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紹
介
と
批
評

家
永
三
郎
著

『
革
命
思
想
の
先
駆
者
』

1
植
木
枝
盛
の
入
と
思
想
i

戦
後
の
明
治
史
研
究
に
あ
ざ
や
か
な
新
地
圖
を
描
き
、
學
界
に
注
目
の
話
題

を
投
じ
て
き
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
民
穰
蓮
動
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
將
來
も
、
ま
た
こ
れ
を
め
ぐ
る
究
明
は
活
濃
に
行
わ
れ
新
地
圖
に
一
段

の
色
彩
を
加
え
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
民
灌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
え
き
　
え
　
も
り

蓮
動
の
立
役
者
で
あ
り
そ
の
最
高
の
理
論
家
で
あ
つ
た
植
木
枝
盛
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
セ
　
　
セ
　
　
　
セ
　
　
じ

は
、
從
來
、
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
い
わ
ば
埋
れ
た
思
想

家
の
ひ
と
り
で
あ
つ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
た
び
、
家
永
三
郎
博
士
の
手
に
よ
つ
て
植
木
の
生
涯
と
思
想
と
を
紹
介

さ
れ
た
本
書
の
刊
行
を
み
た
の
は
、
塞
に
時
宜
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
義
は
淺
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。
著
者
は
東
京
教
育
大
學
教
授
と
し
て
「
日

本
思
想
史
の
麗
系
的
認
識
を
生
涯
の
目
標
と
し
て
研
究
を
績
け
」
（
徽
駐
妬
体
臆

き
ら
れ
て
い
る
が
、
職
後
は
「
近
代
糟
神
と
そ
の
限
界
」
（
顯
噺
碧
）
を
皮

切
り
に
、
「
日
本
近
代
思
想
史
研
究
」
（
噸
鯨
＃
輝
軸
版
合
．
）
（
な
お
、
本
書
に
は
「
植

木
枝
盛
の
思
想
」
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
）
・
「
日
本
道
徳
思
想
史
」
（
鵬
轍
惚
帽
争
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
五
二
二
）

「
数
奇
な
る
思
想
家
の
生
涯
i
田
岡
嶺
雲
の
人
と
思
想
！
」
（
囎
轍
斎
鰭
争
）
と

た
ゆ
み
な
く
螢
作
を
學
界
に
邊
ら
れ
、
明
治
思
想
史
研
究
に
大
き
な
業
績
を
残

さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
さ
き
に
公
刊
さ
れ
た
「
轍
奇
な
る
思
想
家
の
生
涯
」
の
「
姉
妹
篇

の
よ
う
な
形
」
（
幅
註
）
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
出
版
の
動
機
と
し
て
、
高
坂
正

顯
博
士
が
「
自
由
民
権
の
時
代
は
、
政
治
史
的
に
は
極
め
て
興
昧
深
く
且
つ
重

要
な
時
期
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
思
想
史
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
た
な

い
と
言
つ
て
も
よ
い
。
事
實
、
自
由
民
灌
の
時
代
は
飴
り
注
目
さ
る
べ
き
思
想

家
を
生
ん
で
も
い
な
い
の
で
あ
る
」
「
『
民
槽
自
由
論
』
…
・
－
に
は
彼
（
植
木
を

指
す
1
向
井
註
）
の
生
々
し
い
自
由
の
意
欲
の
現
わ
れ
の
、
人
を
動
か
す
も

の
が
存
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
や
は
り
思
想
的
に
特
に
濁
自

な
も
の
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
塙
唖
廟
漕
或
砒
膿
1．
耀
曜
－
贈
編
」
）
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
を
「
私
は
だ
ま
つ
て
見
す
ご
す
こ
と
が
で
き
」
ず
、
「
こ
の
よ
う

な
詐
債
が
か
く
ぺ
つ
怪
し
ま
れ
も
せ
ず
通
用
す
る
の
は
…
－
彼
の
業
績
が
十
分

に
世
聞
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
た
め
」
な
の
で
、
二
日
も
早
く
彼
の
す
ぐ
れ
た

思
想
を
國
民
の
共
同
財
毒
に
し
た
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
（
棚
れ
）
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
植
木
枝
盛
の
全
貌
が
、
新
書
版
と
い
う
讃
み
や
す
い
形
で
わ
れ

わ
れ
の
前
に
示
さ
れ
た
の
は
塞
に
喜
び
に
堪
え
ね
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
の
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
ち

刊
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
こ
れ
ま
た
埋
れ
た
思
想
家
の
ひ
と
り
ど
い
え
る

木
下
爾
江
－
彼
は
、
植
木
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
下
か
ら
の
民
主
主
義
の
精

紳
を
纏
承
し
襲
展
さ
せ
た
、
明
治
三
十
年
代
の
肚
會
主
義
者
の
ひ
と
り
で
も
あ

つ
た
ー
に
つ
い
て
、
山
極
圭
司
氏
の
著
作
（
加
魎
貼
淋
が
備
）
が
公
け
に
さ
れ
た

の
は
奇
縁
で
あ
つ
た
。



二

　
本
書
に
か
ぎ
ら
ず
、
家
永
博
士
の
諸
螢
作
を
手
に
と
つ
て
み
て
い
つ
も
な
が

ら
感
じ
る
こ
と
は
、
著
者
が
豊
富
な
原
資
料
に
直
接
あ
た
り
、
そ
れ
を
ま
つ
た

く
自
分
の
も
の
に
し
た
上
で
さ
ま
ざ
ま
に
分
析
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
し
て
至
極
當
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
實
際
に
は

な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
著
者
の
研
究
態
度
に
は
、
同
じ
く
歴

史
の
探
求
を
志
す
筆
者
の
、
ふ
か
く
尊
敬
の
念
を
い
だ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
そ
の
思
想
史
の
厳
述
に
お
い
て
、
「
へ
た
な
代
辮
を
す
る
よ
り
も
、

古
人
の
思
想
は
古
人
自
ら
を
し
て
語
ら
せ
る
方
が
遙
か
に
適
切
で
あ
る
」
と
い

う
「
李
素
の
方
針
に
」
（
繍
賄
」
「
照
弊
磁
講
恩
）
も
と
づ
い
て
、
し
ば
し
ば
原
費
紳
を

そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
態
度
に
も
、
筆
者
は
ふ
か
い
賛
意
を
惜
し
ま

な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
て
記
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う
。

　
さ
て
、
「
勇
敢
な
政
治
的
闘
士
で
あ
つ
た
と
と
も
に
、
偉
大
な
る
思
想
家
で
も

あ
つ
た
」
（
堅
）
植
木
枝
盛
は
、
安
政
四
年
正
月
土
佐
國
に
生
れ
、
明
治
二
十
五

年
一
月
わ
ず
か
三
十
六
議
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
つ
た
が
、
彼
の
「
短
い
が
し

か
し
波
瀾
に
富
む
生
涯
」
（
配
三
）
は
、
幼
少
の
こ
ろ
は
別
と
し
て
、
大
き
く
四
つ

の
時
代
に
わ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
明
治
十
年
（
二
＋
一

歳
）
三
月
、
立
志
肚
に
は
い
る
ま
で
の
政
治
的
組
織
と
ま
だ
關
係
を
も
た
な
か

つ
た
孤
立
・
雌
伏
の
年
代
で
あ
り
、
第
二
は
立
志
肚
に
投
じ
て
後
、
明
治
十
七

年
（
二
＋
八
歳
）
自
由
鴬
解
黛
に
い
た
る
ま
で
の
、
「
彼
が
自
由
民
樺
蓮
動
の
指

導
者
と
し
て
第
一
線
に
立
つ
て
政
治
蓮
動
を
つ
づ
け
て
い
た
、
彼
の
生
涯
の
最

も
光
輝
あ
る
時
期
」
（
勅
、
一
）
で
あ
る
。
第
三
は
明
治
十
八
年
（
二
＋
九
歳
）
高
知

に
瞬
り
、
文
筆
に
よ
る
枇
會
改
革
の
主
張
を
と
な
え
た
期
間
で
あ
り
、
第
四
は

紹
介
と
批
詐

明
治
二
十
一
年
（
三
＋
二
歳
）
四
月
よ
り
ふ
だ
た
び
政
治
蓮
動
に
復
蹄
し
て
か

ら
、
彼
の
死
に
い
た
る
四
年
間
で
あ
る
。

　
第
向
期
　
い
わ
ば
啓
蒙
思
想
を
の
り
こ
え
た
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

　
先
ず
、
彼
が
慶
鷹
義
塾
に
お
い
て
毎
月
の
よ
う
に
催
さ
れ
て
い
た
三
田
演
詮

會
に
た
び
た
び
出
席
し
、
爾
澤
識
吉
の
「
思
想
か
ら
も
つ
と
も
強
い
感
化
を
受

け
た
」
（
酢
五
）
こ
と
が
注
目
を
ひ
く
。
著
者
は
、
コ
嘱
澤
が
明
治
初
年
の
日
本
國

民
に
は
じ
め
て
近
代
精
神
の
何
た
る
か
を
教
え
た
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
」
こ

と
は
、
「
今
さ
ら
…
…
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
が
」
と
こ
と
わ
つ
た
後
、
「
そ
の

思
想
の
歴
史
的
意
義
は
、
枝
盛
の
．
こ
と
き
す
ぐ
れ
た
思
想
家
を
産
み
出
す
原
動

力
と
し
て
作
用
し
た
と
い
う
事
實
に
お
い
て
、
一
そ
う
そ
の
重
き
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
酔
六
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
期
に
、
「
彼
の
識
見
を
培
つ
た
教
養
は
、
第
一
に
醗
課
書
で
あ
り
、
第

二
に
隔
澤
等
明
六
携
肇
葱
奪
あ
つ
た
」
（
麓
二
）
が
（
因
み
に
、
警
整

洋
書
を
讃
ま
な
か
つ
た
）
、
「
彼
を
形
成
し
得
た
根
源
的
な
力
は
、
西
洋
の
思
想

で
も
な
く
、
明
六
甦
の
講
演
で
も
な
く
し
て
、
ひ
と
え
に
彼
の
主
睦
的
精
神
に

あ
つ
た
」
（
配
四
）
の
で
、
こ
の
マ
王
艦
的
精
紳
の
土
藁
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
い

か
な
る
實
を
も
結
び
え
な
か
つ
た
に
ち
が
い
な
」
（
配
五
）
く
、
こ
れ
こ
そ
「
彼
の

思
想
形
成
の
歴
史
的
前
提
」
（
零
一
一
）
で
あ
つ
た
、
と
力
説
さ
れ
る
。

　
第
二
期
　
時
あ
た
か
も
自
由
民
堪
蓮
動
が
、
そ
の
極
に
達
し
た
こ
ろ
で
あ

る
。
立
志
肚
に
身
を
投
じ
て
以
來
の
八
年
間
、
彼
は
「
執
筆
に
、
演
説
に
、
遊

説
に
、
謀
議
に
、
超
人
間
的
な
活
動
を
つ
づ
け
」
（
醍
一
一
）
「
彼
の
生
涯
の
最
も
光

輝
あ
る
時
期
」
（
財
、
一
）
で
あ
つ
た
．

　
明
浩
十
三
年
、
國
會
開
設
の
旗
印
の
下
に
結
集
し
た
「
大
衆
の
戦
い
の
先
頭

六
七

（
五
二
三
）



紹
介
と
批
評

に
立
つ
闘
士
と
し
て
歴
史
の
舞
毫
に
大
き
く
照
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
」

（
配
一
『
）
彼
は
、
翌
年
十
月
「
自
由
民
権
の
た
め
の
統
一
的
國
民
政
窯
と
し
て
」

（
陀
五
）
成
立
し
た
自
由
黛
の
幹
部
と
し
て
、
は
な
ば
な
し
く
活
躍
し
た
。

　
颪
島
事
件
・
高
田
事
件
・
群
馬
事
件
・
加
波
山
の
學
兵
・
秩
父
事
件
と
め
ま

ぐ
る
し
い
動
き
を
み
せ
た
東
日
本
の
蜂
起
は
、
彼
か
ら
み
れ
ば
、
東
奔
西
走
し

て
読
い
た
「
い
わ
ば
彼
の
持
論
の
實
陵
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
」
（
姻
、
一
）
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
ま
た
た
く
ま
に
鎭
墜
さ
れ
る
蓮
命
に
あ
つ
た
。

こ
う
し
て
迎
え
た
十
七
年
十
月
の
自
由
蕪
の
解
蕪
は
、
「
自
由
民
灌
蓮
動
に
と

つ
て
決
定
的
な
破
局
を
も
た
ら
し
…
…
枝
盛
の
生
涯
に
と
つ
て
も
、
ま
た
ひ
と

つ
の
大
き
な
韓
換
黙
と
な
つ
た
」
（
胴
）
の
で
あ
り
、
「
目
本
の
革
命
は
、
文
字
通

り
一
夜
の
夢
と
化
し
」
（
配
、
』
）
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
期
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
民
権
自
由
論
」
の
出
版
と
私
擬
憲
法
案

の
起
草
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
者
は
、
明
治
十
二
年
一
月
隔
岡
に

赴
き
九
州
の
民
灌
派
と
蓮
絡
し
た
彼
が
、
同
地
に
お
い
て
執
筆
・
護
表
し
た
も

の
で
、
彼
の
代
表
的
著
述
で
あ
る
（
「
明
治
丈
化
全
集
・
第
五
巻
・
自
由
民
椹
篇
」

に
牧
め
ら
れ
る
）
。
後
者
は
、
十
四
年
八
月
高
知
に
あ
つ
て
、
立
志
肚
憲
法
調
査

局
起
草
委
員
と
し
て
輩
濁
で
書
き
上
げ
た
憲
法
案
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
、
諸

先
學
の
努
力
に
よ
り
襲
見
さ
れ
た
私
草
憲
法
案
は
お
よ
そ
三
十
に
近
い
籔
に
の

ぼ
る
が
、
彼
の
「
日
本
國
國
憲
案
」
こ
そ
、
著
者
が
指
摘
さ
れ
る
、
こ
と
く
「
今
日

傳
わ
つ
て
い
る
…
…
な
か
で
も
つ
と
も
民
主
主
義
的
に
徹
底
し
た
も
の
」
（
配
五
）

で
あ
り
、
そ
の
草
案
の
草
稿
と
推
定
さ
れ
る
「
日
本
憲
法
」
に
つ
い
て
も
、
す

で
に
井
上
和
夫
氏
が
、
「
本
草
案
の
特
徴
は
、
基
本
的
人
灌
の
最
大
限
的
擾
大
強

化
、
徹
底
し
た
抵
抗
権
の
明
定
」
（
餅
祉
難
霧
の
コ
鍍
璽
」
）
に
あ
る
、
と

い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
（
「
日
本
國
國
憲
案
」
億
、
「
明
治
文
化
全
集
・
第
三

六
八

（
五
二
四
）

巻
・
正
史
篇
下
」
に
牧
録
さ
る
）
。

　
彼
が
十
四
年
十
一
月
に
起
草
し
た
「
酒
屋
會
議
開
催
の
緻
」
（
畦
ハ
）
は
、
全
國

的
な
酒
税
輕
減
蓮
動
に
ま
で
畿
展
し
た
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
封
す
る

當
局
の
揮
墜
は
刑
法
に
お
け
る
「
不
雁
爲
」
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
、
當

時
「
政
府
の
好
ま
な
い
行
爲
」
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
つ
て
庭
罰
し
て
い
た
が
、

「
十
五
年
一
月
土
佐
に
蹄
つ
た
枝
盛
も
、
高
知
裁
到
所
に
呼
び
出
さ
れ
た
が
、
裁

到
官
が
良
心
的
で
あ
つ
た
た
め
か
…
…
無
罪
の
到
決
を
下
し
」
（
胴
）
た
、
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
（
「
不
感
爲
」
と
は
、
「
律
丈
二
見
ヘ
ズ
ト
モ
道
理
上
二
於
テ
爲

サ
レ
ヌ
コ
ト
ヲ
爲
ス
科
ヲ
爲
ヲ
云
フ
」
・
近
藤
圭
造
「
皇
朝
律
例
彙
纂
」
）
。

　
こ
こ
で
は
先
ず
明
治
十
五
年
一
月
か
ら
は
、
十
三
年
七
月
に
公
布
さ
れ
た
奮

刑
法
の
施
行
を
み
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
不
鷹
爲
」

の
罪
で
「
政
府
の
好
ま
な
い
行
爲
」
を
罰
し
て
い
た
、
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に

は
に
わ
か
に
首
肯
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
不
鷹
爲
」
の
罪
は
、
輕
犯
罪
を
そ
の

封
象
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
つ
て
、
「
政
府
の
好
ま
な
い
行
爲
」
す
な
わ
ち
國
事

犯
に
封
す
る
庭
刑
は
、
む
し
ろ
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
に
準
櫨
す
る
こ
と
な
く

行
わ
れ
た
こ
と
が
多
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
た
い
（
當

時
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
は
ま
だ
採
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
）
。

　
第
三
期
　
明
治
十
八
年
三
月
に
高
知
に
蹄
つ
た
彼
は
、
「
土
陽
新
聞
」
を
舞
豪

に
旺
盛
な
文
筆
活
動
に
没
頭
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
す
る
ど
い
論
述
は
ほ
と

ん
ど
全
生
涯
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
土
佐
麟
休
は
、
た
と
え
ば
、

そ
れ
ま
で
國
家
・
政
治
問
題
の
み
を
封
象
と
し
て
い
た
観
の
あ
る
彼
の
覗
野
が
、

「
こ
の
時
か
ら
杜
會
問
題
・
家
族
制
度
・
道
徳
生
活
・
禮
儀
作
法
・
風
俗
習
慣

と
い
う
よ
う
な
廣
範
園
の
分
野
に
接
大
さ
れ
た
」
（
種
ハ
）
こ
と
か
ら
も
「
彼
の
文

筆
活
動
の
上
に
大
き
な
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
つ
た
」
（
胴
）
。



　
署
者
は
、
高
知
露
休
後
の
彼
の
活
動
に
つ
い
て
、
「
最
終
的
な
評
償
を
下
す
の

を
：
…
・
躊
躇
す
る
」
（
駈
九
）
と
し
て
か
な
り
の
疑
問
を
残
さ
れ
て
は
い
る
が
、

コ
嘱
澤
の
塁
を
摩
す
る
彼
の
宜
大
な
思
想
騰
系
が
、
こ
の
…
…
二
年
孚
の
日
月
な

く
し
て
生
れ
え
な
か
つ
た
」
（
稿
）
こ
と
筆
實
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
の
期

聞
は
、
彼
の
「
思
想
家
と
し
て
の
才
能
を
十
二
分
に
護
揮
し
て
、
筆
の
職
い
に

全
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
（
胴
）
と
き
な
の
で
あ
る
。

　
「
土
陽
新
聞
」
紙
上
に
次
々
と
掲
載
さ
れ
、
そ
の
祉
読
欄
を
か
ざ
つ
た
彼
の

「
家
」
制
度
改
革
論
は
、
今
日
な
お
高
い
僧
値
を
も
っ
も
の
と
し
て
筆
者
の
と
く

に
興
昧
を
ひ
く
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
燭
れ
る
こ
と

に
す
る
。

　
第
四
期
　
第
二
期
を
彼
の
第
一
次
政
治
活
動
期
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
代
は
第

二
次
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
よ
べ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
「
謎
を
は
ら
ん
だ
」
（
配
七
）

末
年
で
も
あ
つ
た
。

　
彼
が
高
知
を
離
れ
た
明
治
二
十
輔
年
四
月
は
、
黒
田
清
隆
内
閣
が
誕
生
を
み

た
と
ぎ
で
あ
る
。
外
相
・
大
隈
重
信
の
再
開
し
た
條
約
改
正
は
激
し
い
反
封
に

直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
が
（
紳
翻
楠
糊
島
酪
囎
微
韮
彫
嘱
雛
腿
髄
雑
味
灘
醗
龍

城
や
貌
鮮
頁
）
、
植
木
は
そ
の
蓮
動
の
先
頭
に
立
つ
た
。
こ
え
て
二
十
三
年
七
月
の

第
一
同
衆
議
院
議
員
総
選
學
に
郷
里
よ
り
立
候
補
し
た
彼
は
、
封
立
候
補
者
を

は
る
か
に
引
き
離
し
て
當
選
し
、
同
年
十
一
月
に
開
か
れ
た
第
一
帝
國
議
會
に

の
ぞ
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
辮
護
の
蝕
地
の
な
い
誤
り
を
犯
し

た
の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
、
民
黛
の
主
張
す
る

豫
算
案
の
大
創
減
の
同
意
を
政
府
に
求
め
る
時
期
に
つ
い
て
決
定
が
行
わ
れ
た

が
、
こ
の
と
き
い
わ
ゆ
る
「
土
佐
派
の
裏
切
り
」
の
結
果
、
政
府
を
支
持
す
る

吏
裳
側
の
提
案
が
可
決
さ
れ
た
。
土
佐
派
議
員
の
軟
化
は
、
三
月
二
日
の
本
會

紹
介
と
批
評

議
に
お
け
る
豫
算
修
正
案
の
可
決
を
も
た
ら
し
、
最
初
の
國
會
に
お
げ
る
民
窯

の
敗
北
を
も
意
昧
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
軟
化
議
員
の
な
か
に
植
木
の
名

が
加
わ
つ
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
立
憲
自
由
新
聞
」
紙
上
に
お
い
て
中
江
兆
民

は
、
彼
ら
を
「
無
血
轟
」
と
痛
罵
し
た
）
。

　
次
い
で
、
同
年
十
一
月
に
召
集
さ
れ
た
第
二
帝
國
議
會
は
、
野
蕪
と
政
府
と

の
衝
突
に
よ
り
約
日
ヵ
月
に
し
て
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
た
。
彼
が
第
二
同
繍
選

撃
の
出
馬
準
備
を
進
め
よ
う
と
し
た
矢
先
、
持
病
が
再
護
し
、
ふ
た
た
び
起
つ

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日
、
彼
は
三
十
六
年
の
生
涯

を
終
え
た
。
し
た
が
つ
て
、
帝
國
議
會
を
背
景
と
す
る
彼
の
政
治
的
行
動
が
、

「
そ
れ
以
前
の
…
…
輝
し
い
業
績
と
く
ら
べ
て
、
い
ち
じ
る
し
く
不
可
解
な
要
素

に
み
ち
て
い
る
」
（
靴
六
）
こ
と
は
明
白
で
あ
幡
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

れ
が
「
彼
の
本
質
的
後
退
の
あ
ら
わ
れ
か
、
職
術
的
一
時
的
後
退
に
と
ど
ま
る

も
の
か
は
…
…
若
死
し
て
し
ま
つ
た
た
め
、
永
久
に
解
け
な
い
謎
と
し
て
の
こ

さ
れ
た
の
墓
る
」
（
胴
）
．

　
著
者
は
い
5
。
十
年
代
の
自
由
窯
の
闘
雫
期
に
も
、
彼
は
あ
ま
り
に
過
大
な

期
待
を
國
會
に
か
け
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
議
會
制
度
に
た

い
す
る
認
識
は
甘
か
つ
た
。
た
と
え
ば
、
選
學
に
つ
い
て
す
こ
ぶ
る
樂
麟
的
で

あ
り
、
弊
害
の
多
い
記
名
投
票
を
支
持
し
て
、
無
記
名
秘
密
投
票
よ
り
す
ぐ
れ

て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
甘
さ
を
克
服
で
き
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

彼
の
思
想
の
致
命
的
な
弱
さ
が
横
た
わ
つ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と

（
枕
姻
則
）
。
夢
に
ま
で
み
た
議
會
に
つ
い
て
（
臨
痴
噺
欄
誰
餅
輔
林
服
藷
伽
躍
衡
鶴
懸
ハ
）
、

な
ぜ
認
識
が
足
り
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
こ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
一
生
を
通
じ
て
外
國
語
を
理
解

し
え
な
か
つ
た
こ
と
を
あ
げ
た
い
、
と
思
う
。
す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
、
第

六
九

（
五
二
五
）



紹
介
と
批
評

一
期
に
お
い
て
彼
は
先
ず
醗
課
書
に
よ
り
識
見
を
つ
ち
か
い
、
そ
の
後
も
、
そ

れ
の
不
断
の
研
究
か
ら
欧
米
の
新
知
識
を
學
び
と
る
こ
と
に
努
力
し
た
の
で
あ

つ
た
。

　
植
木
は
西
洋
の
學
問
・
思
想
を
正
確
に
解
し
え
な
か
つ
た
、
と
す
る
批
評
に

樹
し
て
、
「
横
文
字
を
自
由
自
在
に
解
し
た
學
者
た
ち
の
誰
が
、
彼
以
上
に
高
度

の
民
‡
王
義
的
精
神
に
到
達
し
え
た
」
（
一
翫
）
か
、
と
反
論
す
る
著
者
の
見
解
に

は
、
愛
當
な
一
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
原
書
を
讃
ま
な
か
つ
た
こ
と
が
幸
し

て
、
彼
の
文
章
に
は
醗
謬
臭
が
あ
ま
り
強
く
出
て
い
な
い
」
（
魅
）
と
い
う
利

黙
の
あ
る
こ
と
も
、
筆
者
の
賜
れ
る
こ
と
の
で
き
た
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
範

園
内
の
み
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
認
め
る
の
に
決
し
て
吝
か
で
は
な

い
。
し
か
し
「
外
國
語
に
熟
達
す
る
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
技
術
で
あ
り
、
眞

理
を
獲
得
す
る
た
ゐ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
」
（
一
一
飢
）
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
は
、

潰
憾
な
が
ら
若
干
の
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

　
洋
書
を
讃
ま
な
か
つ
た
彼
が
議
會
制
度
の
よ
り
ふ
か
い
認
識
に
歓
け
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
は
、
に
わ
か
に
「
西
洋
近
代
精
紳
の
精
髄
を
的
確
に
把
握
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
」
（
陛
軌
）
と
結
論
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
外

國
語
に
し
た
し
ま
な
か
つ
た
た
め
、
「
小
野
梓
に
封
比
し
て
み
て
も
法
理
的

素
養
の
貧
困
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
と
す
る
井
上
氏
の
批
判
に
は

（
瓢
翫
議
雌
鵠
の
〉
、
多
少
な
り
と
も
き
く
べ
電
の
が
あ
る
墓
ろ
う
．
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
や
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
い

し
て
そ
こ
に
、
彼
、
植
木
枝
盛
の
思
考
的
限
界
を
も
と
め
る
の
は
、
必
ず
し
も

誤
り
と
は
い
え
な
か
ろ
う
。

三

本
書
の
牛
ば
以
上
は
、
植
木
の
思
想
の
紹
介
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、

七
〇

（
匠
二
六
）

そ
の
部
分
の
目
次
を
参
考
ま
で
に
ひ
ろ
う
と
、
「
入
民
の
國
家
」
（
政
府
と
人

民
・
抵
抗
槽
と
革
命
椹
・
國
樺
と
民
穫
・
軍
隊
の
使
命
）
「
國
約
憲
法
と
一
院

制
普
選
議
會
」
「
勤
螢
民
衆
の
團
結
」
「
家
父
長
家
族
制
度
の
打
破
」
「
お
じ
ぎ

の
廃
止
」
「
入
生
観
・
世
界
観
」
（
キ
リ
ス
ト
教
と
の
交
渉
・
人
間
至
上
主
義
・

進
歩
の
哲
學
）
と
な
つ
て
い
る
が
、
著
者
は
、
「
要
す
る
に
、
明
治
前
牛
期
の
盛

り
上
る
大
衆
の
健
康
な
職
闘
的
精
神
を
哲
學
化
し
た
も
の
が
枝
盛
の
思
想
な
の

で
あ
り
」
、
彼
こ
そ
「
最
も
典
型
的
な
國
民
思
想
の
代
表
者
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
」
（
を
軌
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
彼
の
政
治
思
想
を
集
約
し
具
膣
化
し
た
一
例
と
し
て
、
明
治
十
四
年
の
起
草

に
か
か
る
私
擬
憲
法
案
が
あ
り
、
彼
が
す
ぐ
れ
た
政
治
思
想
家
で
あ
つ
た
二
と

を
如
實
に
示
す
も
の
と
し
て
窺
に
奪
重
す
べ
き
存
在
と
考
え
る
が
、
筆
者
は
さ

き
に
記
し
た
と
お
り
、
彼
の
「
家
」
制
度
改
革
論
に
よ
り
大
ぎ
な
關
心
を
も
つ

た
（
政
治
髄
制
と
「
家
」
制
度
と
が
、
ま
つ
た
く
別
も
の
の
よ
う
に
み
え
て
實

は
そ
こ
に
密
接
な
關
係
の
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
）
。
彼
の

新
し
い
家
族
論
は
、
「
近
代
市
民
的
家
族
道
徳
の
提
唱
と
い
ふ
黙
に
於
い
て
、
實

に
徹
底
を
極
め
て
ゐ
る
」
も
の
で
あ
り
、
家
族
問
題
を
ふ
く
む
彼
の
肚
會
思
想

は
、
「
そ
の
政
治
思
想
が
當
時
と
し
て
は
進
歩
の
極
限
を
示
す
も
の
で
あ
つ
た
、

と
同
檬
に
、
明
治
前
期
近
代
思
想
の
極
致
を
示
す
も
の
で
あ
つ
た
」
（
繍
欄
届
蜘
躰

酬
磯
ナ
ゴ
一
飢
）
。
「
家
」
制
度
復
活
の
聲
さ
え
一
部
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
今
目
、
彼

の
思
想
が
「
な
お
私
た
ち
現
代
人
の
胸
を
う
つ
切
實
な
ひ
び
き
を
も
つ
て
い
る
」

（
た
財
）
と
い
わ
れ
る
著
者
の
詐
言
は
、
窪
に
適
切
で
あ
り
、
筆
者
も
心
か
ら
の

共
鳴
を
惜
し
ま
な
い
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
は
や
く
か
ら
花
柳
の
巷
に
出
入
り
し
た
彼
に

（
姻
唱
刷
細
掘
顧
創
翫
鴫
ガ
彌
）
、
は
た
し
て
「
家
」
制
度
改
革
論
に
つ
ら
な
る
家
族
道



徳
論
を
説
く
資
格
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
「
駿
娼
蓮
動

に
奔
走
す
る
よ
う
に
な
つ
て
か
ら
…
…
は
、
そ
の
操
行
を
改
め
て
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
ま
で
の
放
逸
は
、
頭
　
だ
け
が
近
代
化
さ
れ
て
肉
騰
は
封
建
的
段
階
に
と

り
残
さ
れ
た
明
治
の
知
識
人
の
悲
し
い
矛
盾
と
み
る
ほ
か
な
い
」
の
で
、
彼
の

「
放
蕩
と
女
性
解
放
論
と
は
、
い
ち
が
い
に
矛
盾
す
る
も
の
と
い
え
な
い
。
む
し

ろ
逆
縁
に
よ
つ
て
結
ば
れ
て
い
る
」
（
＝
鎗
副
）
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
読
明
に

は
、
く
る
し
い
辮
明
の
感
が
な
く
も
な
い
が
、
こ
の
酷
は
將
來
の
課
題
と
し
て

残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
の
自
由
民
灌
蓮
動
（
そ
の
左
派
も
ま
た
）
は
極
め

て
『
混
在
』
的
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
當
然
、
い
ろ
い
ろ
な
面

に
『
背
理
』
が
現
わ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
『
背
理
』
が
現
わ
れ
な
い
の
が
不
可

思
議
な
ほ
ど
な
の
で
あ
つ
た
」
と
し
て
、
言
読
と
私
生
活
と
の
背
理
を
み
る
の

も
ー
こ
れ
は
大
井
憲
太
郎
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
ー
（
鯉
吻
畷
謡
騙
灘
鑓
憾
切

棚
配
）
、
一
つ
の
見
解
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
自
由
民
構
蓮
動
家
の
明

治
的
特
色
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
自
由
窯
解
窯
後
、
高
知
に
鱗
郷
し
た
彼
は
、
明
治
十
八
年
九
月
「
高

知
新
聞
」
の
後
身
で
自
由
民
権
家
の
機
關
紙
で
あ
る
「
土
陽
新
聞
」
に
迎
え
ら

れ
、
そ
れ
以
後
、
蓮
日
の
よ
う
に
肚
説
を
書
き
は
じ
め
た
。
十
九
年
九
月
八
日

を
第
一
同
と
す
る
「
親
子
論
」
の
護
表
は
、
封
建
色
ゆ
た
か
な
「
家
」
制
度
的

樫
楷
か
ら
個
人
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
峰
火
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
て
翌

二
十
年
の
前
牛
に
か
け
て
彼
の
執
筆
は
績
け
ら
れ
、
「
日
本
人
、
家
の
思
想
」

「
兄
弟
論
」
「
男
女
及
夫
婦
論
」
「
世
の
婦
女
達
に
働
む
」
「
民
法
上
に
就
き
夫
婦

の
不
同
灌
を
論
ず
」
「
刑
法
上
に
就
き
夫
婦
の
不
同
権
を
論
ず
」
「
相
績
法
に
就

き
男
女
の
不
同
権
を
論
ず
」
「
婚
姻
論
」
…
…
な
ど
の
力
作
が
蓮
載
さ
れ
た
。
こ

の
後
も
、
「
國
民
之
友
」
に
「
子
婦
は
舅
姑
と
別
居
す
可
し
」
（
妊
奮
ゴ
雇
號
．
）

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

「
如
何
な
る
民
法
を
制
定
す
可
き
耶
」
（
蹴
瀞
記
≠
號
．
）
と
い
う
論
交
を
寄
稿

し
、
ま
た
「
土
陽
新
聞
」
に
掲
げ
た
諸
編
を
要
約
し
て
「
東
洋
之
婦
女
」
「
婦
女

之
権
利
」
の
二
著
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
論
考
で
彼
が
つ
よ
く
主
張
し
た
の
は
、
從
來
の
わ
が
國
に
根
彊
く

存
在
し
た
戸
主
制
度
の
魔
止
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
「
家
」
の
制
度
は
す
な
わ
ち

戸
主
專
、
制
の
制
度
で
あ
り
、
一
戸
一
戸
が
小
封
建
肚
會
を
形
成
し
專
制
政
治
の

土
藁
を
き
ず
く
結
果
と
な
つ
て
い
る
。
戸
主
は
あ
た
か
も
一
家
に
お
け
る
專
制

君
主
の
ご
と
く
、
家
族
は
さ
な
が
ら
臣
妾
の
観
す
ら
あ
る
。
今
や
日
本
は
、
一

日
も
早
く
戸
主
の
制
度
を
全
慶
し
て
、
國
民
の
す
べ
て
を
國
家
と
結
び
つ
け
ね

婆
ら
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
蓋
留
）
．

　
こ
の
戸
主
制
度
駿
止
論
は
、
必
然
的
に
家
督
相
績
制
否
認
論
を
導
き
だ
す
で

あ
ろ
う
。
「
兄
弟
論
」
に
お
い
て
彼
は
、
長
幼
の
序
を
尊
重
す
る
思
想
は
「
專
制

思
想
の
分
派
と
構
し
て
可
な
ら
ん
」
と
し
、
「
元
來
兄
弟
は
同
等
た
る
べ
く
、
同

権
た
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
や
」
「
長
子
相
績
法
た
る
者
は
全
く
封
建
の
遺
物

な
り
、
職
國
の
鹸
垢
な
り
」
と
述
べ
て
、
長
子
相
績
を
駿
止
し
て
す
べ
て
の
子

に
財
産
を
均
分
す
る
分
割
相
績
法
を
提
案
す
る
。
「
戸
主
支
配
下
の
家
父
長
家

族
制
度
の
解
薩
」
こ
そ
「
枝
盛
の
終
極
の
ね
ら
い
」
（
炉
配
）
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
妾
の
随
習
に
つ
い
て
も
植
木
は
、
男
女
夫
婦
の
聞
に
奪
卑
の
別
は
な
い
の
で

貞
操
の
義
務
に
お
い
て
も
男
女
は
李
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い
た
が
、

二
十
二
年
に
は
婦
人
矯
風
會
の
た
め
に
一
夫
一
婦
の
建
白
書
を
起
草
し
て
い
る

（
著
者
の
あ
げ
ら
れ
る
「
國
民
之
友
」
「
女
學
雑
誌
」
の
ほ
か
、
「
反
省
會
雑
誌
」

第
二
十
一
號
所
載
の
記
事
も
、
こ
の
建
白
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
。

　
明
治
二
十
二
年
と
い
え
ば
、
奮
民
法
（
明
治
二
＋
三
年
民
法
）
の
編
纂
が
本

格
的
な
最
終
段
階
へ
と
進
み
つ
つ
あ
つ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
入
事
編
に
つ
い

七
一
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紹
介
と
批
詐

て
み
れ
ば
、
前
年
十
月
に
は
第
一
草
案
が
完
成
し
、
二
十
二
年
の
終
り
に
は
こ

れ
を
修
正
し
た
再
調
査
案
も
ほ
と
ん
ど
成
稿
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
、

「
如
何
な
る
民
法
を
制
定
す
可
き
耶
」
（
繍
）
と
題
す
る
論
説
を
公
表
し
、
民
法
に

お
い
て
彼
の
持
論
の
實
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
「
土
陽
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
を
要
約
し
た
も
の
、
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
不
幸
に
し
て
彼
の
意
見
は
ま
つ
た
く
探
用
さ
れ
ず
、
「
大
日
本
帝
國
憲
法

が
お
よ
そ
枝
盛
の
草
案
と
は
封
角
線
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
つ
た
よ
う

に
、
明
治
二
十
三
年
の
民
法
財
産
取
得
篇
人
事
篇
も
、
こ
れ
を
改
正
し
た
三
十

一
年
の
民
法
親
族
篇
相
績
篇
も
、
彼
の
期
待
し
た
小
家
族
主
義
に
立
脚
す
る
民

法
か
ら
は
お
よ
そ
遠
い
封
建
的
規
定
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
つ
た
」
（
卜
欺
）
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
著
者
が
奮
民
法
の
性
格
」
と
く
に
家
族
法

の
分
野
に
つ
い
て
ー
を
許
し
て
、
明
治
三
十
一
年
民
法
（
明
治
民
法
）
の
そ

れ
と
同
檬
に
封
建
的
で
あ
る
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
馳
で
あ
ろ
う
。
籔
年
前
、

著
者
は
「
日
本
歴
史
」
誌
上
に
お
い
て
亥
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
三
十
一
年
に
公
布
せ
ら
れ
た
」
民
法
は
、
奮
民
法
に
「
比
べ
て
著

し
く
封
建
的
色
彩
の
彊
い
も
の
で
あ
つ
た
」
。
蓉
民
法
に
は
「
戸
主
と
云
ふ
も

の
」
が
存
在
は
し
た
が
、
そ
れ
は
「
戸
主
の
義
務
の
み
定
め
て
、
こ
れ
に
灌
利

を
與
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
三
十
一
年
の
民
法
で
は
戸
主
に
相
當
の

権
利
を
賦
與
し
た
の
で
あ
つ
て
、
三
十
一
年
民
法
の
戸
主
と
は
實
に
封
建
家
族

に
於
け
る
家
父
長
の
復
活
強
化
を
意
味
し
た
の
で
あ
つ
た
」
（
跡
ダ
纏
淑
纏
腋
嚇

難
覆
山
パ
姦
）
。

　
こ
の
見
解
は
、
中
田
薫
博
士
の
所
論
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
が
（
灘
徽
繰
騨
紳
舳
ゴ
錬
一
藤
鞄
蝶
融
略
革
」
）
、
い
ま
新
奮
二
つ
の
記
述
を
比
較

す
る
と
き
、
著
者
が
奮
民
法
の
性
格
論
に
つ
い
て
從
來
の
立
場
を
攣
え
ら
れ
た
、

七
二
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と
考
え
る
の
は
決
し
て
早
計
で
は
あ
る
ま
い
。

　
さ
き
に
、
手
塚
豊
教
授
に
よ
り
護
表
さ
れ
た
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民

法
）
に
お
け
る
戸
主
灌
」
（
鉢
慌
螢
脳
蹴
瀦
計
び
0
熾
購
）
は
、
　
奮
民
法
の
研
究
を
飛
躍

的
に
前
進
せ
し
め
た
劃
期
的
な
論
文
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
教
授
は
こ
の
な
か
で
詳
細
な
吟
味
に
よ
つ
て
中
田
博
士
の
所
見
を
批
到
さ

れ
、
奮
民
法
と
明
治
民
法
の
「
爾
法
典
の
牛
封
建
的
性
格
の
類
似
性
」
を
主
張

す
る
「
大
同
小
異
」
論
を
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
（
淋
濡
瀞
脹
靴
憾
帆
糧
殊
領
郎

誌
加
醸
助
彬
獄
階
）
。
本
書
の
記
述
の
み
で
は
、
著
者
の
奮
読
よ
り
脱
皮
さ
れ
た

こ
と
が
は
た
し
て
手
塚
教
授
の
所
読
の
影
響
を
う
け
た
結
果
な
の
か
ど
う
か
は

遺
憾
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
、
筆
者
も
ま
た
奮
民
法
に
お
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ち
　
　
　
ち

け
る
根
張
い
牛
封
建
的
性
格
を
是
認
し
、
い
わ
ゆ
る
大
同
小
異
論
を
支
持
す
る

ひ
と
り
と
し
て
塞
に
欣
快
に
堪
え
な
い
。

　
最
後
に
醤
民
法
に
關
連
し
て
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、
奮
民
法

の
財
産
取
得
編
（
第
二
部
）
・
入
事
編
が
明
治
二
十
三
年
十
月
六
日
に
「
公
布
さ

れ
た
」
（
加
恥
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
翌
七
日
が
正
し
い
。
奮
民
法
の
公

布
期
日
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
機
會
に
鰯
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
㈱
舗
醸
格
翻

誰
黎
整
四
融
懇
）
．

四

　
以
上
は
、
本
書
の
概
要
と
未
熟
な
讃
後
の
感
想
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

著
者
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
把
握
で
き
ず
、
思
わ
ぬ
あ
や
ま
ち
を
犯
し

て
い
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
御
海
容
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

　
植
木
に
到
す
る
「
一
般
の
關
心
を
高
め
る
た
め
に
」
（
槻
れ
）
執
筆
さ
れ
た
本

書
が
そ
の
目
的
を
見
事
に
達
成
し
、
彼
の
全
貌
’
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
、
「
一



日
も
速
く
そ
の
成
果
の
世
に
間
わ
れ
ん
こ
と
」
（
嚇
鴫
謡
咤
琳
訟
）
を
望
ん
だ
人
々

に
、
必
ず
や
瀟
足
を
與
え
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
確
信
し
て
い
る
。
あ
え
て
一

文
を
草
し
て
本
書
を
紹
介
し
、
ひ
ろ
く
江
湖
に
推
奨
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
な
お
最
近
、
本
書
と
姉
妹
編
を
な
す
「
籔
奇
な
る
思
想
家
の
生
涯
」
（
嚇
）
を

紹
介
さ
れ
た
飯
田
鼎
氏
の
書
評
を
讃
む
機
會
を
も
つ
た
（
旭
螢
思
蟹
謎
鵬
梱
）
。

著
者
の
優
れ
た
業
績
を
し
る
た
め
に
、
本
稿
と
あ
わ
せ
て
大
方
の
一
讃
を
希
望

し
た
い
。
（
岩
波
書
店
刊
　
岩
波
新
書
　
定
贋
一
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
向
井
　
健
）

紹
介
と
批
評
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