
■
論
文

ヨ
ー

囗

ッ
パ
文

化

誌

の
な

か

の

「
門

」

大
江

一
道

(本
学
文
化
学
科
教
授
)

門
と
は
、
ふ

つ
う
、
特
定
の
形
を
も

っ
た
出
入
口
と
し
て
の
建
造

物
を
さ
し
ま
す
。
象
徴
的
に
は
、
二

つ
の
空
間
を
隔

て
る
境
界
の
記

号

で
あ
り
、
「
二
つ
の
状
態
、
二

つ
の
世
界
、
既
知
と
未
知
、

光
と

闇
、
裕
福
と
窮
乏

の
間
の
通
路

で
あ

る
」

と
定
義
さ
れ
る
ぐ
ら
い

(『世
界

シ
ン
ボ
ル
大
事
典
』
大
修
館
)
、
じ

つ
に
多
義
的
な
意
味
を

も

っ
て
お
り
ま
す
。
門
は
通
路

で
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
を
通
過
す
る

入

に
力
動
的
、
心
理
的
な
価
値
を
付
与
す
る
、
い
ざ
な
い
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
と
も
な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
誌
l
I
こ
こ
で
の

「誌
」
と
は
史
冂

ヒ
ス
ト
リ
ー
も
含
む
文
化
の
カ
タ
ロ
グ
と
考
え
て
く
だ
さ
い

の

な
か

で
、
「門
」
に
か
ん
す
る
五

つ
の
表
象
を
選
ん
で
お
話
し

て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
見
て
み
た
い
の
は
、
古
代

ロ
ー
マ
の

「凱
旋
門
」
(巳

o
爭

9

巴

輿
o
げ
)
で
す
。

ロ
ー
マ
で
は
す
で
に
共
和
政
の
時
代
か
ら
、

戦
勝
を
え
た
将
軍
が
ロ
ー
マ
市
内
で
凱
旋
式
を
行
な
う
記
念
と
し
て
、

コ ンスタンテ ィヌス帝 の凱旋門

 

凱
旋
門
を
建
て
ま
し
た
。
前
二
世
紀
初
め
、
大
ス
キ
ビ
オ
が
建
て
た

凱
旋
門
が
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

ア
ー
チ
に
よ
る
通
路
と
、
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そ
の
上
部
の
碑
文
パ
ネ
ル
と
い
う
基
本
形
式
は
受
け

つ
が
れ
、

の
ち

に
は
堂
々
た
る
三
連
ア
ー
チ
門
も
現
わ
れ
ま
す
。
い
ま
も

ロ
ー

マ
の

コ
ロ
ッ
セ
ウ
ム
の
傍
に
あ
る
、
三

一
五
年
に
完
成
し
た

「
コ
ン
ス
タ

ン
テ

ィ
ヌ
ス
帝
の
凱
旋
門
」
は
、
そ
の
代
表
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。凱

旋
門
は
、

ロ
ー
マ
に
だ
け
で
な
く
、
支
配
領
域
を
拡
大
し
た
ガ

リ
ア

(
フ
ラ
ン
ス
)、

シ
リ
ア
、
北

ア
フ
リ
カ
な
ど
に
も
建

て
ら
れ

ま
し

た
。

「
勝
利
の
門
」
と
し
て
の
凱
旋
門
は
、
将
軍
や
皇
帝

の
勝
利
と
偉

大
を
人
々
の
視
覚
に
焼
き

つ
け
、
通
過
す
る
人
々
の
心
を
権
力
の
高

み
に
向
け
て
い
ざ
な
い
、
尊
崇
心
を
い
や
増
さ
し
あ
よ
う
と
す
る
、

建
造
主
の
無
限
願
望
が
こ
あ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
皇
帝

ナ
ポ

レ
オ
ン
は
は
る
か
昔
に
消
え
ま
し
た
が
、
古
代

ロ
ー
マ
皇
帝
に

な
ら

っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
パ
リ
の
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
に
建
て
た
凱

旋
門

は
、
い
ま
な
お
パ
リ
に
偉
大
な
景
観
を
そ
え
、
こ
の
首
都
の
誇

り
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

二

つ
あ
は
、
中
世
都
市
の
市
門
の
な
か
か
ら
、
「
誘
拐

の
門
」
と

し
て
永
く
記
憶
さ
れ
る
、
ド
イ
ッ
の
ハ
ー
メ
ル
ン
市
の
東
門
に
つ
い

て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
二
八
四
年
六
月
二
十
六
日
、

ハ
ー
メ
ル

ン
で
は
世

に
も
不
思
議
な
こ
と
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
日
、
笛

を
吹

き
鳴
ら
し
て
ね
ず
み
を
残
ら
ず
退
治
す
る

(町
を
流
れ
る
ウ
ェ
ー

ゼ
ル
川
に
お
び
き
寄
せ
て
沈
め
て
し
ま
う
)
男
に
、

=
二
〇
人
の
子

ど
も
た
ち
が
誘
拐
さ
れ
、
東

の
門
か
ら
出

て
い
っ
た
き
り
戻

っ
て
こ

な
か

っ
た
と
い
う
事
件
で
す
。
こ
の
話
は
、
十
九
世
紀
初
め
に
グ
リ

ム
兄
弟
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
ド
イ
ッ
の
伝
説
の
ひ
と
つ
と
し
て

有
名
に
な
り
、
今

で
は
ハ
ー
メ
ル
ン
市
が
毎

日
曜
日
に
は
広
場
に
舞

台
を

つ
く

っ
て
、
笛
吹
き
男
と
ね
ず
み
や
子

ど
も
た
ち
の
寸
劇
を
見

せ
る
ほ
ど
の
観
光
名
物
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
ハ
ー

メ
ル
ン
の
伝
説

の
学
問
的
研
究
は
、
中
世
史

の
泰
斗
阿
部
謹
也
さ
ん

(現

一
橋
大
学
学
長
)
に
よ
っ
て
興
味
深
い

『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹

き
男
』
(平
凡
社
)
と
い
う
著
作
に
な

っ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
れ
に

当

っ
て
も
ら
う
の
が
よ
い
の
で
す
が
、
か
い

つ
ま
ん
で
お
話
し
ま
す

と
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
は
、
ど
こ
で
も
、
農
村
部
か
ら
明
確
に

区
分
さ
れ
る
城
壁
と
市
門
を
も
ち
、
町
は
、
商
人
と
手
工
業
者
を
主

に
し
た
市
民
に
よ

っ
て
自
治
的
に
治
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
ド
イ
ツ

の
諺
で

「
都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
る
」
と

い
わ
れ
た
ぐ
ら
い
、
市

民
は
身
分
上
の
自
由
を
え
て
い
た
の
で
す
が
、
現
在
の
進
ん
だ
研
究

に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
自
由
な
市
民
は
住
民

の
二
割
か
そ
こ
ら
で
、

大
部
分
は
無
権
利
か
権
利
を
制
限
さ
れ
た
社
会
的
に
は
劣
位
の
立
場

の
民
衆
で
、
か
れ
ら
の
暮
し
は
か

つ
か

つ
か
そ
れ
以
下
で
あ
り
、
キ

リ
ス
ト
教
の
暦
に
も
と
つ
く
年
に
な
ん
ど
か

の
祝
祭
日
だ
け
が
楽
し

み
、
と
い
う
日
常
生
活
を
送

っ
て
い
た
の
で
し
た
。
六
月
二
十
六
日

は
、
聖

ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
と
い
う
祭
日
で
、
町
に
は
市
門
を
通

っ

て
旅
芸
人
な
ど
が
集
ま

っ
て
く
る
に
ぎ
や
か
な
日
で
し
た
。
赤
い
帽

子
を
か
ぶ
り
狩
人
の
か

っ
こ
う
を
し
た
笛
吹
き
男
も
そ
の
ひ
と
り
で
、
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面
白

が

っ
た
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
日
昼
ご
ろ
こ
の
笛
吹
き
男
の
後
を

く

っ
つ
い
て
、
町
の
通
り
を
抜
け
、
東
門
か
ら
出
て
い
っ
た
っ
き
り

二
度

と
帰

っ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
伝
説
が
な
が
く
信
じ
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

こ
の
伝
説
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ひ
と

つ
に
は
定
住
地
を
持
た
な

い
笛
吹
き
男
と
い
う
旅
芸
人
と
い
う
の
は
、
刑
吏
や
墓
掘
り
人
な
ど

の
賎

民
と
お
な
じ
よ
う
に
社
会
か
ら
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
る
差
別
さ

れ
た
存
在

で
あ
り
、
ね
ず
み
を
退
治
し
て
み
せ
た
の
に
約
束
の
代
金

を
支
払

っ
て
く
れ
な
か

っ
た
ハ
ー
メ
ル
ン
市
の
お
偉
方
に
腹
を
た
て
、

仕
返
し
に
子
ど
も
を
誘
拐
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
で
す
。

も
う
ひ
と

つ
に
、
東
門
を
出
た

=
二
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、

一
体

ど
こ
へ
行

っ
て
し
ま

っ
た
の
か
と
い
う
失
踪
の
ゆ
く
え
で
す
。
こ
れ

ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
阿
部
謹
也
さ
ん
の
著
作
に
く
わ
し

い
追
求
が
あ
り
ま
す
か
ら
そ
れ
に
ま
か
せ
る
と
し
て
、
門
と
は
、
そ

こ
を
ひ
と
た
び
出
た
ら
二
度
と
は
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ

る
、
不
幸
と
暗
黒
の
世
界
へ
の
入
口
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
の

だ
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
伝
説
か
ら
読
み
と
れ
る
、
と
い
う
の
が
重

要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

異
界

へ
の
入
口
と
い
う
意
味

で
は
最
も
恐
ろ
し
い
の
は

「地
獄
の

門
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
み
ご
と
に
表
象
し
た
の
が

ダ
ン
テ
の

『
神
曲
』
で
あ
り
ま
す
。
ダ
ン
テ
は
十
三
世
紀
末

の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
人
で
す
が
、
ハ
ー
メ
ル
ン
で
子
ど
も
失
踪
事
件
が
起
こ
っ

た

一
二
八
四
年
に
は
十
九
歳
の
青
年
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
青
年
ダ

ン
テ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
ル
ノ
川
に
か
か
る
橋

(ポ
ン
テ
・
ヴ
ェ
ツ

キ
オ
)
の
た
も
と
で
出
会

っ
た
美
少
女
ベ
ア
ト
リ
ー
チ

ェ
へ
の
、
清

純
な
思
い
を

つ
の
ら
せ
て
い
た
年
頃
で
あ
り
ま
す
。
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ

は
結
局
他
人
の
妻
と
な
り
、
ま
も
な
く
二
十
五
歳
の
若
さ
で
こ
の
世

を
去
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
の

一
〇
年
間
、
ダ
ン
テ
は
自
堕
落
な
生

活
を
送
る
の
で
す
が
、
三
〇
歳
の
頃
か
ら

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
政
治

に
か
か
わ
り
だ
し
、

=
二
〇
〇
年
に
は
政
務
長
官

(プ
リ
オ
ー
レ
)

の

一
人
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

当
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
争
は
す
さ
ま
じ
く
、
ダ
ン
テ
が
ぞ
く

し
て
い
た
党
派
ビ
ア
ン
キ
党

(白
党
)
は
、

一
三
〇
二
年
に
市
政
を

に
ぎ

っ
た
反
対
党
に
追
放
さ
れ
、
ダ

ン
テ
も
永
久
追
放
の
憂
き
目
に

あ
い
ま
し
た
。
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
、
ヴ

ェ
ロ
ー
ナ
、
ラ
ヴ

ェ
ン
ナ
な
ど
を

転
々
と
し
、
怒
り
と
憎
し
み
を
た
ぎ
ら
せ
た
ダ
ン
テ
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
帰
れ
る
機
会
は
お
と
ず
れ
ず
、

一
三
二

一
年
五
十
六
歳
で
異
境
の

地
で
世
を
去
り
ま
し
た
。
そ
の
流
浪
の
な
か

で
書
か
れ
た
の
が
、
世

界
文
学
史
上
に
輝
か
し
い
名
を
し
る
す

『神
曲
』
で
あ
り
ま
す
。

『
神
曲
』
は
、
地
獄
、
煉
獄
、
天
国
の
三
篇

に
分
か
れ
た

一
〇
〇

の
歌
、
全
体
で

一
万
四
二
三
一二
行
か
ら
な
る
叙
事
詩
で
、
地
獄

(三

四
歌
)
、
煉
獄

(三
三
歌
)

の
二
篇
は

一
三
〇
七
～

=
二
年

に
で
き
、

天
国
篇

(
三
三
歌
)
は

=
壬

二

年
の
死
の
直
前
に
完
成
し
た
も
の

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
書
き
も
の
は
ふ
つ
う

ラ
テ
ン
語

で
書
か
れ
た
の
で
す
が
、
『
神
曲
』

は
当
時
の
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
あ
た
り
で
つ
か
わ
れ
た
言
葉
、
ト
ス
カ
ー
ナ
語
と
い
う
俗
語
で
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書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
『神
曲
』
が
母
国
語

で
書
か
れ
た
近
代
文

学
の
先
駆
的
業
績
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
作
品
を
、
ダ

ン
テ
自
身
は
は
じ
め
単
に

「
コ
ン
メ
ー

デ
ィ
ア
」

つ
ま
り
喜
劇
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
十
六
世
紀
半
ば
の
ヴ

ェ

ネ
ツ
ィ
ア
版

で

「U
守
冒
①
O
o
日
ヨ
Φ
α
冨
」
と
い
う
題
名
が
決
定
し
、

こ
の
言
葉
を
森
鵬
外
が
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

『即
興
詩
人
』
を
訳
し
た

と
き
、

そ
の
中
に
で
て
く
る

「
デ
ィ
ヴ
イ
ナ

・
コ
メ
デ
ィ
ア
」
を

『神
曲
』
と
訳
し
て
以
来
日
本
で
は
こ
の
名
前

で
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ダ

ン
テ
は
、
こ
の
作
品
を
も
と

も
と

「
コ
メ
デ
ィ

(喜
劇
)
」
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と

も
、
知

っ
て
お
い
て
よ
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

さ

て
、
地
獄
篇
第

一
歌
は
、
「人
生
の
道
の
半
ば

で
正
道
を
踏
み

は
ず
し
た
私
が
目
を
さ
ま
し
た
時
は
暗
い
森
の
中

に
い
た
」
(
平
川

祐
弘
訳
)
と
い
う
、
わ
が
身

の
来
し
方
を
振
り
返
る
歌

で
始
ま
り
ま

す
。
そ
の
森
か
ら
案
内
人
の
手

に
よ

っ
て
地
獄
を
案
内
さ
れ
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
入
り
口
に
あ
る
の
が

「地
獄

の
門
」

で
、
そ
の
門
の

上
に
あ
る
九
行
の
銘
文
が
有
名
な
詩
な
の
で
す
。

こ
れ
を
上
田
敏
、

森
鵬
外
、
夏
目
漱
石
な
ど
何
人
も
の
人
が
記
し
て
今
に
い
た

っ
て
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
森
鴎
外
が

『
即
興
詩
人
』
の
中
に
あ
る
こ
の

銘
文
を
、
飜
訳
の
底
本
と
し
た
ド
イ
ツ
語
訳
の
も
の
を
飜
訳
し
た
の

と
、
夏
目
漱
石
が

『倫
敦
塔
』
の
中
で
英
語
訳
か
ら
飜
訳
し
た
の
と

を
並

べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
は
じ
あ
の
は
森
鵬
外
訳
の
も
の
で
す
。

ま
ち

こ
丶
す
ぎ
て

う
れ

へ
の
市
に

な
げ

こ
丶
す
ぎ
て

歎
き
の
淵

こ
丶
す
ぎ
て

浮
ぶ
時
な
き

む
れ

こ
そ

群
に
社

人
は
入
る
ら
め

な
さ
け

あ
た
た
か
き

情
は
あ
れ
ど

お
ぎ
う
な
き

心
に
た
つ
ね

き
は
み
な
き

ち
か
ら
に
よ
り
て

の
り

い
つ
く
し
き

法
を
う
き
世
に

し
め
さ
む
と

こ
の
闇
の
戸
を

神
や
据
ゑ
け
む

夏
目
漱
石
訳
は
次
の
と
お
り
で
す
。

う
れ

ひ

く
ぐ

憂
の
国
に
行
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
潜
れ
。

え
い
ご
ふ

か
し

ゃ
く

永
劫
の
呵
責
に
遭
は
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
く
ゴ
れ
。

ご

迷
惑
の
人
と
伍
せ
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
く
ゴ
れ
。

し
ゅ

し

ん

ゐ

さ
い
じ
ょ
う
ち

正
義
は
高
き
主
を
動
か
し
、
神
威
は
、
最
上
智
は

さ
い
し
ょ

最
初
愛
は
、
わ
れ
を
作
る
。

我
が
前
に
物
な
し
只
無
窮
あ
り
我
は
無
窮
に

忍
ぶ
る
も
の
な
り
。

い
っ
さ
い

此
門
を
過
ぎ
ん
と
す
る
も
の
は

一
切

の
望
を
捨
て
よ
。

由
来
、

ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
承

で
は
門
の
重
要
性
は
大

変
な
も
の
で
、
新
約
聖
書
に
は
、
神
の
国
に
辿
り

つ
く
た
め
に
く
ぐ

あ
な

る

「
天
国
の
門
」
は
、
富
め
る
者
に
は
ラ
ク
ダ
が
針
の
孔
を
通
る
よ

り
も
は
る
か
に
困
難
な

「
狭
き
門
」
な
の
だ
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
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一
方

の

「地
獄
の
門
」
は
ひ
と
た
び
く
ぐ
れ
ば
、

一
切
の
望
み
は
捨

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
門
を
過
ぎ
れ
ば
も
は
や
暗
闇
の
世

界
な

の
で
す
。

ダ

ン
テ
が
描
い
た
三
界
の
構
造
図
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
な
け
れ

ば
な

り
ま
せ
ん
し
、
ダ

ン
テ
が
地
獄
で
見
た
さ
ま
ざ
ま
の
恐
し
い
場

面
も
、
直
接

『神
曲
』
を
開
い
て
も
ら
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の

一
部
を
図
像
化
し
た
傑
作
、

ロ
ダ

ン
の
制
作
し
た
ブ

ロ
ン
ズ
製

『
地
獄

の
門
』
と
そ
の
浮
彫
り
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
ま
す
。

こ

れ
は
、

一
八
八
〇
年
、

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国

の
政
府
が
、

テ
ユ
イ

ル
リ

ー
公
園
の
装
飾
美
術

の
陳
列
館

の
た
あ
に
、
大
扉

の
原
型
制
作

を

ロ
ダ
ン
に
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
、

ロ
ダ
ン
は
八
〇
O
O
フ
ラ
ン

で
契
約
し
ま
し
た
。
た
だ
ち
に
、
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
地
獄
篇
を
テ
ー

マ
に
し
て
制
作
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
発
想
は
し
だ
い
に
流
動
的

に

な

っ
て
原
典
か
ら
離
れ
、
巨
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
も
の
と
な
り
、

一
九

一
七
年
の
ロ
ダ

ン
の
死
ま
で
制
作
が
続
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。

制
作
の
費
用
を
日
本
の
松
方
幸
次
郎
が
負
担
を
し
た
こ
と
か
ら
、

二
つ
の
実
物
の
ひ
と

つ
が
、
上
野
に
あ
る
国
立
西
洋
美
術
館
の
内
庭

に
立

っ
て
お
り
、
私
た
ち
が
い
ま
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の

で
す
。
左
右
二
面
の
開
か
ず
の
扉
を
中
心
に
、
欄
間
と
柱
も
含

め
て
高
さ
五

・
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
三

・
九
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る
青

銅
の
門
で
す
。
さ
き
に
紹
介
し
た
ダ
ン
テ
の
銘
文
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
門
に
登
場
す
る
浮
彫
り
の
人
物
は
全
部

で

一
八
四
人
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
、
時
の
な
い
闇
に
塗
ら
れ
た
大
気
の
な
か
で
阿
鼻
叫
喚
に

喘

い
で
い
る
姿
が
、
流
動
的

に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、

こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
地
獄
の
門
を
表
象
し
た
も
の
は
ほ
か
に
は
な
い

で
し
ょ
う
。

門
と
は
、
天
国
、
光
、
善

に
向
か
う
入

口
で
も
あ
れ
ば
、

こ
の

「地
獄
の
門
」
の
よ
う
に
、
救
い
の
な
い
暗
黒
、
闇
、
悪
、

不
幸

に

も
転
落
す
る
境
界
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
と

い
う
両
義
性
を
も

つ
も

の
だ
、
と
、
古
今
東
西
の
人
間
は
共
通
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

り
ま
す
。

さ
ら
に
、
別
離
な
い
し
訣
別
の
門
の
意
味

で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
よ
く
う
た
う
で
あ

ろ
う
シ

ュ
ー
ベ
ル
ト
の

『冬
の
旅
』
の
第
五
曲

「
ぼ
だ

い
樹
」

(
U
9

匡
昌
α
Φ
ロ
げ
o
g
ヨ
)

の

な
か
に
そ
の
門
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。

『冬
の
旅
』
は
、
愛
か
ら
も
、
希
望
か
ら
も
見
捨

て
ら
れ
た
、
徹

底
し
て
孤
独
な
若
者

の
、
絶
望
の
歌

で
す
。

そ
の
若
者
が
荒
涼
と
し

た
冬
の
旅
路
に
の
ぼ
る
歌

「
お
や
す
み
」
を
第

一
曲
と
し
て
始
ま
り
、

「辻
音
楽
師
」
で
終
わ
る
全
二
十
四
曲
す
べ

て
が
名
曲
と
い

っ
て
よ

い
、
ド
イ

ッ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
傑
作
で
す
が
、
な
か
で
も
代
表
曲
と

さ
れ
る
の
が
、
第
五
曲
の

「ぼ
だ
い
樹
」
で
す
。
こ
の
曲
は
四
部
に

分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
幻
想
的
な
長
調
で
か
か
れ
た
第

一
部
を
、
原

文
と
、
今
は
亡
き
ド
イ
ッ
文
学
者
生
野
幸
吉
さ
ん
の
名
訳
と
を
並
べ

る
こ
と
に
し
ま
す
。

〉
】β
oJ
同=
づ
昌
Φ
昌
く
O
『
ら
Φ
]B
↓
O
お

U
9

ω
9
げ
什
Φ貯

い
ヨ
α
Φ
つ
げ
9售
B
脳
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HO
げ

嘗
似
⊆
ヨ

什
貯

ω
包
昌
Φ
日

ω
O
ゴ
9
ヰ
①
⇒

ω
O

]日

鋤
昌
O
げ
Φ
昌
◎。
曽
め○
Φ
昌

↓
村
鋤
∈
B

°

H
O
一μ

ω
O
ゴ
ロP
一梓
け
帥
5
冖
ω
O
μ
b
[①

閉
鑑
]P
α
Φ

ω
o

導

鋤
p
o
げ
Φ
の
出
Φ
び
Φ
≦

o
畧

旧

国
ω
N
o
αq

ぎ

甲

Φ
&

ロ
昌
α

い
①
己

Φ

N
ロ

壁

]β

]日
帥O
げ

一ヨ

日

Φ
『
国
O
昌
゜

村
の
門
の
ま
え
、
泉
の
ほ
と
り
に
、

ひ
と
も
と
の
茂
る
菩
提
樹
。

そ
の
葉
の
蔭
に
ま
ど
ろ
み

あ
ま
た
た
び
や
さ
し
い
夢
を
夢
み
た
。

樹
皮
の
厚
さ
に
彫
り

つ
け
た

か
ず
か
ず
の
愛
の
こ
と
ば
、

そ
の
文
字
は
、
よ
ろ
こ
び
の
た
び
、
う
れ
い
の
た
び
に
、

た
え
ず
わ
た
し
を
菩
提
樹
の
ほ
と
り

へ
呼
ん
だ
。

ド
イ
ッ
の
村
々
に
は
、
ふ

つ
う
、
門
ー1
q
霧

↓
自

が
あ

っ
て
、
そ

の
前

の
広
場
と
泉
は
、
村
人
の
憩
い
の
場

で
も
あ
り
ま
す
。
若
者
は
、

夜
ふ
け
て
泉
の
ほ
と
り
に
立

つ
ぼ
だ
い
樹
の
下
を
横
ぎ
り
、
木
の
幹

に
愛

の
言
葉
を
彫
り

つ
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
の
ぼ
だ
い
樹
に
も
別

れ
を

つ
げ
て
、
荒
涼
と
し
た
遠
い
冬
の
旅
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
、

ま
さ
に
こ
れ
は
訣
別
の
歌
な
の
で
す
。
第
二
部
の
短
調
で
は
、
ぼ
だ

い
樹
の
葉
ず
れ
の
ざ
わ
め
き
が
、
離
れ
て
い
く
若
者
に
、
こ
こ
が
お

ま
え
の
憩
い
の
地
な
の
だ
、
と
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
だ
と
、
引
き

留
め
ら
れ
そ
う
な
切
な
い
思
い
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

門
は
、
門
番
が
い
る
い
な
い
に
関
係
な
く
、
そ
の
内
側
の
者
か
ら

す
れ
ば
、
狭
い
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
を
守
り
、
安
ら
ぎ
と
憩
い
を
保
障

し
て
く
れ
る
排
他
的
な
境
界
の
象
徴
で
あ
り
ま
す
が
、
門
を
越
え
て
、

出
て
い
こ
う
と
す
る
者
に
と

っ
て
ば
、
身
内
と
の
縁
を
切
り
、
代
わ

り
に
広
い
、
あ
て
も
な
い
異
境
、
異
空
間
に
身
を
曝
す
、

ス
タ
ー
ト

ラ
イ
ン
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
に
羽
ば
た
こ
う
と
す
る
者
に
と

っ

て
は
避
け
ら
れ
な
い
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
旅
立
ち
の
し
る
し
を

つ

け
る
場
所
で
あ
り
ま
す
。
映
画

『
ア
マ
デ
ィ
ウ
ス
』
を
御
覧
に
な

っ

た
方
は
、
終
末

の
シ
ー
ン
で
わ
か
る
よ
う
に
、
共
同
墓
地
に
埋
め
ら

れ
る
、
棄

て
ら
る
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
亡
骸
を
見
送
る
人
は
、
ウ
ィ
ー

ン
の
市
門
ま
で
は
来

て
も
、
内
側
に
立

っ
て
別
れ
る
し
か
な
か

っ
た

の
で
す
。
門

の
外
は
、
死
者
が
行
く
世
界
で
も
あ
り
ま
し
た
。
「
ぼ

だ
い
樹
」
は
、
そ
う
い
う
人
生
の
き
び
し
さ
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け

で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
ト
ー
ル

(
ア
)
」

つ
ま
り

「
門
」

な
の

で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
、
十
九
世
紀
の
パ
リ
の
民
衆
に

と

っ
て
、
市
門
は
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
り
ま
す
。
パ
リ
は
、
高
さ
三

・
三
メ
ー
ト
ル
の
石
造
り
の
壁
に

囲
ま
れ
た
三
四
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
首
都

で
し
た
。
人
口
は
、

一
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八
四
六
年
に
は

一
〇
〇
万
を
越
え
ま
す
が
、
人
々
も
物
資
も
、
市
壁

の
各
所

に
設
け
ら
れ
た
六
〇
ば
か
り
の
入
市
税
が
か
か
る
市
門
か
ら

し
か
出
入
り
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
こ
ろ
、
市
民

は
こ
ん
な
歌
を
う
た

っ
て
ウ
サ
ば
ら
し
を
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

パ
リ
の
ロ
を
閉
ざ
す
壁

不
平
の
口
を
開
く
壁

請
負
い
収
入
ふ
や
す
た
め

市
民
の
見
晴
し
閉
ざ
す
た
め

パ
リ
は
監
獄
檻
の
中

そ
し
て
、
革
命
の
と
き
市
民
は
こ
の
市
門
を
焼
き
打
ち
し
、
そ
の

あ
と

い
ち
じ
入
市
税
も
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、

一
七
九
八
年
に
は
ふ

た
た
び
復
活
し
、
十
九
世
紀
に
入

っ
て
も
ζ
れ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

入
市
税
収
入
は
、
表
1
を
み
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
パ
リ
が
断
然
高

く
、
住
民

一
人
当
り
の
負
担
も
重
か

っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
表
2
に

示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
入
市
税
で

一
番
多
か

っ
た
の
が
ワ
イ
ン
な

ど
酒
類
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
た
商
人
、
市
民
の
智
恵

が
、
市
門
の
外
に
酒
場
を

つ
く
り
、
そ
こ
で
、
入
市
税

の
か
か
ら
な

い
ワ
イ

ン
を
安
く
飲
ま
せ
る
と
い
う
商
売
で
す
。

こ
の
酒
場

の
こ
と

を

「
関
の
酒
場
」
と
い
い
ま
し
た
。
市
門
の
外
に
は
、
酒
場
だ
け
で

な
く
見
世
物
小
屋
や
露
店
が
安
息
日
に
は
立
ち
並
び
、
市
門
の
外
の

空
地

や
路
上
が
市
民
の
憩
い
の
場
に
な
り
ま
し
た
。

中
小
手
工
業
者
の
ブ
テ
ィ
ッ
ク
が
多
い
十
九
世
紀
の
パ
リ
は
、
本

質
的
に
は
労
働
者
の
街
で
、
光
り
も
さ
さ
な

い
狭
い
部
屋
に
住
む
働

く
民
衆
と
そ
の
家
族
は
、
日
曜
日
と
も
な
る
と

一
家
で
く
り
だ
し
て

光
り
の
溢
れ
る
市
門
の
外
に
出
か
け
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し

む
と
い
う
生
活
圏
を

つ
く

っ
て
い
た
の
で
す
。
労
働
者
は
、
関
の
酒

場
で
顔
見
知
り
の
カ
ル
チ
エ
の
な
か
ま
と
安

い
酒
を
飲
ん
で
、
人
の

噂
や
重
い
税
金

へ
の
不
平
を
ぶ
つ
け
あ
い
、
談
論
風
発
、
翌
日
の
月

曜
日
ま
で
延
長
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
月
曜

日
は
仕
事
に
な
ら
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を

「聖
月
曜
日
」
と
呼
ん
だ
の
で
し
た
。

と
き
に
は
、
政
治

へ
の
怒
り
が
高
ま
り
、
共
同
謀
議
が
う
ま
れ
、

月
曜
日
に
は
酒
場
か
ら
市
中

に
向
け
て
抗
議

の
デ
モ
に
く
り
だ
す

こ

と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

つ
ま
り
、
市
門

の
外
、
関
の
酒
場
は
、
早

変
り
し
て
民
衆
騒
擾

・
抵
抗

の
、
拠
点
根
拠
地
と
も
な

っ
た
の
で
す
。

門
の
象
徴
作
用
が
抵
抗
の
文
化
記
号
と
も
な

っ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

十
九
世
紀
の
ち
ょ
う
ど
半
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
続
き
人
民
投
票
を

へ
て
つ
い
に
皇
帝
に
さ
え
な

っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

(
一
世
の
甥
)

は
、
こ
の
パ
リ
を
恐
れ
て
、
セ
ー
ヌ
県
知
事

オ
ー
ス
マ
ン
に
命
じ
て

パ
リ
の
大
改
造
に
ふ
み
き

っ
た
の
で
す
。
市
壁
を
と
り
こ
わ
し
て
市

域
を
ず

っ
と
拡
大
し

市
外
に
あ

っ
た
モ

ン
マ
ル
ト
ル
丘
は
市
内

に
く
み
こ
ま
れ
た

、
区
画
整
理
を
断
行

し
て
古
い
家
々
を
こ
わ

し
、
道
路
も
広
げ
て
見
晴
ら
し
の
よ
い
市
街

に
転
換
さ
せ
ま
し
た
。

詩
人
ボ
ー
ド
レ
…
ル
が
、
古
き
パ
リ
は
今
や
な
し
と
う
た

っ
た
の
は
、

こ
の
パ
リ
の
変
貌
を
か
な
し
ん
で
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。
十
九
世
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表1フ ラ ンス諸 都 市 の入 市 税 一 覧(fr=フ ラ ン,c=サ ンチ ー ム)

都 市 名
市壁の
有無

人 口 入市税収入 収税経費率 住民一人当り負担

パ リ 有 930,000 30,640,000fr 6� 32fr94c

リ ヨ ン 部分的 150,000 2,866,000 13一 1910

マ ル セ イ ユ 無 128,000 2,466,000 15一 1920

ボ ル ド ー 無 100,000 1,895,000 15一 1895

ル ー ア ン 無 94,000 1,700,000 17一 1:

ト ゥ ー ル ー ズ 無 .:111 1,214,000 12一 1785

ナ ン ト 無 73,000 1,104,000 14一 1512

リ ー ル 有 72,000 935,000 8一 1298

ス トラス ブ ー ル 有 70,000 645,000 10一 912

(以下略)

(備考)年 間税総額40万 フラン以上の都市1839,1840,1841年 にっいての平均額

表2パ リ入市税品 目別徴収額(fr=フ ラン,c=サ ンチーム)上 位 品目

税 収 額
入 市 税 品 目

1842 1843 ;,,

ぶ ど う酒 ・ リキ ュー ル ・シー

ドル ・梨 酒 ・酒造 用果実 ……

変性 アル コール(新 設)

12,603,318fr29c 13,287,434fr_ 12,462,420E・10c

o● ● ●● ● 3,03189

油 ・酢 ・ビー ル ・テ レ ピ ン油

乾 ぶど う …… 3,140,402 2,976,202一 3,170,09276

燃料 …… 5,469,63595 5,561,689一 5,735,06106

食料 品 … … 4,519,21386 5,955,751一 4,615,14595

(出典)オ ラス ・セイ 「パ リ市及 びセーヌ県 の行政 に関す る研究』,パ リ,1846,p.123

(表1、 表2と も喜安朗 『パ リの聖 月曜 日』平凡社 よ り)
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紀
半
ば
ま
で
パ
リ
の
名
物
で
も
あ

っ
た
バ
リ
ケ
ー
ド
市
街
戦
は
、

一

八
七

一
年
の
パ
リ

・
コ
ミ

ュ
ー
ン
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
は
消
滅
し
ま

し
た
。
「徴
税
の
門
」
と
し
て
の
市
門
も
ま
た
そ
の
歴
史
を
終

え
た

の
で
し
た
。

以
上
、
門
と
い
う
記
号
が
も

つ
意
味
を
、
古
代

ロ
ー
マ
か
ら
十
九

世
紀

パ
リ
ま
で
、
五

つ
の
事
例
を
た
ど
り

つ
つ
探

っ
て
み
ま
し
た
。

門
と
い
う
境
界
が
も

つ
意
味
は
、
み
な
さ
ん
の
家
庭
や
学
校
の
門

な
ど
、
ご
く
日
常
の
な
に
げ
な
い
出
入
口
に
ま
で
広
が

っ
て
い
く
可

能
性
を
も

っ
て
い
ま
す
。
学
問
で
あ
れ
芸
道
で
あ
れ
、
入
門
も
あ
れ

ば
破
門
も
あ
り
ま
す
。

門

が
不
在
の
文
化
と
人
生
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い

っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
＼門
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
切
り
口
に
し
て
知
の
歴
史
学
を

読
み
と

っ
て
い
く
、
そ
の
姿
勢
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本
稿
は
平
成
九
年
十
月
二
十
五
日
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
公

開
講
座
、
共
通
テ
ー
マ

「
門
」
で
の
講
演
を
整
理
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

(お
お
え

か
ず
み
ち
・
西
洋
文
化
史
)
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