
ヨ
一

Ⅶ

可
周
頂
濁

､

1

≦
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†

:

､
す

】

■

咋
才

;
｢
小

頚
1

1
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サ

胡
■≦

▼
†

､仙

ず

･･
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甘

( 6 3 ) 研 究 ノ ー

ト

十
五

世

紀
ト

ス

カ

ー

ナ
.

に

お

け
る

市
民

と

そ
の

資
産

-
〓
e

ユ

訂
y

･

芥
-

a
で

軒
F

-

ト
匂
ゎ

づ
Q
叫
へ
b

蓋
わ

箪
訂
監

誘

b
叫

S
叫

患
切

に

関
し

て

1

清

水

康
一

郎

一

四
二

七

年
五

月
､

新
し
い

税
制
｢

カ

タ
ス

ト
+

に

関
す

る

法
案
が

､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

都
市

評

議
会

C
O

ロ

巴
g

-
-

O

d
e
】

C
O

m
亡

ロ
e

な

ら

び

に

C
O

邑
嘗
O

d

巴

勺
O

p
O
-

｡

を

通
過
し

て
､

法
令
と

し

て

成
立
し
た

｡

こ

の

結
果

､

首
都
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

及
び

ピ

サ
､

ビ

ス

ト

イ

ア

以

下
の

従

属
都
市

､

さ

ら
に

農
村
地

帯
の

す
ぺ

て

の

戸
主
に

よ

る

資
産
状
況
の

詳
細

な

申
告
と

調
査

､

ケ

れ

に

基
づ

く

課
税
と
い

う
カ

タ
ス

ト
の

膨
大
な

シ

ス

テ
ム

が

動
き
だ

す
こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

の

税
制
の

計
画
は

実
に

驚
く
べ

く

巨
大
な

も
の

で

あ
っ

て
､

従
来
の

税
制
を

根
本
的
に

改
革
し

､

す
べ

て

の

戸
主
の

資
産
状
況
の

あ

ら

ゆ

る

側
面
を

明
ら
か

に

す
る
こ

と
に

よ
っ

て
､

客
観
的
か

つ

公
正

な

税
制
を

確
立
せ

ん

と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

従
来
の

税
制
は

十
四

世
紀
初
頭
に

ほ

ぼ

出
来
上
っ

た

も
の

で
､

都
市
に

お

け
る

間
接
税
及
び

そ
の

収
入
を

担
保
と

し

た

公
債
制
度

､

農
村
に

お

け

る

直
接
税
エ

ス

テ
ィ

モ

を

基
礎
と

し

た

も
の

で

あ
っ

た

が
､

こ

の

時
代
に

は

も
は

や

破
綻
し

､

完
全
に

行
き

詰
っ

て

い

た
｡

と

く
に

十
五

世
紀
初

頭

以

来
た

び

重

な

る

ダ
イ

ス

コ

ン

テ
ィ

家
と
の

武
力
衝
突
は

､

傭
兵
確
保
の

た

め

の

軍
事
支
出
の

際
限
の

な
い

膨
張
と

､

そ

れ

を

ま
か

な

う
た

め
の

大

商
人
か

ら

の

借
り

入

れ
の

急
増

､

そ

れ
に

伴
う
利
払
い

の

増
大
と
い

う

悪

循
環
を

生

み

出
し

､

収
拾
不

可
能
な

状
態
に

ま
で

た

ち
い

た
っ

て

い

た
｡

都
市
の

支
配
者
で

あ

る

大
商
人

層
も

都
市
財
政
と

運
命
を

共
に

し

よ

う
と

し

て

い

た

し
､

こ

れ

以
上

間
接
税
収
入

を

増
大
さ

せ

る
こ

と

も

不

可
能
だ

っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

都
市
国
家
の

財
政
困

難
は

ま

さ

に

体
制
的
な

危
機

に

ま

で

至
っ

て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

事
態
を

救
う
べ

く

抜
本
的
な

解
決
策

と

し

て

こ

の

新
し
い

税
制
カ

タ
ス

ト
が

導
入
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

私
ほ

､

前
著
『

イ

タ

リ

ア

中
世
都
市

国

家

研

究
』

(

一

九
七

五

年
)

の

六

章
｢

十
五

世
紀
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

税
制
改
革
+

に

お
い

て

こ

の

制
度
の

大
要
に

つ

い

て

述
べ

た
の

で
､

こ

こ

で

は

く
り

か

え

さ

な
い

｡

た

だ
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

領
に

居
住
す

る

す
べ

て

の

戸
主
が

動
産

､

不

動
産

､

債
権
な

ど
の

全
資
産

､

債
務
の

ご

と

j
マ

イ

ナ

ス

の

資
産

､

な

ら
び

に

家
族

一

人

一

人
の

名
前

､

年
齢
な

ど

を

申
告
し
､

そ

れ

を

基
礎
に

し
て

(

た

と

え

ば
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

場
合

､

家
族

一

人

あ

た

り
二

〇
〇
フ

ィ

オ

リ

ー

ノ

の

控

除
が

行
な

わ

れ

る
)

､

各
戸
の

｢

資
産

額
+

が

算
定
さ
れ

る

も

の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

だ

け

を

述
べ

て

お

く
こ

と
.に
し
た
い

｡

要
す
る

に
､

カ

タ

ス

ト

は

十
五

世
紀
ト
ス

カ

ー

ナ

の

｢

セ

ン

サ
ス

+

な
の

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

れ

ら
の

戸
主
た

ち
が

提
出
し
た

申
告
書
と

､

■
官

吏
が

一

定
の

査

定
を

行
っ

た

上
で

そ
れ

を

転
記
し

た

カ

タ

ス

ト

台
帳
の

膨
大
な

集
積
は

､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

及
び
ピ

サ

の

文
書

館
に

ほ
ぼ

完
全
な

形
で

保

存
さ

れ

て

い

る
｡

申
告
さ

れ
た

資
産
状
況
と

実
際
の

そ
れ

と

の

間
に

は

勿
論
差
が

あ

る

し
､

記
載
の

内
容
に

も
地

域
的
偏
差
が

あ
る

こ

と

は

十
分
に

想
像
さ

れ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

史
料
が

十
五

世
紀
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

及
び

ト
ス

カ

ー

ナ

の

社

m
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会
史

･

人
口

史
研
究
に

と
っ

て

他
に

此

顆
の

な
い

貴
重

な

文
書
で

為

る
こ

と

は

疑
い

の

な
い

所
で

あ

る
｡

し
か

し
､

何
分
に

も

そ
の

量
が

多
く

､

こ

れ

ま

で

の

研
究
は

と

も

す
れ

ば

そ
の

一

部
を

利
用
す
る

ア

ト

‥
フ

ン

ダ
ム

な

も
の

で

し
か

な
か
っ

た
｡

ト
ス

カ

ー

ナ

近

代
を

特
徴
づ

け

る

農
業
制
度

で

あ

る

折
半
小

作
制

呂
①

記

邑
ユ
p

の

成
立

と

拡
大
を
カ

タ

ス

ト

を

用
い

て

分
析
す
る

こ

と

を

試
み
た
エ

リ

オ
･

. コ

ン

テ
ィ

の

『

フ

ィ

レ

ン

ツ
羊

･

コ

ン

タ

ー

ド

に

お

け

る

近

代
的
農
業
構
造
の

形
成
』

も
､

一

九
六

五

年
に

第
一

巷
お

よ

び

第
三

巻
第
二

部
が

出
た

だ

け
で

現
在
ま
で

中
断
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

状
況
の

中
で

､

ア

メ

リ

カ
･

フ

ラ

ン

ス

両
国
の

歴
史
研
究

者
の

共
同
作
業
と
七

て

こ

の

史
料
を
コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

ー

を

用
い

て

統
計
的

に

処
理

す
る

と

い

う
大
事
業
が
一

〇
年
以

上
に

わ

た

る

作
業
の

結
果
つ

い

に

完
成
し

､

D
.

H
e

ユ
i

首
e
{

C

F

只
-

p

甘
c

F
､

ト
Q

h

→

冨
§
h

監.
訂

篭
h

甘
邑
患
h

‥

q

慧

恕
ま
礼
Q

丸
ま

邑
已
Q

も
Q

言

邑
訂
礼
爪

こ

烏
♪

勺
p

ユ
払

-

勺
r

莞
T

ひ
e

切

d
O

-

P

句
○
ロ

争
P

江
O

n

宅
p
t

6.
ロ

巴
e

n
b
の

S

2 .

e

2
U

e
∽

勺
○
-

琵
β
亡
e

∽
.

-

宅
加

-

苫
Y

.

記
∞

一

と
い

う
大
冊
と

し

て

刊
行
さ

れ

た
こ

と

は
､

画

期

的
と

も

い

う
ぺ

き

意
義
を

持
っ

て

い

る
｡

そ

れ
は

た

ん

に

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

史
あ

る
い

は

ト
ス

カ

ー

ナ

史
に

と
っ

て

重

要
で

あ
る

に

と

ど

ま

ら

ず
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

前
近

代
に

関
わ

る

広
い

範
囲
の

研
究
に

今
後
大
き
な

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と

は

疑
い

･
な
い

｡

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

領
ト
ス

オ

ー

ナ
に

住
む
二

六

万

人
､

約
六

万

戸
の

家
計
が

詳
細
に

分
析
さ

れ
､

百

数
十
故
に

及
ぷ

図
表
で

示

さ

れ

て

一

(

⊥
)

い

る

と
い

う
こ

と
だ

け
で

も
､

そ
の

規
模
が
一
想
像
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
に

､

本
書
に

ほ

膨
大
な

情
報
が

集
め

ら

れ

て

お

り
､

そ
の

分

析
ほ

都
市
及

び

農
村
社
会
の

あ

ら

ゆ
る

局
面
に

及

ん
で

い

る
｡

あ

る

評
者

ほ

本
書
の

書
評
の

た

め

に

は

且
已
勺
e

が

必

要
で

あ

る

と

述
べ

て

い

る

が

(

句
･

声
只

邑
㌧

h

官
邑
§

:

邑
･

設
-

ロ
･

-
･

-

中

富
)

､

そ

れ

も

決

刑

し

で

誇
張
で

は

な
い

と

思
わ
れ

る

ほ

ど

な
の

で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

本

書
の

内
容
を

簡
単
に

概

括
す
る

｡

と

は

不

可
能
■で

頒
び

し
､

バ

ラ
ン

ス

の

と

れ
た

評
価
が

定
着
す

る
の

も

将
来
の

こ

と

に

属
す

る
｡

こ

こ

で

は

本
書

の

重

要
性
を

指
摘
し

､

私
に

と
っ

て

き

わ
め

て

興
味
深
い

い

く
つ

か

の

問

題
に

触
れ

る
に

と

ど
め

た
い

と

思

う
｡

ま

ず
第

一

義
は

+

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

領
ト
ス

カ

ー

ナ
に

お

け

る

資
産
の

地

域
的
分
布
を

扱
っ

た

も
の

で

あ

る
｡

総
人

口

は
二

六

万

四

千
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

都
市
人

口

は
三

万

七

千
と

な
っ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

こ

こ

に

は

多

数
の

外
国
人

､

傭
兵

､

ユ

ダ
ヤ

人
､

聖
職
者

､

さ

ら
に

都
市
国
家
当
局
に

と
っ

て

把
握
す
る

こ

と

が

困
難
な

貧
民

層
が

省
か

れ

て

い

る

の

で
､

実
際

の

人
口

は
､

特
に

都
市
に

お
い

て

は

よ

り

多
か
っ

た

ほ

ず
で

あ

る
｡

こ

の

二

六

万

戸
の

放
資
産
は

一

五

〇
〇
万
フ

ィ

オ

リ
ー

ノ
｡

不

動
産
が

モ

ソ

テ

八

〇
〇
万

､

動
産
四
五

〇
万

､

そ

れ
に

公
債
二

五

〇
万

と

な
っ

て

お

り
､

動
産
と

公

債
の

合
計
は

全
体
の

半
分
に

達
し

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

当
時
の

ト
ス

カ

ー

ナ

社

会
に

お

け
る

商
業
活
動
の

優
越
的
地

位
を

暗
示

す

る

も
の

と
い

え
よ

う
｡

地

域
的
に

見
る

と
､

さ

す
が

に

首
都
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

が

圧
倒
的
な

勢
力

を

持
っ

て

い

る

こ

と

が

分
る

｡

人

口

上
で

は

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

は

全
体
の

一

四

%

を

占
め

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

が
､

資
産
的
に

は

六

四

%

を
.

占
め
て

い

モ

ソ

テ

る
｡

特
に

動
産
に

つ

い

て

は

七

八

%

を
､

公

債
に

い

た
っ

て

は

実
に

九

九
･

七

%

を

支
配
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ま
た

､

一

人
あ

た

り
の

資
産
を

見
る

と
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

で

は

平
均
二

七
三

フ

ィ

オ

リ

ー

ノ
､

ピ

サ
､

ビ

ス

ト

イ
ア

な

ど

の

六

都
市
で

ほ

六

六
フ

ィ

オ

リ

ー

ノ
､

貴
村
都
市
で

ほ

三

匿
卜
.

㌣
暮

一

弘
町

ト
.

し

孔

ナ

←
阜
.

.
†
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号

第1 表 資産 の 地 域 的 分布

( 65 ) 研 究 ノ ー ト

計合村農1 5 農 村 都 市6 都 市フ ィ
レ ン ツ ェ

5 9 89 0

1 0 0 . 0

2 6 4 2 1 0

1 0 0 . 0

8 0 5 8 18 9

1 0 0 .0

4 4 4 7 1 0 1

1 0 0 .0

2 5 8 0 0 4 1

1 0 0 .0

1 5 0 8 5 3 3 1

1()0 .0

3 2 9 3 3 5 0

19 0 .0

1 1 7 9 1 9 8 1

1 0 0 .0

3 7 2 6 6

62 .2

1 7 5 8 4 0

6 6 .5

2 1 7 8 2 5 3

1 7 .0

2 2 3 7 9 2

5
.
0

1 3 3 7

0 .
1

2 4 0 3 3 8 2

1 5
.
9

3 2 1 2 0 5

9 .8

2 08 2 1 7 7

17 .7

4

0

0
ノ

4

′

D

′

b

5

8

8

1

9

2

1

1

8

5

9 9

1 〇.

8 0

9 .

4 4

7 .

2 4

3 .

8 8

仇

5 7

5 .

3 4

屯

2 3

5 .

5

4

4

0

1

′
L

U

5

1

2

1

7

8

3

5

′
】

U

1

7

1

′

+

U

6 7 2 4

1 1
.
2

2 6 3 1 5

1 0 .0

1 13 7 4 6 6

1 4 .1

5 85 3 5 7

1 3 .2

3 43 8

0 .1

1 7 2 6 2 6 1

1 1 . 4

3 3 2 7 63

1 0 .1

1 3 9 3 4 9 8

1 1 .8

9 9 4 6

1 6 .2

3 7 2 4 5

1 4 .1

4 1 2 8 0 2 4

5 1 .2

3 4 6 7 7 0 7

7 8 .0

2 5 7 3 3 7 8

9 9 .7

10 1 6 9 1 0 9

6 7 .
4

2 5 04 0 4 1

7 6 .0

7 6 65 0 6 8

6 5 .0

戸 数

%

人 口

%

不 動 産

%

動 産

%

公 一債

%

捻 資 産

%

控 除 額

%

課税 対象 資産

%

(単位 フ ィ オ リーノ)

二

フ

ィ

オ

リ

ー

ノ
､

そ

れ

以

外
の

純
農
村
地

域
に

い

た
っ

て

は
､

僅
か

に

一

四
フ

ィ

オ

リ
ー

ノ

に

す
ぎ

な

か
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

首
都
と

従
属
領

域
と
の

間
に

い

ち

じ
る

し
い

経
済
的
隔
差
が

存
在
す
る

が
､

当
然
の

事
な

が

ら

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

市
民
の

間
に

も

大
き

な

階
層
差
が

存
在
し

た
｡

都
市

の

家

m

賢
品
e

の

う
ち

一

五

%

は

実
際
上

無
所
有
で

あ
っ

た

の

に

対

し
､

富
裕
な

一

%

(

約
百

戸
)

が

全
体
の

四

分
の

一

を

所
有
し
て

い

た
｡

か

れ

ら
の

資
産
は

､

純
農
村
地

域
の

す
べ

て

の

家
三

万

七

千

戸
の

そ

れ

を

し
の

い

で

い

た

の

で

あ

る
｡

モ

ソ

テ

モ

ソ

テ

中
で

も

興
味
深
い

の

ほ

公
債
の

問
題
で

あ

る
｡

表
で

見
る

よ

う
に

公
債

所
有
は

ほ

ぼ

完
全
に

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

に

集
中
し
､

そ
の

他
は

僅
か

な

持
分

を

所
有
し

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

ま
た

､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

中
で

も

全
体

モ

ソ

テ

の

七

八

%
の

家
は

一

切
公

債
を

持
っ

て

い

な
か

っ

た
｡

そ

れ

に

対

し

て

二

モ

ソ

ユ

ノ

%

(

約
二

百
戸
)

の

家
だ

け

で

六
二

%
の

公

債
を

所
有
し

て

い

る
こ

と
が

認
め

ら

れ

る

(

p
･

N

れ

ー

)

｡

モ

ソ

テ

十
四
世

紀
中
葉
に

お

け
る

公
債
制
度
の

成
立
に

つ

い

て

は
､

私
は
+

す

で

に

前
掲
論
文
の

中
で

簡
単
に

述
べ

て

お
い

た
｡

要
す

る

に
､

都
市
国
家

の

膨
大
な

債
務
を

一

つ

の

帳

簿
に

記
載
し

､

規
則
的
な

利
払
い

(

最
初
は

五

%
､

後
に

一

〇
%

､

一

五

%
の

も
の

も
で

き

た
)

を

保
証
し

､

同
時
に

市
民

相
互
の

売
買
を

認
め

た

も
の

で

あ
る

｡

十
四

世

紀
の

不

況
期
に

お

け

る

財
政
危
機
を
切

り

抜
け

る

た

め
に

考
案
さ

れ

た
こ

の

制

度
(

ヴ
ェ

ネ

ツ

ィ

ア

で

は

同
様
に

モ

ン

テ
､

ジ

ェ

ノ

ヴ
ァ

で

は
コ

ン

ペ

ラ

と

呼
ば

れ
た
)

は
､

や
が

て

安
全
な

投
資
対

象
と

し

て

上

層
･

中
層
の

市
民
の

聞
に

歓
迎

モ

ソ

テ

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

公
債
の

利
払
い

は
､

結
局
の

所
､

重

要
な

財
政

占

収
入
で

あ

る

間
接
税
が

担
保
と

な
っ

て

い

る
の

で

あ

る
か

ら
､

公
債
所
有

7 7
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者
ほ

都
市
国
家
体
制
に

密
着
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

確
実
な

収
入

を

得
て

い

る

と
い

う
こ

ど

に

な

る
｡

ま
た

､

公
債
の

価
格
は

市
易
を

通
じ
て

変
動
す

る

の

で
､

政
治
や

経
済
の

状
況
に

つ

い

て

十
分
な

情
報
を

持
っ

て

い

る

上

モ

ソ

テ

層
市
民
は

､

公

債
の

投
機
活
動
に

お

い
.
て

も

特
権
的
な

立

場
に

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
る

｡

か

れ

ら

は
､

ま
た

､

経
済
的
に

弱
い

中
層
市
民
か

ら
公

債

を

買
い

た

た

く
こ

と

に

よ
っ

て

安
く

手
に

入

れ

る
こ

と

も

で

き
た

し
､

利

子
の

支
払
い

に

あ
た
っ

て

も

優
先

的
で

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て
い

る
｡

す
で

モ

ソ

テ

に

見
た

よ

う
に

､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

約
二

百

戸
の

家
が

六
二

%

の

公
債
を

所
有
し
て

い

た
｡

こ

れ

ら
の

家
は

､

商
業
活

動
に

も

深
い

利
害
を

有
す
る

都
市
の

支
配

層
だ
っ

た

と

考
え

て

良
い

で

あ

ろ

う
｡

か

れ

ら
の

資
産
ほ

､

モ

ソ

テ

不

動
産

､

動
産

､

公
債
と
ほ

ぼ

三

等
分
さ

れ

て
い

る

(

p
.

N

訟
.

沙

甲

8
｡

か

れ

ら
こ

そ
､

都
市
国
家
の

運
命
と

自
分
た

ち
の

そ
れ

と

の

幸
福
な

一

致

(

共
同
体
理

念
)

を

自
覚
し

う
る

人
び

と

に

ほ

か

な

ら

な
か

っ

た
｡

こ

の

よ

う

な

支
配
層
に

お

い

て
､

家
な
い

し

同
族
団
の

つ

な
が

り

ほ

き

わ
め

て
重

要
な

意
義
を

持
っ

て

い

た
｡

か

れ

ら

は
､

都
市
社
会
に

お

け

る

一

種
の

｢

圧

力

団
体
+

を

形
成
し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

た

と

え

ば

ス

ト
ロ

ッ

ッ

ィ

家
が

あ

る
｡

五

三

家
か

ら

成
る
こ

の

グ
ル

ー

プ

は

都
市
の

課
税
対

象
資
産
の

二

･

六

%

を

所
有
し

て

い

た

(

一

戸
あ

た

り

平
均
三

七
二

四
フ

ィ

ォ

リ

ー

ノ
)

｡

そ

れ
に

続
い

て
パ

ル

デ
ィ

家
(

六

〇
戸
で

二
･

一

%
)

､

メ

デ
ィ

チ

家
(

三
一

戸
で
一

･

九
%
)

､

ベ

ル

ツ

ツ

ィ

家
(

二

八

戸
､

丁

一

%
)

､

ア

ル

ベ

ル

テ
ィ

家
(

一

八

戸
､

一

%
)

､

ア

ル

ピ

ッ

ツ

ィ

家
(

二

四

戸
､

一

%
)

の

頓
に

な
る

｡

ル

ネ
ッ

サ
ン

ス

期
の

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

を

支

配
し

た
こ

れ

ら
の

六
つ

の

同
族
団
は

､

合
計
す
る

と

都
市
の

課
税
対

象
資

産
の

一

〇
%

近

く

を

握
っ

て

い

た

(

p

ワ

N

ロ
ー
N

)

｡

も

ち

ろ

ん
､

こ

の

よ

う
な
グ
ル

ー

プ

に

属
す
る

家
が

す
べ

て

富
裕
だ
っ

た

の

で

ほ

な
い

｡

グ

摺7

ル

ー

プ

内
部
で

の

〓
戸

あ
た

り

平
均
資
産
額
を

越
え

る

財
産
を

持
っ

て

い

る
の

は
､

ス

ト
ロ

ク

ツ

ィ

家
で

五

戸
､

メ

デ
ィ

チ

家
で

三

戸
､

パ

ル

デ
ィ

家
で

一

二

戸
で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

同
じ

姓
を

名
の

っ

て

い

て

も
､

資
産

上
ほ
い

ち
じ

る

し
い

偏
差
が

存
在
し

た

の

で

あ

る
｡

二
､

三

の

有
力
な

家

ヨ
九

日

品
e

を

中
心

と

し
､

そ

れ

ほ

ど

有
力
で

な
い

親
族
が

そ

の

周
囲
に

集

っ

て
お

り
､

さ

ら
に

そ
の

外
側
に

親
族
関
係
に

な
い

多
数
の

家
が

一

種
の

被
保
護
者
と

し

て

群
っ

て

い

る

と
い

う
の

が

｢

圧
力
団
体
+

と

し

て

の

同

族
団
の

構
造
で

か

り
､

そ

れ
が

こ

の

時
代
を

特
徴
づ

け
る

党
派
の

対
立
の

基
礎
を

な
し

て

い

た

と

考
え

て

良
い

で

あ

ろ

う
｡

次
に

､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

及
び

そ

の

他
の

六

大
都
市
に

お

け
る

職
業
構
造

を

示

す

第
二

表
を

見
る

こ

と

に

し

た
い

｡

注
意
し

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

の

は
､

カ

タ
ス

ト

に

お

け
る

資
産
状
況
の

申
告
に

あ

た
っ

て
､

す
べ

て

の

人

が

自
分
の

職
業
に

つ

い

て

述
べ

■て
い

る

訳
で

は

な
い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

場
合
四
三

･

九
%

､

ピ

サ

で

は

四

四
･

六
%

､

ビ

ス

ト

イ
ア

で

は

六
二

･

五

%
が

職
業
を

申
告
し

て

い

な

い

(

p
･

N

況
)

｡

職
業

を

知
り

う
る
の

は
､

市
民
の

半
数
に

と

ど

ま

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

極
め

て

難
し
い

問
題
が

出
て

く
る

｡

た

と

え

ば

各
方
面
に

わ
た

る

経
済
的
利

害

を

持
っ

て

い

る

最
も

有
力
な

階
層
の

場
合

､

職
業
を

申
告
す
る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な
い

｡

ま
た

､

職
人

層
の

場
合
で

も
い

く
つ

か

の

活
動
を

並

行
し

て

行
っ

て

い

る

場
合
や

､

頻
繁
に

そ

れ

を

変
え

る

場
合
が

あ
っ

て
､

こ

れ

を
一

つ

の

職
種
で

把
握
す
る

こ

と

は

必

ず
し

も

適
当
で

ほ

な
い

｡

し

か

し
､

約
半
数
の

市
民
が

行
っ

た

職
業
に

関
す
る

申
告
か

ら

全
体
の

傾
向
を

う
か

が

う
こ

と

は

決
し

て

不

可
能
で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

匪
匪
取
陛

腎
m

r
㌢

一

声
b

ぞ

㍉

.

ン

海
卜

箪
′､刊

医
r

も

ー

腱
∴

㌢
..叫

卜

小
村

蔓
学

ん

晦

●

吐
-

騨
-

噂
r

■
.

.
賢

一

.

サ
竪
変
温
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第 2 表 都市 に お い て も っ と も 人 数 の 多 い 職 種

コ ′レ ト
ー

ナ

ヴ ォ ル

フ‾ ァ フ
プ ラ ー ト

ア レ フ ツ

オ■

ビ ス‾ト イ

ア
ピ サ

フ
ィ

レ ン

ツ ェ

集

り

美
山

り

星

の
′

作

恥

駒

川

〓

白

4 5

毛

2 6

靴

2 2

公 証 人
_

1 7 ( 5 .2)
,･

香 料 商

1 4 ( 4 .3)
～

肉 屋
_

1 1 ( 3
.
4) ′

か じ 屋

1 1 ( 3 .4)･

聖 職 者･

1b ( 3 ユ)-

晶 商食

の

業

り

乙

造

L

(

製

(

8

鞍

6

小 作 農

1 1 6 ( 3 4 .7)

自 作 農

8 2 (2 4 .6)

毛 織物業

2 7 ( 8 .1)

公 証 人

25 ( 7 .5)

折 半小 作

21 ( 6 .3)

コ ム ー

ネ職員

叫

南

朝

者

句

エ

つ
J

l

l

(

物

(

業

(
.

胡

者

胡

1

業

1

叫

鮒

叫

1 0

乾

6

炉

6

大

5

農

ハ
リ

業

ハ

リ

作

n
′

作

抑

紛

糾

糾

り

自

4 3

毛

3 6

折

3 4

靴 屋

3 3 ( 9
.
4)

公 証 人

1 9 ( 5 .4)

か じ 星

1 8 ( 5 ユ)

製粉業者

1 5 ( 4 .3)

香 料 商

1 3 ( 3
.
7)

大 エ

1 3 ( 3 .7)

小 作 農

1 0 ( 2 .8)

靴 屋

5 4 (1 3 . 1)

毛 織物 業

3 9 ( 9 .5)

公 証 人

2 9 ( 7 .0)

か じ 星

2 1 ( 5 .
1)

胴衣 製造 エ

1 7 ( 4
.
1)

労 働 者

1 6 ( 3 ･9)

香 料 商

1 2 ( 2 .9)

大 エ

ハ

リ

商

n
/

屋

ハ
/

り

晶

ぃ

ぃ

1 1

食

1 1

肉

1 1

靴 屋

5 0 ( 1 1 .3)

自 作 農

4 8 ( 1 0 .9)

公 証 人

4 7 ( 1 0 .7)

か じ 屋

3 2 (
‾

7 .3)

毛 織物業

2 1 ( 4 .8)

香 料 商

1 7 ( 3 .9)

理 髪 師

1 3 ( 3 .0)

大 エ

1 3 ( 3 .0)

労 働 者

1 1 ( 2
.5)

桶 屋

1 0 ( 2 .3)

靴 屋

7 6 ( 1 0 .4)

公 証 人

6 2 ( 8 ･5)

自 作 農

4 4 ( 6 . 0)

皮 な め し 工

ハ

り

長

の
′

業

n
ノ

商

飢
ノ

師

ハ

り

〓

作

い

駒

い

料

い

髪

‥

4 1

小

3 9

毛

3 3

香

3 1

理

3 1

仲 異 人

2 5 ( 3 .4)

金 細 工 師

2 3 ( 3 .
1)

公 証 人

3 0 7 ( 8 .3)

コ ム ー

ネ職員

2 6 1 ( 7 ･0)

織 布 工

2 6 1 ( 7 ･0)

靴 屋

2 4 4 し戸･6)

毛 織物業

2 2 2 ( 6 . 0)

杭 毛 エ

2 0 2 ( 5 . 4)

刷 毛 エ

1 8 8 ( 5
.
1)

大 工

1 6 9 ( 4 .3)

亜 麻布 業

1 4 9 ( 4 .0)

染 色 工

1 1 7 ( 3 ユ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

最初の 数字は戸主 の 歎 ｡ カ ツ コ 内I土人 ロ に対 する比率 ( ‰)

ま

ず
､

す
べ

て

の

都
市
に

共
通
な

､

い

わ

ば

地

観

.

性
の

希
薄
な

職
業
が

あ

る
｡

た

と

え
ば

靴
屋

､

大
工

､

毛
織
物
商

､

香
料
商

､

公
証
人

な

ど
は

､

い

ず
れ

も

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

都
市
で

数

多
く

見
ら
れ

る

職
業

で

あ
っ

て
､

そ
の

地

域
の

需
要
を

満
た

す
も
の

で

あ

っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

特
に

ど
の

都
市
に

も
､

ま

た

農

村
に

す

ら

多
数
の

公
証
人
が

い

る

事
実
は

､

十
五

世

紀
ト
ス

カ

ー

ナ

に

お

け
る

社
会
的
習
慣
を

示

す

興
味

深
い

事
例
で

あ

る
｡

プ

ラ

ー

ト

と
コ

ル

ト
ー

ナ

を

除

け
ば

､

い

ず
れ
の

都
市
で

も

人
口

千

人

あ
た

り

八

名

か

ら
一

〇
名
の

公
証
人
が

い

る

の

で

あ

る
｡

次
に

､

そ

れ

ぞ

れ
の

都
市
の

地

域
的

･

機
能
的
特

性
と

関
連
す
る

職
業
が

あ
る

｡

た

と

え

ば
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

に

お
い

て

は
､

多
数
の

コ

ム

ー

ネ

の

職
員
(

行

政
職
貞
)

が

い

る

が
､

こ

れ
は

ト
ス

カ

ー

ナ

の

首
都

と

し

て

の

機
能
に

関
係
し

て

い

る
｡

た

だ

し
､

こ

の

行
政
職
貝
と
い

う
の

は
､

決
し

て

上

級
の

行
政

官
で

は

な

く
､

番
兵

､

執
達
吏

､

触
れ

役
､

笛
吹
き

な

ど

の

下

僚
層
の

こ

と

で

あ

る
｡

か

れ

ら
の

社
会
的
地

位

も
､

経
済
力
も

き

わ
め

て

低
か
っ

た
｡

第
三

表
は

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

に

お

け
る

二

四

の

主

要
な

職
種
と

そ
れ

に

属
す
る

人
び

と
の

平
均
資
産
額
を

示

し
た

も
の

で

あ

る

が
､

コ

ム

ー

ネ
の

職
員
は

そ

の

中
で

最
下
位
に

一7

い

る
｡

上

級
の

行
政
官
は

､

他
都
市
か

ら

召

碑
さ
れ

7 7
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第 3 表 フ ィ レ ン ツ
ェ

に お
‾
け

る職業別 平 均資産

職 業 】 平 均 資産位順

4

0

2

2

1

7

9

q
′

0
0

1

0

7

9

1

7

′
L

U

O
ノ

0

0

′

0

5

′

O

1

2

4

8

1

′

q

q
′

9

8

0

7

4

0
ノ

8

4

0

8

8

∠
U

4

0

4

q
′

5

3

4

0

4

0

q
ノ

7

1

0
ノ

′

h
)

2

8

7

4

1

0
ノ

2

′

q

r

h

U

∠

U

′

b

5

0

0

0

q
ノ

8

7

3

′

h

)
0

0

5

4

4

3

っ

J

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

銀 行 業

毛 織物 商 ･ 織元

そ の 他 の 織物

返 律 家

香 料 商

製 紙 業

医 師
･

理 髪師

皮 革 商

陶 器 商

食 料 商

美 術 家

金 工 職 人

皮 革 職 人

大 工 ･ 指物 師

石 工 ･

建 築家

農 業

金 属 工 業及 び 商
業

聖 職 者

衣 服 職 人

奉 公 人

運 攻 入

毛 織物 準備 工 程

そ の 他 の 織物 の

準備 工 程
コ ム ーネ職員

1 7

っ

J

4

2

2

( フ ィ オ ワ ー ノ)

町
の

特
徴
で

あ

る
｡

ま

た
､

指】7

マ

レ

ン

マ

地

方
は
こ

の

時
代

に

ほ

ま

だ

ほ

と
ん

ど

開
墾
さ

れ

て

お

ら

ず
､

広
大
な

放
牧

地

と

な
っ

て

い

た

が
､

こ

こ

で

飼
育
さ

れ

る

牛
が

ピ

サ

の

皮

革
工

業
の

原
料
を

提
供
し

て

い

た
｡

こ

の

表
に

は

現
わ

れ

て

い

な
い

が
､

こ

の

都
市

に

は

多
数
の

金
細
工

師
､

絹

織
物
商

､

毛
皮
商
な

ど
が

存

る

何
人

か

の

裁
判
官
(

ボ

デ
ス

タ

な

ど
)

を

除

け

ば
､

上

層

市
民

た

ち

が

｢

市
民

政
治
家
+

と

し

て

生

業
の

か

た

わ

ら

勤
め
る

こ

と

が

た

て

ま

え

と

な
っ

て

い

た
の

で
､

こ

れ

ら
の

表
に

｢

職
業
+

と
し

て

現
わ

れ

る

こ

と

は

な
い

｡

ま

た
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

は
､

周
知
の

よ

う
に

織
物
工

業
の

都
市
と

し

て

重

要
で

あ
っ

た
｡

第
二

表
の

織
布
工

､

刷
毛
エ

､

紡
毛
エ

､

染
色
工

な

ど

は
､

い

ず
れ

も
こ

の

エ

業
に

従
事
す
る

も
の

で

あ

る
｡

た

だ

し
､

か

れ

ら

に

ほ

職
人
と

､

何
人
か

の

職
人
を

雇
傭
す
る

企
業
主
の

双

方
が

含
ま

れ

て

い

る

可
能
性
が

あ

る

の

で
､

今
後
さ

ら
芯

検
討
が

必

要
で

あ

ろ

う
｡

と

に

か

く
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の
川

織

物
工

業
(

主
と

し

て

毛

織
物
)

が

ト

ス

カ

ー

ナ
に

お

い

て

圧
倒
的
な

地

位
を

占
め

て

い

た
こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

他
の

都
市
に

較
ぺ

る

と
､

ピ

サ

は

独

特
な

性
格
を

持
っ

て

い

る
こ

と

が

認
め

ら

れ
る

｡

ま

ず
､

仲
買
人
s

¢
ロ
ひ

巴
0

が

二

五

人
■も

い

る

こ

と

は

港

在
し

､

奪
移
晶
の

取
引
き
に

お
い

て

フ

ィ

レ

ン

ツ

ェ

に

次
ぐ
地

位
を

占
め

て

い

た
｡

十
三

世
紀
末
以

降
ジ
ュ

ノ

ヴ
ァ

と
の

抗
争
に

敗
れ

た
ピ

サ

は

経

済
的
に

表
徴
し

た

と

考
え

ら
れ

て

い

る

の

で
､

こ

の

よ

う
な

奪
移
品
取

引

き
の

活
況
は

や

や

意
外
で

あ
る

｡

ピ

サ

の

開
港
都
市
と

し

て

の

機
能
は

依

然
と

し

て

維
持
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

ほ
･か
で

は
､

ビ

ス

ト

イ

ア

に

は

か

じ

屋
が

数
多
く

存
在
し

､

こ

の

都
市
に

お

け

る

金

属
工

業
の

重

要
性
を

示
し

て

い

る

し
､

プ

ラ

ー

ト

に

は

一

五

名
の

水

車
屋
が

い

て
､

製
粉
や

織
物
の

縮
絨
を

行
っ

て

い

た
こ

と

を

知
る

こ

と

が

で

き

る
｡

ま

た
､

プ

ラ

ー

ト
､

ヴ
ォ

ル

テ
フ

ラ
､

コ

ル

ト

ー

ナ
は

農
業
都
市
的
な

色
彩
が

強
く

､

特
に

ヴ
ォ

ル

テ
ア

ラ

で

は

職
業
を

申

告
し
た

市
民

の

半
数
以

上

が

農
業
に

従
事
し

て

い

た
の

ほ
､

驚
く
べ

き

事

実
で

あ
る

｡

以

上
の

よ

う
に

､

十
五

世
紀
ト
ス

カ

ー

ナ

の

鮭
済
活
動
は

､

地

域
的
分

匡
臣
酢
賢
小

㌧

も
Y

.

触
▼

さ
.

良

三

撃
㌧

†

昏

_

←

阜

≒
∵
､

群
γ

昏
r
.

■巨

ト



句
題
潤
一

層
月
頂
確
召
∵

.､

サ

ギ

句
.
J

l

〉
軋
1
.

一

ぷ

軒
}

単
一

可

叫

す
...′

化
と

相
互

依
存
性
と
い

う
二

面
的
性
格
を

有
し

で

い

た
｡.

そ

れ

を

統
轄
し

､

ト

ス

カ

ー

ナ

経
済
と
い

う
枠
組
の

中
に

各
地

域
を

位
置
づ

け
る

と
い

う
の

が
､

首
都
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

機
能
だ
っ

た

と
い

い

う
る
で

あ

ろ

う
｡

将
来

の

ト

ス

カ

ー

ナ

大
公
国
の

基
礎
ほ

､

こ
■
の

よ

う
に

百
年
も

前
か

ら

準
備
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

上

に

見
た

職
業
に

つ

い

て
､

特
に

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

場
合
を

別

の

視
点
か

ら

分
類
し

た
の

が

次
の

図
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

九
八

二

〇
戸
を

H
七

大
ア

ル

テ

(

七

大
ギ
ル

ド

=

羊
毛

､

絹
織
物

､

カ

リ
マ

ー

ラ
､

医

師
･

薬
毯
商

､

両
替
商

､

汲
律
家

･

公
証
人

､

毛
皮
商
)

､

臼
一

四

小

ア

ル

テ

(

亜
麻
商

､

大
エ

､

か

じ
屋

､

靴
屋

､

仕
立

屋
､

肉
屋

な

ど
)

､

日
ソ

ッ

ト

ポ
ス

テ
ィ

(

ア

ル

テ
の

結
成
を

認
め

ら
れ

て

い

な

い

職
人

､

労
働
者
)

､

内
｢

無
職
+

の

四
つ

の

グ
ル

ー

プ

に

分

け
､

そ

れ

ぞ

れ

資
産
状
況
に

よ
っ

て

分
類
し

て
い

る
り

ま

ず
注

目
さ

れ

る

の

は
､

七

大
ア

ル

テ
の

メ

ン

バ

ー

の

資

産

分

布
と

｢

無
職
+

の

そ

れ

と

が

い

ち

じ
る

し
い

類
似
性
を

示

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

両
者
と

も

四

〇

〇
フ

ィ

オ

リ
ー

ノ

以
上
の

資
産
を

持
つ

富
裕
層
が

極

#

( 6 9 ) 研 究 ノ ー ト

図 職業類型 別 の 戸数 と資産分布

ⅠI 14 ノトア ル テ

合計227 8 戸

劣

Ⅵ ｢ 無職+

合計435 4 戸

資産額別 の 戸数

捷除彼 の 課税対 象資産額

別の 戸数

頻

Ⅰ 7 大ア ル テ

合計89 1 戸

( % )6 0 -

5 0

ソ ッ ト ポ ス ティ

合計192 3 戸

4 0 -

30 -

20 -

10 -

0 -

ⅠⅠⅠ

6 0

50

4 0

30

20

10

0

抑

∠

全体

合計9 820 戸

1 25 50 100 20 0 400 ～ 以上

( フィ オリ ー ノ)

Ⅴ

( %) 30 -

20-

10 -

め

て

多
い

(

前
者
で

全
体
の

六

〇
%

､

後
者
で

五

〇
%
を

越
え

て

い

る
)

｡

つ

ま

り
､

｢

無
職
+

の

中
に

ほ
､

土

地

所

有
､

商
業
投
資

､

公

債
投
資
な

ど
で

生

活
し

て

い

る

｢

ラ

ン

テ
ィ

エ

+

で

あ
っ

て
､

階
層
的
に

は

七

大
ア

ル

テ
の

メ

ン

バ

ー

と

同
一

の

存
在
が

多

数
含
ま
れ

て

い

る
｡

十
三

世
紀
末
以

来
､

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

の

都
市
国
家
は

七

大
ア

ル

テ
に

結

集
し

て

い

る

大
商
人

層
の

支
配
す
る

所

で

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る

が
､

資
産

分

布
か

ら

見
て

お

そ

ら

く

間
違
い

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

と

共
に

､

｢

ラ

ン

テ

ィ

エ

+

の

社
会
的
比

重
が

極
め
て

高
い

こ

と

は

興
味
深
い

問
題
で

あ

る
｡

前
に

モ

ソ

テ

(

u
レ

も

触
れ
た

よ

う
に

､

か

れ

は

公
債
投
資

Ⅳ
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を

通
じ

て

都
市
国
家
の

運
命
に

深
く

関
っ

て

い

た
の

で

あ

ろ

う
｡

た

だ

し
､

こ

の

両
者
と

も

有
力
な

家
だ

け
で

構
成
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く
､

無
産

者
な
い

し
そ

れ

に

近
い

者
を

も

含
ん

で

い

る

こ

と

が

注
目
さ

れ
る

｡

一

方
､

一

四

小

ア

ル

テ
の

メ

ン

バ

ー

は
､

四

〇
〇
フ

ィ

オ

リ

ー

ノ

以

上
の

資
産
を

持
つ

有
力
者
四

百
数
十
戸
と

並

ん
で

､

無
産
に

近
い

者
約
三

青
戸
を

含
む

な

ど
､

比

較
的
均
等
に

分
布
し

て

い

る
｡

そ

れ
に

対

し

て
､

ソ

ッ

ト
ポ

ス

テ
ィ

に

お
い

て

は

無
塵
者
が

三

十
数

%

を

占

吟
(

六

百
数
十
戸
)

､

も
っ

と

旦
向
い

比

率
を

示

し

て
い

る

が
､

決
し

て

富
裕
な

者
も
い

な
い

訳
で

は

な
い

｡

七

大
ア

ル

テ

(

及
び

｢

ラ

ン

テ
ィ

エ

+

)
､

一

四

小
ア

ル

テ
､

ソ
ッ

ト

ポ

ス

テ
ィ

と
い

う
具
合
に

都
市
の

階
層
を

分
け
る

こ

と

は
､

全
体
の

傾

向
を

見
る

に

あ

た
っ

て

有
効
で

あ

る
こ

と

は

間
違
い

な
い

が
､

決
し

て

そ

れ

を

固
定
的
に

把
握
し

て

は

な

ら
な
い

だ

ろ

う
｡

こ

の

点
で

本
書
は

､

社

会
階
層
に

つ

い

て

と

も

す
れ
ば

概
念
的
に

割
り

切
っ

て

理

解
し

ょ

う
と

す

る

我
々

に

反
省
を

迫
る

も
の

な
の

で

あ

る
｡

以

上

本
書
の

膨
大
な

記
述
か

ら

主
と

し
て

都
市
に

お

け
る

資
産
と

職
業

分
布
に

関
わ

る

部
分
を

紹

介
し

､

問
題
点
を

探
っ

て

み

た
｡

し
か

し

本
書

打

記
述
は

き

わ

め

て

多
岐
に

わ

た

り
､

そ
の

提
起
す
る

問
題
は

広
く
か

つ

根
本
的
な

も
の

で

あ

る
｡

特
に

人
口

構
成
の

問
題
や

家
族
形
態

､

な

ら
び

に

階
層
別
に

見
た

家
族
周
期
な

ど

ほ
､

都
市
論
に

と
っ

て

重
要
な

も
の

で

あ

る
｡

別
の

機
会
に

検
討
し
た

い

と

思
う

｡

最
後
に

一

つ

つ

け

加
え

て

お

き
た

い

の

は
､

カ

タ

ス

ト

に

現
わ

れ
た

デ

ー

タ

を

取
り

扱
う
に

あ

た
っ

て

は

財
産
申
告
書
が

実

際
に

い

か

な
る

プ
ロ

セ

ス

を
へ

て

作
成
さ

れ

た

か

と
い

う
問
題
が

全
体
の

解
釈
に

大
き

な

影
響

を

及
ぼ

す
と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ
の

点
を

測
定
す
る

た

め
に

は
､

当
時

の

行
政
技
術
の

細
部

､

民

衆
の

生

活
慣
行
や

法
意
識
の

森
の

中
へ

と

分
け

入
っ

て

行
く

必

要
が

あ

る

だ

ろ

う
｡

こ

の

史
料
の

信
意
性
を

め

ぐ
っ

て

著

者
た

ち

が

行
っ

て

い

る

検
討
は

着
実
で

あ

り
､

宿
願
性
が

高
い

｡

そ

れ
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

重

要
な

､

根
本
的
な

問
題
が

な
お

残
さ

れ

て

い

る

と
い

う
の

も
､

ま

た

事
実
な
の

で

あ

る
｡

(

1
)

整
理
さ

れ

た

デ

ー

タ

ほ

磁

気
テ

ー

プ

の

形
で

ウ

ィ

ス

コ

ン

シ

ン

大
草
(

マ

デ
ィ

ソ

ン

)

と

社

会

科
学

高
等
研

究

院
(

パ

リ
)

に

置
か

れ

て

い

る
｡

(

2
)

私
の

管
見
に

入
っ

た

書

評
と

し

て

は
､

勿

甘
q

已
ま

…

の

ほ

か

7∂0

に
､

芦

E
巴
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e

t
t
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｡

.
如
b
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O

S
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知
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