
構
造
を
自
衛
す
る
人
」
と
い
う
意
味
も
込
め
て

‘C
onservatives ’

と
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（G

aunt 2023

：2-3

）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
実
現
直
後
に
「
保
守
党
」
と
い
う
呼

称
が
初
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
直
前
に
ト
ー
リ
ー
党
議
員
た
ち
の
間
で
展
開
さ
れ
た
、
と
り
わ
け
「
旧
教
徒
」
の
解
放

（
リ
ベ
ラ
ル
な
政
策
）
を
め
ぐ
る
身
内
の
論
争
・
対
立
（
一
八
二
八
〜
三
〇
年
）
こ
そ
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
が
初
登
場
し
た
事
情
な
い
し

背
景
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
「
再
び
団
結
し
て
反
対
し
た
」
と
い
う
事
実
か
ら
、
セ
ル
フ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
化

の
手
段
と
し
て
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
が
次
第
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
化
し
て
い
っ
た
（G

aunt 2023

：3

）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
あ
く
ま
で
「
政
党
名
」
の
次
元
に
限
定
さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
な
い
し
起
源
は
、
一
八
三
二
年
よ

り
も
一
八
三
〇
年
の
方
が
相
応
し
い
（G

aunt 2023

：1-2

）
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、「
保
守
党
」
や
「
保
守
主
義
」
の
前
身
と
な
る
「
ト
ー
リ
ー
党
」
あ
る
い
は
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」（T

oryism

）
と
は
何
な
の
か
、

）
八
九
（
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八

そ
の
由
来
や
本
質
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
ト
ー
リ
ー
党
・
ト
ー
リ
ー
主
義
と
は
何
か

今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
生
成
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
ト
ー
リ
ー
党
や
ト
ー
リ
ー
主
義
に
つ
い
て
も
理

解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
ト
ー
リ
ー
」
と
は
国
王
大
権
を
神
聖
視
す
る
政
治
的
立
場
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

な
ど
か
ら
生
じ
た
急
進
主
義
の
進
展
を
阻
止
し
、
伝
統
的
な
国
家
構
造
を
擁
護
す
る
た
め
の
知
的
伝
統
（
思
想
）
な
い
し
政
治
的
態
度
と

な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ト
ー
リ
ー
も
議
員
集
団
の
呼
称
と
し
て
定
着
す
る
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
立
場
に
も
多
面

性
が
あ
っ
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
ト
ー
リ
ー
と
い
う
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
先
ず
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

⑴
　
王
位
継
承
問
題
を
め
ぐ
る
「
ト
ー
リ
ー
」「
ホ
イ
ッ
グ
」
の
出
現

周
知
の
よ
う
に
、
あ
る
争
点
を
め
ぐ
っ
て
議
員
た
ち
が
お
互
い
罵
り
合
っ
た
結
果
、
そ
の
後
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
指
す
言
葉
と
し
て
定

着
し
た
と
さ
れ
る
の
が
「
ト
ー
リ
ー
」
と
「
ホ
イ
ッ
グ
」
で
あ
る
。
そ
の
争
点
と
は
、
当
時
の
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
（C

harles II

）
の

王
位
継
承
最
有
力
候
補
で
実
弟
の
ヨ
ー
ク
公
爵
、
の
ち
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
（Jam

es II

）
が
旧
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
を
王
位

継
承
候
補
か
ら
排
除
す
べ
く
一
六
七
九
年
に
提
出
さ
れ
た
「
王
位
継
承
排
除
法
案
」（E

xclusion B
ill

）
を
め
ぐ
る
賛
否
で
あ
っ
た
。

）
八
九
（
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九

同
法
案
を
提
出
し
、
こ
れ
に
賛
成
し
た
議
員
た
ち
は
初
期
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
非
国
教
徒
（
主
に
清
教
徒
）
か
ら
支
持
さ
れ
た
が
、
い

わ
ば
反
・
国
王
派
で
も
あ
っ
た
た
め
、
今
日
で
い
う
野
党
的
な
「
地
方
党
」（country party

）
に
、
一
方
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
や
国
教
徒
た
ち

の
支
持
を
集
め
た
反
対
派
議
員
た
ち
は
国
王
側
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
与
党
的
な
「
宮
廷
党
」（court party

）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
区

分
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
、
反
動
的
専
制
君
主
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
旧
教
徒
の
国
王
に
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
原
則
反
対
の
立

場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
者
の
宮
廷
党
議
員
た
ち
は
、
臣
下
の
議
員
が
王
位
継
承
問
題
（
国
王
大
権
）
に
介
入
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の

か
と
考
え
る
〝
国
王
大
権
尊
重
派
〟
で
も
あ
っ
た
た
め
、
一
部
を
除
け
ば
、
い
わ
ば
消
極
的
に
王
弟
（
旧
教
徒
）
の
即
位
を
支
持
し
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
国
王
は
解
散
総
選
挙
を
断
行
し
有
権
者
（
世
論
）
に
訴
え
た
が
、
何
度
行
っ
て
も
世
論
は
地
方
党
に
味
方
し

た
。
こ
の
結
果
に
不
満
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
、
総
選
挙
後
の
新
議
会
を
招
集
・
開
催
し
な
い
と
い
う
暴
挙
に
出
た
。
こ
れ
に
対
し
、
勝

利
を
収
め
た
地
方
党
議
員
た
ち
は
、
当
然
の
ご
と
く
新
議
会
招
集
を
国
王
に
〝
請
願
〟
し
た
の
で
「
請
願
者
」（P

etitioners

）
と
呼
ば
れ
、

こ
れ
に
反
発
し
た
宮
廷
党
議
員
た
ち
は
、
請
願
者
に
よ
る
国
王
大
権
へ
の
干
渉
行
為
を
〝
嫌
悪
〟
す
る
と
主
張
し
た
の
で
「
嫌
悪
者
」

（A
bhorrers

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
請
願
者
側
は
嫌
悪
者
側
を
「
ト
ー
リ
ー
」、
嫌
悪
者
側
は
請
願
者
側
を
「
ホ
イ
ッ

グ
」
と
呼
ん
で
、
互
い
に
罵
倒
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
渡
邉2022

：144-145

）。
因
み
に
「
ト
ー
リ
ー
」
と
は
無
法
者
や
強
盗

と
い
う
意
味
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語toraidhe

に
由
来
し
、「
ホ
イ
ッ
グ
」
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
言
葉
で
牛
追
い
を
意
味
す
る

w
higgam

ore

の
短
縮
形
で
、
転
じ
て
過
激
反
乱
分
子
を
意
味
す
る
言
葉
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
松
村
・
富
田
編2000

：749

、812-813

）。

以
上
の
史
実
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
ト
ー
リ
ー
」
も
「
ホ
イ
ッ
グ
」
も
本
質
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
り
、

当
初
は
「
政
敵
に
対
す
る
悪
口
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
「
呼
称
」
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う

）
八
九
（
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一
〇

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
自
称
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
「
保
守
党
」

の
ケ
ー
ス
と
同
じ
く
、
呼
称
が
時
間
の
経
過
を
通
じ
て
、
徐
々
に
党
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
く
点
に
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
一
つ
の
特
徴
が

見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
次
節
で
は
、
と
り
わ
け
「
ト
ー
リ
ー
党
」
と
い
う
呼
称
が
ど
の
よ
う
に
（
い
わ
ば
時
間
の
経
過
と
と
も
に
）
定
着
し
て
い
っ
た
か

を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
と
「
ト
ー
リ
ー
党
」
の
実
質
的
定
着

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
権
威
の
一
人
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（R

obert S
tuart

）
に
よ
れ
ば
、（
国
王
大
権
へ
の
愛
着
を
意
味
す
る
）「
ト
ー

リ
ー
主
義
」
と
、（
逆
に
閣
僚
任
免
権
な
ど
の
国
王
大
権
を
奪
い
取
る
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
的
存
在
と
さ
れ
て
い
た
）「
政
党
」
は
、
ほ
ぼ
一
八
世
紀
を

通
じ
て
、
矛
盾
す
る
間
柄
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
（S

tuart 1978

：2

）
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
当
時
、「
ト
ー
リ
ー
党
」
と
い
う
言
い
方

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
「
黒
い
白
馬
」
の
よ
う
に
形
容
矛
盾
的
な
表
現
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
七
六
〇
年
に
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
（G

eorge III

）
が
即
位
し
た
時
点
で
も
「
ト
ー
リ
ー
」
は
言
葉
と
し
て
は
事
実
上
使
用
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
「
政
党
」
と
い
う
言
葉
も
不
興
を
買
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
約
三
〇
年
後
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
す
る
と
、「
政
党
」

と
い
う
観
念
が
現
れ
は
じ
め
、「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
も
復
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
一
八
世
紀
の
大
半
に
お
い
て

イ
ギ
リ
ス
の
歴
代
政
権
は
、「
院
内
多
数
派
か
ら
の
支
持
」
以
上
に
、
従
来
的
な
「
国
王
か
ら
の
支
持
」
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
以
降
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
（
と
り
わ
け
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
実
現
以
降
）、
よ
う
や
く

「
政
党
か
ら
の
支
持
」
も
不
可
欠
に
な
っ
て
き
た
（S

tuart 1978

：2

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

）
八
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一
一

換
言
す
れ
ば
こ
の
事
実
は
、
議
会
政
治
の
ウ
ェ
イ
ト
が
、
従
来
的
「
国
王
大
権
」
か
ら
「
院
内
多
数
派
（
政
党
）
の
支
持
」
へ
徐
々
に

シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
重
要
性
も
、
こ
の
時
期
相
対
的
に
高
ま
っ
て
き
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
七
八
三
年
に
そ
の
第
一
次
内
閣
（
一
七
八
三
〜
一
八
〇
一
年
）
を
組
閣
し
、
結
果
的
に
首
相
の
地
位
強
化
や
連
帯

責
任
制
の
確
立
に
加
え
、
院
内
多
数
支
持
基
盤
「
ト
ー
リ
ー
党
」
の
基
礎
固
め
に
も
貢
献
し
た
と
さ
れ
る
、
当
時
の
改
革
派
議
員
小
ピ
ッ

ト
（W

illiam
 P

itt, the Y
ounger

）
が
、
実
際
に
は
常
に
「
ホ
イ
ッ
グ
」
と
自
称
し
て
い
た
の
も
頷
け
る

（
４
）

。
但
し
彼
は
「
首
相
」
で
あ
っ

て
も
ト
ー
リ
ー
党
の
「
党
首
」
と
は
い
え
な
い
し
、
党
内
規
律
も
緩
や
か
だ
っ
た
た
め
、「
ト
ー
リ
ー
党
」
と
い
っ
て
も
実
態
は
「
小

ピ
ッ
ト
と
そ
の
友
人
・
仲
間
た
ち
」
で
し
か
な
い
（
註（
１
）を
参
照
）。

こ
う
し
た
状
況
を
一
変
さ
せ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ら
び
に
対
仏
戦
争
の
勃
発
以
降
（
一
七
九
〇
年
代
）、
革
命
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
ホ

イ
ッ
グ
党
が
「
革
命
否
定
派
」
と
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
（C

harles Jam
es F

ox

）
率
い
る
「
革
命
肯
定
派
」
に
分
裂
し
、
否
定
派
の
バ
ー
ク

（E
dm

und B
urke

）
が
小
ピ
ッ
ト
陣
営
に
合
流
す
る
な
ど
政
界
再
編
が
な
さ
れ
た
（
一
七
九
四
年
）
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、「
小
ピ
ッ
ト
派
ホ
イ
ッ
グ
」
と
「
ホ
イ
ッ
グ
だ
が
基
本
的
に
は
保
守
主
義
の
バ
ー
ク
哲
学
」
が
結
合
し
た
結
果
、
の
ち
に
「
ト
ー

リ
ー
党
」
と
呼
ば
れ
る
院
内
集
団
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
（Jennings 1961

：64

）。
小
ピ
ッ
ト
と
バ
ー
ク
、
二
人
を
結
び
つ
け
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
と
、
そ
れ
に
伴
う
急
進
主
義
勢
力
の
台
頭
に
対
す
る
恐
怖
な
ら
び
に
危
機
感
で
あ
っ
た
。

新
し
い
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
の
中
軸
と
な
っ
た
フ
ォ
ッ
ク
ス
と
、
ト
ー
リ
ー
党
議
員
の
中
軸
・
小
ピ
ッ
ト
の
両
名
が
奇
し
く
も
同
じ

一
八
〇
六
年
に
死
去
す
る
と
、
小
ピ
ッ
ト
の
友
人
た
ち
は
様
々
な
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
合
従
連
衡
を
繰
り
返
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
や

ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
、
そ
し
て
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
影
響
を
受
け
た
「
旧
・
小
ピ
ッ
ト
陣
営
」
議
員
の
歴
代
政
権
は
、
当
初
は
農
業
と
地
主
貴

）
八
八
（



政
経
研
究

　第
六
十
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
二

族
利
益
の
擁
護
を
意
味
す
る
穀
物
法
（C

orn L
aw

s

）
を
制
定
（
一
八
一
五
年
）
し
た
り
、
い
わ
ゆ
る
ピ
ー
タ
ー
ル
ー
虐
殺
事
件
（
一
八
一
九

年
）
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
な
ど
、
総
じ
て
保
守
反
動
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
し
か
し
一
八
二
二
年
頃
に
な
っ
て
党
幹
部
が
自
由
主

義
的
な
政
策
（
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
）
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
前
述
の
と
お
り
旧
教
徒
の
解
放
を
め
ぐ
っ
て
極
右
派
と
の
論

争
・
対
立
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
一
八
三
〇
年
頃
に
は
「
ト
ー
リ
ー
」
も
「
ホ
イ
ッ
グ
」
も
、
明
確
な
意
味
を
も
つ
政
治
用

語
と
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（B

lake 1988

：9

　
早
川
訳1979

：21

）
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
立
場
と
し
て
の
「
ト
ー
リ
ー
」
な
い
し
「
ト
ー
リ
ー
党
」
の
使
用
・
定
着
も
ま
た
、
当
該
リ
ー
ダ
ー
や
幹
部
議

員
た
ち
の
積
極
的
な
採
用
・
導
入
の
結
果
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
時
間
の
経
過
と
と
も
に
既
成
事
実
化
し
た
帰
結
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
一
八
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
頃
に
か
け
て
、「
ト
ー
リ
ー
」
を
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
政
治
ラ
ベ
ル
と
し
て
残
す
こ
と

に
貢
献
し
た
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
と
い
う
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
、
若
干
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑶
　
ト
ー
リ
ー
主
義
の
基
本
的
性
格
と
そ
の
多
面
性

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
王
位
継
承
問
題
を
め
ぐ
る
国
王
側
の
立
場
、
す
な
わ
ち
国
王
大
権
の
不
可
侵
性
を
重
視
す
る
立
場

（
宮
廷
党
、
嫌
悪
者
）
は
、
そ
の
敵
対
者
か
ら
「
ト
ー
リ
ー
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
ト
ー
リ
ー
主
義
は
「
宗
教
と
権
威
に
対

す
る
崇
敬
の
念
、
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
国
王
と
そ
れ
を
頂
点
と
し
た
英
国
教
会
体
制
を
擁
護
す
る
政
治
的
立
場
」（C

ecil 1912

：244

　

栄
田
訳1979

：203

）
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
ト
ー
リ
ー
主
義
者
は
、
当
時
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
代
表
さ
れ
る
議
会
改
革
（
選

挙
権
の
拡
張
と
民
主
化
）
に
は
原
則
断
固
反
対
す
る
。
そ
の
た
め
か
、
伝
統
的
国
家
構
造
の
中
で
も
と
り
わ
け
権
威
的
な
国
王
大
権
や
国
教

）
八
七
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一
三

制
に
加
え
、
地
主
支
配
体
制
に
象
徴
さ
れ
る
「
上
意
下
達
的
命
令
体
系
な
ら
び
に
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
タ
テ
社
会
」
の
維
持
と
擁
護
に
も

ト
ー
リ
ー
主
義
者
は
か
な
り
拘
る
。

こ
れ
に
対
し
、
同
じ
伝
統
的
国
家
構
造
を
擁
護
す
る
と
い
っ
て
も
ホ
イ
ッ
グ
党
の
「
ホ
イ
ッ
グ
主
義
」（W

higgism

）
は
、
既
述
の
と

お
り
国
王
大
権
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
に
議
会
（
下
院
）
の
存
在
や
宗
派
的
意
義
申
立
て
な
ど
を
重
視
す
る
（L

each 2015

：

65

）。
換
言
す
れ
ば
「
独
任
制
・
単
独
制
の
タ
テ
社
会
」
で
は
な
く
「
少
数
合
議
制
（
寡
頭
制
）
の
ヨ
コ
社
会
」
を
志
向
す
る
価
値
観
な
い

し
観
念
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
ホ
イ
ッ
グ
主
義
は
、
ト
ー
リ
ー
主
義
以
上
に
自
由
主
義
的
傾
向
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
都
市

部
の
商
工
業
者
や
、「
自
由
と
権
利
」
の
拡
大
を
求
め
る
新
興
勢
力
・
進
歩
派
に
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
ト
ー
リ
ー
主
義
者
（
政
権
）
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
八
二
〇
年
代
末
に
は

─
当
時
の
自
由

主
義
的
時
代
精
神
（Z

eitgeist

）
の
影
響
を
受
け
て

─
旧
教
徒
解
放
な
ど
を
実
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
以
下
の

二
点
が
明
ら
か
と
な
る
。

第
一
に
、
同
じ
ト
ー
リ
ー
主
義
者
と
い
っ
て
も
一
八
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
頃
に
か
け
て
は
、「
反
ウ
ィ
ー
ン
体
制
的
（
自
由
主
義

的
）
外
交
」
を
推
進
し
た
カ
ニ
ン
グ
（G

eorge C
anning

）
や
当
時
の
下
院
指
導
者
ピ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
（
自
由
主
義
的
）・

ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
と
、
先
述
の
「
ウ
ル
ト
ラ
（
極
右
派
）・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
と
い
う
二
大
勢
力
が
存
在
し
て
、
論
争
・
対
立
を
繰
り

広
げ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
ト
ー
リ
ー
主
義
と
い
っ
て
も
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
「
目
的
の
た
め
の

手
段
」
の
違
い
な
ど
か
ら
、
実
際
政
治
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
種
類
か
そ
れ
以
上
の
ト
ー
リ
ー
主
義
（
者
）

─
他
に
も
、
ト
ー

リ
ー
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
、
家
父
長
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
の
立
場
か
ら
労
働
者
階
級
の
保
護
と
福
祉
を
重
視
す
る
急
進
的
な
「
ラ

デ
ィ
カ
ル
（
急
進
的
）・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
も
挙
げ
ら
れ
る

─
が
同
じ
ト
ー
リ
ー
陣
営
に
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

）
八
八
（



政
経
研
究

　第
六
十
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
四

第
二
に
、
柔
軟
性
が
高
く
新
興
中
産
階
級
の
利
益
を
重
視
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
方
が
、
頑
固
な
ウ
ル
ト
ラ
・
ト
ー
リ
ー

主
義
よ
り
も
、
ト
ー
リ
ー
主
義
者
共
通
の
政
敵
「
急
進
主
義
者
」
に
対
抗
し
勢
力
基
盤
を
拡
大
す
る
う
え
で
も
う
一
つ
の
政
敵
「
ホ
イ
ッ

グ
党
」
の
一
部
（
穏
健
派
）
と
組
み
や
す
く
、
ま
た
状
況
に
よ
っ
て
は
合
同
な
い
し
連
合
で
き
る
可
能
性
も
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
「
自
由
主
義
」「
改
革
」
の
時
代
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
立
場
と
そ
の
戦
略
の

方
が
概
し
て
生
き
残
り
や
す
く
、
ま
た
時
代
や
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
な
い
し
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
や

す
い
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
ホ
イ
ッ
グ
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
」
こ
そ
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
「
保

守
主
義
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
他
の
ト
ー
リ
ー
主
義
者
も
一
部
含
め
た
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
」
を
中
核
と
す
る
議
員
集
団
こ

そ
、
ピ
ー
ル
の
指
導
下
で
一
八
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
四
六
年
ま
で
存
続
し
た
「（
旧
）
保
守
党
」
だ
っ
た
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

四
、
ト
ー
リ
ー
党
（
ト
ー
リ
ー
主
義
）
か
ら
保
守
党
（
保
守
主
義
）
へ
の
脱
皮
？

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
（
保
守
党
）
は
、
ト
ー
リ
ー
主
義
（
ト
ー
リ
ー
党
）
を
ベ
ー
ス
に
発
展
し
て
き
た
。

二
〇
世
紀
初
頭
の
保
守
党
議
員
で
文
筆
家
で
も
あ
っ
た
セ
シ
ル
（H

ugh C
ecil

）
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ま

た
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
「
近
代
（
政
治
的
）
保
守
主
義
」（C

onservatism

）
の
構
成
要
素
は

─
一
九
一
二
年
当
時
の
段
階
で

─

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一
五

三
つ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
自
然
的
保
守
主
義
（conservatism

）「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

に
共
通
す
る
未
知
な
る
も
の
へ
の
不
信
の
念
と
、
慣
れ
た
も
の
に
対
す
る
愛
着
の
念
」、
②
ト
ー
リ
ー
主
義
「
国
教
会
と
国
王
の
擁
護
、

つ
ま
り
は
宗
教
と
権
威
に
対
す
る
崇
敬
の
念
」、
③
帝
国
主
義
（im

perialism

）「
他
に
適
当
な
名
称
が
な
い
た
め
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
が
、

要
す
る
に
国
家
の
強
大
化
を
支
持
し
、
国
家
を
強
大
に
す
る
た
め
の
国
家
統
一
を
支
持
す
る
感
情
」
が
そ
れ
で
あ
る
（C

ecil 1912

：244

　

栄
田
訳1979

：203

）。

セ
シ
ル
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
比
較
的
幅
広
い
「
保
守
主
義
」
の
一
要
素
が
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
自

然
的
保
守
主
義
は
変
化
を
嫌
う
人
間
性
ゆ
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
を
問
わ
な
い
。
ま
た
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
帝
国
主
義
も
、
自
由

党
や
社
会
帝
国
主
義
な
ど
保
守
党
・
保
守
主
義
以
外
の
も
の
と
全
く
無
縁
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ト
ー
リ
ー
主
義
こ
そ
、

「
ト
ー
リ
ー
党
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
・
保
守
主
義
固
有
の
要
素
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
前
述
し
た
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
ホ
イ
ッ
グ
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
（
議
会
改
革
の
事
後
承
認
）」
こ
そ
、

一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
実
現
し
た
「
ト
ー
リ
ー
党
（
ト
ー
リ
ー
主
義
）
か
ら
ピ
ー
ル
的
保
守
党
（
保
守
主
義
）
へ
の
発
展
過
程
」
の
要
諦

と
考
え
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
当
時
の
重
要
な
史
料
な
ど
か
ら
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
あ
る
い
は
保
守
主
義
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
確
認
し

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴
　
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
に
見
る
「
保
守
党
」（
保
守
主
義
）
の
あ
り
方

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
発
展
は
、
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
政
治
思
想
面
の
バ
ー
ク
（
主
に
自
然
的
保
守
主
義
）
や
、
政
治
的
態
度
面
の
小

）
九
九
九
（



政
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研
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六
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巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
六

ピ
ッ
ト
（
主
と
し
て
帝
国
主
義
）
に
加
え
、
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
か
け
て
主
に
ピ
ー
ル
が
実
践
し
て
き
た
「
ト
ー
リ
ー
党
の
モ
ダ
ニ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
近
代
化
）」
に
よ
る
貢
献
も
大
き
い
（L

each 2015

：64-65

）。
ち
な
み
に
セ
シ
ル
も
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
は

一
八
三
五
年
ま
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（C

ecil 1912

：64

　
栄
田
訳1979

：55

）。
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
彼
が
ピ
ー
ル
と
そ
の
「
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ピ
ー
ル
は
同
宣
言
文
で
「
保
守
党
」
は
も
ち
ろ
ん
「
保
守
主
義
」
と
い
う
言
葉
す

ら
一
切
使
っ
て
い
な
い

（
５
）

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
が
以
後
研
究
者
に
よ
っ
て
、「
穏
健
な
保
守
主
義
のcreed

」（S
tuart 

1978

：96

）、「
ト
ー
リ
ー
主
義
か
ら
保
守
主
義
へ
の
移
行
」（L

each 2015

：67

）、
あ
る
い
は
「
保
守
党
のthe founding docum

ent

」

（G
arnett 2023

：36

）
な
ど
と
評
価
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
一
八
三
〇
年
に
初
登
場
し
た
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
に
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
ピ
ー
ル
が

─
あ
く
ま
で

国
王
陛
下
の
政
府
の
首
相
と
い
う
立
場
か
ら
で
は
あ
っ
た
が

─
「
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
」
と
い
う
形
で
具
体
的
な
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
吹
き

込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
宣
言
文
に
お
い
て
、
そ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
該
当
す
る
箇
所
は
以
下
の
と
お
り
と
な

る
。【

タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
　
第
六
段
落
目
】

「
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
き
た
諸
原
理
は
守
ら
な
い
と
宣
言
し
て
政
権
を
受
諾
す
る
気
は
な
い
。
同
時
に
、
こ
の
た
び
の
選
挙
権
拡
張
が

な
さ
れ
た
時
期
、
自
分
が
弊
害
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
か
、
慎
重
な
改
革
の
敵
で
あ
っ
た
と
か
を
認
め
る
つ
も
り
も
一
切
な
い
。
通
貨

改
革
、
刑
法
の
統
合
整
理
、
陪
審
裁
判
制
全
体
の
見
直
し
に
、
積
極
的
に
関
与
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
〔
以
下
省
略
〕。」

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一
七

こ
の
主
張
は
、
ピ
ー
ル
自
身
、「
ト
ー
リ
ー
主
義
者
」
と
し
て
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
反
対
し
て
き
た
こ
と
を
事
実
と

し
て
認
め
な
が
ら
も
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
が
「
慎
重
な
改
革
」
と
し
て
立
証
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
国
務
大
臣
と
し
て
自
分
が
こ
れ
ま
で
種
々
の
改
革
を
実
現
し
て
き
た
実
績
を
訴
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
部
分
は
、

ピ
ー
ル
の
ト
ー
リ
ー
主
義
が
極
右
派
の
そ
れ
と
は
異
な
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。

続
け
て
ピ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。

【
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
　
第
七
段
落
目
】

「
選
挙
権
の
拡
張
そ
の
も
の
に
関
し
て
、
私
は
、
改
革
実
現
後
、
議
員
と
し
て
再
び
下
院
に
戻
っ
た
際
に
行
っ
た
宣
言
の
内
容
、
す
な

わ
ち
、
こ
の
た
び
の
選
挙
権
拡
張
は
偉
大
な
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
最
後
の
、
そ
し
て
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
解
決
で
あ
る
と
い

う
考
え
を

─
こ
の
国
の
平
和
と
繁
栄
を
願
う
人
な
ら
、
直
接
的
な
手
段
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
狡
猾
な
手
段
を
通
じ
て
で
あ
れ
、
二
度

と
覆
そ
う
と
は
し
な
い
解
決
で
あ
る
と
い
う
考
え
を

─
こ
こ
で
も
う
一
度
繰
り
返
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
あ
る
。」

こ
の
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
ピ
ー
ル
的
、
す
な
わ
ち
穏
健
な
「
保
守
主
義
」
を
表
明
し
た
箇
所
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
第
一
次

選
挙
法
改
正
の
成
果
を
自
分
の
新
政
権
下
で
ひ
っ
く
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
イ
ッ
グ
政
権
で
実
現
し
た

「
議
会
改
革
」
を
既
成
の
事
実
と
し
て
受
け
容
れ
る

─
こ
れ
を
む
し
返
し
た
り
は
し
な
い
と
表
明
（
中
村1986

：113-114

）
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
を
め
ぐ
る
自
分
た
ち
の
今
後
の
態
度
・
対
応
に
つ
い
て
、
ピ
ー
ル
は
次
の

）
九
九
九
（
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一
八

よ
う
に
説
明
す
る
。

【
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
　
第
八
段
落
目
】

「
こ
の
選
挙
権
拡
張
の
精
神
が
、
仮
に
古
来
の
権
利
に
対
す
る
尊
敬
や
、
規
範
と
な
る
べ
き
権
威
に
対
す
る
敬
意
と
い
う
、
法
や
理
性

よ
り
は
る
か
に
強
く
て
偉
大
な
統
治
手
段
の
完
全
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
選
挙
権
拡
張
を
受
け
容
れ
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か

し
、
選
挙
権
拡
張
の
精
神
が
、
既
存
の
諸
権
利
の
確
固
た
る
維
持
や
、
明
る
み
と
な
っ
た
弊
害
の
矯
正
や
、
真
の
不
平
不
満
の
原
因
の

解
消
と
結
び
つ
き
、
世
俗
的
宗
教
的
諸
制
度
を
友
好
的
な
感
情
で
慎
重
に
再
検
討
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私

自
身
と
同
僚
の
た
め
に
も
（for m

yself and colleagues

）、
そ
の
よ
う
な
精
神
と
意
図
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
と
約
束
で
き
る

（
６
）

。」（
傍
線

引
用
者
）

以
上
の
内
容
（
ピ
ー
ル
の
考
え
）
か
ら
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
（
選
挙
権
の
拡
張
＝
議
会
改
革
）
を
め
ぐ
る
「
旧
・
反
対
派
＝
ト
ー
リ
ー

党
」
全
体
の
態
度
・
対
応
の
変
化
の
中
に
、
ト
ー
リ
ー
党
（
ト
ー
リ
ー
主
義
）
か
ら
保
守
党
（
保
守
主
義
）
へ
の
変
化
を
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ー
ル
が
こ
こ
で
示
し
た
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
ホ
イ
ッ
グ
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
（
議
会
改
革
の
既

成
事
実
と
し
て
の
容
認
）
こ
そ
、
旧
い
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
に
代
わ
る
新
た
な
「
保
守
主
義
」
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
「
保
守
党
」
の

あ
り
方
を
表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
（
第
一
次
選
挙
法
改
正
後
の
ホ
イ
ッ
グ
党
優
位
時
代
）
に
お
け
る
ピ
ー
ル
一
派
の
現
実

的
難
題
は
、「
伝
統
的
ト
ー
リ
ー
の
コ
ア
を
遠
ざ
け
な
い
程
度
に
穏
健
な
ホ
イ
ッ
グ
派
を
包
摂
し
、
急
進
主
義
の
台
頭
を
阻
止
す
る
こ
と
」

（S
tuart 1978

：35, 94

）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

一
九

上
記
の
見
解
を
補
強
す
る
た
め
、
今
度
は
ピ
ー
ル
を
は
じ
め
同
時
代
人
の
言
説
な
ど
か
ら
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
や
、
保
守
主
義

も
含
め
た
新
し
い
保
守
党
に
関
す
る
考
え
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

⑵
　
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
「
保
守
党
」
を
め
ぐ
る
主
要
言
説

先
ず
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
の
公
表
前
（
①
一
八
三
三
年
一
月
三
日
、
②
一
八
三
四
年
五
月
二
五
日
）、
第
一
次
ピ
ー
ル
内
閣
で
内
相
を
務
め
た

ゴ
ー
ル
バ
ー
ン
（H

enry G
oulburn

）
に
宛
て
た
ピ
ー
ル
書
簡
二
通
を
分
析
す
る
。

①
で
ピ
ー
ル
は
、
そ
の
人
数
は
と
も
か
く
「
保
守
党
と
呼
ば
れ
て
い
る
政
党
」（party w

hich is called C
onservative

）
の
主
な
目
的
と

し
て
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
抵
抗
す
る
こ
と
、
加
え
て
（
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
伴
う
）
民
主
主
義
の
影
響
力
の
さ
ら
な
る
浸
透
を
阻
止
す
る

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（C

harles S
. P

arker 1970, II

：212

）。
こ
こ
か
ら
、
ピ
ー
ル
と
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
（
保
守
党
）
の
当

座
の
目
標
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
当
の
保
守
党
に
つ
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
の
ピ
ー
ル
が
「
保
守

党
と
呼
ば
れ
て
い
る
政
党
」
と
表
現
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
だ
け
で
即
断
す
る
の
は
禁
物
だ
が
、
こ
の
表
現
を
見
る
限
り
、

ピ
ー
ル
が
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
採
用
・
導
入
に
当
初
か
ら
積
極
的
だ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

一
方
②
で
は
、「
ホ
イ
ッ
グ
党
政
権
に
対
す
る
一
時
的
勝
利
と
い
う
単
純
な
目
的
で
、
急
進
派
を
操
ろ
う
と
し
た
り
急
進
派
に
接
近
し

た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
と
仲
良
く
す
る
こ
と
全
て
に
反
対
す
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
仮
に
組
閣
ま
で
命
じ
ら
れ
た
ら
、
現
政
権
を
支
持

す
る
比
較
的
穏
健
で
尊
敬
に
値
す
る
人
た
ち
（
※
引
用
者
註

　
ホ
イ
ッ
グ
党
の
穏
健
派
議
員
た
ち
）
か
ら
多
く
の
善
意
を
得
る
こ
と
、
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
彼
ら
の
敵
愾
心
を
和
ら
げ
る
こ
と
以
外
、
保
守
党
（the C

onservative party

）
は
ど
う
や
っ
て
自
ら
を
維
持
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
？
」（C

harles S
. P

arker 1970, II

：244

）
と
明
言
し
て
い
る
。

）
九
九
九
（
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二
〇

こ
こ
か
ら
、
急
進
派
議
員
か
ら
で
は
な
く
、
穏
健
な
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
こ
そ
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
も
含
め
た
、

ピ
ー
ル
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
（
保
守
主
義
）
の
基
本
戦
略
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
同
時
に
、
こ
の
一
八
三
四
年
五
月

の
段
階
で
、
ピ
ー
ル
は
自
分
の
党
を
「
保
守
党
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
八
三
五
年
総
選
挙
と
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
が
「
ト
ー
リ
ー

党
」
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の
、
具
体
的
に
は
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
も
併
用
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
に
な
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
ピ
ー
ル
は
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
公
表
の
約
半
年
ほ
ど
前
（
一
八
三
四
年
七
月
二
三
日
）、「
組
閣
を
要
請
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
い

な
い
が
、
も
し
要
請
が
あ
っ
た
ら
そ
の
責
務
を
拒
絶
し
な
い
。
し
か
も
保
守
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（C

onservative principles

）
を
ベ
ー
ス
と

す
る
政
権
を
支
持
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
た
め
、
憲
法
上
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
る
決
意
」（P

eel, M
em

oirs

：13

）
と
い
う

内
容
の
覚
え
書
き
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
の
後
、
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
と
し
て
結
実
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
ピ
ー
ル
は
、
第
二
次
内
閣
総
辞
職
直
前
の
一
八
四
六
年
六
月
二
一
日
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
「
政
府
と
い
う

も
の
は
、
そ
れ
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
存
在
が
必
要
で
す
。
だ
か
ら
保
守
党
政
府
（C

onservative G
overnm

ent

）

な
ら
、
保
守
党
（C

onservative party

）
に
よ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
る
べ
き
で
す
」（C

harles S
. P

arker 1970, III

：364

）
と
述
べ
て
お
り
、

こ
の
時
期
に
な
る
と
ピ
ー
ル
も
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
と
そ
の
存
在
理
由
を
完
全
に
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。

で
は
、
ピ
ー
ル
の
同
時
代
人
は
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
都
合

で
、
特
に
重
要
な
も
の
を
一
つ
だ
け
選
ん
で
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
八
三
五
年
総
選
挙
敗
北
後
、
内
閣
総
辞
職
を
明
言
し
た
ピ
ー
ル
に
刺
激
さ
れ
匿
名
で
書
か
れ
たH

in
ts to th

e con
servatives, in

 

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

二
一

a letter ad
d

ressed
 to S

ir R
obert P

eel, B
art., M

.P
.

（L
ondon: 1835

）
は
、
保
守
党
と
い
う
用
語
の
相
対
的
目
新
し
さ
を
よ
く
考

え
る
よ
う
、
同
僚
た
ち
に
進
言
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
（G

aunt 2023

：71

）。
本
稿
の
テ
ー
マ
と
密
接
に
関
わ
る
貴
重
な
証
言
な
の
で
、

か
な
り
長
く
な
る
が
以
下
の
と
お
り
引
用
す
る
。

「
閣
下
、
…
…
党
名
と
し
て
導
入
さ
れ
た
「
保
守
」（‘C

onservative ’

）
と
い
う
新
し
い
言
い
方
を
今
や
多
く
の
人
び
と
が
歓
迎
す
る
の
は
、

単
に
当
事
者
が
そ
の
新
し
い
言
い
方
を
す
る
こ
と
で
、
ト
ー
リ
ー
と
い
う
ほ
と
ん
ど
廃
れ
た
、
と
て
も
不
快
な
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
か
ら
完

全
に
切
り
離
さ
れ
る
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
少
な
く
と
も
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
党

名
に
は
不
快
な
響
き
が
一
切
な
い
の
で
、
結
果
と
し
て
、
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
意
見
の
も
ち
主
を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
こ
と
も
、
そ
し
て
ま

た
最
も
頑
固
で
頭
の
固
い
人
た
ち
が
不
満
に
思
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
点
で
す
。
こ
の
新
し
い
党
名

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
獲
得
で
き
な
か
っ
た
精
神
的
自
主
性
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
大
切
に
支
え
続
け
る
よ
う

に
な
っ
た
統
治
上
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
も
な
る
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
た
め
の
空
間
と
休
息
時
間
を
も
万
人
に
与
え
て
く
れ
る
の

で
す
。
…
…
我
々
は
ホ
イ
ッ
グ
や
ト
ー
リ
ー
と
い
う
言
い
方
を
過
去
の
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
後
ホ
イ
ッ
グ

や
ト
ー
リ
ー
と
い
う
二
つ
の
言
い
方
へ
の
厳
格
な
定
義
づ
け
は
一
切
必
要
な
く
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
両
党
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
て
い

る
印
象
を
、
少
な
く
と
も
、
よ
り
一
般
的
な
表
現
で
、
し
か
も
率
直
な
心
と
探
究
心
に
合
わ
せ
て
描
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
…
…
ト
ー
リ
ー
主
義
は
、
一
貫
し
た
惰
性
や
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
へ
の
抵
抗
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
わ
が
祖
先
が
つ
く
り
あ

げ
た
諸
制
度
へ
の
無
限
か
つ
迷
信
的
と
も
い
え
る
崇
敬
の
念
を
意
味
す
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
逆
に
ホ
イ
ッ
グ
主

義
は
、
知
性
の
進
歩
に
伴
い
、
い
つ
か
到
達
す
る
と
思
わ
れ
る
想
像
上
の
完
成
形
を
常
に
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
今
や
、
昔
の

）
九
九
八
（
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二
二

こ
と
と
は
い
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
濫
用
の
責
任
を
彼
ら
に
取
ら
せ
、
彼
ら
が
企
て
る
改
良
計
画

を
一
切
重
視
し
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
こ
の
保
守
党
と
い
う
名
称
に
は
ト
ー
リ
ー
党
と
い
う
名
称
以
上
に
ア

ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
す
。」（G

aunt 2023

：91

）（
傍
線
引
用
者
）

以
上
の
言
及
か
ら
以
下
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
具
体
的
な
経
緯
は
不
明
に
せ
よ
、
一
八
三
五
年
頃
に
「
ト
ー
リ
ー
」
と
「
保
守
」
が

党
名
と
し
て
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
。
同
党
議
員
か
ら
す
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
や
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
と
い
う
点
で

も
、「
ト
ー
リ
ー
」
よ
り
「
保
守
」
の
方
が
好
都
合
で
、
し
か
も
一
種
の
〝
政
治
的
な
旨
味
〟
す
ら
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
そ

し
て
何
よ
り
、
穏
健
な
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員

（
７
）

に
代
表
さ
れ
る
「
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
意
見
の
も
ち
主
」
も
、
ウ
ル
ト
ラ
・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
に

象
徴
さ
れ
る
「
最
も
頑
固
で
頭
の
固
い
人
た
ち
」
も
、「
保
守
党
」
と
い
う
党
名
な
ら
全
て
同
時
に
満
足
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。
つ
ま
り
は

「
コ
ア
」
の
部
分
を
遠
ざ
け
ず
に
、
そ
の
「
周
辺
」
に
居
る
似
た
よ
う
な
考
え
の
人
た
ち
も
包
摂
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
換
言
す

れ
ば
、
中
長
期
的
に
見
て
、
急
進
主
義
や
革
命
勢
力
に
対
抗
で
き
る
支
持
基
盤
の
構
築
と
拡
大
に
つ
な
が
る
こ
と
。
少
な
く
と
も
こ
の
筆

者
は
、
そ
う
し
た
「
現
実
的
側
面
」
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
採
用
・
導
入

（
８
）

の
主
役
は
誰
か
、
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
経
緯
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
一
八
三
〇
年
に
初
登
場
し
た
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
が
一
八
三
五
年
前
後
の
国
内
政
治
状

況
を
通
じ
て
徐
々
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ー
ル
の
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
に
「
保

守
党
」「
保
守
主
義
」
と
い
う
表
現
は
確
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
ピ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
の
ホ

イ
ッ
グ
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
「
保
守
主
義
」
と
す
る
な
ら
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
登
場
と
併
用
に
は
、
そ
の
た
め
の
リ

）
九
九
七
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

二
三

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
を
内
外
に
わ
か
り
や
す
く
示
す
役
割
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

周
知
の
よ
う
に
、
今
日
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
記
事
や
雑
誌
な
ど
で
は
、「
ト
ー
リ
ー
」
と
「
保
守
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
公
式
の
手
続
き
を
経
て
「
ト
ー
リ
ー
党
」
か
ら
「
保
守
党
」
に
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
と
後
者
の
間
に
は
、
連
続

性
や
継
続
性
も
、
あ
る
程
度
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
事
実
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
そ
れ
自
体
が
、
歴
史
的
に
も
本
質

的
に
も
、「
き
わ
め
て
無
定
形
な
存
在
」（Jennings 1961

：61

）
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
一
八
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
、
あ
る
い
は
そ
の
漸
進
的
な
用
い
ら
れ
方
な
ど
を
見
て
み
る
と
、

や
は
り
そ
れ
は
旧
ト
ー
リ
ー
党
（
ト
ー
リ
ー
主
義
）
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
政
治
集
団
と
し
て
の

─
過
去
と
の
訣
別
も
含
め

─
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
や
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
も
関
係
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ

ん
一
八
四
六
年
の
穀
物
法
撤
廃
を
め
ぐ
る
保
守
党
分
裂
（
註（
８
）を
参
照
）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
決
し
て
ス

ム
ー
ズ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（Jones 2019

：18

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
保
守
党
は
、
保
守
主
義
を
公
共
政
策
に
転
換
す
る
た
め
の
手
段
」（N

orton 2008

：324

）
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以

上
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
を
ベ
ー
ス
と
す
る
、
議
会
改
革
の
事
後
承
認
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
者
を

主
体
と
し
た
、
ホ
イ
ッ
グ
穏
健
派
の
包
摂
」
こ
そ
、
一
八
三
〇
年
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
、
ひ
い
て
は
近
代
イ
ギ
リ
ス
保
守

党
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
で
あ
り
、
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

）
九
九
八
（
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二
四

一
八
三
〇
年
以
降
に
お
け
る
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
漸
進
的
使
用
と
定
着
は
、「
上
意
下
達
」
と
い
う
ト
ー
リ
ー
的
イ
メ
ー
ジ
と

は
裏
腹
に
、「
上
か
ら
の
」
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
と
い
う
よ
り
、
ト
ー
リ
ー
系
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
比
較
的
「
外
側
の
」
領
域
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
テ
ー
マ
を
論
ず
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
ベ
イ
ル
（T

im
 B

ale

）
の
指
摘
す
る
「
メ

デ
ィ
ア
の
中
の
政
党
」（the party in the m

edia （
９
）

）
と
い
う
視
座
も
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
、
今
回
の
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
『
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
に
代
表
さ
れ
る
ト
ー
リ
ー
系
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
ま
た
、
広
義
の
政
党

組
織
と
し
て
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
ト
ー
リ
ー
系
各
組
織
間
の
意
見
対
立
な
ど
に
も
注
目
し
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
順
序
と
し
て
、
先
ず
中
央
（
院
内
議
員
集
団
）
レ
ベ
ル
の
動
き
に
注
目
し
た
た
め
、
地
方
（
院
外
組
織
）
の
動
向
に
眼
を
向

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
の
登
場
と
併
用
が
、
結
果
と
し
て
党
内
団
結
や
凝
集
性
に
、
あ
る
い
は

新
・
旧
有
権
者
層
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
分
析
も
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

一
八
三
二
年
か
ら
一
八
四
一
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
各
総
選
挙
の
党
派
別
獲
得
議
席
数
は
、
以
下
の
と
お
り
（
定
数
六
五
八
）。

・
ホ
イ
ッ
グ
お
よ
び
急
進
派
な
ど
（
の
ち
の
自
由
党
）

　
　
　
　
一
八
三
二
（
四
七
九
）　

　
　
一
八
三
五
（
三
八
三
）　

　
　
一
八
三
七
（
三
四
九
）　

　
　
一
八
四
一
（
二
九
〇
）

・
ト
ー
リ
ー
（
の
ち
の
保
守
党
）

　
　
　
　
一
八
三
二
（
一
七
九
）　

　
　
一
八
三
五
（
二
七
五
）　

　
　
一
八
三
七
（
三
〇
九
）　

　
　
一
八
四
一
（
三
六
八
）

但
し
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
結
果
は
、
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
詳
細
が
マ
チ
マ
チ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、C

hris C
ook 

and B
rendan K

eith, B
ritish

 H
istorical F

acts 1830-1900 

（L
ondon and B

asingstoke: M
acm

illan

） 1984 

（rep.

）, pp. 138-139

を
参
考

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

二
五

に
し
た
。

ま
た
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
ト
ー
リ
ー
党
」「
ホ
イ
ッ
グ
党
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
当
時
そ
う
い
う
名
前
の
今
日
的
意
味
で
の
「
政
党
」

（parties

）
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
三
二
年
に
第
一
次
選
挙
法
改
正
が
実
現
す
る
ま
で
、
例
え
ば
「
小
ピ
ッ
ト
派
」（P

ittite

）、

「
フ
ォ
ッ
ク
ス
派
」（F

oxite

）
と
呼
ば
れ
る
の
が
当
時
は
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
実
態
は
有
力
政
治
家
個
人
と
そ
の
同
僚
議
員
に
よ
る
「
徒

党
」（factions
）
で
し
か
な
か
っ
た
（B

lake 1988

：9

　
早
川
訳1979

：21

、
中
村1986

：112

ほ
か
）。

そ
れ
ゆ
え
一
八
三
〇
年
以
降
、
主
要
争
点
を
め
ぐ
る
論
争
と
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
ス
タ
ン
ス
や
同
盟
協
力
関
係
な
ど
か
ら
、
現
状
維
持
派
が

「
ト
ー
リ
ー
」、
穏
健
な
改
革
志
向
派
は
「
ホ
イ
ッ
グ
」
と
認
識
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
徐
々
に
一
般
化
・
系
列
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う

点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
2
） 

タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
（
一
八
三
四
年
）
は
、
総
選
挙
直
前
に
第
一
次
ピ
ー
ル
内
閣
（
閣
議
）
で
公
認
さ
れ
、「
首
相
」
と
し
て
の
立
場
で
ピ
ー
ル

が
行
っ
た
全
有
権
者
向
け
所
信
表
明
演
説
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
今
日
風
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（m

anifesto

）
の
起
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
最
新
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
に
お
い
て
も
、
同
宣
言
は
、
新
し
い
穏
健
な
保
守
主
義
や
近
代
保
守
党
のfounding 

docum
ent

と
し
て
評
価
さ
れ
続
け
て
い
る
（G

aunt 2023

：3

、G
arnett 2023, 36

）。

（
3
） 

ト
ー
リ
ー
系
の
『
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
は
、
ホ
イ
ッ
グ
系
の
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ビ
ュ
ー
』（T

h
e E

d
in

bu
rgh

 R
eview

）
誌

（
一
八
〇
二
年
創
刊
）
に
対
抗
す
る
形
で
一
八
〇
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
一
九
六
七
年
に
廃
刊
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
） 

一
七
一
四
年
に
ア
ン
女
王
（A

nne

）
が
死
去
し
後
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
が
断
絶
し
て
以
来
、「
ト
ー
リ
ー
」「
ホ
イ
ッ
グ
」
と
い
う
呼
称
は
ほ

ぼ
形
だ
け
と
な
り
（
形
骸
化
）、
小
ピ
ッ
ト
を
含
む
一
八
世
紀
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
家
の
大
半
は
「
ホ
イ
ッ
グ
」
を
自
称
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。そ

の
主
な
理
由
と
し
て
、
王
位
を
継
い
だ
ド
イ
ツ
出
身
の
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
（G

eorge I

）
の
即
位
以
来
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
（Jacobite

）

─
旧

ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
と
そ
の
子
孫
の
王
位
継
承
こ
そ
正
統
と
考
え
る
議
員
た
ち

─
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
の
主
導
で
そ
の
ハ
ノ
ー

ヴ
ァ
ー
朝
が
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
議
員
た
ち
が
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
朝
へ
の
固
執
を
示
す
時
代
が
長
く
続
い
た
た
め
、
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

ち
な
み
に
、
本
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
八
〇
六
年
に
小
ピ
ッ
ト
が
死
去
す
る
と
、
小
ピ
ッ
ト
派
の
立
場
を
引
き
継
い
だ
議
員
た
ち
が
次
々
と

）
九
九
九
（



政
経
研
究

　第
六
十
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

二
六

政
権
を
担
当
し
た
結
果
、
徐
々
に‘a new

 T
ory party ’

の
核
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
一
般
的
呼
称
と
し
て
の
「
ト
ー
リ
ー
」
は
ま
だ

使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
通
説
で
は
、
一
八
二
〇
年
代
末
に
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
な
国
内
政
策
（
リ
ベ
ラ
ル
・
ト
ー
リ
ー
主
義
）
や
外
交
政
策
（
い

わ
ゆ
る
「
カ
ニ
ン
グ
外
交
」）
を
推
進
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
カ
ニ
ン
グ
が
、
小
ピ
ッ
ト
陣
営
で
唯
一
初
め
て
「
ト
ー
リ
ー
」
を
自
称
し
た
議
員
と

さ
れ
て
い
る
（C

f. B
lake 1988

：9

　
早
川
訳1979

：21

、S
tuart 1978

：8-9

）。

（
5
） 

タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
の
特
徴
や
そ
の
政
治
史
的
意
義
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
渡
辺
容
一
郎
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
北
樹
出
版
、

二
〇
〇
七
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
） 

タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
各
段
落
と
も
全
てR

obert P
eel, M

em
oirs, B

iblio L
ife, n.d..

版
のpp. 58-67

を
テ
キ
ス
ト
と

し
て
参
照
し
た
。

（
7
） 

「
ホ
イ
ッ
グ
党
」
が
「
自
由
党
」（the L

iberal party

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
る
。

ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
九
年
六
月
に
ホ
イ
ッ
グ
党
指
導
者
の
一
人
ラ
ッ
セ
ル
（John R

ussell

）
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王

（V
ictoria

）
に
宛
て
た
二
通
の
書
簡
の
中
で
、the W

hig party

の
類
義
語
（synonym

）
と
し
て‘L

iberal party ’

を
用
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の

う
え
で
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
、
一
八
五
二
年
の
時
点
で
は‘W

hig ’

と‘L
iberal ’

が
併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
五
五
年
に
な
る
と‘L

iberal ’

が
一
般

的
と
な
り
、
そ
し
て
一
八
五
九
年
の
段
階
で
は
、
悪
口
を
除
い
て‘W

hig ’

は
一
切
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
一
八
五
二
年
か
ら
一
八
五
九

年
を
「
自
由
党
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
し
た
時
期
と
位
置
づ
け
て
い
る
（Jennings 1961

：75-77

）。

（
8
） 

一
八
四
六
年
の
穀
物
法
撤
廃
を
め
ぐ
る
保
守
党
分
裂
後
、（
の
ち
に
ホ
イ
ッ
グ
党
や
急
進
派
な
ど
と
合
流
し
て
自
由
党
誕
生
の
基
礎
と
な
る
）

ピ
ー
ル
と
そ
の
自
由
貿
易
派
議
員
を
事
実
上
追
放
し
た
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in D

israeli

）
た
ち
保
護
貿
易
派
は
、
新
党
の
名
称
を
ど
う
す
る

か
議
論
し
た
。

結
局
、
元
の
ま
ま
「
保
守
党
」
と
い
う
呼
称
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
最
終
合
意
を
見
た
が
、
新
党
名
の
候
補
と
し
て
、「
保
護
貿
易
党
」（the 

P
rotectionist party

）
や
「
地
方
党
」（the C

ountry party

）
な
ど
も
検
討
さ
れ
て
い
た
（Jennings 1961

：59-60

）
と
い
う
。

（
9
） 

こ
こ
で
い
う
「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
政
党
」
と
は
、
具
体
的
に
は
政
党
の
戦
略
に
巨
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
す
編
集
者
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
関
係
す
る
人
び
と
を
指
す
。

）
九
九
九
（



ト
ー
リ
ー
党
と
保
守
党
（
渡
邉
）

二
七

ベ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
び
と
の
存
在
を
知
ら
ず
に
保
守
党
政
治
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
政
党
は
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
草
の
根
党
活
動
家
に
よ
る
熱
狂
的
コ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
や
単
な
る
下
院
議
員
以
上
に
、
保
守
党
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
多
大

な
影
響
力
を
行
使
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
（B

ale 2016

：2, 17

）。
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史
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．
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編
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史
辞
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』
研
究
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．

渡
辺
容
一
郎
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．『
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代
ヨ
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ロ
ッ
パ
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政
治
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北
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出
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．

渡
邉
容
一
郎
．2022

．『
西
洋
政
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史
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晃
洋
書
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．

ヒ
ュ
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・
セ
シ
ル
著
（
栄
田
卓
弘
訳
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．『
保
守
主
義
と
は
何
か
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
．

ロ
バ
ー
ト
・
ブ
レ
ー
ク
著
（
早
川
崇
訳
）．1979

．『
英
国
保
守
党
史
』
労
働
法
令
協
会
．

［
付
記
］　
本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
度
日
本
比
較
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
（
未
定
稿
）
に
あ
ら
た
め
て
加
筆
し
、
修
正
を
加
え
た
内
容
で
あ
る
。
学

会
当
日
は
討
論
者
を
は
じ
め
会
員
諸
氏
か
ら
多
く
の
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

）
九
九
九
（



政
治
参
加
の
意
味
変
容
（
杉
本
）

二
九

政
治
参
加
の
意
味
変
容

杉

　
　本

　
　竜

　
　也

は
じ
め
に

１
　
政
治
参
加
の
基
本
形
式

２
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
政
治
参
加

３
　
ケ
ア
と
い
う
実
践
と
政
治

４
　
現
代
社
会
に
お
け
る
「
生
活
者
」

お
わ
り
に

論

　説

）
五
五
一
（
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十
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三
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四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

三
〇

は
じ
め
に

本
研
究
は
、
政
治
参
加
に
関
す
る
基
礎
的
な
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
、
ケ
ア
の
倫
理
・
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
、
そ
し
て
天
野
正
子
の
「
生
活
者
」
概
念
と
主
婦
へ
の
注
目
と
い
う
三
つ
の
政
治
・
社
会
思
想
を
参
考
と
し
て
、
政
治
参
加
の
内

容
の
変
化
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
市
民
に
よ
る
政
治
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
す
べ
て
基
本
的
に
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
政
治
参
加
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
多
く
の
支
持
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
政
治
参
加
の
姿
や
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
多
様
で
あ
る
。
す
べ
て
の
選
挙
に
当
た
っ
て
欠
か
さ
ず
投
票
す
る
人
は
、
褒

め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
、
ど
れ
だ
け
誠
実
な
思
い
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、

暴
力
を
伴
っ
た
政
治
参
加
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
つ
ま
り
、
政
治
参
加
に
は
、
質
と
程
度
と

内
容
に
関
し
て
、「
良
い
政
治
参
加
」
と
「
悪
い
政
治
参
加
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

（
１
）

。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
政
治
参
加
は
き
わ
め
て
低
調
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
の
第
四
九
回

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
票
率
は
五
五
・
九
三
％
で
あ
り
、
政
権
を
選
択
す
る
選
挙
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
権
者
の
半
数
し
か
投

票
し
て
い
な
い

（
２
）

。
デ
モ
な
ど
の
直
接
行
動
に
至
っ
て
は
、
二
・
九
％
の
参
加
率
に
と
ど
ま
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る

（
３
）

。
要
す
る
に
、
現
代

の
日
本
に
お
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
必
須
条
件
で
あ
る
政
治
参
加
が
消
滅
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
進
化
に
伴
っ
て
、
政
治
と
い
う
営
み
の
再
検
討
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、

政
治
参
加
を
議
論
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
、
従
来
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
が
想
定
し

）
五
五
一
（
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て
い
た
政
治
参
加
は
、
女
性
ら
が
排
除
さ
れ
た
政
治
・
社
会
構
造
を
前
提
と
し
た
、
成
人
男
性
の
み
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
参
加
を
巡
る
議
論
は
、
単
に
人
々
の
参
加
を
促
す
だ
け
で
な
く
、
政
治
・
社
会
構
造
全
体

の
再
検
討
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
の
観
点
か
ら
政
治
参
加
の
意
味
を
考
え
て
い
く
。
そ
の
基
礎
と
な
る
問
題
意
識
は
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
必
要
条
件
で
あ
る
政
治
参
加
の
活
性
化
の
模
索
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
を
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
の
で
は
な

く
、
政
治
参
加
自
体
の
問
い
直
し
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

本
研
究
で
は
、
第
一
に
政
治
参
加
に
関
す
る
基
本
的
な
理
論
や
概
念
を
把
握
す
る
。
政
治
参
加
に
関
す
る
研
究
は
多
数
存
在
し
て
い
る

が
、
日
本
の
政
治
学
者
に
よ
る
研
究
成
果
と
し
て
評
価
の
高
い
蒲
島
郁
夫
の
そ
れ
を
主
な
材
料
と
す
る
。

第
二
に
、
政
治
参
加
を
求
め
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
源
流
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
彼
の
政
治
理

論
は
政
治
参
加
に
関
す
る
基
本
的
公
式
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
同
時
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
考
え

る
政
治
参
加
の
あ
り
方
が
既
述
の
よ
う
な
排
除
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
点
な
ど
を
批
判
的
に
再
考
す
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
倫
理
お
よ
び
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る
参
加
に
つ
い
て
考
え
る
。
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

論
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
的
な
政
治
思
想
の
対
極
に
位
置
す
る
政
治
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
批
判
的
に
見
直
す
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る
参
加
を
考
え
る
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
ケ
ア
が
直
接
的
に
狭
義
の

政
治

（
４
）

に
関
連
す
る
実
践
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ケ
ア
と
い
う
実
践
の
多
く
は
、
狭
義
の
政
治
が
介
在
し
な
い
領
域
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

第
四
に
検
討
す
る
の
は
、
天
野
正
子
に
よ
る
「
生
活
者
」
論
か
ら
考
え
る
政
治
参
加
で
あ
る
。
天
野
が
注
目
す
る
の
は
、
近
代
以
降
の

）
五
五
一
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三
二

政
治
理
論
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
へ
の
批
判
理
論
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
も
見
落
と
さ
れ
て
き
た
主
婦
と
い
う
存

在
で
あ
る
。
彼
女
は
、
主
婦
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
戦
後
日
本
社
会
に
生
き
た
市
井
の
人
々
の
生
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う

と
試
み
る
。
主
婦
と
い
う
存
在
を
政
治
思
想
的
に
考
え
る
意
味
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
私
的
領
域
に
属
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
。
主
婦
は
あ
く
ま
で
も
私
的
領
域
に
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
「
共
」
的
実
践
の
姿
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
、
政
治
や
社
会
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
思
想
の
変
化
に
伴
っ
て
、
求
め
ら
れ
る
政
治
参
加
の
あ
り
方
が

変
化
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
政
治
参
加
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
必
要
な
視
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１
　
政
治
参
加
の
基
本
形
式

研
究
者
に
よ
っ
て
、
政
治
参
加
と
い
う
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
も
の
に
は
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
政
治
参
加
に
関
し
て
は
日
本
を

代
表
す
る
研
究
業
績
を
ま
と
め
た
蒲
島
郁
夫
に
よ
る
端
的
な
定
義
を
、
ま
ず
は
提
示
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
政
治
参
加
は
、「
政
府

の
政
策
決
定
に
影
響
を
与
え
る
べ
く
意
図
さ
れ
た
一
般
市
民
の
活
動

（
５
）

」
で
あ
る
。
さ
ら
に
蒲
島
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
と

ジ
ョ
ア
ン
・
ネ
ル
ソ
ン
に
よ
る
、
よ
り
詳
細
な
定
義
を
紹
介
し
て
い
る

（
６
）

。
そ
れ
は
、
第
一
に
、「
政
治
参
加
は
実
際
の
活
動
で
あ
っ
て
、

政
治
的
知
識
、
政
治
的
関
心
、
政
治
的
有
力
感
な
ど
の
心
理
的
指
向
は
含
ま
な
い
。
こ
れ
ら
の
政
治
心
理
的
指
向
は
政
治
参
加
と
密
接
に

関
連
は
し
て
い
る
も
の
の
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
」。
第
二
に
、「
政
治
参
加
と
は
一
般
市
民
の
政
治
活
動
で
あ
り
、
官
僚
や
政
治
家

や
ロ
ビ
イ
ス
ト
が
職
業
と
し
て
行
う
諸
活
動
は
含
ま
れ
な
い
」。
第
三
に
、「
政
府
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
く
意
図
さ
れ
た
活
動
に
限
ら
れ
、

儀
式
的
な
政
治
参
加
や
、
活
動
の
対
象
が
政
府
で
は
な
い
、
た
と
え
ば
民
間
労
働
者
の
賃
上
げ
要
求
の
た
め
の
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
諸
活

）
五
五
一
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三
三

動
は
政
治
参
加
の
中
に
含
ま
れ
な
い
」。
第
四
に
、「
政
府
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
行
動
で
あ
れ
ば
、
そ
の
活
動
が
実
際

に
効
果
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
政
治
参
加
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
」。
そ
し
て
、
第
五
に
、「
自
分
自
身
の
意
思
で
行
動
す
る
自

主
参
加
だ
け
で
な
く
、
他
者
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
た
動
員
参
加
も
政
治
参
加
に
含
ま
れ
る
」。
い
わ
ば
、
政
治
参
加
と
は
、
政
治
を
職
業

と
す
る
よ
う
な
「
プ
ロ
」
に
よ
る
活
動
で
は
な
く
、
日
常
的
に
は
狭
義
の
政
治
の
領
域
に
は
属
し
て
い
な
い
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
の
活
動
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
蒲
島
は
、
シ
ド
ニ
ー
・
ヴ
ァ
ー
バ
ら
の
見
解
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
政
治
参
加
の
形
態
を
ま
と
め
て
い
る

（
７
）

。
第
一
が
、
投

票
で
あ
る
。
有
権
者
は
定
期
的
な
選
挙
を
通
し
て
、
そ
の
政
治
的
選
好
を
政
策
決
定
者
に
伝
達
す
る
。
投
票
は
参
加
コ
ス
ト
が
少
な
い
割

に
は
、
投
票
結
果
が
政
治
家
に
対
す
る
圧
力
は
大
き
い
。
第
二
の
形
態
が
、
選
挙
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
投
票
参
加
以
外
の
選
挙
運
動
、

た
と
え
ば
知
人
ら
へ
の
投
票
依
頼
や
献
金
、
選
挙
運
動
の
手
伝
い
な
ど
が
あ
る
。
選
挙
活
動
に
は
、
投
票
よ
り
多
く
の
自
発
性
と
積
極
性

が
必
要
と
な
る
。
第
三
が
、
地
域
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
政
治
活
動
は
広
範
で
、
選
挙
や
選
挙
運
動
、
個
別
接
触
以
外
の
ほ
と

ん
ど
の
政
治
活
動
が
該
当
す
る
。
環
境
運
動
や
平
和
運
動
、
消
費
者
運
動
な
ど
も
、
こ
の
形
態
の
活
動
で
あ
る
。
集
団
活
動
は
単
一
の
争

点
を
巡
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
に
政
治
的
情
報
量
が
多
く
、
そ
の
効
果
も
当
初
の
集
団
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
浸
透
す
る
。

第
四
が
、
個
別
接
触
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
人
や
そ
の
家
族
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
官
僚
や
政
治
家
に
接
触
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
別
接

触
で
の
依
頼
が
個
人
的
な
事
柄
で
あ
る
た
め
に
、
圧
力
の
程
度
は
小
さ
い
。
ま
た
、
結
果
の
影
響
も
依
頼
者
個
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
そ
の
範
囲
は
狭
い
。
し
か
し
、
多
大
な
積
極
性
と
自
発
性
が
必
要
と
な
る
。
第
五
の
形
態
は
、
暴
力
で
あ
る
。
第
一
か
ら
第
四
ま

で
の
形
態
が
合
法
的
な
「
シ
ス
テ
ム
内
」
の
政
治
参
加
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
暴
力
は
「
シ
ス
テ
ム
外
」
の
政
治
参
加
で
あ
り
、
人
間
や

個
人
所
有
の
財
産
に
物
理
的
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
活
動
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

）
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三
四

ク
ー
デ
タ
や
暗
殺
、
騒
乱
や
革
命
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
政
治
参
加
の
権
利
が
広
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
政
治
シ
ス
テ
ム
や
、
そ
の
よ

う
な
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
社
会
の
少
数
派
で
あ
り
、
か
つ
強
い
政
治
的
願
望
を
有
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
。

た
だ
、
蒲
島
は
こ
れ
ら
の
形
態
分
類
を
、
二
〇
二
三
年
の
新
著
で
追
加
と
修
正
を
加
え
て
い
る

（
８
）

。
ま
ず
、
ロ
ナ
ル
ド
・
イ
ン
グ
ル

ハ
ー
ト
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
抗
議
活
動
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
抗
議
活
動
は
、
社
会
的
に
疎
外
さ
れ
、
既
存
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
ア

ク
セ
ス
で
き
な
い
少
数
者
が
不
満
を
抱
く
こ
と
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
政
治
制
度
の
正
統
性
に
対
す
る
挑
戦
と
い
う
性
格
を

有
し
、
し
ば
し
ば
暴
力
が
伴
う
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
発
生
し
た
学
生
運
動
や
反
戦
デ
モ
を
見
る
と
、

む
し
ろ
教
育
機
会
や
所
得
面
で
恵
ま
れ
た
者
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
蒲
島
は
、
抗
議
活
動
を
新
規
に
追
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
徴
は

従
来
の
分
類
に
お
け
る
暴
力
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
彼
が
あ
え
て
暴
力
と
抗
議
活
動
を
分
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
間
に
は
本

質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、
抗
議
活
動
が
あ
く
ま
で
も
「
シ
ス
テ
ム
内
」
の
活
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
暴

力
は
基
本
的
に
「
シ
ス
テ
ム
外
」
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
追
加
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
政
治
参
加
の
形
態
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
参
加
に
当

た
っ
て
使
用
す
る
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
し
た
政
治
参
加
は
、
参
加
コ
ス
ト
が
著

し
く
低
く
、
効
率
的
で
あ
る

（
９
）

。

さ
て
、
蒲
島
は
、
政
治
参
加
を
巡
る
議
論
を
、
そ
れ
を
積
極
的
に
要
求
す
る
参
加
民
主
主
義
理
論
と
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

に
代
表
さ
れ
る
、
市
民
の
能
力
的
限
界
の
認
識
の
上
に
成
立
す
る
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
理
論
と
の
論
争
と
し
て
理
解
し
て
い
る

（
10
）

。

参
加
民
主
主
義
理
論
は
、
一
般
の
市
民
に
は
政
治
社
会
を
維
持
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
市
民
革
命
以
来
、

）
五
二
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三
五

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
要
求
す
る
声
は
市
民
の
能
力
に
対
す
る
肯
定
的
な
見
解
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
現
れ
た
大

衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
失
敗
は
そ
の
よ
う
な
期
待
が
楽
観
的
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

（
11
）

。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
で
あ
る
市
民
の
資
質
の
問
題
で
あ
る
。

広
範
な
政
治
参
加
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
条
件
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
市
民
が
善
良
で
有
徳
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

古
代
以
来
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
悪
し
き
多
数
者
支
配
を
意
味
し
て
い
た

（
12
）

。
西
洋
政
治
思
想
史
の
大
半
の
時
代
に

お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
肯
定
的
な
印
象
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
世

紀
以
降
の
わ
ず
か
な
時
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
市
民
に
よ
る
政
治
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
市
民
の
徳
性
を
問
わ

な
い
と
し
て
も
、
市
民
の
参
加
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
と
な
る
。
そ
の
点
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
よ
り
妥
当
性
が
認
め
ら

れ
る
の
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
的
な
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
理
論
よ
り
も
参
加
民
主
主
義
理
論
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
加
民
主
主
義
理
論
を
明
確
に
示
し
た
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
は
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
が
参
加
民
主

主
義
論
の
理
論
的
根
拠
と
考
え
た
の
が
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ペ
イ
ト
マ
ン
が
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

の
中
で
重
視
し
た
の
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
持
つ
教
育
的
効
果
で
あ
る

（
13
）

。
人
々
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
経
験
を
通
し
て
、
政
治
や

社
会
に
責
任
を
負
う
個
人
す
な
わ
ち
市
民
へ
と
成
長
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
人
間
は
政
治
的
に
完
成
さ
れ
た
状
態

で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
参
加
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
14
）

。
つ
ま
り
、
ペ
イ
ト
マ
ン
が
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
中
に
見
出
し
て
い

る
も
の
は
、
市
民
と
い
う
存
在
の
可
能
性
で
あ
る
。
市
民
と
は
政
治
社
会
に
生
き
る
人
間
が
到
達
す
る
理
想
状
態
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
成
長
を
実
現
す
る
過
渡
的
存
在
を
指
し
て
い
る
。
人
々
は
市
民
に
な
っ
て
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
参
加

す
る
の
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
市
民
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

）
五
二
五
（
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三
六

た
だ
、
ペ
イ
ト
マ
ン
の
政
治
理
論
は
、
ル
ソ
ー
の
拡
大
解
釈
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
だ
考
え
ら
れ
る
。
山
本
圭
は
、
ペ
イ
ト
マ

ン
の
議
論
を
、
第
一
に
国
家
レ
ベ
ル
の
代
表
制
を
も
っ
て
民
主
主
義
を
代
表
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
人
々
の
政
治

参
加
を
促
進
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
脱
中
心
化
・
脱
集
権
化
を
企
図
す
る
も
の
だ
と
評
価
し
て
い
る

（
15
）

。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

は
市
民
の
政
治
参
加
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
一
体
性
へ
の
志
向
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
共
和
国

（R
épublique

）・
政
治
体
（C

orps politique

）・
国
家
（É

tat

）・
主
権
者
（S

ouverain

）・
国
（P

uissance

）・
人
民
（P

euple

）・
市
民

（C
itoyens

）・
臣
民
（S

ujets
）
が
一
体
化
し
て
お
り
、
極
度
の
凝
集
性
に
基
づ
い
た
政
治
社
会
が
求
め
ら
れ
て
い
る

（
16
）

。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー

の
本
来
の
政
治
思
想
は
、
脱
中
心
化
・
脱
集
権
化
と
は
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
向
い
て
い
る
。

ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
、
ル
ソ
ー
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
直
接
関
与
の
重
要
性
を

強
調
す
る
視
点
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
も
、
ペ
イ
ト
マ
ン
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
特
定
の
何
も
の
か
を
介
在
さ
せ

る
こ
と
に
対
す
る
忌
避
感
は
き
わ
め
て
強
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
媒
介
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
従
属
関
係
が
発
生

す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
17
）

。
そ
の
た
め
、
ペ
イ
ト
マ
ン
の
参
加
民
主
主
義
理
論
は
、
市
民
が
直
接
的
な
政
治
主
体
で
あ
る
こ
と
を
強

く
求
め
る
政
治
思
想
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
蒲
島
に
よ
る
政
治
参
加
の
整
理
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
は
、
蒲
島
の
整
理
し
た
政
治
参
加
は
い
ず
れ
も
、
市
民
が
直
接
的
な
政
治
主
体
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
投
票
・
選
挙
活
動
・
地
域
活

動
・
個
別
接
触
・
暴
力
・
抗
議
活
動
・
オ
ン
ラ
イ
ン
活
動
の
い
ず
れ
も
、
政
治
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め
の
活
動
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
接
的
な
政
治
の
担
い
手
と
し
て
の
活
動
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
現
代
の
政
治
学
は
、
政
治
に
お
け
る
主
体
と
し
て

の
役
割
よ
り
も
、
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
及
ぼ
す
客
体
と
し
て
の
役
割
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

）
五
二
二
（
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三
七

２
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
政
治
参
加

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
論
的
に
正
当
化
し
た
政
治
思
想
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
が
、
彼
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

人
々
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
的
特
徴
の
た
め
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
必
須
の
政
治
参
加
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
維
持

で
き
な
く
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
壊
へ
の
危
機
感
を
背
景
と
し
て
い
る

た
め
、
政
治
参
加
を
強
調
す
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
悪
し
き
帰
結
を
見
据
え
た
上
で
、
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
政
治
参
加
の

点
か
ら
問
題
に
な
る
の
は
、
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
人
々
の
中
に
生
じ
る
と
し
て
い
る
個
人
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
ア
メ
リ
カ

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
第
二
巻
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
第
一
巻
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
一
巻
の
段
階
で
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
中
に
個

人
主
義
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
理
論
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
原
型
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
推
量
さ
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、

個
人
主
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
個
人
主
義
は
思
慮
あ
る
静
か
な
感
情
で
あ
る
が
、
市
民
を
同
胞
全
体
か
ら
孤
立
さ

せ
、
家
族
と
友
人
と
共
に
片
隅
に
閉
じ
こ
も
る
気
に
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
だ
け
の
小
さ
な
社
会
を
つ
く
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
大
き

な
社
会
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う

（
18
）

」。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
主
義
は
、「
権
力
の
側
が
力
と
恐
怖
に
よ
っ
て
国
民
を
相
互
関
心
の
網
に
か
ら

め
と
る
ま
で
も
な
く
、
民
主
社
会
の
平
等
の
力
学
自
体
の
中
に
、
人
を
孤
立
さ
せ
、
相
互
の
連
帯
を
失
わ
し
め
る
自
然
の
傾
向
性

（
19
）

」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
個
人
主
義
の
作
用
に
よ
っ
て
、
人
々
の
間
の
紐
帯
が
失
わ
れ
て
、
自
壊
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
に
基
づ
け
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
悪
し
き
帰
結
す
な
わ
ち
専
制
を
迎
え
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
進
ん
だ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
そ
れ
が
見
ら
れ
ず
、
一
定
の
健
全
性
を
備
え
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お

）
五
二
一
（
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三
八

い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
悪
弊
を
克
服
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
特
に
触
れ
る
べ
き
は
地
方
自
治
と
結
社
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
自
由
な
人
民
の
力
が
住
ま
う
の
は
地
域
共
同
体
の
中
な
の
で
あ
る
。
地
域
自
治
の
制
度
が
自
由
に
と
っ
て
も
つ
意
味
は
、

学
問
に
対
す
る
小
学
校
の
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
自
由
は
人
民
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
お
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人

民
は
自
由
の
平
穏
な
行
使
の
味
を
知
り
、
自
由
の
利
用
に
慣
れ
る
。
地
域
自
治
の
制
度
な
し
で
も
国
民
は
自
由
の
政
府
を
も
つ
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
自
由
の
精
神
は
も
て
な
い
。
束
の
間
の
情
熱
、
一
時
の
関
心
、
偶
然
の
状
況
が
国
民
に
独
立
の
外
形
を
与
え
る
こ
と

は
あ
る
。
だ
が
、
社
会
の
内
部
に
押
し
込
め
ら
れ
た
専
制
は
遅
か
れ
早
か
れ
再
び
表
に
現
れ
る

（
20
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
、
地
方
自
治
の
場
は
「
自
由
の
精
神
」
の
教
育
の
場
で
あ
る
。
右
記
の
文
章
は
一
般
に
「
地
方
自
治
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
小
学
校
で
あ
る
」
と
い
う
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
地
方
自
治
と
国
政
を
比

較
し
て
前
者
が
後
者
に
比
べ
て
幼
稚
で
劣
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
、
中
央
で
の
政

治
以
上
に
、
地
方
自
治
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
地
方
自
治
を
評
価
し
た
理
由
は
、
人
々
を
否
応
な
く
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
践
に
巻
き
込
む
か
ら
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
も
た
ら
す
個
人
主
義
は
、
人
々
か
ら
公
共
的
な
実
践
に
参
加
す
る
意

欲
を
低
下
さ
せ
る
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
方
自
治
は
、
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
一
九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
の
地
方
は
、
ご
く
小

規
模
な
地
域
共
同
体
し
か
存
在
し
な
い
。
人
々
は
共
同
体
の
活
動
に
参
加
す
る
以
外
に
な
い
。
こ
れ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
個
人
主
義
に

対
し
て
有
効
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
地
域
自
治
体
か
ら
力
と
独
立
を
奪
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
被
治
者
し

）
五
二
一
（
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三
九

か
認
め
ら
れ
ず
、
市
民
は
な
く
な
る
だ
ろ
う

（
21
）

」
と
い
う
。
普
通
の
街
の
自
治
活
動
が
、
市
民
を
養
成
す
る
。
市
民
は
、
そ
こ
で
、「
自
由

の
精
神
」
を
実
践
的
に
学
び
取
っ
て
い
く
。

単
独
で
行
動
す
る
自
由
に
次
い
で
人
間
に
も
っ
と
も
自
然
な
自
由
は
、
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
共
同
で
行
動
す
る
自
由
で
あ
る
。
だ
か

ら
私
に
は
、
結
社
の
自
由
は
個
人
の
自
由
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
本
性
か
ら
奪
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
22
）

。

も
う
ひ
と
つ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
重
視
し
て
い
る
も
の
が
、
結
社
で
あ
る
。
結
社
は
、
参
加
す
る
人
々
の
政
治
的
な
資
質
を
向
上
さ
せ
る

と
同
時
に
相
互
的
な
人
間
関
係
を
通
し
て
適
度
な
利
己
心
を
養
わ
せ
、
市
民
と
し
て
の
能
力
の
涵
養
と
現
実
的
に
機
能
す
る
連
帯
の
育
成

を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
23
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
結
社
を
組
織
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
協
同
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
本
質
的
特

性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
間
は
本
質
的
に
主
体
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
結
社
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

地
方
自
治
と
結
社
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
自
体
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
害
悪
を
抑
制
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
市
民
の
主
体
的
か
つ
自
発
的
な
関
与
に

よ
っ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
壊
作
用
が
克
服
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
、
政
治
参
加
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
第
一
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
点
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
関
し
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
に
お
け
る
政
治
参
加
が
、
あ
く
ま
で

も
身
近
な
実
践
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
自
治
や
結
社
へ
の
参
加
の
重
要
性
を
再
三
主
張
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
だ
が
、
中
央
政

）
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四
〇

府
や
国
政
へ
の
参
加
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
う
か
が
え
る
の
が
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
知
識

人
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
知
識
人
た
ち
が
公
的
な
事
柄
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、

現
実
的
な
知
識
と
経
験
が
欠
如
し
て
、
過
度
の
理
性
重
視
に
陥
っ
た
。
机
上
の
空
論
だ
け
で
、
彼
ら
彼
女
ら
は
国
政
に
関
す
る
無
責
任
の

発
言
を
行
う
。
そ
の
結
末
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
っ
た

（
24
）

。
そ
し
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
格
言
を
引
く
。「
自
治

（franchise

）
と
自
由
を
求
め
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
ど
い
屈
従
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
か
ら

（
25
）

」。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
の
格
言
を
通
し
て

伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
自
治
と
い
う
実
践
す
べ
て
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
理
論
的
な
こ
と
だ
け
に
通
じ
て
、
現
実
的
な
経
験

の
裏
付
け
の
な
い
人
間
が
関
与
す
る
こ
と
の
危
険
性
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
ペ
イ
ト
マ
ン
が
参
加
民
主
主
義
理
論

の
源
流
と
考
え
た
ル
ソ
ー
も
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
意
志
に
基
づ
く
一
体
的
な
政
治
共
同
体
を
構
想
し
た
ル
ソ
ー
の
政
治
思

想
は
、
著
し
い
理
念
先
行
型
の
政
治
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
身
近
な
政
治
参
加
は
、
現
実
的
な
政
治
経
験
を
積
む
場
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か

ら
こ
そ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
実
際
的
効
果
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
中
核
的
な
テ
ー
マ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
な
く
、
自
由
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
彼
は
西

洋
政
治
思
想
史
に
お
け
る
本
流
に
位
置
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
歴
史
の
必
然
と
し
て
求
め
な
く
て
も
到
来

す
る
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
時
に
自
由
を
毀
損
す
る
傾
向
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
た
め
、
自
由
を
守
る
た
め
に
は
意
識
的
に
こ
れ
を
擁
護

す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
政
治
参
加
は
、
自
由
の
発
露
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
地
方
自
治
と
結
社
に
共
通
す
る
要
素
は
、
自
由
な
市
民
に
よ
る
公
的
実
践
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
参
加
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
活
動
で
あ
る
以
上
に
、
自
由
を
体
現
す
る
行
為
で
あ
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
市
民
が
身
近
な
課
題
に
当
事
者
と
し
て
取
り
組
む
こ

）
五
二
一
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と
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
結
び
付
け
る
も
の
が
、
政
治
参
加
で
あ
っ
た
。

自
由
の
価
値
を
最
重
視
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
自
由
は
ま
さ
に
人
間
の
条
件
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
参
加
も
人

間
の
条
件
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
の
下
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
っ
て
政
治
参
加
が
か
な
わ
な
い
人
間
は
、
結
果

的
に
人
間
と
し
て
の
尊
厳
す
ら
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

３
　
ケ
ア
と
い
う
実
践
と
政
治

ケ
ア
の
倫
理
が
社
会
科
学
に
も
た
ら
し
た
影
響
の
ひ
と
つ
は
、
公
私
の
分
化
の
無
意
味
さ
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ケ
ア
の
倫
理

は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
公
私
の
厳
密
な
分
離
に
対
し
て
否
定
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
ケ
ア
と
い
う
も
の
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
公
私
の
分
離
か
ら
社
会
科
学
を
解
放
し

た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
公
私
分
離
を
否
定
し
た
と
い
え
る
な
ら
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
は
公
私
分
離
を
克
服
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
、
ケ
ア
は
人
類
的
な
活
動
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
世
界
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
善
く
生
き

る
た
め
に
、
こ
の
世
界
を
維
持
し
、
継
続
さ
せ
、
そ
し
て
修
復
す
る
た
め
に
な
す
す
べ
て
の
活
動
を
含
ん
で
い
る
。
世
界
と
は
、
わ
た

し
た
ち
の
身
体
、
わ
た
し
た
ち
自
身
、
そ
し
て
環
境
の
こ
と
で
あ
り
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
複
雑
な
網
の
目
へ
と
、
わ
た
し
た
ち

が
編
み
こ
も
う
と
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る

（
26
）

。

）
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四
二

右
記
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
に
よ
る
定
義
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
と
は
人
間
の
よ
き
生
と
よ
き
人
間
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

活
動
を
指
す
。
つ
ま
り
、
狭
義
の
政
治
活
動
も
、
身
近
な
人
の
た
め
の
家
事
も
と
も
に
ケ
ア
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
公
的
な

性
格
も
私
的
な
性
格
も
持
つ
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
ケ
ア
は
公
私
を
超
え
た
「
共
」
の
性
格
を
人
間
の
実
践
に
持
ち
込
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ケ
ア
が
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
人
間
の
脆
弱
性
（vulnerability

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
脆
弱
性
と
は
、「
個
人
の
仕
事
上
や
公

共
生
活
、
家
族
や
治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
環
境
領
域
と
い
っ
た
非
常
に
異
な
っ
た
領
域
に
わ
た
る
生
活
の
弱
体
化
、
不
安
定
化
、
離
脱
、

排
除
を
表
現
す
る
た
め
に
、
社
会
的
生
活
の
な
か
に
現
れ
た
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
用
語
の
語
源
は
、
肉
体
的
の

み
な
ら
ず
精
神
的
な
傷
と
も
関
連
し
て
い
る

（
27
）

」。
社
会
科
学
、
た
と
え
ば
政
治
学
が
前
提
と
し
て
き
た
「
社
会
」
は
、
権
力
を
巡
る
争
い

が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
意
味
で
安
定
し
て
お
り
、
平
均
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
学
の
ア
ク
タ
ー
は
、
慢
性
的
な
頭

痛
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
、
隣
家
の
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て
不
眠
に
な
る
こ
と
も
、
職
場
の
人
間
関
係
に
悩
む
こ
と
も
、
失
業
の
不
安
に
お

び
え
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
人
間
の
頭
の
中
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
不
安
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ア
の
倫
理
が
注
意
を
払

う
の
は
、
か
つ
て
の
社
会
科
学
で
は
些
末
な
こ
と
と
さ
れ
、
時
に
は
低
劣
な
も
の
と
蔑
視
さ
れ
て
き
た
、
こ
れ
ら
の
日
常
の
苦
し
み
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
で
は
、
こ
れ
ら
の
脆
弱
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
と
い
う
人
間
の
実
践
の
中
に
「
共
」
的
性
格

を
見
出
す
の
で
あ
る

（
28
）

。

ト
ロ
ン
ト
は
近
年
、「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」（C

aring w
ith

）
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
29
）

。
こ
れ
は
彼
女
が
ケ
ア
の
フ
ェ
ー
ズ

の
第
五
段
階
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
段
階
の
「
気
づ
か
う
こ
と
」（C

aring about

）、
第
二
段
階
の
「
面
倒
を
み
る
こ
と
」

（C
aring for

）、
第
三
段
階
の
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」（C

are-giving

）、
第
四
段
階
の
「
ケ
ア
を
受
け
取
る
こ
と
」（C

are-receiving

）
の
後
に

）
五
二
一
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置
か
れ
る
も
の
で
あ
る

（
30
）

。「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
の
特
徴
は
「
連
帯
性
」（solidarity

）
で
あ
り
、
ト
ロ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
多
元
性
」

（plurality
）・「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（com

m
unication

）・「
信
頼
」（trust

）・「
尊
敬
」（respect

）
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る

（
31
）

。

こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
ト
ロ
ン
ト
に
よ
る
ケ
ア
の
概
念
が
ケ
ア
す
る
側
か
ら
ケ
ア
さ
れ
る
側
へ
の
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
は
、
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
の
相
互
的
な
関
係
性
の
内
部
で
行
わ
れ
る
一
体
的
な
活
動
で
あ
る
。

本
来
あ
る
べ
き
ケ
ア
は
、
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
区
別
を
無
意
味
化
す
る
の
で
あ
る
。

ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お
け
る
政
治
参
加
は
、
ケ
ア
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア

の
概
念
を
突
き
詰
め
る
と
、
近
代
政
治
思
想
が
前
提
と
し
て
き
た
公
私
の
分
離
ど
こ
ろ
か
、
自
他
の
分
離
す
な
わ
ち
個
人
の
確
立
す
ら
無

意
味
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
ケ
ア
の
倫
理
や
そ
れ
に
基
づ
く
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
非
・
政
治
的
で
あ
り
、
あ
る
部

分
で
は
反
・
政
治
的
で
も
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
近
現
代
政
治
理
論
に
解
体
的
な
自
己
検
証
と
再
検
討
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る
政
治
参
加
は
、
ケ
ア
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
お

け
る
政
治
参
加
は
、
す
べ
て
ケ
ア
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
は
何
か
特
別
な
行
為
が
ケ
ア
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
ケ
ア
と

は
無
関
係
だ
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ケ
ア
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
転
換
が
起
こ
っ
た
世
界
に
お
け
る
政

治
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
政
治
の
姿
を
取
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

４
　
現
代
社
会
に
お
け
る
「
生
活
者
」

「
生
活
者
」
は
、
大
正
・
昭
和
以
降
の
日
本
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
西
洋
に
お
け
る
市
民
と
は
異
な
る
意
味
合
い
を

）
五
二
一
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四
四

持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
現
在
ま
で
決
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
し
な
い
ま
ま
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る

（
32
）

。

「
生
活
者
」
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
天
野
正
子
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
を
最
初
に
使
用
し
た
の
は
一
九
二
六
年
に
雑
誌
『
生
活

者
』
を
創
刊
し
た
作
家
の
倉
田
百
三
で
あ
る

（
33
）

。
そ
こ
で
の
「
生
活
者
」
は
脱
世
俗
的
な
求
道
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
始
ま
り
、
第
一
に

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
戦
時
体
制
か
ら
戦
後
の
窮
乏
期
に
至
る
時
代
の
生
活
文
化
論
（
三
木
清
、
新
居
格
、
今
和
次
郎
、
鶴
見
俊
輔
、
花
森
安

治
、
溝
上
泰
子
な
ど
）、
第
二
に
高
度
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
ま
で
の
時
期
に
至
る
消
費
社
会
論
（
大
熊
信
行
、
堤
清
二
、
福
原
義
春

な
ど
）、
第
三
に
新
し
い
社
会
運
動
と
し
て
の
市
民
運
動
（
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
）
や
生
活
者
運
動
（
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
）、
第
四

に
二
一
世
紀
型
社
会
像
の
提
示
（
広
井
良
典
）
や
「
自
分
流
儀
」
の
生
活
者
論
（
内
山
節
）
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ

か
る
こ
と
は
、
社
会
や
経
済
状
況
の
大
き
な
変
化
の
中
で
、「
生
活
者
」
と
い
う
概
念
も
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
受
け
て
、
天
野
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
「
生
活
者
」
を
定
義
し
て
い
る
。「
生
活
者
と
は
、
①
自
ら
の
生

活
を
、
生
産
（
労
働
）
や
消
費
、
廃
棄
、
政
治
ま
で
も
切
り
離
す
こ
と
な
く
総
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
で
の
問
題
解
決
に
む
け
て
取
り

組
む
主
体
で
あ
り
、
②
そ
の
生
活
様
式
の
選
択
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
点
検
し
、
日
常
生
活
の
再
編
を
持
続
的
に
試
み
る
人
び
と
を

さ
し
て
い
る

（
34
）

」。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
な
政
治
思
想
と
「
生
活
者
」
を
巡
る
思
想
が
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
日
常
生
活
を
は
じ
め
と
す
る
私
的
領
域
に
対

す
る
評
価
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
場
合
は
公
的
領
域
へ
の
私
的
要
素
の
侵
出
に
対
し
て
公
的
実
践
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

公
的
実
践
と
し
て
の
政
治
参
加
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
適
正
化
を
試
み
た
。
こ
こ
で
は
、
私
的
要
素
に
対
し
て
、
公
的
要

素
が
絶
対
的
な
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
生
活
者
」
の
思
想
は
、
日
常
生
活
を
軽
視
せ
ず
に
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ

て
政
治
を
適
正
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
が
市
井
の
人
々
か
ら
遊
離
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、
日
常
生
活
で
の

）
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営
み
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
も
の
へ
と
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、「
生
活
者
」
の
思
想
と
ケ
ア
の
倫
理
は
類
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
日
常
生
活
（
ケ
ア
の
倫
理
の
場
合
は
こ
れ
を
ケ
ア
と
呼
ぶ
）
を

基
盤
に
置
き
、
そ
れ
を
基
準
に
社
会
や
政
治
の
再
構
成
を
試
み
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
経
済
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、「
生
活
者
」
の
思
想
よ
り
も
、
ケ
ア
の
倫
理
の
方
が
経
済
に
対
し
て
厳
し
い
見
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
通

り
、「
生
活
者
」
の
思
想
の
中
に
は
、
堤
清
二
（
西
武
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
）
や
福
原
義
春
（
資
生
堂
）
と
い
っ
た
大
企
業
経
営
者
に
よ
る
社
会

論
も
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
積
極
的
な
文
化
活
動
を
展
開
し
、
現
代
の
消
費
社
会
に
対
し
て
含
蓄
に
富
ん
だ
見
解
を
表
明
し
た
が
、
そ

の
軸
足
は
あ
く
ま
で
も
企
業
経
営
に
あ
り
、
資
本
主
義
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
は
で
き
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。「
生
活
者
」
の
思
想
に

は
、
こ
れ
ら
の
考
え
も
包
含
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
極

端
な
拡
大
を
遂
げ
た
資
本
主
義
経
済
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
論
的
に
正
当
化
し
て
い
る
新
自
由
主
義
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
れ
ば
、
過

剰
な
資
本
主
義
と
新
自
由
主
義
は
日
常
生
活
の
破
壊
を
通
し
て
人
間
の
生
全
体
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ケ
ア
の
倫
理
は
社
会
主
義
・
共
産
主
義
的
な
立
場
を
取
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
の
資
本
主
義
に
対
し
て
は
き
わ
め
て

批
判
的
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
が
、
戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
主
婦
と
い
う
存
在
で
あ
る

（
35
）

。
主
婦
は
、
多
く
の
男
性
政
治
思
想
家
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
近
現
代
の
政
治
思
想
で
は
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
狭
義
の
公
的
領
域
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た

近
現
代
の
政
治
思
想
と
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲
外
に
い
る
主
婦
は
検
討
の
対
象
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
お
い
て
も
、
主
婦
は
解
放
の
対
象
か
ら
漏
れ
て
し
ま
っ
た
。
上
野
千
鶴
子
も
い
う
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
最
大

の
功
績
は
、「
家
事
労
働
」（dom

estic labor

）
概
念
の
発
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
は
、
自
ら
の
権
利
を
主
張
す
る
「
理
論

）
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的
な
武
器
」
を
手
に
入
れ
た

（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
家
事
労
働
も
賃
金
の
支
払
い
を
受
け
る
に
値
す
る
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
償
労

働
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
家
事
労
働
の
発
見
は
そ
の
不
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
大
多
数
の
主
婦

は
従
来
か
ら
の
家
事
労
働
に
従
事
し
た
ま
ま
で
あ
り
、「
理
論
的
な
武
器
」
を
現
実
に
使
用
し
た
例
は
少
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
主
婦

は
、
家
父
長
制
と
資
本
主
義
の
結
び
付
き
を
下
支
え
す
る
存
在
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
展

開
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
主
婦
の
存
在
に
対
す
る
十
分
な
呼
び
か
け
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

天
野
も
ま
た
、
無
批
判
に
主
婦
の
現
状
を
肯
定
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
女
は
、
少
な
か
ら
ぬ
日
本
の
主
婦
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
か
ら
の

脱
出
す
る
こ
と
（
脱
主
婦
化
）
に
よ
っ
て
、
欧
米
モ
デ
ル
に
基
づ
く
解
放
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
日
本
独
自
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
を
提
起
し
た
こ
と
を
評
価
す
る

（
37
）

。
こ
こ
で
具
体
例
と
し
て
示
さ
れ
る
の
が
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
（
生
活
ク
ラ
ブ
）
で
あ
る
。
生
活

ク
ラ
ブ
は
、
一
九
六
五
年
に
牛
乳
の
共
同
購
入
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
が
他
の
宅
配
購
入
サ
ー
ビ
ス
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
班
配
送

（
グ
ル
ー
プ
配
送
）
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
所
の
人
々
や
友
人
た
ち
と
共
同
で
消
費
財
を
購
入
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
構

成
員
自
身
に
よ
る
仕
分
け
や
配
布
と
い
っ
た
作
業
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
員
を
単
な
る
サ
ー
ビ
ス
受
益
者
に
し
な
い
と
い

う
効
果
を
持
つ
。
ま
た
、
生
活
ク
ラ
ブ
で
は
、「
エ
ッ
コ
ロ
共
済
」
と
い
う
相
互
扶
助
制
度
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
消
費
財
の
破
損
に
対

す
る
保
障
だ
け
で
な
く
、
生
活
ク
ラ
ブ
の
活
動
参
加
時
の
託
児
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
活
動
支
援
、
ま
た
家
事
や
共
同
購
入
の
手
伝
い
を
し
て

く
れ
た
人
へ
の
ケ
ア
金
の
支
払
い
を
行
う
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
活
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
こ
の
よ
う
な
身
近
な
活
動
か
ら
発
展
し
て
、

環
境
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
問
題
に
関
し
て
政
府
に
要
請
す
る
よ
う
な
政
治
活
動
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

生
活
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
現
代
の
よ
う
な
金
銭
次
第
で
過
剰
な
ま
で
に
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
お
い
て
、
あ
え

て
構
成
員
の
実
践
を
要
求
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
現
実
的
に
こ
の
活
動
の
主
体
に
な
り
得
た
の
は
主
婦
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
野
は
、

）
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こ
れ
を
、
個
人
の
能
動
性
・
自
発
性
の
み
に
基
づ
く
、
日
本
と
い
う
「
現
場
」
か
ら
発
信
す
る
「
草
の
根
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
評
価

し
て
い
る

（
38
）

。
つ
ま
り
、
主
婦
が
周
縁
的
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
生
活
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
実
践
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
独
自
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
解
釈
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
生
活
ク
ラ
ブ
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
主
婦
の
活
動
こ
そ
、
天
野
が
考
え
る
「
生
活
者
」

と
し
て
の
実
践
で
あ
っ
た
。

天
野
の
考
察
に
関
し
て
、
ロ
ビ
ン
・
ル
ブ
ラ
ン
は
、「
生
活
者
」
の
運
動
が
元
々
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
（
天
野
の
表
現
で
は
脱
主
婦
化
）

志
向
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
実
際
の
運
動
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
特
定
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
39
）

。
そ
し
て
、
主
婦
で
あ
る
こ

と
を
証
明
で
き
な
い
男
性
に
、
家
庭
を
中
心
に
考
え
る
「
生
活
者
」
の
視
点
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
と
述
べ
る

（
40
）

。
つ
ま
り
、
そ
の
点
で

は
、「
生
活
者
」
の
運
動
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
性
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
そ
の
実
現
へ
の
途
上
で
あ
る
と
い
う
評
価
に
な

る
だ
ろ
う
。

「
生
活
者
」
は
、
既
存
の
政
治
思
想
に
お
い
て
無
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
性
別
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
社
会
の
構
成
員
は
「
生
活
者
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
天
野
の
研
究
は
「
生
活

者
」
の
実
態
が
特
定
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
来
は
す
べ
て
の
人
間
が
「
生
活
者
」
に

該
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
生
活
者
」
と
い
う
概
念
が
今
日
の
社
会
科
学
に
な
し
う
る
貢
献
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
本
質
的

に
周
縁
性
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
現
実
を
告
発
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

政
治
参
加
の
点
か
ら
「
生
活
者
」
の
思
想
を
検
討
し
た
場
合
、
そ
れ
は
私
的
領
域
に
と
ど
ま
る
市
民
の
存
在
を
重
視
す
る
思
想
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
以
降
の
政
治
思
想
は
、
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
代
表
さ
れ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸
化
現
象
に
対
し
て
、
公
的

領
域
で
の
実
践
す
な
わ
ち
狭
義
の
政
治
参
加
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
生
活
者
」
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の
思
想
は
、
私
的
領
域
で
の
活
動
を
通
し
て
、
公
的
領
域
へ
の
有
効
な
働
き
か
け
を
目
指
す
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
、「
生
活
者
」
の

思
想
は
、
私
的
領
域
の
活
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
く
課
題
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
化
（
脱
主
婦
化
）
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て

も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
公
私
の
関
係
は
対
等
の
関
係
に
置
か
れ
る
。
私
的
領
域
で
の
活
動
が
、
公
的
領
域
を
動
か
し
て
い
く
。

お
わ
り
に

政
治
参
加
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
条
件
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
市
民
に
よ
る
政
治
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
政
治
参
加
が

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
規
定
す
る
重
要
な
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
研
究
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
治
参
加
の
あ

り
方
も
ま
た
大
き
く
変
化
し
続
け
て
い
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
政
治
思
想
の
歴
史
が
教
え
る
政
治
参
加
の
あ
り
方
と
、

現
代
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
て
い
る
政
治
学
が
考
え
る
政
治
参
加
の
間
に
は
、
無
視
で
き
な
い
レ
ベ
ル
の
相
違
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
、
ケ
ア
の
倫
理
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
「
生
活
者
」
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
、

政
治
参
加
と
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
市
民
が
実
際
に
当
事
者
と
し
て
行
動
・
活
動
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

政
治
参
加
の
基
本
公
式
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
示
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
政
治
学
に
お
け
る
政
治
参
加
は
客
体
的
で
あ
る
。
市
民
は
自
身

が
政
治
主
体
に
な
る
の
で
は
な
く
、
政
治
に
対
し
て
影
響
を
与
え
う
る
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
分
析
対
象
は
そ
の
行
動

の
み
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
政
治
参
加
の
意
味
自
体
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
現
代
政
治
学
に
よ
る
政
治
参
加
に
関
す
る

研
究
は
表
層
的
で
あ
る
。

）
五
一
一
（
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四
九

政
治
参
加
の
か
た
ち
は
、
政
治
社
会
や
政
治
制
度
の
変
化
に
従
っ
て
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
生
き
る
人
間
の

姿
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。
政
治
学
に
お
け
る
政
治
参
加
研
究
も
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
う
通
り
、
人
間
は
共
同
性
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
何
ら
か
の
形
で
他
者
と
の
関
係
性
を
築
い
て
生
き

て
い
く
他
な
い
。
政
治
参
加
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
政
治
参
加
を
考
え
る
に
は
、
人
間
学
的
な
視
点
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

※
本
研
究
は
、
科
研
費
・
基
盤
研
究
C
「
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
近
現
代
政
治
理
論
の
「
主
体
性
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概
念
の
再
検
討
」（19K

01484

）
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
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）、
二
〇
二
三
年
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月
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閲
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（
1
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政
治
に
お
け
る
暴
力
に
対
す
る
評
価
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
残
忍
な
独
裁
者
を
暴
力
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
の
善
悪
を
、

暴
力
の
行
使
と
い
う
点
の
み
を
持
っ
て
簡
単
に
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ど
れ
だ
け
崇
高
な
理
想
を
掲
げ
て
い
た
と
し
て
も
、
無
辜
の
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五
一

人
々
に
対
す
る
無
差
別
な
暴
力
を
伴
う
政
治
行
動
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
に
関
係
し
た
と
さ

れ
る
神
学
者
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
を
紹
介
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
人
間
が
責
任
あ
る
行
動
を
取

る
の
に
当
た
っ
て
は
、「
罪
の
引
き
受
け
」（S

chuldübernahm
e

）
の
覚
悟
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
〔
宮
田
光
雄
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

　
反
ナ

チ
抵
抗
者
の
生
涯
と
思
想
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
二
六
一
─
二
六
四
ペ
ー
ジ
〕。
つ
ま
り
、
仮
に
一
定
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
暴
力

の
行
使
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
罪
責
感
と
の
精
神
的
葛
藤
を
経
て
決
断
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
） 

総
務
省
「
国
政
選
挙
の
投
票
率
の
推
移
に
つ
い
て
」（https://w

w
w

.soum
u.go.jp/senkyo/senkyo_s/new

s/sonota/ritu/index.htm
l#

）、

二
〇
二
三
年
八
月
二
〇
日
閲
覧
。

（
3
） 

連
合
「
多
様
な
社
会
運
動
と
労
働
組
合
に
関
す
る
意
識
調
査
２
０
２
１
」（https://w

w
w

.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20210427.

pdf?26

）、
二
〇
二
三
年
八
月
二
〇
日
閲
覧
。

（
4
） 

本
稿
に
「
狭
義
の
政
治
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
次
の
も
の
が
該
当
す
る
。
第
一
に
、
古
代
の
政
治
思
想
や
共
和
主
義
に
お
い
て
求
め
ら
れ

て
き
た
有
徳
さ
を
強
く
求
め
る
政
治
思
想
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
治
的
実
践
が
あ
る
。
第
二
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
代
表
さ
れ
る
権
力
主
体
の
政
治

思
想
や
実
際
の
権
力
の
争
奪
が
あ
る
。
第
三
に
、
社
会
契
約
説
に
代
表
さ
れ
る
権
利
を
基
礎
と
し
た
政
治
思
想
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
治
的
実
践
が

あ
る
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
代
表
さ
れ
る
市
民
社
会
に
お
け
る
公
的
実
践
を
重
視
す
る
政
治
思
想
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
す
る
特

徴
は
、
私
的
領
域
に
対
す
る
公
的
領
域
の
優
越
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
公
的
領
域
に
お
け
る
実
践
の
み
を
政
治
的
営
為
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
で

あ
る
。

（
5
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蒲
島
郁
夫
『
政
治
参
加
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
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、
三
ペ
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ジ
。

（
6
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蒲
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政
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加
』、
三
─
四
ペ
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ジ
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7
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治
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加
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七
─
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
8
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郁
夫
／
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家
史
郎
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大
学
出
版
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、
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〇
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─
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ペ
ー
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（
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ラ
イ
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コ
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理
由
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
匿
名
性
に
求

め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
な
工
夫
を
し
て
い
な
い
限
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
発
信
者
の
特
定
は
可
能
で
あ
り
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政
治
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一
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的
自
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あ
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八
年
、
三
〇
五
─
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。
引
用
文
は
、
小
山
勉
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
。

（
25
） T

ocqueville, Œ
u

vres III, p. 174. 

邦
訳
三
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
26
） T

ronto, Joan C
., W

h
o C

ares? :H
ow

 to R
esh

ape a D
em

ocratic P
olitics, Ithaca: C

ornell U
niversity P

ress, 2015, p. 3. 

ト
ロ

ン
ト
、
ジ
ョ
ア
ン
・
Ｃ
、
岡
野
八
代
訳
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？

　
新
し
い
民
主
主
義
の
か
た
ち
へ
』
白
澤
社
、
二
〇
二
〇
年
、
二
四
ペ
ー
ジ
。
引

用
文
は
、
岡
野
八
代
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
。T

ronto, Joan C
., M

oral B
ou

n
d

aries: A
 P

olitical A
rgu

m
en

t for an
 E

th
ics of C

are, N
ew

 

Y
ork: R

outledge, 1993, p. 103. T
ronto, Joan C

., C
arin

g D
em

ocracy: M
arkets, E

qu
ality, an

d
 J

u
stice, N

ew
 Y

ork: N
ew

 Y
ork 

U
niversity P

ress, 2013, p. 19. 

ト
ロ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
そ
の
研
究
の
深
化
に
伴
っ
て
部
分
的
に
変
化
を
見
せ
て
い
る
が
、
ケ
ア
に
関
す
る
こ

の
定
義
は
表
現
を
変
え
る
こ
と
な
く
使
用
し
続
け
て
い
る
。

（
27
） 

ブ
ル
ジ
ェ
ー
ル
、
フ
ァ
ビ
エ
ン
ヌ
、
原
山
哲
／
山
下
り
え
子
／
阿
部
又
一
郎
訳
『
ケ
ア
の
社
会

　
個
人
を
支
え
る
政
治
』
風
間
書
房
、

二
〇
一
六
年
、
一
一
五
─
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
28
） 

「
公
」
す
な
わ
ち
公
共
性
に
関
す
る
議
論
は
膨
大
な
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
ひ
と
つ
言
え

る
こ
と
は
、「
公
」
が
共
同
体
の
構
成
員
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
領
域
に
お
け
る
実
践
を
重
視
し
、
そ
の
構
成
員
が
一
定
以
上
の
徳
性
を
備
え
て
い

る
こ
と
を
要
求
す
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
は
「
公
」
以
外
の
領
域
、
具
体
的
に
は
家
庭
に
代
表
さ
れ
る
領
域
を

指
す
。
古
代
以
来
、
西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
公
私
分
離
を
前
提
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
公
」
の
み
に
注
目
し
て
思
想
を
展
開
し

て
き
た
。
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
ケ
ア
の

性
格
を
他
者
と
の
協
働
が
不
可
欠
な
実
践
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
「
共
」
の
領
域
を
考
え
る
。
い
わ
ば
、「
共
」
と
は
協
働
に
由
来

）
五
一
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五
四

す
る
概
念
で
あ
る
。

（
29
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 23.
（
30
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, pp. 22-23.

（
31
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 35.

（
32
） 

た
と
え
ば
、
櫻
田
謙
悟
『
失
っ
た
30
年
を
越
え
て
、
挑
戦
の
時

　
生
活
者
（S

E
IK

A
T

S
U

S
H

A

）
共
創
社
会
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
三

年
で
は
、
経
済
同
友
会
代
表
幹
事
で
あ
る
著
者
が
、
経
済
成
長
を
通
し
て
、
生
活
者
と
し
て
の
市
民
と
日
本
社
会
・
日
本
国
家
の
再
生
が
訴
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
生
活
者
は
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
る
「
生
活
者
」
と
は
性
格
を
大
き
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
33
） 

天
野
正
子
『
現
代
「
生
活
者
」
論

　
つ
な
が
る
力
を
育
て
る
社
会
へ
』
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
、
六
─
七
ペ
ー
ジ
。

（
34
） 

天
野
、
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
35
） 

二
〇
二
三
年
時
点
に
お
い
て
は
、
男
性
の
主
夫
も
珍
し
く
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
日
本
社
会
を
考
え
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
主

婦
業
の
従
事
者
は
女
性
が
大
半
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
本
研
究
で
は
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
主
婦
と
い
う
表
現
を
採
用
す
る
。

（
36
） 

上
野
千
鶴
子
『
家
父
長
制
と
資
本
制

　
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
平
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
─
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
37
） 

天
野
、
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
38
） 

天
野
、
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
39
） 

ル
ブ
ラ
ン
、
ロ
ビ
ン
、
尾
内
隆
之
訳
『
バ
イ
シ
ク
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン

　「
政
治
」
を
拒
否
す
る
日
本
の
主
婦
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
、

一
九
九
─
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
40
） 

ル
ブ
ラ
ン
、
二
一
一
ペ
ー
ジ
。
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アダム・スミス『国富論』初版の
書誌的研究

川　又　　　祐

1 　はじめに

2 　『国富論』初版の書誌

⑴　『国富論』初版の書誌

⑵　『国富論』初版復刻版

⑶　『国富論』初版の構成

3 　『国富論』初版の巻数表記と折記号

4 　『国富論』初版の印刷機（者）番号

5 　『国富論』初版の校合

⑴　『国富論』初版ロンドン版とエディンバラ版のハーフタイトル

⑵　『国富論』初版の校合

6 　おわりに

1 　はじめに

本年2023年は、アダム・スミス（Adam Smith. 1723-1790）の生誕300年

の記念の年である。日本大学図書館法学部分館はアダム・スミスの旧

蔵書を所蔵している（ 1 ）。また経済学部分館が『国富論（An Inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations）』（初版、1776）、およびス

ミスの自筆書簡を、さらに松戸歯学部分館がスミスの旧蔵書（ 2 ）を所蔵

していることも知られている。これらの研究環境を活かしながら、ス

論　説

）
一
一
一
（
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ミス生誕300年という機会をとらえて、筆者はスミスを題材とする研究

に着手することとした。

過去に筆者は、ゼッケンドルフ（Veit Ludwig von Seckendorff. 1626-1692）

が著した『ドイツ君主国（Teutscher Fürsten-Stat）』（初版、1656）の出版

の経緯を調査したことがある。それにより、『ドイツ君主国』の第 3 版

（1665）には、 3 つの異なる表題頁があることを発見した（川又、2016）。

またゾネンフェルス（Joseph von Sonnenfels. 1732/33-1817）の『ポリツァ

イ、商業および財政の基本原理（Grundsätze der Polizey, Handlung und 

Finanz）』に関して、その第 1 巻第 3 版は、異なる出版者によって刊行

されたために 2 種類存在していること、第 1 巻第 5 版も同一の出版者

から表題頁が異なるいくつかの第 5 版が刊行されていることを明らか

にした（川又、2017、2019）。これらの事実は、出版が何度も繰り返され

ていることからそれだけ、ゼッケンドルフやゾネンフェルスの著作に

対する需要が大きかったことの証左となっている。

さらに筆者は、ホッブズ（Thomas Hobbes. 1588-1679）の『リヴァイア

サン（Leviathan）』初版ヘッド版（1651）について校合調査を行った経

験がある。これは、日本大学図書館法学部分館が所蔵している『リ

ヴァイアサン』初版ヘッド版と他機関が所蔵しているそれとを目視に

よって比較する調査であった。この調査の結果、『リヴァイアサン』初

版ヘッド版には少なくとも 4 種類の異刷（state）が存在することを突き

止めた（川又、2014）（ 3 ）。

筆者のこうした研究成果を活かして、スミスの『国富論』初版に校

合（collation）（ 4 ）を試みることが本稿の目的である。

2 　『国富論』初版の書誌

⑴　『国富論』初版の書誌

日本大学図書館経済学部分館が所蔵している『国富論』初版（1776、

英語版、 2 巻本）は、

）
一
一
七
（

2



政
経
研
究

　第
六
十
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
一
〇

①　出版地、出版者が、“ＬＯＮＤＯＮ : ＰＲＩＮＴＥＤ ＦＯＲ Ｗ . 

ＳＴＲＡＨＡＮ ; AND T. CADELL, IN THE STRAND.” と記載され

ているもの。資料番号：0198262, 0198263

①には、Additions and Corrections to the First and Second Editions 

of Dr. Adam Smith’s Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations が合冊されている。

②　出版地、出版者が、同様に “ＬＯＮＤＯＮ : ＰＲＩＮＴＥＤ ＦＯＲ 

Ｗ . ＳＴＲＡＨＡＮ ; AND T. CADELL, IN THE STRAND.” と記載さ

れているもの。資料番号：0198653, 0198654

③　出版地、出版者が、“ＬＯＮＤＯＮ : ＰＲＩＮＴＥＤ ＦＯＲ Ｗ . 

ＳＴＲＡＨＡＮ ; AND T. CADELL, IN THE STRAND ; AND W. 

CHREECH, AT EDINBURGH.” と記載されているもの。資料番号：

0198651, 0198652

の 3 点である。本稿では、①②のストラーンとキャデルによって出版

された『国富論』初版をロンドン版と呼び、クリーチが加わった③の

『国富論』初版をエディンバラ版と呼ぶことにする。

①、②の『国富論』初版ロンドン版の折丁は、以下の通りである

（経済学部分館作成）。

Vol. I: A4 a2 B-L4 M4（±M3） N-P4 Q4（±Q1） R-T4 U4（±U3） X-Z4 Aa-Yy4 

Zz4（±Zz3） 3A4（±3A4） 3B-3S4 3T4（-3T4）

Vol. II: ［A］2 B-C4 D4（±D1） E-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Yyy4 Zzz4（±Zzz4） 4A-

4E4 4F2

PHYS: 2 v. （［12］, 510; ［4］, 587, ［1］ p.） ; 30 cm. （4to）

NOTE: Half-title on ［A］1r of v. 2: An inquiry into the nature and 

causes of the wealth of nations. Vol. II

NOTE: Advertisement on A1v of v. 1 and 4F2v of v. 2

NOTE: Errata on ［A］2v of v. 2

※①②はともに第 2 巻にハーフタイトル（half title、略書名）がある。

）
一
一
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③の『国富論』初版エディンバラ版の折丁は、以下の通りである

（経済学部分館作成）。

Vol. I: π1 A4 a2 B-L4 M4（±M3） N-P4 Q4（±Q1） R-Z4 Aa-Zz4 3A4（±3A4） 

3B-3N4 3O4（±3O4） 3P-3S4 3T4（-3T4）

Vol. II: ［A］2 B-C4 D4（±D1） E-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Yyy4 Zzz4（±Zzz4） 4A-

4E4 4F2

PHYS: 2 v. （［14］, 510; ［4］, 587, ［1］ p.） ; 30 cm. （4to）

NOTE: Half-title on π1r of v. 1 and ［A］1r of v. 2: An inquiry into 

the nature and causes of the wealth of nations. Vol. I［-II］

NOTE: Advertisement on A1v of v. 1 and 4F2v of v. 2

NOTE: Errata on ［A］2v of v. 2

※この③は、第 1 巻、第 2 巻ともハーフタイトルを持っている。

ロンドン版第 2 巻のハーフタイトルとエディンバラ版第 2 巻のハー

フタイトルは 7 行からなり、

ANAN｜INQUIRY｜INTO THEINTO THE｜Nature and Causes｜OF THEOF THE｜WEALTH OFOF 

NATIONS.｜VOL. II.

となっている（ 5 ）。INQUIRY、WEALTH、NATIONS がすべて大文字、

ANAN、INTOINTO、THETHE、OFOF がすべて大文字であるがポイントが小さく、Nature

と Causes は大文字と小文字が混ざっており、and のみがすべて小文字

となっている。

『国富論』初版ロンドン版とエディンバラ版の第 2 巻ハーフタイトル

は、大文字 Q の活字と「INTOINTO」の位置が微妙に異なっている。それゆえ

に、エディンバラ版第 2 巻のハーフタイトルはロンドン版第 2 巻の

ハーフタイトルを流用したものではなく、別個に用意・印刷されたエ

ディンバラ版第 2 巻用のハーフタイトルが使用されていると思われる。

グラスゴー版『国富論』（1976）の出版に関わったトッド（W.B. Todd）

が示す折丁は、次のものである（トッド、p.3）（ 6 ）。ただし、トッドは自

分が使用した原典は示していない。

）
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Vol. i: A4 a2 B-L4 M4（±M3） N-P4 Q4（±Q1） R-T4 U4（±U3） X-2Y4 2Z4（±

2Z3） 3A4（±3A4） 3B-3N4 3O4（±3O4） 3P-3T4.

Pages i title, ii advertisement for Theory of Moral Sentiments, 

4th edition, iii-xi contents, xii blank. 1 2-510 text, 511-512 

blank.

Vol. ii: A2 B-C4 D4（±D1） E-3Y4 3Z4（±3Z4） 4A4 4B4（－4B1,2＋4B1,2） 

4C4（±4C2,3） 4D-4E4 4F2.

Pages i half-title, iii title, iv errata, 1 2-587 text, 588 

advertisements.

これらの折丁における相違が何に由来するのか、は今後の調査を待

たなければならない。

⑵　『国富論』初版復刻版

『国富論』初版原典を使用しての校合、すなわち本文の比較を行い、

その相違がないかどうか確認する作業は、初版原典を傷める可能性が

極めて高いことから現実的ではない。初版原典を利用する作業は必要

最小限にとどめる必要がある。そこで今回の調査はもっぱら次の復刻

版を使用して作業を進めることにする。

④ Augustus M. Kelley Publishers, New York; Facsimile of 1776 edition. 

2 vols. 1966. この復刻版は Kelley 版と略する。Kelley 版の頁構成は次

のようになる。

Vol.1: pp. ［12］, ［1］-50, 52［i.e. 51］ 52-325, ［326］, （327）-457, ［458］, 

（459）-510, ［2］.

pp. i: title, ii: advt for Theory of Moral Sentiments, iii-vii: 

contents of the first volume, viii-xi: contents of the second volume, 

xii: blank. ［511］: advts. ［512］: blank.

Vol. II: pp. ［4］, ［1］-289, ［290］, （291）-587.

pp. i: half-title, ii: blank, iii: title, iv: errata.
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Kelley 版は、原典（底本）として何を利用しているのかは分からない。

Kelley 版の特徴は、第 1 巻の頁番号52に誤植があること（第 2 巻の頁番

号289には誤植はない）、そして第 2 巻の553頁と563頁を除いて、両巻に

巻数表記と折記号そして印刷機（者）番号が印刷されていないことであ

る。さらに他の原典や復刻版では第 2 巻［588］頁にある広告頁が第 1

巻の［511］頁に印刷されていることである（ 7 ）。

⑤雄松堂（Yushodo）, Tokyo; Facsimile of 1776 edition. 2 vols. 1976. 解

説付き。この復刻版は Yushodo 版と略する。Yushodo 版の頁構成は次

のようになる。

Vol.1: pp. ［12］, ［1］-325, ［326］, （327）-457, ［458］, （459）-510, ［2］.

pp. i（A1r）: title, ii（A1v）: advt for Theory of Moral Sentiments, iii-

vii（A2r-A4r）: contents of the first volume, viii-xi（A4v-a2r）: contents 

of the second volme, xii（a2v）: blank. ［511-512］: blank.

Vol. II: pp. ［4］, ［1］-287, 289［i.e. 288］-289, ［290］, （291）-587, ［1］.

pp. i（［A］1r）: half-title, ii（［A1v］）: blank, iii（［A］2r）: title, iv（［A］2v）: 

errata. ［588］: advts.

Yushodo 版の原典は、確定できないがクレス・ライブラリー所蔵本

と思われる（ 8 ）。

⑥ Idion Verlag, München; Facsimile of 1776 edition. 2 vols. 1976. この

版は Idion 版と略する。Idion 版の頁構成は次のようになる。

Vol.1: pp. ［12］, ［1］-325, ［326］, （327）-457, ［458］, （459）-510, ［2］.

pp. i（A1r）: title, ii（A1v）: advt for Theory of Moral Sentiments, iii-

vii（A2r-A4r）: contents of the first volume, viii-xi（A4v-a2v）: contents 

of the second volume, xii（a2v）: blank. ［511-512］: blank.

Vol. II: pp. ［6］, ［1］-287, 289［i.e. 288］-289, ［290］, （291）-587, ［1］.

pp. i（［A］1r）: title, ii（［A］1v）: errata. iii-vi（［A］2r-［A］3v）: contents of 

the second volume. ［588］: advts.
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Idion 版の原典はハイデルベルク大学図書館所蔵本である（ 9 ）。Idion

版の特徴は、第 2 巻にあらためて目次がついていることである。

⑦ Verlag Wirtschaft und Finanzen, Düsseldorf; Facsimile of 1776 

edition. 2 vols. 1986. Klassiker der Nationalökonomie, Vademecum 付き。

この版は Klassiker 版と略する。Klassiker 版の頁構成は次のようにな

る。

Vol.1: pp. ［12］, ［1］-325, ［326］, （327）-457, ［458］, （459）-510, ［2］.

pp. i（A1r）: title, ii（A1v）: advt for Theory of Moral Sentiments, iii-

vii（A2r-A4r）: contents of the first volume, viii-xi（A4v-a2r）: contents 

of the second volume, xii（a2v）: blank. ［511-512］: blank.

Vol. II: pp. ［2］, ［1］-287, 289［i.e. 288］-289, ［290］, （291）-587, ［1］.

pp. i（［A］1r）: title, ii（［A］1v）: errata. ［588］: advts.

Klassiker 版の原典は不明である。第 2 巻巻末の見返しには「原典と

しては、Verlagsgruppe Handelsblatt が所有している、1776年刊行初版

本が利用されている」とされている（10）。

Kelley 版を除く 3 つの復刻版は、第 2 巻に頁番号289に誤植がある。

⑶　『国富論』初版の構成

『国富論』初版は四つ折り版（4to, quarto）である。これは、印刷用紙

1 枚を真ん中で直角に 2 回折ることで 1 つの折丁（gathering）が構成さ

れる。図 1 － 1 、 1 － 2 は『国富論』初版第 1 巻 B の折丁を示してい

る。四つ折り版の場合、印刷用紙の表版（outer forme）あるいは表面

（front of paper）と、裏版（inner forme）あるいは裏面（back of paper）と

にそれぞれ 4 頁分が印刷される。表版半分には 1 、 8 頁と 4 、 5 頁が、

裏版半分には 2 、 3 頁と 6 、 7 頁がそれぞれ印刷される（図 1 － 1 ）。

これを 2 回折ることで、小口が 4 枚、 8 頁ができあがる（図 1 － 2 ）。

四つ折り版の場合には、 1 つの折丁は小口が 4 枚（ 8 頁）で構成される

ことになる。

）
一
一
一
（
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小口 1 枚目は B1レクト（recto. 表版の 1 頁、B1r と表記）と B1ヴェル

ソ（verso. 裏版の 2 頁、B1v と表記）、小口 2 枚目は B2レクト（裏版の 3 頁）

と B2ヴェルソ（表版の 4 頁）、小口 3 枚目は B3レクト（表版の 5 頁）と

B3ヴェルソ（裏版の 6 頁）、小口 4 枚目は B4レクト（裏版の 7 頁）と B4

ヴェルソ（表版の 8 頁）、となる。こうして『国富論』初版第 1 巻は、

小口が 4 枚、 8 頁で構成される折丁が A から3T（折丁 a のみが小口 2 枚、

4 頁）まで、第 2 巻は［A］から4F（折丁［A］と4F がそれぞれ小口 2 枚、

4 頁）までで作られている。

図 1− 1　『国富論』初版第 1巻 Bの折丁（折りたたまれる前）
表版（outer forme）〔表面（front of paper）〕

8 5

1

B
4

v
B
1

r

4

B
3r

B
2v

裏版（inner forme）〔裏面（back of paper）〕

谷折り　四つ折り

谷折り　二つ折り

6
（

5） 7
（

8）

3
（

4）

B
3

v
B
2

r

2
（

1）

B
4r

B
1v

5
4
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図 1− 2　折りたたまれた後の折丁Bの状態

小口 4 枚
全 8 頁1

（1r）

7
（4r）

3
（2r）

5
（3r）

次の図 2 － 1 、 2 － 2 は、折りたたまれる前の状態に戻して配置し

た初版第 1 巻折丁 B の表版、裏版の画像である。『国富論』の省略され

た書名が頭注のように、偶数頁上部に “THE NATURE AND CAUSES 

OF”、奇数頁上部に、“THE WEALTH OF NATIONS.” が掲げられて

いる（図 2 － 3 ）。頁番号は、奇数頁の場合には右上に、偶数頁の場合

には左上に配置されている。さらに原則として偶数頁番号の下には、

編、奇数頁番号の下には、章が側注のように付けられている。頁の下

部には本文の下に、巻数表記、折記号（signature）、つなぎ語（catchword、

これは、頁の終わりに印刷されるもので、次頁の最初の語が示される）、印刷

機（者）番号（press figure）、注記が表記される。折丁 B にこれらの情報

がどのように記載されているかをまとめたのが表 1 『国富論』初版第

1 巻折丁 B の各小口下部に印刷されている情報である（折丁 B には注記

はない）。
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図 2− 1　『国富論』初版第 1巻折丁 B葉の表版
つなぎ語

側注

つなぎ語

側注

側注

つなぎ語 巻数表記 折記号 つなぎ語

）
一
一
一
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図 2− 2　『国富論』初版折丁B葉の裏版
つなぎ語 印刷機（者）番号

側注

側注

つなぎ語つなぎ語

側注

つなぎ語 折記号

側注

図 2− 3　頭注の書名

偶数頁上

奇数頁上
）
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一
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表 1　『国富論』初版第 1巻折丁 Bの各小口下部に印刷されている情報

頁（折記号）巻数表記 折記号 印刷機（者）番号 つなぎ語 注記
［1］　（B1r） VOLOL. I B with

2 　（B1v） distributed
3 　（B2r） B 2 ［with-］ out
4 　（B2v） B O O KO O K

5 　（B3r） workmen,
6 　（B3v） 8 twelve
7 　（B4r） bleachers
8 　（B4v） years

各折丁には、本文の下にこれらの情報が盛り込まれている。

3 　『国富論』初版の巻数表記と折記号

『国富論』初版の巻数表記は、原則として各折丁の小口 1 枚目のレク

トに印刷されている。そして折記号は、原則として各折丁の小口 1 枚

目および 2 枚目のレクトに印刷されている。しかし『国富論』初版の

印刷に際して、頁の差し替えが行われた場合には、差し替えられた小

口にも巻数表記と折記号が印刷される。それらを表したものが表 2『国

富論』初版の巻数表記と折記号である。ここで Kelley 版について注記

しなければならない。Kelley 版は、上述したように第 2 巻の553頁と

563頁を除いて、巻数表記と折記号そして印刷機（者）番号が印刷され

ていない。

）
一
一
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表 2　『国富論』初版の巻数表記と折記号
Vol.1

page VOLOL. signature
［i］
［iii］ A 2
［ix］ VOLOL. I. a
［1］ VOLOL. I. B

3 B 2
9 VOLOL. I. C
11 C 2
17 VOLOL. I. D
19 D 2
25 VOLOL. I. E
27 E 2
33 VOLOL. I. F
35 F 2
41 VOLOL. I. G
43 G 2
49 VOLOL. I. H
51 H 2
57 VOLOL. I. I
59 I 2
65 VOLOL. I. K
67 K 2
73 VOLOL. I. L
75 L 2
81 VOLOL. I. M
83 M 2

85＊ VOLOL. I. M 3
89 VOLOL. I. N
91 N 2
97 VOLOL. I. O
99 O 2
105 VOLOL. I. P
107 P 2

113＊ VOLOL. I. Q
115 Q 2
121 VOLOL. I. R
123 R 2
129 VOLOL. I. S
131 S 2
137 VOLOL. I. T
139 T 2
145 VOLOL. I U
147 U 2

149＊ VOLOL. I. U 3
153 VOLOL. I. X
155 X 2
161 VOLOL. I. Y
163 Y 2
169 VOLOL. I. Z

171 Z 2
177 VOLOL. I. Aa
179 Aa 2
185 VOLOL. I. Bb
187 Bb 2
193 VOLOL. I. Cc
195 Cc 2
201 VOLOL. I. Dd
203 Dd 2
209 VOLOL. I. Ee
211 Ee 2
217 VOLOL. I. Ff
219 Ff 2
225 VOLOL. I. Gg
227 Gg 2
233 VOLOL. I. Hh
235 Hh 2
241 VOLOL. I. Ii
243 Ii 2
249 VOLOL. I. Kk
251 Kk 2
257 VOLOL. I. Ll
259 Ll 2
265 VOLOL. I. Mm
267 Mm 2
273 VOLOL. I. Nn
275 Nn 2
281 VOLOL. I. Oo
283 Oo 2
289 VOLOL. I. Pp
291 Pp 2
297 VOLOL. I. Qq
299 Qq 2
305 VOLOL. I. Rr
307 Rr 2
313 VOLOL. I. Ss
315 Ss 2
321 VOLOL. I. Tt
323 Tt 2
329 VOLOL. I. Uu
331 Uu 2
337 VOLOL. I. Xx
339 Xx 2
345 VOLOL. I. Yy
347 Yy 2
353 VOLOL. I. Zz
355 Zz 2

357＊ VOLOL. I 2Z 3
361 VOLOL. I 3A
363 3A 2

367＊ VOLOL. I 3A 4
369 VOLOL. I. 3B
373 3B 2
377 VOLOL. I. 3C
379 3C 2
385 VOLOL. I. 3D
387 3D 2
393 VOLOL. I. 3E
395 3E 2
401 VOLOL. I. 3F
403 3F 2
409 VOLOL. I. 3G
411 3G 2
417 VOLOL. I. 3H
419 3H 2
425 VOLOL. I. 3I
427 3I 2
433 VOLOL. I. 3K
435 3K 2
441 VOLOL. I. 3L
443 3L 2
449 VOLOL. I. 3M
451 3M 2
457 VOLOL. I. 3N
459 3N 2
465 VOLOL. I. 3O
467 3O 2

471＊ VOLOL. I. 3O 4
473 VOLOL. I. 3P
475 3P 2
481 VOLOL. I. 3Q
483 3Q 2
489 VOLOL. I. 3R
491 3R 2
497 VOLOL. I. 3S
499 3S 2
505 VOLOL. I. 3T
507 3T 2

Vol.2
page VOLOL. signature
［1］ VOLOL. II. B

3 B 2
9 VOLOL. II. C
11 C 2

17＊ VOLOL. II. D
19 D 2
25 VOLOL. II. E
27 E 2
33 VOLOL. II. F

）
一
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35 F 2
41 VOLOL. II. G
43 G 2
49 VOLOL. II. H
51 H 2
57 VOLOL. II. I
59 I 2
65 VOLOL. II. K
67 K 2
73 VOLOL. II. L
75 L 2
81 VOLOL. II. M
83 M 2
89 VOLOL. II. N
91 N 2
97 VOLOL. II. O
99 O 2
105 VOLOL. II. P
107 P 2
113 VOLOL. II. Q
115 Q 2
121 VOLOL. II. R
123 R 2
129 VOLOL. II. S
131 S 2
137 VOLOL. II. T
139 T 2
145 VOLOL. II. U
147 U 2
153 VOLOL. II. X
155 X 2
161 VOLOL. II. Y
163 Y 2
169 VOLOL. II. Z
171 Z 2
177 VOLOL. II. Aa
179 Aa 2
185 VOLOL. II. Bb
187 Bb 2
193 VOLOL. II. Cc
195 Cc 2
201 VOLOL. II. Dd
203 Dd 2
209 VOLOL. II. Ee
211 Ee 2
217 VOLOL. II. Ff
219 Ff 2
225 VOLOL. II. Gg
227 Gg 2
233 VOLOL. II. Hh
235 Hh 2

241 VOLOL. II. Ii
243 Ii 2
249 VOLOL. II. Kk
251 Kk 2
257 VOLOL. II. Ll
259 Ll 2
265 VOLOL. II. Mm
267 Mm 2
273 VOLOL. II. Nn
275 Nn 2
281 VOLOL. II. Oo
283 Oo 2
289 VOLOL. II. Pp
291 Pp 2
297 VOLOL. II. Qq
299 Qq 2
305 VOLOL. II. Rr
307 Rr 2
313 VOLOL. II. Ss
315 Ss 2
321 VOLOL. II. Tt
323 Tt 2
329 VOLOL. II. Uu
331 Uu 2
337 VOLOL. II. Xx
339 Xx 2
345 VOLOL. II. Yy
347 Yy 2
353 VOLOL. II. Zz
355 Zz 2
361 VOLOL. II. Aaa
363 Aaa 2
369 VOLOL. II. Bbb
373 Bbb 2
377 VOLOL. II. Ccc
379 Ccc 2
385 VOLOL. II. Ddd
387 Ddd 2
393 VOLOL. II. Eee
395 Eee 2
401 VOLOL. II. Fff
403 Fff 2
409 VOLOL. II. Ggg
411 Ggg 2
417 VOLOL. II. Hhh
419 Hhh 2
425 VOLOL. II. Iii
427 Iii 2
433 VOLOL. II. Kkk
435 Kkk 2
441 VOLOL. II. Lll

443 Lll 2
449 VOLOL. II. Mmm
451 Mmm 2
457 VOLOL. II. Nnn
459 Nnn 2
465 VOLOL. II. Ooo
467 Ooo 2
473 VOLOL. II. Ppp
475 Ppp 2
481 VOLOL. II. Qqq
483 Qqq 2
489 VOLOL. II. Rrr
491 Rrr 2
497 VOLOL. II. Sss
499 Sss 2
505 VOLOL. II. Ttt
507 Ttt 2
513 VOLOL. II. Uuu
515 Uuu 2
521 VOLOL. II. Xxx
523 Xxx 2
529 VOLOL. II. Yyy
531 Yyy 2
537 VOLOL. II. Zzz
539 Zzz

543＊ VOLOL. II. Zzz 4
545 VOLOL. II. 4A
547 4A 2

553＊1 VOLOL. II. 4B
555＊ 4B 2
561 VOLOL. II. 4C

563＊2 VOLOL. II. 4C 2
565＊ 4C 3
569 VOLOL. II. 4D
571 4D 2
577 VOLOL. II. 4E
579 4E 2
585 VOLOL. II. 4F

注＊ 　トッドが指摘する差し替
え紙

注 1  　Kelley 版 第 2 巻 の553頁
には、巻号表記（VOLOL. II.）
と折記号（4B）がある。

　 2  　Kelley 版 第 2 巻 の563頁
には、巻号表記（VOLOL. II.）
の み が あ り、 折 記 号（4C 
2）はない。
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表中の＊は、差し替えが行われたとトッドが指摘する用紙である。

表中の灰色の部分は、印刷の際に差し替えが行われたために、上記の

原則に従わない巻数表記と折記号が含まれている用紙である。図 3 は

折丁 M のうち差し替えられた 3 枚目用紙に印刷されている巻数表記、

折記号そしてつなぎ語である。

図 3　差し替えられた『国富論』初版第 1巻M3r（p.85）の下部画像

『国富論』初版の折記号に関しては、第 1 巻では、Aa から Zz までは

大文字と小文字を使用していたのに、それ以降の折記号は Aaa とはせ

ずに3A とされている（3B から3T まで同じ）。その一方、第 2 巻では Zz

に続く折記号は、3A とはせずに Aaa とされている（Bbb から Zzz まで同

じ）。しかも第 2 巻の Zzz に続く折記号は、Aaaa ではなく4A とされて

いる。第 1 巻と第 2 巻では折記号の表記が統一されていないのが分か

る。

4 　『国富論』初版の印刷機（者）番号

『国富論』初版第 1 巻本文 6 頁、B3ヴェルソ（折丁 B 小口 3 枚目の裏版

6 頁）の本文の下には「 8 」の数字が見えている（図 2 － 2 参照）。これ

は印刷機（者）番号（press figure）と呼ばれるものである。印刷機（者）

番号の役割、機能についていまだ解明されていないようである（11）。『国

富論』初版に用いられている印刷機（者）番号について、各復刻版

（Yushodo 版、Klassiker 版、Idion 版）を比較したものが表 3 である。これ

には Kelley 版が含まれていない。なぜなら Kelley 版には、上述のよう

に折記号と印刷機（者）番号が印刷されていないからである。

）
一
一
四
（
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表 3　『国富論』初版の印刷機（者）番号とその位置
Vol.1

page signature
outer（o）
/inner（i）

forme

press figure

Yushodo Klassiker Idion

i-xii A1r-a2v 　 なし なし なし
6 B3v i 8 8 8 右寄せ
10 C1v i 4 4 4 左寄せ
21 D3r o 8 8 8
23 D4r i 5 5 5
32 E4v o 5 5 5
37 F3r o 5 5 5
38 F3v i 8 8 8
46 G3v i 5 5 5
50 H1v i 8 8 8
52 H2v o 4 4 4
60 I2v o 5 5 5
62 I3v i 7 7 7
66 K1v i 7 7 7
78 L3v i 7 7 7
84 M2v o 7 7 7
92 N2v o 4 4 4
95 N4r i 7 7 7
100 O2v o 4 4 4
102 O3v i 7 7 7
111 P4r i 4 4 4
112 P4v o 7 7 7
114 Q1v i 8 8 8
116 Q2v o 7 7 7
124 R2v o 4 4 4
127 R4r i 7 7 7
136 S4v o 7 7 7
140 T2v o 7 7 7
150 U3v i 4 4 4
154 X1v i 4 4 4
157 X3r o 7 7 7
162 Y1v i 4 4 4
165 Y3r o 7 7 7
172 Z2v o 4 4 4
182 Aa3v i 4 4 4
184 Aa4v o 7 7 7
186 Bb1v i 7 7 7
192 Bb4v o 4 4 4
194 Cc1v i 7 7 7
196 Cc2v o 4 4 4
202 Dd1v i 4 4 4
204 Dd2v o 7 7 7
215 Ee4r i 4 4 4
216 Ee4v o 7 7 7
220 Ff2v o 4 4 4
222 Ff3v i 7 7 7
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226 Gg1v i 4 4 4
229 Gg3r o 7 7 7
236 Hh2v o 4 4 4
238 Hh3v i 7 7 7
242 Ii1v i 4 4 4
248 Ii4v o 7 7 7
255 Kk4r i 4 4 4
256 Kk4v o 7 7 7
263 Ll4r i 4 4 4
264 Ll4v o 7 7 7
270 Mm3v i 4 4 4
272 Mm4v o 7 7 7
276 Nn2v o 4 4 4
278 Nn3v i 7 7 7
287 Oo4r i 4 4 4
288 Oo4v o 7 7 7
293 Pp3r o 4 4 4
294 Pp3v i 7 7 7
303 Qq4r i 4 4 4

304＊ Qq4v o
7 7 7 右下

311 Rr4r i 4 4 4

312＊ Rr4v o
7 7 7 左上

314 Ss1v i 7 7 7
328 Tt4v o 7 7 7

330＊ Uu1v i
7 7 7

343 Xx4r i 7 7 7
350 Yy3v i 7 7 7

353-360 Zz1r-Zz4v 　 なし なし なし
362 3A1v i 4 4 4
365 3A3r o 7 7 7
373 3B3r o 7 7 7
375 3B4r i 4 4 4
380 3C2v o 4 4 4
390 3D3v i 4 4 4
394 3E1v i 4 4 4
397 3E3r o 7 7 7
406 3F3v i 7 7 7
408 3F4v o 4 4 4
410 3G1v i 7 7 7
416 3G4v o 4 4 4
420 3H2v o 7 7 7
423 3H4r i 4 4 4
429 3I3r o 7 7 7
430 3I3v i 4 4 4
437 3K3r o 7 7 7
438 3K3v i 4 4 4
442 3L1v i 7 7 7
444 3L2v o 4 4 4
454 3M3v i 7 7 7
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456 3M4v o 4 4 4
462 3N3v i 7 7 7
468 3O2v o 7 7 7
472 3O4v o 6 6 6

474＊ 3P1v i
7

7 7

Idion
上下逆転

476 3P2v o 4 4 4
488 3Q4v o 7 7 7
492 3R2v o 4 4 4
495 3R4r i 7 7 7
504 3S4v o 7 7 7
509 3T3r o 7 7 7

Vol.2

page signature
outer（o）/
inner（i）

forme

press figure

Yushodo Klassiker Idion

i-iv [A]1r-[A]2v 　 なし なし なし
7 B4r i 4 4 4
10 C1v i 4 4 4
16 C4v o 7 7 7
18 D1v i 4 4 4
24 D4v o 7 7 7
28 E2v i 7 7 7
37 F3r o 8 8 8

41-48 G 　 なし なし なし
54 H3v i 8 8 8
62 I3v i 8 8 8
70 K3v i 8 8 8
78 L3v i 8 8 8

88＊ M4v o
8 8 8

96 N4v o 8 8 8

102＊ O3v i
8 8 8

110 P3v i 8 8 8
116 Q2v o 8 8 8
127 R4v o 8 8 8
130 S1v i 8 8 8
141 T3r o 8 8 8
157 X3r o 8 8 8
162 Y1v i 8 8 8
165 Y3r o I I I
174 Z3v i 9 9 9
176 Z4v o 8 8 8
181 Aa3r o 4 4 4
182 Aa3v i 8 8 8
190 Bb3v i 8 8 8
197 Cc3r o 9 9 9
199 Cc4r i 4 4 4
202 Dd1v i 8 8 8
204 Dd2v o 4 4 4
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212 Ee2v o 4 4 4
214 Ee3v i 8 8 8
222 Ff3v i 9 9 9
224 Ff4v o 8 8 8
231 Gg4r i 6 6 6
232 Gg4v o 9 9 9
236 Hh2v o 8 8 8
238 Hh3v i 4 4 4
244 Ii2v o 5 5 5
247 Ii4r i 4 4 4
254 Kk3v i 9 9 9
256 Kk4v o 5 5 5
261 Ll3r o 4 4 4
262 Ll3v i 9 9 9
269 Mm3r o 6 6 6
278 Nn3v i 8 8 8

280＊ Nn4v o
6 6 9 上下逆転

の可能性
286 Oo3v i 6 6 6
292 Pp2v o 6 6 6
295 Pp4r i 4 4 4
300 Qq2v o 6 6 6
310 Rr3v i 8 8 8
312 Rr4v o 4 4 4
314 Ss1v i 7 7 7
316 Ss2v o 8 8 8
326 Tt3v i 9 9 9
328 Tt4v o 8 8 8
334 Uu3v i 7 7 7
336 Uu4v o 8 8 8
343 Xx4r i 8 8 8
344 Xx4v o 9 9 9
348 Yy2v o 4 4 4
351 Yy4r i 8 なし なし

356＊ Zz2v o
6 6 6

358 Zz3v i 8 8 8
366 Aaa3v i 4 4 4
368 Aaa4v o 6 6 6
373 Bbb3r o 4 4 4
375 Bbb4r i 6 6 6
382 Ccc3v i 4 4 4
384 Ccc4v o 8 8 8
389 Ddd3r o 6 6 6
391 Ddd4r i 4 4 4
394 Eee1v i 9 9 9
400 Eee4v o 6 6 6
402 Fff1v i 9 9 9

408＊ Fff4v o
6 6 6

412 Ggg2v o 7 7 7
414 Ggg3v i 4 4 4

）
一
一
一
（
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422＊ Hhh3v i
4 4 4

424 Hhh4v o 8 8 8
426 Iii1v i 4 4 4
432 Iii4v o 6 6 6
434 Kkk1v i 9 9 9
436 Kkk2v o 4 4 4
442 Lll1v i 6 6 6
445 Lll3r o 8 8 8

450＊ Mmm1v i
4 4 4

456＊ Mmm4v o
9 9 9

458 Nnn1v i 4 4 4
461 Nnn3r o 7 7 7
466 Ooo1v i 8 8 8
469 Ooo3r o 6 6 6
474 Ppp1v i 4 4 4
476 Ppp2v o 6 6 6
484 Qqq2v o 4 4 4
494 Rrr3v i 8 8 8
496 Rrr4v o 4 4 4
501 Sss3r o 4 4 4
502 Sss3v i 8 8 8
506 Ttt1v i 8 8 8
512 Ttt4v o 4 4 4
518 Uuu3v i 6 6 6
520 Uuu4v o 8 8 8
524 Xxx2v o 4 4 4

527＊ Xxx4r i
9 9 9

533 Yyy3r o 6 6 6
535 Yyy4r i 4 4 4

537-544 Zzz 　 なし なし なし
549 4A3r o 7 7 7
550 4A3v i 9 9 9
556 4B2v o 8 8 8
557 4B3r o 8 8 8
566 4C3v i 9 9 9
568 4C4v o 6 6 6

573＊ 4D3r o
9 9 9

574 4D3v i 8 8 8

580＊ 4E2v o
9 9 9

582 4E3v i 4 4 4
585-[588] 4F1r-4F3v 　 なし なし なし

＊　印刷機（者）番号がつなぎ語の行（指示語の行）からずれている。
注 　第 2 巻165頁は、印刷機（者）番号が唯一 I〔 1 〕が用いられている。351頁は印刷機（者）番号 8 が用

いられているものと用いられていないものがある。556-557頁は表版に印刷機（者）番号が用いられてい
る。
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この表 3 は、Yushodo 版、Klassiker 版、Idion 版の頁、折記号、印

刷機（者）番号が印刷されている印刷用紙の表版（o）、裏版（i）の別、

印刷機（者）番号が並べられている（12）。

表 3 の印刷機（者）番号は、つなぎ語が示されている「指示語の行

（direction-line）」（13）と同じ行（同じ高さ）にあるかどうか、場所が左寄り、

中央、右寄りにあるかどうかで配置を区別している。例えば、図 4 の

ように、 6 頁のつなぎ語と印刷機（者）番号 8 は同じ指示語の行（同じ

高さ）にあるが、 8 は右寄りに配置されているので、表 3 においては 8

を右に寄せている。10頁の場合（図 5 ）は、つなぎ語と印刷機（者）番

号 4 はほぼ同じ指示語の行にあるが、4 は左寄りに配置されているので、

表 3 においては 4 を左に寄せている。23頁の場合（図 6 ）は、つなぎ語

と印刷機（者）番号は同じ指示語の行にあるが、 5 は中央付近に配置さ

れているので、表 3 においては 5 を中央に置いている。304頁の場合

（図 7 ）は、つなぎ語の行（指示語の行）よりも下の行の右寄りに印刷機

（者）番号 7 が配置されている。この場合は、表 3 の列の高さを高くし

て、右下に 7 を置いている（表中の＊の箇所がつなぎ語の行（指示語の行）

からずれている印刷機（者）番号を表す）。

図 ４　『国富論』初版第 1巻 6頁の印刷機（者）番号

図 5　『国富論』初版第 1巻10頁の印刷機（者）番号

図 6　『国富論』初版第 1巻23頁の印刷機（者）番号

）
一
七
一
（
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図 7　『国富論』初版第 1巻30４頁の印刷機（者）番号

表 3 から、折丁の印刷機（者）番号に関して復刻版はほぼ一致してい

る。第 1 巻の折丁 A、a、Zz には印刷機（者）番号が付けられていない。

折丁 B、C、E、G、K、L、M、S、T、U、Z、そして Ss、Tt、Uu、

Xx、Yy、さらに3C、3D、3N、3Q、3S、3T の印刷機（者）番号に関し

て、印刷用紙の表版のみに印刷されているのが E、M、S、T、Z、Tt、

3Q、3S、3T であり、裏版のみに印刷されているのが B、C、G、K、L、

U、Ss、Uu、Xx、Yy、3N となる（表4参照）。ここで注目すべきは折丁

Zz である。差し替えが行われなければ折丁 Zz3に印刷機（者）番号が

付けられていたと思われるが、差し替えが行われた際、差し替えられ

た折丁2Z3（Zz3）には印刷機（者）番号が意識的に、あるいは無意識的

につけられなかった。尚、折記号2Z3の数字 2 は手書きで、その筆跡も

各版で異なっている。

表版のみに印刷機（者）番号が印刷されている折丁に関して、E に 5 、

M に 7 、S に 7 、T に 7 、Z に 4 、Tt に 7 、3Q に 7 、3S に 7 、3T に

7 の番号が付けられている。裏版のみの場合、B に 8 、C に 4 、G に 5 、

K に 7 、L に 7 、U に 4 、Ss に 7 、Uu に 7 、Xx に 7 、Yy に 7 、3N

に 7 の番号が付けられている。表版、裏版共に 7 が付けられているこ

とが多いのが分かる。
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表 ４　『国富論』初版第 1巻における印刷機（者）番号の有無と折丁

印刷機（者）番号のない折丁 A、a、Zz
印刷機（者）番号が印刷用紙の
表版のみにある折丁

E、M、S、T、Z、Tt、3Q、3S、3T

印刷機（者）番号が印刷用紙の
裏版のみにある折丁

B、C、G、K、L、U、Ss、Uu、Xx、Yy、3N

次に、表 3 から第 1 巻の同じ折丁の表版と裏版あるいは裏版と表版

に印刷機（者）番号が付けられているものを並べたものが表 5 である。

そして印刷機（者）番号が付けられている折丁の場所順（1v-2v、1v-3r、

1v-4v、2v-3v、2v-4r、2v-4v、2v-4r、3r-3v、3r-4r、3v-4v、4r-4v）に並べたものが表

6 、印刷機（者）番号の組み合わせで並べたものが表 7 、表版と裏版の

組み合わせで並べたものが表 8 である。

表 5 �　『国富論』初版第 1巻印刷用紙の表版と裏版あるいは裏版と表版に印刷さ
れている印刷機（者）番号

signature
outer（o）/inner（i）

forme
press figure

D3r-D4r o-i 8-5
F3r-F3v o-i 5-8
H1v-H2v i-o 8-4
I2v-I3v o-i 5-7

N2v-N4r o-i 4-7
O2v-O3v o-i 4-7
P4r-P4v i-o 4-7
Q1v-Q2v i-o 8-7
R2v-R4r o-i 4-7
X1v-X3r i-o 4-7
Y1v-Y3r i-o 4-7

Aa3v-Aa4v i-o 4-7
Bb1v-Bb4v i-o 7-4
Cc1v-Cc2v i-o 7-4
Dd1v-Dd2v i-o 8-5
Ee4r-Ee4v i-o 4-7
Ff2v-Ff3v o-i 4-7
Gg1v-Gg3r i-o 4-7
Hh2v-Hh3v o-i 4-7
Ii1v-Ii4v i-o 4-7

Kk4r-Kk4v i-o 4-7
Ll4r-Ll4v i-o 4-7

Mm3v-Mm4v i-o 4-7
Nn2v-Nn3v o-i 4-7
Oo4r-Oo4v i-o 4-7
Pp3r-Pp3v o-i 4-7
Qq4r-Qq4v i-o 4-7
Rr4r-Rr4v i-o 4-7
3A1v-3A3r i-o 4-7
3B3r-3B4r o-i 7-4
3E1v-3E3r i-o 4-7
3F3v-3F4v i-o 7-4
3G1v-3G4v i-o 7-4
3H2v-3H4r o-i 7-4
3I3r-3I3v o-i 7-4

3K3r-3K3v o-i 7-4
3L1v-3L2v i-o 7-4
3M3v-3M4v i-o 7-4
3O2v-3O4v o-o 7-6
3P1v-3P2v i-o 7-4
3R2v-3R4r o-i 4-7
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表 6　『国富論』初版第 1巻印刷機（者）番号が印刷されている折丁の場所

signature
outer（o）
/inner（i）

forme
press figure

1v-2v

H1v-H2v i-o 8-4

6

Q1v-Q2v i-o 8-7
Cc1v-Cc2v i-o 7-4
Dd1v-Dd2v i-o 8-5
3L1v-3L2v i-o 7-4
3P1v-3P2v i-o 7-4

1v-3r

X1v-X3r i-o 4-7

5
Y1v-Y3r i-o 4-7

Gg1v-Gg3r i-o 4-7
3A1v-3A3r i-o 4-7
3E1v-3E3r i-o 4-7

1v-4v

Ii1v-Ii4v i-o 4-7
3Bb1v-Bb4v i-o 7-4

3G1v-3G4v i-o 7-4

2v-3v

I2v-I3v o-i 5-7

5
O2v-O3v o-i 4-7
Ff2v-Ff3v o-i 4-7
Hh2v-Hh3v o-i 4-7
Nn2v-Nn3v o-i 4-7

2v-4r

N2v-N4r o-i 4-7

5
R2v-R4r o-i 4-7

3H2v-3H4r o-i 7-4
3O2v-3O4v o-o 7-6
3R2v-3R4r o-i 4-7

3r-3v

F3r-F3v o-i 5-8

4
Pp3r-Pp3v o-i 4-7
3I3r-3I3v o-i 7-4

3K3r-3K3v o-i 7-4

3r-4r D3r-D4r o-i 8-5
2

3B3r-3B4r o-i 7-4

3v-4v

Aa3v-Aa4v i-o 4-7

4
Mm3v-Mm4v i-o 4-7
3F3v-3F4v i-o 7-4
3M3v-3M4v i-o 7-4

4r-4v

P4r-P4v i-o 4-7

7

Ee4r-Ee4v i-o 4-7
Kk4r-Kk4v i-o 4-7
Ll4r-Ll4v i-o 4-7
Oo4r-Oo4v i-o 4-7
Qq4r-Qq4v i-o 4-7
Rr4r-Rr4v i-o 4-7

41

表 7　『国富論』初版第 1巻印刷機（者）番号の組み合わせ

press figure signature
outer（o）/inner（i）

forme
4-7 N2v-N4r o-i
4-7 O2v-O3v o-i
4-7 P4r-P4v i-o
4-7 R2v-R4r o-i

23

4-7 X1v-X3r i-o
4-7 Y1v-Y3r i-o
4-7 Aa3v-Aa4v i-o
4-7 Ee4r-Ee4v i-o
4-7 Ff2v-Ff3v o-i
4-7 Gg1v-Gg3r i-o
4-7 Hh2v-Hh3v o-i
4-7 Ii1v-Ii4v i-o
4-7 Kk4r-Kk4v i-o
4-7 Ll4r-Ll4v i-o
4-7 Mm3v-Mm4v i-o
4-7 Nn2v-Nn3v o-i
4-7 Oo4r-Oo4v i-o
4-7 Pp3r-Pp3v o-i
4-7 Qq4r-Qq4v i-o
4-7 Rr4r-Rr4v i-o

4-7 3A1v-3A3r i-o
4-7 3E1v-3E3r i-o
4-7 3R2v-3R4r o-i
5-7 I2v-I3v o-i 1
5-8 F3r-F3v o-i 1
7-4 Bb1v-Bb4v i-o

11

7-4 Cc1v-Cc2v i-o
7-4 3B3r-3B4r o-i
7-4 3F3v-3F4v i-o
7-4 3G1v-3G4v i-o
7-4 3H2v-3H4r o-i
7-4 3I3r-3I3v o-i
7-4 3K3r-3K3v o-i
7-4 3L1v-3L2v i-o
7-4 3M3v-3M4v i-o
7-4 3P1v-3P2v i-o
7-6 3O2v-3O4v o-o 1
8-4 H1v-H2v i-o 1
8-5 D3r-D4r o-i

2
8-5 Dd1v-Dd2v i-o
8-7 Q1v-Q2v i-o 1

41
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表 8　『国富論』初版第 1巻印刷用紙表版、裏版の組み合わせ
outer（o）/inner（i）

forme
press figure signature

i-o 4-7 P4r-P4v

i-o 4-7 X1v-X3r

i-o 4-7 Y1v-Y3r

i-o 4-7 Aa3v-Aa4v

i-o 4-7 Ee4r-Ee4v

i-o 4-7 Gg1v-Gg3r

25

i-o 4-7 Ii1v-Ii4v

i-o 4-7 Kk4r-Kk4v

i-o 4-7 Ll4r-Ll4v

i-o 4-7 Mm3v-Mm4v

i-o 4-7 Oo4r-Oo4v

i-o 4-7 Qq4r-Qq4v

i-o 4-7 Rr4r-Rr4v

i-o 4-7 3A1v-3A3r

i-o 4-7 3E1v-3E3r

i-o 7-4 Bb1v-Bb4v

i-o 7-4 Cc1v-Cc2v

i-o 7-4 3F3v-3F4v

i-o 7-4 3G1v-3G4v

i-o 7-4 3L1v-3L2v

i-o 7-4 3M3v-3M4v

i-o 7-4 3P1v-3P2v

i-o 8-4 H1v-H2v

i-o 8-5 Dd1v-Dd2v

i-o 8-7 Q1v-Q2v

o-i 4-7 N2v-N4r

15

o-i 4-7 O2v-O3v

o-i 4-7 R2v-R4r

o-i 4-7 Ff2v-Ff3v

o-i 4-7 Hh2v-Hh3v

o-i 4-7 Nn2v-Nn3v

o-i 4-7 Pp3r-Pp3v

o-i 4-7 3R2v-3R4r

o-i 5-7 I2v-I3v

o-i 5-8 F3r-F3v

o-i 7-4 3B3r-3B4r

o-i 7-4 3H2v-3H4r

o-i 7-4 3I3r-3I3v

o-i 7-4 3K3r-3K3v

o-i 8-5 D3r-D4r

o-o 7-6 3O2v-3O4v 1
41

表 5 から、折丁順に付けられている印刷機（者）番号に規則性はなさ

そうである。表 6 から、折丁のレクトとヴェルソの組み合わせに規則性

はなさそうである。表 7 から、『国富論』初版第 1 巻では印刷機（者）番

号の組み合わせ41通りのうち、4-7が23通り、7-4が11通りで多数を占め

ている。表 8 から、裏版と表版の組み合わせが25通り、表版と裏版が15

通り、表版と表版が 1 通りとなっている。『国富論』初版第 1 巻3O の折

丁は、表版に異なる印刷機（者）番号 7 と 6 が印刷されている（図 8 参照）。

図 8　『国富論』初版第 1巻折丁3O表版の印刷機（者）番号

2v

1
r

3r

7

4
v

6
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図 8 に関して、『国富論』初版第 1 巻折丁3O4は差し替えられている

ので、印刷機（者）を特定するために番号 6 が印刷されたと思われる。

その他に第 1 巻で差し替えられている折丁 M3、2Z3、3A4には番号は

なく、U3には 4 が印刷されている。

『国富論』初版第 2 巻の印刷機（者）番号に関して同様に作成した表

を見てみよう。表 9 から、第 2 巻の折丁［A］、G、U、Zzz、4F には

印刷機（者）番号が付けられていない。折丁 B、E、F、H、I、K、L、

M、N、O、P、Q、R、S、T、X、そして Bb、Mm、Oo、Qq、さらに

Qqq、4B の印刷機（者）番号に関して、印刷用紙の表版のみに印刷さ

れているのが F、M、N、Q、R、T、X、Mm、Qq、4B であり、裏版

のみに印刷されているのが B、E、H、I、K、L、O、P、S、Bb、Oo、

Qqq となる（表 9 参照）。

表 9　国富論』初版第 2巻における印刷機（者）番号の有無と折丁

印刷機（者）番号のない折丁 ［A］、G、U、Zzz、4F
印刷機（者）番号が印刷用紙の
表版のみにある折丁

F、M、N、Q、R、T、X、Mm、Qq、4B

印刷機（者）番号が印刷用紙の
裏版のみにある折丁

B、E、H、I、K、L、O、P、S、Bb、Oo、
Qqq

表版のみに印刷機（者）番号が印刷されている折丁に関して、F に 8 、

M に 8 、N に 8 、Q に 8 、R に 8 、T に 8 、X に 8 、Mm に 6 、Qq に

6 、4B に 8 と 8 の番号が付けられている。裏版のみの場合、B に 4 、

E に 7 、H に 8 、I に 8 、K に 8 、L に 8 、O に 8 、P に 8 、S に 8 、

Bb に 8 、Oo に 6 、Qqq に 4 の番号が付けられている。表版、裏版共

に 8 が付けられていることが多いのが分かる。
）
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表10から、折丁順に付けられている印刷機（者）番号に規則性はなさ

そうである。表11から、折丁のレクトとヴェルソの組み合わせに規則

性はなさそうである。表12から、『国富論』初版第 1 巻では印刷機（者）

番号の組み合わせ49通りのうち、4-8が 6 通り、8-4が 5 通りで相対的

に多くなっているだけで、やはり規則性はなさそうである。表13から、

裏版と表版の組み合わせが30通り、表版と裏版が18通り、表版と表版

が 1 通りとなっている。4B の折丁は、表版に同じ印刷機（者）番号 8

が印刷されている。

表10�　『国富論』初版第 2巻印刷用紙の表版と裏版あるいは裏版と表版に印刷さ
れている印刷機（者）番号

sigunature
outer（o）
/inner（i）

forme
press figure

C1v-C4v i-o 4-7
D1v-D4v i-o 4-7
Y1v-Y3r i-o 8-1
Z3v-Z4v i-o 9-8

Aa3r-Aa3v o-i 4-8
Cc3r-Cc4r o-i 9-4
Dd1v-Dd2v i-o 8-4
Ee2v-Ee3v o-i 4-8
Ff3v-Ff4v i-o 9-8
Gg4r-Gg4v i-o 6-9
Hh2v-Hh3v o-i 8-4
Ii2v-Ii4r o-i 5-4

Kk3v-Kk4v i-o 9-5
Ll3r-Ll3v o-i 4-9
Nn3v-Nn4v i-o 8-6
Pp2v-Pp4r o-i 6-4
Rr3v-Rr4v i-o 8-4
Ss1v-Ss2v i-o 7-8
Tt3v-Tt4v i-o 9-8
Uu3v-Uu4v i-o 7-8
Xx4r-Xx4v i-o 8-9
Yy2v-Yy4r o-i 4-8
Zz2v-Zz3v o-i 6-8

Aaa3v-Aaa4v i-o 4-6
Bbb3r-Bbb4r o-i 4-6
Ccc3v-Ccc4v i-o 4-8
Ddd3r-Ddd4r o-i 6-4
Eee1v-Eee4v i-o 9-6
Fff1v-Fff4v i-o 9-6

Ggg2v-Ggg3v o-i 7-4
Hhh3v-Hhh4v i-o 4-8

Iii1v-Iii4v i-o 4-6
Kkk1v-Kkk2v i-o 9-4
Lll1v-Lll3r i-o 6-8

Mmm1v-Mmm4v i-o 4-9
Nnn1v-Nnn3r i-o 4-7
Ooo1v-Ooo3r i-o 8-6
Ppp1v-Ppp2v i-o 4-6
Rrr3v-Rrr4v i-o 8-4
Sss3r-Sss3v o-i 4-8
Ttt1v-Ttt4v i-o 8-4

Uuu3v-Uuu4v i-o 6-8
Xxx2v-Xxx4r o-i 4-9
Yyy3r-Yyy4r o-i 6-4
4A3r-4A3v o-i 7-9
4B2v-4B3r o-o 8-8
4C3v-4C4v i-o 9-6
4D3r-4D3v o-i 9-8
4E2v-4E3v o-i 9-4
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図 9　『国富論』第 2巻折丁４B表版の印刷機（者）番号

2v

1
r

3r

8 8

4
v

図 9 から、折丁4B は、トッドに従えば差し替えは行われているので

（トッド、p.3）、差し替えが行われたために表版に同じ 8 が556、557頁に

連続して印刷されていると思われる。

最後に、上述の『国富論』初版第 2 巻の印刷機（者）番号に関する

表11　『国富論』初版第 2巻印刷機（者）番号が印刷されている折丁の場所

signature
outer（o）
/inner（i）

forme
press figure

1v-2v

Dd1v-Dd2v i-o 8-4

4
Ss1v-Ss2v i-o 7-8

Kkk1v-Kkk2v i-o 9-4
Ppp1v-Ppp2v i-o 4-6

1v-3r

Lll1v-Lll3r i-o 6-8

4
Nnn1v-Nnn3r i-o 4-7
Ooo1v-Ooo3r i-o 8-6

Y1v-Y3r i-o 8-1

1v-4v

C1v-C4v i-o 4-7

7

D1v-D4v i-o 4-7
Eee1v-Eee4v i-o 9-6
Fff1v-Fff4v i-o 9-6
Iii1v-Iii4v i-o 4-6

Mmm1v-Mmm4v i-o 4-9
Ttt1v-Ttt4v i-o 8-4

2v-3v

Ee2v-Ee3v o-i 4-8

6

Hh2v-Hh3v o-i 8-4
Zz2v-Zz3v o-i 6-8

Ggg2v-Ggg3v o-i 7-4
4E2v-4E3v o-i 9-4
4B2v-4B3r o-o 8-8

2v-4r

Ii2v-Ii4r o-i 5-4

4
Pp2v-Pp4r o-i 6-4
Yy2v-Yy4r o-i 4-8

Xxx2v-Xxx4r o-i 4-9

3v-4v

Z3v-Z4v i-o 9-8

14

Ff3v-Ff4v i-o 9-8
Kk3v-Kk4v i-o 9-5
Nn3v-Nn4v i-o 8-6
Tt3v-Tt4v i-o 9-8
Uu3v-Uu4v i-o 7-8
Rr3v-Rr4v i-o 8-4

Aaa3v-Aaa4v i-o 4-6
Ccc3v-Ccc4v i-o 4-8
Hhh3v-Hhh4v i-o 4-8
Rrr3v-Rrr4v i-o 8-4
Uuu3v-Uuu4v i-o 6-8
4C3v-4C4v i-o 9-6
Aa3r-Aa3v o-i 4-8

3r-3v

Ll3r-Ll3v o-i 4-9

4
Sss3r-Sss3v o-i 4-8
4A3r-4A3v o-i 7-9
4D3r-4D3v o-i 9-8

3r-4r

Cc3r-Cc4r o-i 9-4

4
Bbb3r-Bbb4r o-i 4-6
Ddd3r-Ddd4r o-i 6-4
Yyy3r-Yyy4r o-i 6-4

4r-4v Gg4r-Gg4v i-o 6-9
2

Xx4r-Xx4v i-o 8-9
49
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トッドの記述を確認しておく。トッドは、『国富論』初版を比較し、印

刷機（者）番号表を各巻で作成してそれらを照らし合わせた。この番号

は、印刷のズレや乱れを示すことがあるが、後日の検査で確認したと

ころ、初版で本文が変化しているものはない、という（Todd, p.61. note 

1）。また、この印刷機（者）番号に関して、「第 2 巻のいくつかのもの

には、351頁に印刷機（者）番号がない。そして全体として、469頁には

6 か 8 の番号がつけられている」と述べている（Todd, p.61. note 3）。第

2 巻351頁、469頁に関して、表 3 から、Yushodo 版351頁には印刷機

（者）番号 8 があり、他の 2 つの復刻版にはない。 3 つの復刻版にはす

べて469頁に印刷機（者）番号 6 がある。経済学部分館所蔵本も含めた

調査結果が表14である（14）。

表12　『国富論』初版第 2巻印刷機（者）番号の組み合わせ

press figure signature
outer（o）
/inner（i）

forme
4-6 Aaa3v-Aaa4v i-o

4
4-6 Bbb3r-Bbb4r o-i
4-6 Iii1v-Iii4v i-o
4-6 Ppp1v-Ppp2v i-o
4-7 C1v-C4v i-o

34-7 D1v-D4v i-o
4-7 Nnn1v-Nnn3r i-o
4-8 Aa3r-Aa3v o-i

6

4-8 Ee2v-Ee3v o-i
4-8 Yy2v-Yy4r o-i
4-8 Ccc3v-Ccc4v i-o
4-8 Hhh3v-Hhh4v i-o
4-8 Sss3r-Sss3v o-i
4-9 Ll3r-Ll3v o-i

34-9 Mmm1v-Mmm4v i-o
4-9 Xxx2v-Xxx4r o-i
5-4 Ii2v-Ii4r o-i 1
6-4 Pp2v-Pp4r o-i

36-4 Ddd3r-Ddd4r o-i
6-4 Yyy3r-Yyy4r o-i
6-8 Zz2v-Zz3v o-i

36-8 Lll1v-Lll3r i-o
6-8 Uuu3v-Uuu4v i-o
6-9 Gg4r-Gg4v i-o 1

7-4 Ggg2v-Ggg3v o-i 1
7-8 Ss1v-Ss2v i-o

2
7-8 Uu3v-Uu4v i-o
7-9 4A3r-4A3v o-i 1
8-1 Y1v-Y3r i-o 1
8-4 Dd1v-Dd2v i-o

5
8-4 Hh2v-Hh3v o-i
8-4 Rr3v-Rr4v i-o
8-4 Rrr3v-Rrr4v i-o
8-4 Ttt1v-Ttt4v i-o
8-6 Nn3v-Nn4v i-o

2
8-6 Ooo1v-Ooo3r i-o
8-8 4B2v-4B3r o-o 1
8-9 Xx4r-Xx4v i-o 1
9-4 Cc3r-Cc4r o-i

39-4 Kkk1v-Kkk2v i-o
9-4 4E2v-4E3v o-i
9-5 Kk3v-Kk4v i-o 1
9-6 Eee1v-Eee4v i-o

39-6 Fff1v-Fff4v i-o
9-6 4C3v-4C4v i-o
9-8 Z3v-Z4v i-o

4
9-8 Ff3v-Ff4v i-o
9-8 Tt3v-Tt4v i-o
9-8 4D3r-4D3v o-i

49
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表1４　『国富論』初版第 2巻351頁、４69頁の印刷機（者）番号

Yushodo 版 Klassiker 版 Idion 版
経済学部分館
所蔵本①②

経済学部分館
所蔵本③

p.351 8 なし なし なし 8
p.469 6 6 6 6 6

5 　『国富論』初版の校合

⑴　『国富論』初版ロンドン版とエディンバラ版のハーフタイトル

『国富論』初版の校合に入る前に、『国富論』初版に関する先人たち

の記述を確認しよう。

まず、マッセイ（Dudley Massey）は1940年、エディンバラ版と、ラウ

表13　『国富論』初版第 2巻印刷用紙表版、裏版の組み合わせ
outer（o）
/inner（i）

forme
signature press figure

i-o C1v-C4v 4-7
i-o D1v-D4v 4-7
i-o Y1v-Y3r 8-1
i-o Z3v-Z4v 9-8
i-o Dd1v-Dd2v 8-4
i-o Ff3v-Ff4v 9-8
i-o Gg4r-Gg4v 6-9

30

i-o Kk3v-Kk4v 9-5
i-o Nn3v-Nn4v 8-6
i-o Rr3v-Rr4v 8-4
i-o Ss1v-Ss2v 7-8
i-o Tt3v-Tt4v 9-8
i-o Uu3v-Uu4v 7-8
i-o Xx4r-Xx4v 8-9
i-o Aaa3v-Aaa4v 4-6
i-o Ccc3v-Ccc4v 4-8
i-o Eee1v-Eee4v 9-6
i-o Fff1v-Fff4v 9-6
i-o Hhh3v-Hhh4v 4-8
i-o Iii1v-Iii4v 4-6
i-o Kkk1v-Kkk2v 9-4
i-o Lll1v-Lll3r 6-8
i-o Mmm1v-Mmm4v 4-9
i-o Nnn1v-Nnn3r 4-7

i-o Ooo1v-Ooo3r 8-6
i-o Ppp1v-Ppp2v 4-6
i-o Rrr3v-Rrr4v 8-4
i-o Ttt1v-Ttt4v 8-4
i-o Uuu3v-Uuu4v 6-8
i-o 4C3v-4C4v 9-6
o-i Aa3r-Aa3v 4-8

18

o-i Cc3r-Cc4r 9-4
o-i Ee2v-Ee3v 4-8
o-i Hh2v-Hh3v 8-4
o-i Ii2v-Ii4r 5-4
o-i Ll3r-Ll3v 4-9
o-i Pp2v-Pp4r 6-4
o-i Yy2v-Yy4r 4-8
o-i Zz2v-Zz3v 6-8
o-i Bbb3r-Bbb4r 4-6
o-i Ddd3r-Ddd4r 6-4
o-i Ggg2v-Ggg3v 7-4
o-i Sss3r-Sss3v 4-8
o-i Xxx2v-Xxx4r 4-9
o-i Yyy3r-Yyy4r 6-4
o-i 4A3r-4A3v 7-9
o-i 4D3r-4D3v 9-8
o-i 4E2v-4E3v 9-4
o-o 4B2v-4B3r 8-8 1

49
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ンズ（William Thomas Lowndes）がその『書誌の手引き（Bibliographer’s 

Manual）』の中で取り上げているロクスバラ（Roxburghe）本、9331番

（Lowndes, p.2417）とに関して次のように述べている。「最近、ミューア

ヘッド（Muirhead）の販売会に、第 2 巻だけにというのではなく、両巻

にハーフタイトルを持ったアダム・スミスの『国富論』1776年版が登

場したことは、本書に関する問題に光を投げかけるであろう」。「ミュー

アヘッド本第 1 巻のハーフタイトルの説明は簡単である。それは、ス

コットランド市場向けの版の 1 つであり、エディンバラの書籍商 W. ク

リーチの名前がタイトルの出版者（imprint）に加えられたものであった。

これは、クリーチの名前のない元のタイトルを削除し、この 1 葉を、

ハーフタイトルとクリーチの名前を冠したタイトルの 2 葉で差し替え

ることによって行われた」。「クリーチの名前がなく、ハーフタイトル

を持たないロンドン版は、このエディンバラ版よりも前のものである

ことが、折記号を校合することで証明される」。「ミューアヘッド本の

第 2 巻は、差し替えられたハーフタイトルと、エディンバラの書籍商

の名前のあるタイトルページを持っている。ロンドン版とエディンバ

ラ版両方の第 2 巻の校合は同じである」。マッセイは、折記号による校

合の結果、「ロクスバラ本はエディンバラ版の 1 つであるという可能性

が高く、〔刊行〕年が1777年とされるものは存在しないと思われる」と

結論付けている（Massey, p.356）（15）。ロクスバラ本がどのようなものな

のか判然としないが、マッセイはエディンバラ版が両巻ともにハーフ

タイトルを持っていることを明らかにしている。

ゴフ（Frederick Richmond Goff. 1916-1982）は1947年に、『国富論』初版

の第 2 巻にハーフタイトルがあるものとないものが存在することを指

摘している（Goff, p.11）。この指摘の後、1948年にグリーンヒル（Harold 

Greenhill）とアダムズ・ジュニア（Frederick B. Adams, Jr.）との間でや

り取りがある。グリーンヒルは「第 2 巻にはハーフタイトルが常に存

在するのか。第 1 巻には、どのような状況において（あるとすれば）、

ハーフタイトルが現れるのか」と 2 つの問題を提起した（Greenhill, 

）
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p.193）。これに対してアダムズ・ジュニアは、「当時のエディンバラ版

には、両巻ともにハーフタイトルが付けられている」と回答している

（Adams, Jr. p. 195）。

『国富論』初版復刻版、そして経済学部分館所蔵本でハーフタイトル

の有無を確認したものが表15である。これにより、マッセイ、ゴフ、

アダムズ・ジュニアらの指摘が正しいことが確認できる。ただし、ロ

ンドン版に関してハーフタイトルを持つ第 2 巻、持たない第 2 巻がど

れだけの部数が存在しているのか、またエディンバラ版に関して、両

巻とも常にハーフタイトルを持っているのかは不明である。

表15　『国富論』初版第 1巻、第 2巻ハーフタイトルの有無

Yushodo 版 Kelley 版 Klassiker 版 Idion 版
経済学部分館
所蔵本①②

経済学部分館所蔵本③
（エディンバラ版）

第 1 巻 なし なし なし なし なし あり
第 2 巻 あり あり なし なし あり あり

⑵　『国富論』初版の校合

トッドは、 7 つの機関に所蔵されている『国富論』初版やそれ以降

の版を合計49点に関して、調査している。トッドは、『国富論』初版は、

「オリジナル原稿（original manuscript）に極めて忠実に印刷されている」、

そのため「偶発物（accidentals）」、すなわち「綴りや句読点に著者のい

くつかの特殊性（idiosyncracies）が保存されている」。「この版は、著者

自身の原稿（author’s original script）から直接印刷されたのではなく、他

のスミス作品と同様に、写字生（16）が作成した複写原稿（copy）から印

刷されたため、その特異性（peculiarities） の一部は、別人の書法

（hand）に起因する可能性がある」と述べている（Todd, pp.61-62）。

トッドの指摘を参考にしつつ、『国富論』初版復刻版を使用した校合

の結果を示したのが表16である。
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表16　『国富論』初版校合結果
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注
（ 1 ） 　ハイフンの使用場所が不適切である。137頁14行は、dif-fence で区切られている。
（ 2 ） 　ob-served ではなく、ob-seIIved となっている。
（ 3 ） 　斜字体と立体が混ざっている。
（ 4 ） 　最後の l が手書きに見える。
（ 5 ） 　他に re-pay とされている箇所はない。あえてハイフンを入れることで、文字間を調

節したのかもしれない。
（ 6 ） 　カンマ（,）が手書きに見える。
（ 7 ） 　capitals ではなく、capIItals となっている。
（ 8 ） 　最後の l が手書きに見える。
（ 9 ） 　国王名の序数表記が不統一である。
（10） 　Yushodo 版と Klassier 版は、行頭が半角分下がっている（空いている）。
（11） 　dominion の d について、Yushodo 版は文字の大きさが他よりも小さい。
（12） 　Great のあとに縦線が入っている。
（13） 　本来であれば very と intiri の間が半角分空いていなければならない。
（14） 　綴り字記号（アクサン・テギュ）が手書きに見える。é
（15） 　つなぎ語に “ は不要である。
（16） 　may の次は be（つなぎ語）でなければならないのに、本文では “may to” とされてい

る。
（17） 　改行時には、A TAXTAX とならなければならない。T が大きい。
（18） 　THEHE tax upon とされなければならない。
（19） 　購入者が手書きしているものとしていないものがある。
（20） 　ハイフンとすべきところでアンダーバーが用いられている。
（21） 　注記は、＊ . としなければならない（本来であればピリオドの前に注記記号は来なけ

ればならない）。
（22） 　現在分詞であれば redu-cing とし、その後のカンマ（,）の位置を変える。
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この表16から、校正が十分行われていなかったことが分かる。例えば、

第 1 巻の［1］頁、“INTRODUCTION AND PLAN OF THE WORK”

の最後が、ピリオド（.）ではなく中点（・）になっている。 2 頁では、

“labour”の “l”が “abour”の行よりも上に上がり、3 頁では、“encouragement”

の “t” が “encouragemen” の行よりも下に下がっていて、行頭、行末で

アルファベットの不揃いがあることが分かる（図10参照）。

図10　綴りや句読点の乱れ、不揃いの例（Vol.�p.［1］,�p.2,�p.3）

またトッドも指摘しているように（ancient / antient, public / publick, 

complete / compleat, cloth / cloath, desert / desart, extremely / extreamly, 

household / houshold, independent / independant, entirely / intirely, precede / 

preceed, promissory / promissary, statutory / statutary, Todd, p.65. トッド、p.7）、

綴りの不統一も見られる（17）。トッドが挙げたもの以外にも、綴りや記

号などの不統一の例はある。

表記上の乱れ、不統一の例には次のものがある。

国王名の表記（序数）

Vol.1 p.109. line 4-3 f.b.

The statute of Henry VIII was revived by the 13th of Elizabeth cap. 

8, and ten per cent. continued to be the legal rate of interest till the 

21st of James I. when it was restricted to eight per cent.

ヘンリー 8 世は VIII. ではなく、VIII とされ、ジェームズ 1 世は

I. と序数で表されている。
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綴り

sett/ set

Vol.1. p.161. line 11-10 f.b. “A particular sett of workmen.”

p.404. line 7. “one set of unproductive labour.”

記号

第 1 巻 p.61. line 5 f.b. 第 1 巻 p.64. line 5 f.b.

人名・地名など

Montesquieu Montesquiou

Vol.1. p.118. 15 Vol.1. p.430. 3 f.b.

Cromwel Cromwell

Vol.2. p.199. 14 Vol.2. p.311.9

Pensylvania Pensilvania

Vol.1. p.396. 16 f.b. Vol.2. p.169. 2

Cæsar（合字） Cesar

Vol.1. p.228. 1 Vol.2. p.311. 8

Queen Anne Queen Ann

Vol.1. p.110. 2 Vol.2. p.402. 14

oeconomy œconomy （合字）

Vol.2. p.［1］ Vol.2. p.［1］

/

/

/

/

/

/

さらに誤植と思われるものをまとめたのが表17である（18）。
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表17　『国富論』初版における誤植
Vol.1 p.49 3 f.b.

Yushodo 版（左側）のみ分母の 2 が上下逆転している。Yushodo
版を除く他の復刻版では訂正されている（右側）。

Vol.1 p.235 8-9

r が II になっている。
Vol.1 p.312 title

章題等はすべて斜字体とすべきところが、立体が混ざっている。
Vol.2 p.256 

Kelley 版（左側）は r と y の間が空いている。Kelley 版を除く
復刻版では訂正されている（右側）。

Vol.2. p.289［i.e. 288］ Kelley 版を除いて頁番号に誤植がある（19）。
Vol.2 p.313 2-3

supe-rior ではなく supe-tior になっている。
Vol.2 p.408 1 f.b.-p.409 1

may be であるべきところが本文は may to となっている。
つなぎ語 be が正しい。

Vol.2 p.410. 1

章題等はすべて斜字体とすべきところが、立体になっている。
Vol.2 p.533. 5 f.b.

But の t がない。
Vol.2. p.553 cw - p.554.

reduce-ing, ではなく、redu-cing が正しく、カンマ（,）は不要で
ある。
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これらの誤植、綴りの乱れ、不揃いなどは、第 1 巻と比べて第 2 巻

の方が圧倒的に多い。スミスは第 2 巻の冒頭で、467頁と488頁に訂正

があることを記している。この 2 箇所の訂正は、本文印刷中であれば

正しく印刷した用紙の差し替えで対応できたであろうが、ここでは差

し替えが行われなかった。本文印刷中に誤りや綴りの乱れがあれば修

正が行われた。しかし、些細な誤りは見逃されたのか、敢えて見逃し

たと思われる。校正漏れは、スミス、写字生、印刷工（職工）のうち誰

かの責任である。

最後に目次に示された章題と本文に示された章題の主な相違を挙げる。

表18　『国富論』初版における章題の相違
第 1 巻目次 第 1 巻本文
BOOK I.
Ch.8. Of the Wages of Labour 76＊ Ch.8 Of the Wages of Labour. 78
Ch.10. Part 1st. Inequalities in Wages and 
Profit arising from the Nature of the 
different Employments of both 

Ch.10. Part I. Inequalities arising from the 
Nature of the different Employments 
themselves.

Ch.11. Part 2d. Of the Produce of Land 
which sometimes does, and sometimes does 
not, afford Rent

Ch.11. Part II. ...

Ch.11. Part 3d. Of the Variations in the 
Proportion between the respective Values of 
that Sort of Produce which always affords 
Rent, and of that which sometimes does, 
and sometimes does not afford Rent

Ch.11. Part III. Of the Variations in the 
Proportion between the respective Values of 
that Sort of Produce which always affords 
Rent, and of that which sometimes does 
and sometimes does not afford Rent.

Different  Effects  of  the Progress  of 
Improvement upon the real Price of three 
different sorts of rude Produce

Different  Effects  of  the Progress  of 
Improvement upon three different sorts of 
rude Produce.

Conclusion of the Chapter CONCLUSIONONCLUSION of the CHAPTERHAPTER

第 2 巻目次 第 2 巻本文
BOOK IV.
Ch.1 Of the Principle of the Commercial or 
Mercantile System

Ch.1 Of the Principle of the commercial, or 
mercantile System.

Ch.5
Digression concerning the Corn Trade and 
Corn Laws 105

105頁13行と14行の間に記載されるはずで
あったが、記載は漏れている。
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表18から、目次と本文においても表記が統一されていないことが分

かる。序数は、数字と接尾語で表現される場合とローマ数字とピリオ

ドで表現される場合が混在している。また名詞や形容詞を表記する場

合、頭文字を大文字にする場合と小文字にする場合が混在している。

また最も注目すべき点は、章題が変更されていることである。第 1 編

第10章第 1 節は目次では「両者の異なる職業から生ずる賃金と利潤の

不平等」とされていたものが、本文では「異なる職業そのものの性質

Ch.7. PARTART I. Of the Motives for establishing 
new Colonies

Ch.7. PARTART FIRST. Of the motives for 
establishing new colonies.

Ch.7. PARTART II. Causes of the Prosperity of 
new Colonies

Ch.7 .  PARTART SECOND. Causes  o f  the 
prosperity of new colonies.

Ch.7. PARTART III. ... Ch.7. PARTART THIRD. ...
Ch.8. Of the Agricultural Systems, or of 
those Systems of political Oeconomy which 
represent the Produce of Land, as either 
the sole or the principal Source of the 
Revenue and Wealth of every Country

Ch.8. Of the agricultural Systems, or of 
those Systems of political Oeconomy which 
represent the Produce of Land as either the 
sole or the principal Source of the Revenue 
and Wealth of every Country.

BOOK V.
Ch.1. PARTART I. ... Ch.1. PARTART FIRST. ...
Ch.1. PARTART III. Of the Expence of public 
Works and public Institutions.

Ch.1. PARTART III. Of the Expence of publick 
Works and publick Institutions.

ARTICLERTICLE 1st. Of the public Works and 
Institutions for facilitating the Commerce 
of the Society

ARTICLERTICLE I .  Of the publick Works and 
Institutions for facilitating the Commerce 
of the Society.

ARTICLERTICLE 2d. ... ARTICLERTICLE II. ....
ARTICLERTICLE 3d. ... ARTICLERTICLE III. ... 
Conclusion of the Chapter CONCLUSIONONCLUSION. 
Ch.2. Of the Source of the general or public 
Revenue of the Society

Ch.2. Of the Source of the general or publick 
Revenue of the Society.

ARTICLERTICLE 1st. ... ARTICLERTICLE I. ...
ARTICLERTICLE 2d. ... ARTICLERTICLE II. ...
APPENDIXPPENDIX TOTO ARTICLESRTICLES 1st and 2d. Taxes upon 
the Capital Value of Land, Houses, and 
Stock

APPENDIXPPENDIX to ARTICLESRTICLES I. and II. Taxes upon 
the capital Value of Land, Houses, and 
Stock.

ARTICLERTICLE 3d. ... ARTICLERTICLE III. ...
Ch. 3. Of public Debts Ch. 3. Of publick Debts.

＊目次では76頁となっているが、本文では78頁である。
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から生じる不平等」に変更されている。また、第11章第 3 節内に配置

された「改良の進歩が 3 つの異なる種類の粗生産物の実質価格におよ

ぼす様々な影響」が本文では「改良の進歩が 3 つの異なる種類の粗生

産物におよぼす様々な影響」に変更（縮小）されている。そして第 1 編

第11章の「本章の結論」と第 2 編第 1 章の「本章の結論」は、目次で

は斜字体であるが、本文では斜字体になっていない。第 2 編第 1 章の

「本章の結論」は、本文では「結論」に変更され、しかもすべて大文字

にされている。『国富論』第 2 版以降の目次を確認する必要がある。

6 　おわりに

以上の調査により次の事柄が判明する。

1 ）表題紙の出版者にクリーチの名前がない『国富論』初版ロンドン

版第 1 巻にはハーフタイトルはない。第 2 巻はハーフタイトルがあ

るものとないものがある。クリーチの名前がある『国富論』初版エ

ディンバラ版は、両巻ともにハーフタイトルがある。

2 ）『国富論』初版第 1 巻49頁下から 3 行目の分数表記（1/2）に関して、

Yushodo 版は分母の 2 が上下逆転しているのに、他の復刻版ではそ

れが訂正されている。Yushodo 版は、他の復刻版の異刷である。

3 ）『国富論』初版第 1 巻474頁の印刷機（者）番号 7 の位置から、

Yushodo 版と Klassiker 版は異刷である。さらに Idion 版の同頁は 7

が上下逆転しているので Yushodo 版とも異なる。従って、Kelley 版

を除く 3 つの復刻版はそれぞれ異刷である。

4 ）『国富論』初版第 2 巻280頁の印刷機（者）番号に関して、Idion 版

だけ 6 ではなく 9 になっている。Idion 版はこの点からも異刷である。

5 ）『国富論』初版第 2 巻256頁の第 4 編第 8 章題表記（Country）が異

なっているので、Kelley 版は、他の復刻版の異刷である。

6 ）『国富論』初版は、誤りや綴りに乱れや不統一あってもそのまま販

売された。印刷中に誤りが見つかった場合には、該当箇所の用紙を
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差し替えるか、修正が加えられている（例、第 1 巻49頁の分数や第 2 巻

256頁）。誤りが見つかっても、すでに印刷されていた場合、あるいは

誤りが些細な場合には該当箇所の用紙を差し替えることなくそのま

ま販売されたと思われる。

7 ）『国富論』初版第 1 巻折記号2Z3の手書き数字 2 は、筆跡が異なる

ことから複数の人間（印刷工？）が書き込んでいる。

また、今後の課題として次の疑問点が残されている。

1 ）トッドは「後日の検査で確認したところ、初版で本文が変化して

いるものはない」（Todd, p.61. note 1）と書いているが、実際に本文に

変化はないのか。

2 ）Kelley 版の原典は何なのか。Kelley 版は、他の版と異なり、第 1

巻［511］ 頁 に 広 告（BOOKS printed for and sold by T. CADELLADELL, in the 

Strand）が印刷され、第 2 巻553頁、563頁を除いて、折記号や巻数表

記、印刷機（者）番号が印刷されていない。また頁番号の誤植も他の

版と異なっている（注（ 7 ）参照）。もし Kelley 版と同じ原典が存在す

るのであれば、それは異刷となる。Kelley 版巻末見返しには両巻そ

れぞれ「スミス『国富論』原典の初の復刻版（Facsimile）」とされて

いる。復刻版は何ら変更が加えられることなく刊行されるものと解

されるが、Kelley 版は加工されている可能性が非常に高い。Kelley

社は、アメリカ議会図書館（Library of Congress）の蔵書を復刻してい

ることが多い。議会図書館所蔵の『国富論』初版（LCCN: 43049501）

には、Signatures: v. 1: A4, a2, B-3T4 （3T4 blank）; v. 2: ［A］2, B-4E4, 

4F2. とあるので、折記号がついている（20）。

3 ）『国富論』初版の用紙差し替えはどのように行われたのか。トッド

は、前述したように、原典を示すことなく、折記号を次のように示し

ている（トッド、p.3）。

Vol. i : A4 a2 B-L4 M4（±M3） N-P4 Q4（±Q1） R-T4 U4（±U3） X-2Y4 

2Z4（±2Z3） 3A4（±3A4） 3B-3N4 3O4（±3O4） 3P-3T4.
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Vol. ii : A2 B-C4 D4（±D1） E-3Y4 3Z4（±3Z4） 4A4 4B4（－4B1,2＋

4B1,2） 4C4（±4C2,3） 4D-4E4 4F2.

トッドによれば、第 1 巻折丁 M、Q、U、2Z、3A、3O、第 2 巻折

丁 D、3Z、4B、4C で、それぞれ 6 葉の差し替えが行われているこ

とになる（トッド、p.3）。

これに対して、アダムズ・ジュニアは、「本作にはいくつかの差し

替え紙（cancel）が含まれているということを述べることには価値が

ある。私は以下のことに注目した。第 1 巻では、M3, Q1, U3, Zz3

（誤って折記号が Z3と印刷され、手書きで2Z3に修正）、3A4、3O4の用紙。

第 2 巻では D1、Zzz4、4C2および4C3（ 2 枚削除）の用紙。オリジナル

の差し替え紙が入っているセットは見つけることができなかった」

と述べている（Adams Jr. p.195）。日本大学図書館経済学部分館所蔵本

①、②、③の折記号では、第 1 巻折丁 M、Q、U、2Z、3A、第 2 巻

折丁 D、3Z で、差し替えはそれぞれ 5 葉と 2 葉となっている。これ

ら差し替えに関する記述に差があるのはなぜか。差し替えは『国富

論』初版によって個体差があるのか。個体差があるとするとそれは

どのようなものなのか（21）。これらは原典の調査が不可欠である。

4 ）ストラーンとキャデル 2 人で出版された『国富論』初版ロンドン

版とクリーチを加えた 3 人で出版された『国富論』初版エディンバ

ラ版（日本大学図書館経済学部分館所蔵本③）には、ハーフタイトル以

外にも相違はあるのか。

5 ）ハイデルベルク大学所蔵本を底本とした Idion 社の『国富論』初版

は第 2 巻に目次がついている。第 2 巻に目次がついた『国富論』初

版は他にも存在するのか。

6 ）『国富論』初版で用いられている印刷機（者）番号に法則性、規則

性はあるのか。

7 ）『国富論』初版の印刷用紙に透かし（Watermark）はあるのか。

今回の調査によって、『国富論』初版にはこれまで知られていなかっ
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た異刷の存在が明らかになったことは大変重要である。また同時に

『国富論』初版が抱える多くの疑問点も顕在化した。これらの疑問点を

解くには、復刻版ではなく原典の調査が必要となる。そのためにはま

ず『国富論』初版を所蔵している国内外の機関を特定する作業を行わ

なければならない（松田、p.109参照）。特定された後には、本格的な原

典調査が待っている。

注
（ 1 ） アダム・スミス旧蔵書コレクション

https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/collection.html
https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/pdf/NUCLL.pdf

（ 2 ） 松戸歯学部分館のアダム・スミス旧蔵書は次を見よ。
https://mascatlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang
=0&amode=11&bibid=1000068061&opkey=B169267985650398&start=1&total
num=31&listnum=3&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_
st=0&check=00000000000000000000

（ 3 ） 異刷については、高野、170頁以下を参照せよ。
（ 4 ） 本稿で校合は、本文やその他に相違がないか照合する作業を指してい

る。
（ 5 ） 『国富論』初版エディンバラ版第 1 巻のハーフタイトルは、同様に

ANAN｜INQUIRY｜INTO THEINTO THE｜Nature and Causes｜OF THEOF THE｜WEALTH OFOF 
NATIONS.｜VOL. I.
となっている。

（ 6 ） Cf., Todd, p.61. トッドはこの61頁で示した、差し替えられた用紙の折
丁を変更している。

（ 7 ） 『国富論』初版第 2 巻288頁は誤って289頁とされ頁番号に誤植がある。
しかし Kelley 版の同頁番号には誤植はなく正しく288とされている（ 9 が
8 に加工されているように見える）。また Kelley 版第 1 巻51頁の頁番号は
52に見える（それぞれ次の画像参照）。

Kelley 版第 2 巻288頁 Kelley 版第 1 巻52（i.e.51）頁

ちなみに Kelley 社によるチャールズ・キング『イギリスの商人』復刻
版（reprint）は、例えば第 1 巻 xi、xlviii、15頁などにある記号「†」を
除いて、原典に記載されているはずの折記号や巻数表記は削除されている。
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一方、Scientia 社が、ゼッケンドルフの『ドイツ君主国』の1737年改訂版
（A. S. von Biechling 編）を1972年に復刻している。この復刻版は原典に
はなかったハーフタイトルともいうべきものが 2 枚付け加えられ、しかも
そこでは表題が Teutscher Fürsten-Staat から Deutscher Fürstenstaat へ
と変更されている。さらに1737年原典版の序言（Vorrede）には頁番号は
付けられていないが、復刻版にはローマ数字の頁番号が付け加えられてい
る（次の画像参照）。復刻版と言いながら、出版社（Kelley や Scientia）
の都合で、原典への改変（記号類の削除や追加）が行われているのも事実
である。

ゼッケンドルフ『ドイツ君主国』原典序言（頁番号無し）

ゼッケンドルフ『ドイツ君主国』復刻版序言（追加された頁番号）

（ 8 ） 『図書新聞』編集部「復刻される『国富論』初版」（『図書新聞』昭和
51年10月 2 日）参照。

（ 9 ） ハイデルベルク大学図書館所蔵本は
https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?fsubmit=1&kat1=sg
&var1=Leser+100+Folio+RES&op1=AND&kat2=sg&var2=&op2=AND&kat
3=au&var3=&sess=c6d7294ec39d3a0361f9cdcb6248511c&bestand=&sprache
=GER&art=f
で確認することができる。この書誌では第 1 巻が、［5］ Bl., 510 S. 第 2 巻
が、［2］ Bl., 587, ［1］ S. とされており、Idion 版の頁構成とは異なっている。

（10） Verlagsgruppe Handelsblatt は現在、Handelsblatt Media Group へ改
組されているようである。

（11） 高野、166-170頁参照。
（12） Yushodo 版の印刷機（者）番号は表19の通りとなる。表19からは、第

1 巻では印刷機（者）番号 4 と 7 が、第 2 巻では 4 と 8 が使用されている
のが多いことが分かる。
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表19　Yushodo 版の印刷機（者）番号
Vol.1

press 
figure

page signature
登場
回数

4 10 C1v

41

4 52 H2v

4 92 N2v

4 100 O2v

4 111 P4r

4 124 R2v

4 150 U3v

4 154 X1v

4 162 Y1v

4 172 Z2v

4 182 Aa3v

4 192 Bb4v

4 196 Cc2v

4 202 Dd1v

4 215 Ee4r

4 220 Ff2v

4 226 Gg1v

4 236 Hh2v

4 242 Ii1v

4 255 Kk4r

4 263 Ll4r

4 270 Mm3v

4 276 Nn2v

4 287 Oo4r

4 293 Pp3r

4 303 Qq4r

4 311 Rr4r

4 362 3A1v

4 375 3B4r

4 380 3C2v

4 390 3D3v

4 394 3E1v

4 408 3F4v

4 416 3G4v

4 423 3H4r

4 430 3I3v

4 438 3K3v

4 444 3L2v

4 456 3M4v

4 476 3P2v

4 492 3R2v

5 23 D4r

5
5 32 E4v

5 37 F3r

5 46 G3v

5 60 I2v

6 472 3O4v 1

7 62 I3v

7 66 K1v

7 78 L3v

52

7 84 M2v

7 95 N4r

7 102 O3v

7 112 P4v

7 116 Q2v

7 127 R4r

7 136 S4v

7 140 T2v

7 157 X3r

7 165 Y3r

7 184 Aa4v

7 186 Bb1v

7 194 Cc1v

7 204 Dd2v

7 216 Ee4v

7 222 Ff3v

7 229 Gg3r

7 238 Hh3v

7 248 Ii4v

7 256 Kk4v

7 264 Ll4v

7 272 Mm4v

7 278 Nn3v

7 288 Oo4v

7 294 Pp3v

7 304 Qq4v

7 312 Rr4v

7 314 Ss1v

7 328 Tt4v

7 330 Uu1v

7 343 Xx4r

7 350 Yy3v

7 365 3A3r

7 373 3B3r

7 397 3E3r

7 406 3F3v

7 410 3G1v

7 420 3H2v

7 429 3I3r

7 437 3K3r

7 442 3L1v

7 454 3M3v

7 462 3N3v

7 468 3O2v

7 474 3P1v

7 488 3Q4v

7 495 3R4r

7 504 3S4v

7 509 3T3r

8 6 B3v

5
8 21 D3r

8 38 F3v

8 50 H1v

8 114 Q1v

Vol.2
press 
figure

page signature
登場
回数

1 165 Y3r 1
4 7 B4r

31

4 10 C1v

4 18 D1v

4 181 Aa3r

4 199 Cc4r

4 204 Dd2v

4 212 Ee2v

4 238 Hh3v

4 247 Ii4r

4 261 Ll3r

4 295 Pp4r

4 312 Rr4v

4 348 Yy2v

4 366 Aaa3v

4 373 Bbb3r

4 382 Ccc3v

4 391 Ddd4r

4 414 Ggg3v

4 422 Hhh3v

4 426 Iii1v

4 436 Kkk2v

4 450 Mmm1v

4 458 Nnn1v

4 474 Ppp1v

4 484 Qqq2v

4 496 Rrr4v

4 501 Sss3r

4 512 Ttt4v

4 524 Xxx2v

4 535 Yyy4r

4 582 4E3v

5 244 Ii2v

2
5 256 Kk4v

6 231 Gg4r

6 269 Mm3r

6 280 Nn4v

6 286 Oo3v

6 292 Pp2v
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6 300 Qq2v

19

6 356 Zz2v

6 368 Aaa4v

6 375 Bbb4r

6 389 Ddd3r

6 400 Eee4v

6 408 Fff4v

6 432 Iii4v

6 442 Lll1v

6 469 Ooo3r

6 476 Ppp2v

6 518 Uuu3v

6 533 Yyy3r

6 568 4C4v

7 16 C4v

8

7 24 D4v

7 28 E2v

7 314 Ss1v

7 334 Uu3v

7 412 Ggg2v

7 461 Nnn3r

7 549 4A3r

8 37 F3r

8 54 H3v

8 62 I3v

8 70 K3v

8 78 L3v

8 88 M4v

8 96 N4v

8 102 O3v

8 110 P3v

8 116 Q2v

8 127 R4v

8 130 S1v

8 141 T3r

41

8 157 X3r

8 162 Y1v

8 176 Z4v

8 182 Aa3v

8 190 Bb3v

8 202 Dd1v

8 214 Ee3v

8 224 Ff4v

8 236 Hh2v

8 278 Nn3v

8 310 Rr3v

8 316 Ss2v

8 328 Tt4v

8 336 Uu4v

8 343 Xx4r

8 351 Yy4r

8 358 Zz3v

8 384 Ccc4v

8 424 Hhh4v

8 445 Lll3r

8 466 Ooo1v

8 494 Rrr3v

8 502 Sss3v

8 506 Ttt1v

8 520 Uuu4v

8 556 4B2v

8 557 4B3r

8 574 4D3v

9 174 Z3v

17

9 197 Cc3r

9 222 Ff3v

9 232 Gg4v

9 254 Kk3v

9 262 Ll3v

9 326 Tt3v

9 344 Xx4v

9 394 Eee1v

9 402 Fff1v

9 434 Kkk1v

9 456 Mmm4v

9 527 Xxx4r

9 550 4A3v

9 566 4C3v

9 573 4D3r

9 580 4E2v
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（13） 高野、 6 頁ほか。
（14） 国内では、東京大学、小樽商科大学、東京経済大学が『国富論』初版

の画像を公開している。画像で見る限りこれらはロンドン版である。また
明治大学所蔵本は書誌が公開されている（雪嶋、2010）。これらの画像と
書誌から 4 大学所蔵本の当該頁の印刷機（者）番号とハーフタイトルの有
無は表20の通りとなる。＊脱稿後、長崎大学も初版画像を公開しているこ
とが分かった。

表20�　 ４ 大学所蔵本『国富論』初版第 2巻351頁、４69頁の印刷機（者）番号と
『国富論』初版第 1巻、第 2巻ハーフタイトルの有無

東京大学
所蔵本

小樽商科大 
所蔵本

東京経済 
大学所蔵本

明治大学 
所蔵本

印刷機（者）番号第 2 巻 p.351 8 なし なし なし
印刷機（者）番号第 2 巻 p.469 6 6 6 6

第 1 巻ハーフタイトル なし なし なし なし
第 2 巻ハーフタイトル あり あり あり あり

（15） トッドもマッセイに関連して、「明らかに（Times Literary Supplement、
1940年 7 月20日の356頁に記載されているように）、出版者が広げられて
“W. Creech at Edinburgh” を含んだ差し替え表題を持っているものも数は
少ないが存在している」（Todd, p.61. note 3）と述べている。

（16） トッドは、スコットの記述「これは、1819年 3 月付け『スコッツ・マ
ガジン（Scotts Magazine）』の死亡通知から明らかになるもので、その中
でアレクサンダー・ギリースはアダム・スミス博士の写字生であり、彼の
有名な著作『国富論』を彼のために書き写したと述べられている」（Scott, 
p.360）を基に、写字生をギリース（Alexander Gillies）としている（Todd, 
p.62. note 4）。

ロス（Ross）も同様に、スコットを原典として、当初は写字生をギリー
スとしていたが（Ross, 1995, p.245. 訳書、279頁）、その後、「 2 人の人物
が、『国富論』の最終草稿を準備する際にスミスを手助けしたという名誉
を主張した」（Ross, 2010, p.250）とし、ギリースに加えてロバート・リー
ド（Robert Reid. c.1737-?）の名を挙げている。

ギリースに関する『スコッツ・マガジン』の記述について、スコットは
掲載年月を1819年 3 月としているが、ロスは1818年 3 月としている。いず
れが正しいのか、『スコッツ・マガジン』未見の筆者には判定できない。

（17） トッドは、古風な綴りとしては、allege / alledge, awkward / aukward, 
entrust / intrust, irresistable / irresistible, mistery / mysteryを挙げている。
誤った人名表・地名記としては、Meggens、Cromwel、Prrée、Davenant、
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Cornwal、Turky、Postlethwaite、Pensylvania、Oceana、Mathew Decker、
Protugueze、Mississipi、Massachusetes、Madrass、Pekin、Thucidides、
Steuart を挙げている（トッド、p.7、p.16注（ 5 ））

（18） 校正漏れとするか誤植とするか、その判断に迷うのが『国富論』の表
題である。

表題紙 第 1 巻本文 1 頁 第 2 巻本文 1 頁

画像のように、表題では大文字と小文字で “Nature and Causes” とされ
ているのに対して、第 1 巻本文 1 頁、第 2 巻本文 1 頁では “NATURE ANDAND 
CAUSES” とすべて大文字にされていて、表題が統一されていない。『国
富論』第 3 版では表題と各巻本文 1 頁はすべて “NATURE ANDAND CAUSES”

とされている。さらに第 1 巻、第 2 巻表題の大文字 Q、第 1 巻本文 1 頁の
大文字 Q と、第 2 巻本文 1 頁の大文字 Q は字体が異なっている。

また第 2 巻56頁の頭注だけが “THE NATURE AND CAUSES OF” では
なく、“THE NATURE AND CAUSES, &c.” とされている。

（19） Kelley 版の頁番号の誤植（p.52［i.e.51］）は表に含めていない。
（20） Cf., https://catalog.loc.gov/vwebv/holdingsInfo?searchId=2886&recCo

unt=25&recPointer=0&bibId=7862548
（21） 髙橋は、東北学院大学が所蔵する『国富論』初版の折丁を調査してい

る（髙橋、180頁以下）。
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https://www.otaru-uc.ac.jp/htosyo1/siryo/yosho/pdf/YR041001.pdf

東京経済大学所蔵『国富論』初版（ローダデール伯文庫）
http://hdl.handle.net/11150/4662

※本稿で示された URL は2023年 9 月 4 日現在のものである。

Bibliographic Study of Adam Smith’s The Wealth of Nations （First 

Edition, 1776）.

KAWAMATA Hiroshi

The first edition of Adam Smith’s The Wealth of Nations is held by 

many university libraries in Japan, including Nihon University. In this 

study, a visual collation using facsimile editions, not original editions, 

was attempted. The currently available facsimile editions have been 

published by Kelley, Yushodo, Idion, and Verlag Wirtschaft und 

Finanzen. As a result of this investigation using the facsimile editions, 

it was discovered that the first edition of The Wealth of Nations had 

been revised during the printing process, and that there are at least 

two sorts of states （versions）. A comprehensive investigation must be 

conducted in the future.
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日本大学法学部機関誌執筆要領

令和 ３年 １ １ 月 １ 8 日機関誌編集委員会決定
令和 ３年 １ 2 月 １ ５ 日　　執行部会議承認
令和 ３年 １ 2 月 １ ６ 日　　　　教授会報告
令和 ４年　 ４月　 １日　　　　　　　施行

１．本要領の目的

本要領は、日本大学法学部機関誌編集委員会（以下「編集委員会」とい

う）にかかる機関誌に投稿する際の基本的手順について定めるものである。

2．投稿資格者

⑴　法学部、法学研究科および法務研究科の専任教員、名誉教授および定年

退職した元専任教員

⑵　以下の者については、編集委員会の審議を経て単著の投稿を認めること

がある。なお、投稿に際しては、法学部専任教員の推薦状を必要とする。

①　法学部非常勤講師

②　法学部客員教員

③　法学部以外の日本大学専任教員

④　法学部付置研究所研究員および法学部所属の日本大学研究員

⑤　法学部校友および法学部関係者で研究業績が認められる者

⑶　学外の研究者は、法学部専任教員の投稿の共著者となることができる。

⑷　大学院法学研究科博士後期課程学生は、指導教員の許可を得て『日本法

学』に「判例研究」を投稿することができる。

⑸　前 ４項の規定にかかわらず、退職記念号および追悼論文集については、

別の定めによる。



３ ．研究倫理の遵守と権利保護

⑴　投稿原稿は未発表のものに限る。他誌との二重投稿は認めない。また注

釈なく自己の既発表著作と重複する記述をすることは認められない。

⑵　剽窃、捏造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。また投稿原稿に

ついては、著作者が適正に表示されていなければならない。

⑶　研究・調査対象に関する権利保護（資料の使用許諾や個人情報保護に関

する同意等）、および翻訳に関する権利について、必要な手続きを投稿前

に完了していなければならない。

⑷　利益相反に関する倫理を遵守するとともに、利益相反情報を申告しなけ

ればならない。

⑸　機関誌に掲載された著作物の著作権のうち、複製権および公衆送信権を

日本大学法学部に譲渡する。ただし、著者自身による複製権および公衆送

信権の行使を妨げない。

４．原稿種別

投稿は以下の種別で受け付ける。

⑴　論説

⑵　研究ノート

⑶　判例研究（『日本法学』のみ）

⑷　特別講演

⑸　翻訳

⑹　資料

⑺　書評

⑻　雑報



５ ．原稿の作成

⑴　原稿は、A ４用紙に適当な文字数で打ち出す。

⑵　分量の上限は、文字数で概ね22,000字（刷り上がり約2５頁）とする。そ

れを超えるものについては、原則として分割して掲載する。ただし、編集

委員会は、他の掲載原稿のページ数を勘案し、その上限の変更を認めるこ

とができる。なお半面 １ページ大の図表 １枚に付き900字を原稿文字数に

含めるものとする。

⑶　連載を前提とする長大な原稿についても、完結分までの完全原稿を投稿

するものとする。

⑷　表題と氏名には、和文表記および欧文表記を併記する。

⑸　注、参考文献の表記法は、当該分野の慣例に従うものとする。

６．原稿の提出

⑴　原稿は、投稿票、要旨（800字程度）と合わせ、デジタルデータで研究

事務課に提出する。

デジタルデータは、原則として電子メールの添付ファイルで研究事務課

宛に送付する。

⑵　原則として、投稿締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

⑶　原稿提出後の原稿の差し替えはできない。

７．審査

別に定める「日本大学法学部機関誌審査要領」に則って行う。

8．校正

⑴　執筆者による校正は、原則再校までとする。加筆、訂正は最小限とし、

特に再校時に頁数が変わるような加筆や削除は避ける。再校返却の際は、

タイトル頁に「校了（または責了）」と明記する。



⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上



○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで

PDF を電子公開しております。

日本大学法学部ホームページ（https://www.law.nihon-u.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や 

受入辞退等がございましたら、以下まで御連絡ください。

＜連絡先部署＞　日本大学法学部研究事務課

（住　所）　 〒 101-8375　東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

（ＴＥＬ）　 03-5275-8510

（ＦＡＸ）　 03-5275-8537

（E-mail）　 kenjimu.law@nihon-u.ac.jp
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