
寸
ま
憲

北
映

推
を
常
一
に
丁
庁

はり

る

対
一
ア

ドン

ア

と

資

十↑
主

義
一
体

制

の
構

畑ぷ

一

は

じ

め

に

今

日

わ
た
く

し

ど
も

日
本

の
民
衆

は
、

ア
ジ

ア
詰
民
族

の
側

に
立

つ
か

あ

る

い
は

ア

メ
リ

カ
帝

国

主

義
体

制

の
側

に
立

つ
か
、

選
択

の
岐

路

に
立

っ
て

い
る
。

日
本

の
民
衆

の
解
放

と
自

立

、

お

よ
び

ア
ジ

ア

の
民
文

の
解

放

と
自
立

は
、

ま

さ

に
右

の

い
ず

れ
を
選

ぶ
か

に
多

く

か

か

っ
て

い
る

と

い
え
よ
う
。

日
本

の
民
衆

が

こ

の
よ
う

な
選

択

の
岐

路

に
直

両

し

た
の
は

今

日

は
じ
め
チヤ、
の
こ
と

で
は
な

く
、

明
治

十

年
代

明

治
政
権

の
変
革

ャ
一せ

ま

っ
た
白

（
由

択

権

運
動

の
時
期

に
こ

の
よ
う
な
選

択

の
岐

路

に
サ

「
て

い

た
と

い
わ
れ

る
。

た
し

か

に
自

由
民
権
派

に

あ

っ
て

は
、

ア

ジ
ア

に
対

す

る
優
越

感

も

し
く

は
侵
略

意
識

が
存

在

す

る

と
同
時

に
、

他
方

で
は
こ
れ

”
帥

廟

”
帳
鮒

”
や
”

庁
ゆ

呼

中
期

鵡
鞠

い
す
妻
政

一卵
一中
叩

的
【
「

′
内
申

が

っ
て
、

自

由

民
権

迂
動
期

に
あ

っ
て

は
、

ア
ジ

ア

と
の
連

帯

か
、

あ

る

い
は

ア
ジ

ア

に
対

す

る
侵
略

か

、
自
由

民

権
派

は
そ

の
逆
択

の
度
路

に
立

っ
て

い
た
、

あ
る

い
は
そ

の
選

択

の
可
能

性

本常
す
え

ら

れ
て

い
た

力、
の
主

う

に
み
え

る
。

そ
う

し

て
そ

の
可
能
性

が
失

わ
れ

て

ア
ジ

ア
使
蜂

の
道

が

決
定
さ
れ
て
行
く
原
四
は
、

思
想
史
的
に
は
民
権
論
に
ま
つ
わ
る
封
姓
的

意
識
、

政
治
史
的
に
は
民
権
辻
動
の
難
折
に
求
め
る
の
が
通
説
的
兄
解
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、

民
権
論
＝
近
代
的
、

日
権
論

＝
封
建
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

民
権
論
と
困
権
論
が
相
互
に
チ
瓶
す

る
も
の
と
し
て
と
ヽ
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
Ｆ
た

民
権
運
動
が
、

民
権
運
動
の
昂
揚
↓
ア
ジ
ア
ｉｌ‐に
帯
意
一識
の
発
■
■
モ
肛
↓

民
権
運
動
の
衷
退
↓
国
権
拡
張
論

（す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
一促
略
主
持
一

の
展

開
た
い
う
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
、

右
の
児
解
を
柿
強
十
る
も
の

と
し
て
取
一上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
′に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、

描
象
的
に
い
え
ば
国
内
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
西
要
求

は
国
際
間
の
平
等
の
要
求
を
生
み
出
す
は
ず
の
も
の
で
・あ
り
、

デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
材
【菓
は
国
際
間
の
不
平
等
や
侵
艦
の
古
定
を
と
み
出
す
は
一Ｈ
の
も

の
で
あ
っ
て
、

デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
の
要
求
は
便
脇
主
義
と
両
立
し
な

い
し
し

か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ブ
″ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
問
題
に
し
た

場
合
、
き
わ
め
て
非
歴
史
的
解
釈
と
い
わ
ざ
る
と
え
な
い
。
か
小
て
服
部

総
氏
は
、
自
由
民
析
派
が
ア
ジ
ア
侵
略
主
義
を
改
吹
し
て
行
く
過
柱
を
転

向
ナ
五

る
見
解
一，に
対
し
て
次
の
よ
う
に
”格
的神
さ
れ
、

そ
れ
は
決
し
て
は
同
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で

は

な

い

と

主

張

さ

れ

た

。

す

な

わ

ち

、

Ｆ

一
れ

（
住

‐――各

主

技

の

土

吹

を

民

椎

派

の

ほ

口

と

み

る

児

解

＝

拒

ヤ

記

〕

が

．

ぼ

く

に

は

お

か

し

い
。

こ

れ

こ

そ

が

、

デ

ル

ジ

ョ
ア

民

主

主

義

と

い

う

も

の

の

本

性

で

あ

り

六

質

で

あ

る

。

対

内

的

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

と

四

際

的

な

イ

ン

タ

ー

ナ

シ

ョ
ナ

リ

ズ

ム

が

矛

后

な

く

結

合

さ

れ

る

の

は

、

プ

ロ

ン

タ

リ

ア

・
デ

モ

ク

ラ

ン

ー
の

段

市昭

に

限

る

の

で

あ

っ
て

、

ブ

ル

ジ

ョ
ア

・
デ

モ

て

フ

シ

ー

の

一域
略

に

お

い

て
は
、

民
主
主
義
と
対
外
的
な
促
‐――各
主
義
と
が
才
ほ
し
な
が
ら
，
佐
Ｌ
な

陣庫い藤呼庄ル熱れいで（ブ^ウやば牌牌汗一一巧庁一ぽぼ減平於一岩．”つ

民
主

主
義

の
歴
史

的

な
質

を

と
ら
え

た
見
解

と
し

て
原
則
的

支
持

を
与

え

た

い
と
思

う
。

し

か
し
服
部

氏

の
本
質
論

だ
け

で
はヽ
、

自

由

民
権
江

の
ア

い咋
ヤ
巾
市
中
中
「
中
時
一↓
一
中
↓
す
時
サ
一中
チ， 士
一
中
井
中
”
巾

中̈
一〕
一中
一中
け
一一々
時
｝
”
市
中
↓

の
優

略

主
義

に
述

元
す

る

の
み
で
あ
れ
ば

、
デ

ル
ジ

ョ
ア
的

限
坪

世
あ
れ

、

民
権
派

の

ア
ジ

ア
連

帯
意
識

か
、

使

略

主
義

土
り

は
そ

の
後

の
日
水

お
よ

び

ア
ジ

ア
の
プ

▼
レ
タ
リ

ア

ー
ト
を
中

核

と
す

る
人
民
間
争

に
と

っ
て
相

対

的

に
有

利

な
条

件

を
提

供

す

る
性
梅

の
も

の
で

あ

っ
た

こ
と
を
■

失
う

恐
れ

が
あ

る
。

民
権

派

の
ア
ジ

ア
連

帯
意
識

の
性

格

を
明

ら

か

に
す

る

に
は
、

デ

モ
ク

ラ

シ
ー

と
侵

路

主
義

を
矛

ほ

し
な

が
ら

一
体

化

せ
し

め

て

い
る
も

の

が
何

で
あ

る

か
を
考

え

て
み
る
必
要

が
あ

る
。

白
山

民

権

起
動

は
、

明
治

政
府

の
上

か
ら

の
沓

本
主
義
化

に
対
抗

し

つ
つ
、

地
方

の
地

主

・
デ

ル
ジ

ョ
ア

ジ

ー
、

あ
る

い
は
小

生
産

者
層

が
下

か
ら

の
資

本
主
義
形
成

の
課
一額

の
解

決

を

め
ざ

し

た
ブ

ル
ジ

ョ
ア
民

主
主
義

運
動

で
あ

っ
た

こ
と

が
今

日
確

認

さ
れ
て
い
る
以
上
、

わ
た
く
し
は
デ
モ
タ
テ
シ
ー
と
使
陥
主
義
を
矛
盾
し

な
が
ら

一
体
化
さ
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
、

資
太
主
義
形
成
の
課
題
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。

民
権
論
と
い
い
、

円
権
論
」
い
い
、

あ
石

い
は
ア
ジ
ア
一起

帯
■
義
と
い
い
、

ア
ジ
ア
使
略
主
義
と
い
い
、

い
ず
れ
も
が
一
定
の
歴
史

的
状
況
下
に
お
い
て
こ
の
資
本
主
義
形
成
の
課
題
解
決
の
た
め
の
適
合
的

手
段
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
一ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ア
ジ
ア
連
帯
意
識

も
、

ア
ジ
ア
侵
略
主
義
も
、
自
由
氏
権
派
分
一苔
本
主
義
↓体
制
の
構
想
を
基

「叩
々
和
一ヤ
や中
搾
一一一↓キ
一森
卑
い＋
中【
床
れ
一
　

▼そ
の
鷹に
‐ｆ．本
的
な
苦
併
町
や
＝
怯
府
十
≡
」

小
論
の
第

一
の
課
≡題
は
、

第

一
次
京
城
事
変
か
ら
常
二
次
京
城
事
変
に

ジヵ、和寺新聯中抑中怖一時梯↑中期諏”細ギ靖的な輸一一型剖鼎郡力劇↑

し
の
準
備
ネ
浮
や
紙
数
の
制
限
の
た
め
、

オ
あ
観
点
か
ら
全
面
的
検
討
を

行
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
改
進
党
の
対
ア
ジ
ア
意
識
お
よ
び
、

一
、

れ
と
会
水
主
義
体
制
の
構
想
と
の
接
点
の
分
析
に
重
点
が
お
か
れ
、

資
本

主
義
体
制
の
構
想
子
れ
自
体
に
つ
い
て
は
ス
ケ
ッ
チ
に
と
ど
め
、

そ
の
詳

細
な
分
析
は
芋
定
し
て
い
る
別
稿

「立
憲
改
進
党
に
お
け
る
資
本
主
義
体

制
の
構
想
」
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
の
課
題
は
、

第
二
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
政
進
党
内
部
の
束
洋

議
政
会
派
と
喫
鳴
社
派
あ
党
派
的
性
格
の
差
共
に
つ
い
て
若
ｆ
の
分
析
を

行
う
こ
と
に
あ
る
。

改
進
党
派
に
は
、

哩
鳴
一社
、

東
洋
志
政
会
、

雌
渡
会
、

修
進
社
の
四
派
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
摘
説
の
よ
う
に
こ
れ
ら
を

一
靖

し
て
都
市
大
商
業
資
本
、

あ
る
い
は
政
府
保
護
の
下
に
産
業
資
本
も
し
く

は
近
代
的
銀
行
奮
本
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
大
商
業
資
本
の
立
場
を
代
弁
す

る
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

最
近
で
は
、

例
一

確郷中理曜悼昨煎中ｒ却範ゃ弗熾帥帥朝的理歳一か弥Ａメす鍛巾一胡卦巾一

見
解
を
支
持
す
る
が
、
し
か
し
い
ま
だ
き
ゎ
め
て
曖
昧
な
規
定
で
，，
る
こ

と
を
ま
出
が
れ
な
い
と
思
う
。

思
想
史
的
ア
プ
ロ
‐
チ
に
よ
っ
て
よ
いり
堀

定
を
明
確
化
し
て
行
く
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派
，が
デ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
の

う
ち
い
か
な
る
陛
層
を
主
体
と
し
た
資
本
主
義
依
”制
の
構
想
と
い
ｆ
い
て

い
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
す
四
派

の
う
ち
主
要
な
党
派
で
あ
る
．束
洋
議
政
会
と
曜
鳴
社
の
比
派
的
性
ネ
を
そ

の
資
本
主
義
体
制
の
構
想
の
分
析
を
通
し
て
見
通
し
を
立
て
て
み
た
い
。

こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、

そ
の
権
力
構
想
を
も
合
め
た
全
両
的
分
析
を
不

一伸↓よ矢確市』紳↓一しヵ、れ”咋帥熟一中け柳輸肛仰中帥一中一【中いお一すが

の
準
備
的
試
論
で
し
か
な
い
こ
と
を
、

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た

註
（
１
）
中
塚
明
氏
は
ア
ジ
ア
侵
路
の
道
は
と
然
か
と
設
間
さ
れ
、

そ
れ

は
決
し
て
後
進
国
の
お
か
れ
た
運
命
的
な
必
然
の
結
果
そ
う
な

っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
国
内
の
時
一級
斗
争

（す
な
ん
ち
葛

由
民
椎
運
動
）
の
あ
り
方
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
ン
一

答
え
ら
れ
て
い
る

合
‐口

沿
戦
争
」
口
六
歴
史
　
近
代
四
す
収
ヽ

誤
解
で
あ
れ
は
お
放
し
い
た
だ
き
た
い
が
、

氏
は
日
」岡
史
維
派

が
国
内
改
革
を
放
交
し
な
け
れ
ば
、

あ
る
い
は
勝
利
を
う
る
な

ら
ば
、

ア
ジ
ア
侵
路
の
道
は
性
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
仮
定
の
下
に
、
ア
ジ
ア
侵
略
は
必
然
で
は
な
く
、

逃
京
の
余

対
の
あ
ち

た
も
の
Ｌ
考
え
て
‐／、
ら
れ
る
よ
う
に
は
わ
れ
る
。

氏

が
そ
の
ェ
一う
に
考
々
一て
い
ら
舟
る
な
あ
・ば
、

本
文
に
述
べ
た
と

こ
ろ
か
ら
明
ら
か
た
一よ
う
に
、

氏
の
再
一解
に
反
対
せ
ざ
る
を
え

な
い
ぅ

な
ど
な
ら
ば
自
由
民
椎
派
が
改
革
を
放
■
せ
す
昨
利
を

え
て
、
日
本
資
本
土
飛
が
異

↓
汁
形
態
を
Ｌ

っ
て
も
、

そ
れ
が

資
本
主
義
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
侵
略
的
本
質
を
も

！
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
自
由
氏
椎
派
の
勝
利
が
そ
れ
自

体
が
▼
れ
イ
ア
侵
ユ略
阻
止
の
主
体
的
役
割
を
果
す
こ
と
に
，
な
ら

な
い
。

民
権
運
動
が
勝
利
を
え
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
Ｒ
明
治
政

府
ょ
リ
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
政
治
一形
態
が
一え
現
さ
れ
、

そ
れ
が

そ
の
後
に
お
け
る
プ

ロ
ン
タ
リ
ア
ー
ト
を
中
核
と
し
た
人
民
斗

争
に
相
対
的
に
有
利
な
条
件
を
つ
く
っ
出
し
、

そ
の
隈
り
で
ア

ジ
ア
侵
路
の
阻
止
的
条
件
に
な

っ
た
て
あ
る
う
。

選
択
の
宗
地

と
い
そ
の
範
囲
内
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
こ
の
点
に
か
ん
す
る
研
究
は
多
い
が
、　

井
■

消

氏

「
条

約

改

正
」
、

年
十沢
康
詰
氏

「
明
治
前
半
期
ブ
ル
ジ

ョ
ア
民
族
主

技

の

二
つ
の
発
現
形
態
―
ア
ジ
ア
連
帯
き
識
を
め
ぐ

っ
一■
―
十六
歴
史

学
研
究

一
九
六
〇
年
二
月
号
）
、

中
妊
氏
前
掲
論
文
な
ど
参
照
。

↑
じ

一
明
治
の
テ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
】
掃
い
部
乏
総
瞥
作
集
」
第
六
巻
「
明

治
の
思
想
じ

二
九
〇
貫
。

↑
じ

．自
由
民
権
派
の
ア
ジ
ア
連
帯
意
識
に
つ
い
て
は
、
一‐近
年
評
論
」

の
分
一析
を
通
し
て
矢
沢
簾
献
氏
が
す
．ぐ
れ
た
見
解
を
示
し
て
い

ら
れ
る
。

矢
沢
一氏
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、

単
に
連
帯
意
識
が

存
在
す
る
こ
と
を
無
規
定
で
指
摘
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
い
、

7 4 -一- 75 -―
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そ
の
沖
．件

志
献
が
い
か
な
る
性
格
”
ｉ
の
で
あ
る
か
■
年
一「―

必
要
が
あ
る
■
・強
前
さ
れ
た
。

十
■

わ
ち
、

民
粧
派
の
ア
シ
ア

進
杵
論
は
、

炊
米
請
阿
い
住
‐１１体
に
対
抗
十
ち
に
あ
た

っ
一
、　
Ｈ

木
の
行
硫
の
共
を

一
部
代
位
、

柿
七
十
イ，
（ミ
！
！‐
ら
れ
た
高
水

り
危
機
苑
服
の
手
段
Ｌ
し
て
推
旭
さ
れ
た
も
の
で
あ
均
、
し
■

が

っ
て
他
に
ｒ
一―，
打
均
な
手
段

（
――
ア
ジ
ア
に
峠
）
が
あ
れ
ば
、

答
ち
に
■
≡れ
に
と

っ
て
代
え
ら
れ
る
も
”
て
●

っ
た
Ｌ
、

そ
の

性
格
を
地
定
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
ア
ジ
ア
進
帯
意
識
も
ア
ジ
ア
に

た
い
す
る
位
略
主
義
も
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
光
圧
と
い
う
，一哨

………
Ｆ仰

謀

旭
に
対
応
し
汁
一意
試
で
あ

っ
た
と
、

両
者
が
オ
＝
し
合
い
な
が

ら
も
校
瓜
に
た
い
て
火
洞
Ｔ
″る
性
格
を
指
拍
さ
れ
た
。

十
一ｉソ
し

て
両
十
の
オ
府
ｂ

主
要
な
側
面
は
住
時
意
識
に
い
り
、

い
一お
政

府
も
し
く
は
田
権
論
半
と
民
推
派
」
の
問
ｒ
故
対
性
が
五
―
な

が
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
本
質
的
叩
守
性
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ

た
↑
矢
沢
氏
一問
加抑
ム
，ｉｆｉ‐―
文
）ｏ
小
】ユ測
は
ｒ
・の

一人
沢
一氏
の
研
一解
に
ン
マ
ヽ

の
示
唆
を
蛇
け
て
書
み
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
わ
た
く
し
の
――ｌｌ
題
の
Ｌ
ら
え
方
は
、

矢
沢
氏
前
拓
諭

文
の
他
ｉｔ，
、

相
沢
の
氏
杵
諭
、

国
杵
，論
、

そ
の
他
を
ｋ
ホ
主
義

化
と
い
う
究
極
の
口
的
に
対
す
る
千
段
と
し
て
の
市
一合
■
と
い

う
佃
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
庇
町
政
直
氏

「
口
木
訴
代
忠
忠
の

形
成
」
、

そ
れ
か
ら
、

市
代
社
会
範
の
梅
辻
分
析
に
十
産
力
●
発

捉
と

い
う
価
点
を
準
入
せ
よ
と
い
う
女
丸
良
夫
氏
の
上
張
を
維

派
し
た
、

ひ
ろ
た
ま
さ
き
氏

「
福
沢
諭
者
に
つ
い
て
い
甘
一え
き

き
―
十当
】博

本
的
近
代
化
』
の
思
想
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
ー
ー
‐，
、新

会
れ‐‐

「
山
本
に
叱
論
究
―
‐１
昭
史
（
ｉ
十
ｌｒｌ
年
記
念

論

支
柴

―
―
―

」

一川

収

）
。

一
一　
立
憲
改
進
党
網
領
の
分
析

立
な
改
進
党
は
明
消
十
■
年
二
月
十
四
Ｈ
そ
の
趣
意
苦
を
発
表
Ｌ
、

四

「再̈は「ｔヽ十二中糾中い筆体一付一一棚帷に巾雄ヵ、市一神岬いわ対十一刊備

枚
〓
■
れ
を
合
む
趣
志
背
と
‐！ｉｔ
に
、

小
野
杵
が
執
化
し
た
が
、

小
野
は
執
一

■
に
峰
―
て
河
町
被
鎌
、

前
品
竹
（作
信
社
派
）
、

矢
野
文
枠

（“
洋
志
政

■
派
！一、
世
～
謎
、

馬
問
工
郎
続
，
嶋
社
派
一
な
ど
、

話
郁
掛
椰
と
両
孜
ｔ

Ｌ
く
Ｈ
＝
ｌｒｉｉ
で
市
何
子
工
ね
て
執
十
し
て
い
る
よ
う
で
ふ
り
、
し
た
か
「

て
綱
佃
は
小
好

一
側
人
い
思
想
的
使
現
で
は
た
く
、　

一
応
計
派
の
■
ま
ざ

ま

内
政

治
的

要
求
赤

ア

協
的

に
交

現

さ

れ

て

い
る
ヽ

の
上
解

棋

で
十

よ
う

「

≡

こ
モ
党

綱
領

に
お

い
て
資

不
主
托

体
制

の
批

想

と
い
円
逆

て
■
４

方
針

が

い
か

に
定

力

‐ザ
舟
セ

い
る

か
、

こ
れ
を
明

治

‥！≡
一生

に
お
け

る
よ

ｉ

を
通

し
て
，
、
す
、
っ
て
み
よ
う
。

■

４
方

針

“
先

綱
領

”

ｉ
独

「
内
お

い
改

上

を

■

Ｌ
し

て
門
杵

”
拡

張

に
■

卜
十
中
」

”

ｌｉ
項

「
件

円

に
対

し
地

め
て
攻
昧

卜

の
夜
沙

を

古

く

し
上
市

内
関
係

を
序

く
十

る
中

」
に
示

さ
れ

て

い
る
！

明
治
よ

性

に

お
け

る
単

一
Щ
趣

析
説

明
浪

託

Ｈ
藤

画
た

古

か
行

！
た
。

か
れ

伐

４

純
■
４
約

す

れ
ば
次

の
よ
う

で
あ

る
．

す

な
わ
ち
　
内
治
改

よ
！

の
人

■

は
人
民

刑
有

の
高
山

を

↑
う
し
、

そ

り
権

利

を
保

持

す
る

に
あ
り

、

こ
う

こ
と

こ
■
円

の
何

故

士
地

め
る
も

の
で

あ
る
。

な
せ

な
ら
ば

、
民

が

に
抑

内
治

■
一枝
り
、

権
利

か
仲

び

な
け

れ
ば

、
ぞ
Ｌ

て

事
十
営

み
■
一ん

で

（
６
）
第

一
次
京
城
事
２
に
対
す
る
攻
と
党
の
対
桝
肝
、

中
問
方
針
に

っ
い
て
は
、

林
十
一氏

「
工
午
ｋ
な
一ｉ
↓ｉ
は
土
社
一忙
系
打
脚
一中粧
詰

の
論
Ｗ
只
楊
井
比
ユ
、十

（
河
内

一
月
、

女
塚
ク
、昨

納

一
市
円
ｉ
氏

林
準
Ｔ
ｌ
ｒ矢
内
原
↓
＝
先
生
世
Ｆ
！記
念
論
文
徒
　
下
株
―
―
」

所
一収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ｆイモ
席
ｔ

市
対
ア
ジ
ア
意
満
な
祉
出

す
る
限
り
に
お
い
て
改
延
党
の
対
ア
ジ
ア
十
一針
を
攻
上
げ
る
に

■
ど
冷
ャる
ち

（
７
）

一
肥
好
一掟
小
論

‐―

民
椎
州
ド
お
け
ち
喫
叫
性
系
土
低
“
朴
一党

の
政
治
Ｕ
想
―
―

に
（
口
木
近
代
先
げ
先
第
六
号
）
二

．“
．

子
、‐れ
か
，中
■
ふ
一た
十（
一「
キ
拓
一　
～ｈ
ｒ
【
■
け市り
巾町
井十‐
す
小
り
　
「
市
４
一取
ｉ
鞭
近
４　
　
（い

打
Ｌ
竹
用
‐一
の
財
政
論
が
自
中
比
の
浮
れ
上
近
似
し
た
価
向
を
　
，「

↓も
■
て
い
る
点
と
拍
摘
さ
れ
て
い
る

（「
松
ち
け
政
七
山

‐――
ド
中

椛
衣
の
十‐‐
一取
論
」
両
学
論
徒
竹
〓
●
株
第
二
号
）
。

内
煤
正
中
氏
十ｉ
喫
嶋
社
”
沼
脚
守

一
Ｌ
河
野
広
中
Ｌ
め
問
は
担

■
で
あ
っ
た
Ｌ
い
た
し
て
い
ら
れ
る
が

（
「
出
由
民
権
延

「力

い

研
究
」
ｉ
■
八
貫
】

卜
一
た
く
し
ｒ
両
者
に
花
流
が
あ

「　
一′．
い

み
な
ら
一す
、

一国
家
形
態
に
つ
い
て
の
文
求
に
共
い
て
も
理
性
社

占
自
由
覚
”
河
野
広
中
、

加
水
杖
は
路
線
に
規
近
性
が
あ
，
た

の
で
は
な
い
か
Ｌ
推
定
し
て
い
る
，
こ
の
古
に

つ
い
て
い
予
定

●
別
稿

「
暖
嶋
社
諭
」
て
検
討
し
た
ｈ
・

（
８
）
糾
・柄

「
明
治
十
年
代
前
半
期
に
お
け
る
用
水
“
木
ｉ
技
体
―ｌｉｌｌ
中

一
稚
，ｆ‐ｉ十併
‐―

咲
進
比
灰
キエ
前
史
Ｉ
Ｊ
兵

一杢
小
教
一百
十
（学

昭

史

業
を
Ｌ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
民
は
官
ま
十
、
し
た
が
っ
て
同
一

百
も
増
進
し
な
い
。　

●
田
の
官
強
を
謀
る
に
は
人
民
の
出
由
を
喚
起
し
て

）ｒ‐ＩＦ
洗
の
気
瓜
を
発
洋
一さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
す
れ
ば
田
権
拡
張
は
☆
十

め
す
し
て
来
す
こ
ナ
か
で
き
る
。

田
椎
拡
張
に
呂
実
を
か
り
て
訣
れ
を
急

に
し
由
Ｆｌ，―
の
元
気
ヤ
ｉ消
耗
さ
せ
る
こ
Ｌ
は
、
Ａ↑
☆
の
主
ｔ
恐
れ
る

ｌｔ一ェ
ろ

（３
）

で
あ
る
と
。

学
工
項
の
前
嘔
汽
乱
は
大

！止
毅
か
行

，
た
。
ホ
れ
は
こ
れ
は

一
代
あ
私

児
で
あ
る
ナ
断

っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

政
略
上
の
交
渉
Ｌ
は
積
極
的
に

は
催
略
、

洵
柾
的
に
は
外
円
に
田
安
を
坊
芋
さ
れ
な
い
こ
Ｌ
で
あ
り
、

通

前
の
関
係
と
は
智
一カ
関
係
で
あ
る
。

世
坪
の
大
勢
は
前
者
よ
り
後
者
に
移

っ
て
≡
て
‐、”る
。

今
日
本
十
戦
争
か
声，
る
の
Ｌ
野
蛮
”
遣
風
で
あ
る
が
、

し
か
し
モ
れ
は
名
誉

・
武
功
の
た
め
に
竹
わ
れ
た
十
い
戦
争
と
工
り
、

前

利
の
た
め
に
行
―，
れ
て
い
る
。

天
下
を
挙
ば
て

一
ユ
託
を
通
用
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
の
政
策
は
い
か
ド
一十
一、き
か
ｎ
日
本
は
、

第

一

に
鳥
四
ｆ
れ
「
て
諸
田
に
対
す
る
関
係
は
少
く
、

第
二
に
政
陥
上
の
交
渉

を
ひ
ろ
め
れ
ば
、

戦
争
漱
一行
の
た
め
事
制
を
生
み
出
し
て
四
民
の
自
由
■

減
殺
し
、

舛
〓
ムｒ市互

「
Ｔ

財
政
が
貧
し
く
ｒ
陥
上
の
夜
渉
を
勉
め
て
ヽ
日

”門
を
泣
宇

ニャ
の
Ｌ
靴
Ｔ
）
い
ャ
し
た
か
「
て
、

Ｈ
ネ
は
「販
一昨
上
の
一父
汁
オ′
子
”

ノ、
ｉし
、　
↓山
市
円
の
附，内ヤ打

鋭
ｉ手岸
ンよ
し
イ
占
四
，ど
中
山
古
ｉ
，
こ
ナ
〓
」
千
ｒｉｌ円
，性
工ど
す
や
蚊
十

る
ゆ
え
ん
で
あ
一る
Ｌ
。

膝
川
た
ち
す
に
大
社
の
、ヽ
う
ｌｉ
こ
一？
■ネ
！合
す
る
ｔ
、

白
山

・
権
利
の

拡
張
こ
そ
デ
ル
ジ

「
ア
的
発
展
を
は
か
る
道
で
あ
り
　
こ
れ
に
た
い
し
門

杵
拡
張
を
は
か
る
こ
と
は
ブ
ル
ザ
Ｌ

ア
的
発
犀
セ
阻
上
す
る
こ
ン
一に
な
り
、

か
ぇ
一、
て
門
性
拡
張
を
四
る
こ
Ｌ
に
な
わ
な
い
こ
と
、
と
く
に
後
辻
田
Ｈ

5

t  ヽ  1 、

し二)

竹

サう
多
t
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な
の
ブ
ル
ジ
「
ア
的
発
展
に
Ｌ
っ
て
は
、

外
四
と
事
を
か
ま
え
る
こ
と
は

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
の
一で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、

改
進
党
の
貿
易
第

一
主
義
的
対
外
方
針
は
後
進
阿
Ｈ
木
い
グ
ル

ジ
〓
ア
的
発
展
の
一構
想
の
一
業
と
し
て
投
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
↓
た
と
い

え
よ
う
，

一証
（
１
）
括
原
女
二
編

「
明
治
政
史
」
上
而

一
旧
版
　
明
冷
文
化
企
業
第

二
巻
正
史
揃
≡
′十

円
一
四
！―
四
一
六
真
っ

（
２
）
「
留
客
本
田
記
」
合
‐小

野
梓
全
保
」
下
巻
↓　
十一
屯
九
―
土

Ｆエ
ハ

頁
。

（
３
）
「
耶
夜
縦
知
新
間
十一
行
一下

「
紋
知
」
と
略
称
）
明
治
１５
年
５
月

２７
四
社
れ

「
内
地
メ
攻
良
フ
土
ト
シ
テ
周
旅
夕

拡
張
ニ
ユ
Ａ
コ

ト
Ｌ
）

（
４
）
「
報
知
ｔ一
叫
治
１５
年
５
一月
２９
‐
‐３．
Ｈ
社
乱

「
外
田
二
対
シ
打肥
メ

テ
政
略
上
ノ
交
渉
ブ
汁
ク
シ
一地
商
′
一関
係
フ
い
ク
ス
ル
芋
」。

言
一　
第

一
次
京
城
．事

変
期
の
対
ア
ジ
ア
意
識

改
進
党
が
成
一立
し
て
問
も
な
い
明
治
十
二
年
七
「
二
十
工
Ｈ
第

一
次
京

城
事
変
が
起

っ
た
．

当
時
朝
鮮
王
朝
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
に
ざ
る
工
妃
問
氏

一
派
は
日
本
に
な
ら
っ
て
年
制
改
革
を
行

っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
洵
六
さ
れ

る
下
紋
兵
士
な
ら
び
費
民
層
が
，
乱
を
起
し
、

問
氏
政
権
を
倒
十し
、

再
木

公
使
館
を
襲
撃

し
た
ｏ

清
は
軍
事
干
渉
を
行

っ
て
奴
乱
の
指
準
ャ者
に
ま
つ

り
あ
げ
ら
れ
た
人
院
イ
を
地
致
し
て
凶
氏
政
権
を
再
建
し
、

宗
〓
権
を
再

碓
立
し
た
。
日
本
も
出
兵
し
た
が
、

清
と
対
抗
す
べ
く
も
な
く
、

小
一ユ
二

十
日
済
物
浦
条
約
を
結
び
、

使
存
支
払
い
。
公
使
館
駐
兵
を
承
認
さ
せ
て

事
件
を
解
決
し
た
。

こ
の
事
件
が
起
る
と
、

束
洋
議
政
会
系

「
岬
仁
報
竹
新
聞
」
は
即
時
―――

撃
れ
，
野
時
疎

中
一

腋
的
帥
榊
一般
醐
改
巾
一拘
馳
柳
陸
「
一
】
】

嘘

巾
茄
品
一

カ
で
鎮
圧
―ンヽ

前
政
府
を
再
興
し
た
上
で
外
資
交
渉
を
行
え
と
主
張
除
差

．

そ
う
し
て
向
兵
の
目
的
は
朝
鮮
を
敵
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

朝
鮮
の
独

立
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

そ
の
理
由
は
第

一
に
魯

・

・英
・
仏
等
が
朝
鮮
を
占
拠
す
れ
ば
日
本
の
独
ま
―、・危
比
で
あ
る
、

第
一
本に

八
道
を
打

傘
抗

）に
も
，

後
こ
れ
を
保
維
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら

「
報
知
」
の
主
張
す
る
朝
鮮
独
支
援
助
の
性
格
を
お
一

定
す
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第

一
に
子
れ
は
決
し
て
苦
隊
意
識
か
ら
山
一

た
も
の
で
な
く
、

西
改
一詰
回
侵
略
に
た
い
す
る
日
本
の
防
壁
設
定
の
意
凹

か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
、

第
二
に
防
壁
設
定
方
法
が
朝
鮮
占
領
に
ま
で

進
ま
な
い
の
は
、
一占
領
一後
朝
鮮
を
保
持
す
る
の
が
困
難
だ
と
い
う
理
由
に

す
ぎ
な
い

（
し
た
が
つ
て
保
持
す
る
実
力
が
で
き
れ
ば
促
略
に
転
す
る
論
一

率
を
も
っ
て
い
る
）。
年
二
に
は
援
助
の
い
う
一名
の
内
政
干
渉
で
あ

る
、

と
い
ンラ
こ
と
が
い
え
よヽ
つヽ
ｏ

喫
嶋
社
末
の

「
火
京
横
浜
毎
日
新
聞
」
の
主
張
す
る
方
針
は
、
「‐報
如

一

と
共

っ
て
い
た
ｏ
「毎
日
」
は
半
に
公
使
館
要
増
と
に‐
本
人
の
死
傷

の
恢

復
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
り
、

内
政
干
渉
と
戦
争
に
対
し
て
反
対
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
出
不
が
内
政
不
干
渉
の
大
義
を
茂
る
な
ら
ば
、

他
日
欧
西

詰
円
に
朝
鮮
に
た
い
す
る
内
政
十
渉
の
日
実
を
与
え
る
工
と
に
な
り
、

そ

れ
は
日
本
の
一利
益
と
体
而
を
保
全
す
る
ゆ
え
ん
で
な
い
と
い
う
こ
汁
一で
あ

ｆ
．一た

，
そ
う
し
て
朝
鮮
と
談
判
を
開
く
に
当

っ
て
、

朝
鮮
と
条
約
を
結
ん

で
い
る
米
英
二
四
り
協
力
を
求
め
よ
Ｌ
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

第

一

に
朝
鮮
政
府
が
斥
捉
主
丼
一を
Ｌ
っ
た
た
め
、

や
む
を
え
ず
開
戦
Ｌ
な
っ
て

も
、
日
米
の
軍
貴
が
少
く
て
十
む
、

申
工
に
朝
鮮
独
立
の
処
置
を
Ｌ
っ
て

も
不
札
干
渉
の
誹
り
を
免
れ
る
、

第
二
に
支
那
と
の
争
論
を
開
く
の
を
同

正
し
う
る
、

年
四
に
ロ
シ
ア
の
市
進
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た

（５
）

こ
と
で
あ

っ
た
。

以
上

「
行
日
」
の
主
張
を
検
討
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
こ
Ｌ
が
ｔｉ
、や

え
る
。

「
毎
日
」
の
方
針
た
簡
単
に
い
え
ば
外
夜
に
よ
る
事
件
の
平
和
的
解
↓決
に

あ

「
た
と
い
■
一よ
う
■

―
レ
か
し
、

ナ
一針
が

「
親
一如
ど

と
ち
が

コ
ィ
】
い
る
に

も
か
か
わ
―…，
す
、

そ
の
方
針
か
ヽ
な
る
羊
隣
き
論
か
ら
出
た
も
の
で
は
な

く
、

判
鮮
を
い
水
の
防
性
と
し
よ
う
と
す
る
Ｈ
的
一に
よ
い
て
い
る
Ｌ
で
、

根
底
に
お
い
て

「報
知
」
Ｌ
同
一
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
２

▼
系
，ふ
え

よ
う
。
こ
の
根
氏
に
お
け
れ
同
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

共
体
的
方
針
に

お
い
て
両
者
に
差
共
性
が
現
わ
れ
る
の
は
、
「報
知
」
が
年
備
拡
張

に
傾

斜
し
た
の
に
対
し
、
「毎
日
」
は
戦
争
に
伴
う
年
拡
に
反
対
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

「
毎
日
に
が
判
鮮
と
の
談
判
に
米
英
の
比
力
を

求
め
よ
Ｌ
主
張
し
た
第

一
の
理
由
が
戦
争
と
な
っ
て
も
年
贅
支
出
が
少
く

て
す
む
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
い右
十
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
後
の
検
討
に
お
い
て
よ
り
明
確
と
な
ろ
う
。

朝
鮮
に
対
す
る
要
求
は
両
新
聞
と
も
に
最
小
限
度
に
と
ど
め
よ
と
主
張

う
　
し
た
。
そ
の
事
山
は
大
同
小
奨
で
あ
っ
て
、

要
約
す
れ
ば
、

第

一
に
多
大

７９
　
な
要
求
は
朝
鮮
を
反
抗
に
過
い
こ
み
、

年
二
に
か
く
し
て
Ｆ
幹
盆
一，ド
」紛

ぐ
　
・争
が
起
れ
は
、

清
の
朝
鮮
干
渉
を
打
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｌ
た
が

っ
て
要
求
項
目
に
か
ん
し
て
は
、

両
新
聞
と
も
事
変
に
要
し
た
軍
費
貯
慎

金
に
つ
い
一■
は
一合
官
，ァ日
で
あ
り
、
Ｅ

（
を

制
４

ド
い
い
た
っ
て

は
日
本
人
被
空
卓

！者
扶
助
金
に
つ
い
て
も
否
定
的
で
あ
っ
′，
。

八
月
三
十
日
済
一物
ｉ浦
条
約
な
ら
び
日
幹
修
好
条
規
続
約
が
維
ば
れ
た
。

い工報『叫却撃一巾舟一巾姫いＴ『身対却中一翔守悔脚的‐こ昨ぃォ一帥ち捺‐こ輩

Ｌ
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
「毎
日
」
は
酷
一償
士
・
扶
助
金
を
要
求
す
る

理
由
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
修
好
条
規
続
約
に
お
い
て
居
留
地
の
拡

上一は打神申的一却”『一キヤ翔中一一中市与糾蜘舶ち̈中湘「和時錦中一”峠内正学「ク巾お周

の
外
交
政
策
に
積
極
的
．批

判
を
展
開
し
た
。

こ
の
事
変
で
■
が
朝
鮮
に
軍
事
干
渉
を
行

っ
て
宗
主
権
を
再
確
立
し
た

こ
Ｌ
は
、
日
本
に
緊
張
感
を
与
え
た
。
し
か
し
問
新
聞
と
も
に
お
に
敵
意

を
さ
し
イ
≡示
十
二
た
な
く
、

東
洋
平
和
の
た
め
に
日
活
提
携
す

′ミ
し
と
唱

えヽ
た
。

「報
知
」
は
、
日
支
両
一目
が
今
日
相
争
う
の
は
、
ロ
シ
ア
の
■
洋
進
出

を
利
す
る
の
み
で
あ
り
、

両
国
は
共
通
の
政
に
対
抗
す
る
た
め
に
提
携
せ

（９
）

よ
と
主
幕
し

ん
。
だ
が
他
方
で
は
、

知
識
再
く
、

天
下
の
大
勢
に
通
じ
、

束
洋
公
★
の
利
告
を
夏
慮
す
る
の
は
束
洋
中
我
国
の
み
で
あ
り
、

我
国
が

て

羊

′？

革

‘」圭

【竺

支
郡Ｔ

朝
鮮
工益

輸

子何
導
に
一な
け
あれ
ば
、
ア
ジ

ア
は
欧
米
詰
邦
に
侵
路
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
の
よ
う

に
、
Ｐ
設
知
扶
］一
ｒ
「／日
清
提
携
と
は
対
等
の
そ
れ
で
は
な
く
、
自
己
を
ア

ジ
ア
の
指
導
者
Ｌ
位
置
づ
け
た
非
対
等
者
間
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

す
で
に

朝
鮮
独
立
援
助
Ｌ
い
う
名
の
内
政
干
渉
か
主
張
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
、

支

――― ′V ―



r 80 )
(81)

那
析
■
論
か
に
略
浦
に
は
，仕
す
る
の
ム
述
い
ナ丁
工
Ｌ
は
な
か
，
た
．

一竹
‐…
」
の
Ｈ
中
批
排
一論
は
こ
れ
と
共
】
て
ア
ジ
ア
指
導
者
意
識
は
ユ

占
れ
な
い
！

だ
い
Ｈ
に
は
た
が
Ｈ
■
人
に
眠

↓
て
門
地
旅
行
十
許
さ
た
い
の

を
下
‐十‐
Ｆｉｉ
Ｌ
し
つ
つ
も
、

汁
あ
こ
う
し
た
Ｈ
■
■
命
迪
の
順
困
は
、

■
，ｔ
の

性
、

判
鮮
側
口
、

坑
球
作
，合
問
把
な
Ｌ
で
は
不
か
活
に
た
い
し
高
圧
も
態

げ
ｆ
ｉ取
「
た
こ
と
に
あ
り
、
し
た
か
っ
て
■
洋
■
和
上
古
Ｌ
い
通
】
関
係

帥向的一巾付一中，抑陣蜘笥吐削”】ついャ、中町‐ｉ‐、‐」にい俗瑚一柳

る
要
求
――――
他
の
場
合
Ｌ
同
――
く
、

明
治
政
府
い
尚
■
的
外
交
上
掟
に
北
刊

”町
で
あ

っ
た
●
十
一　
そ
れ
か
ら
Ｈ
活
述
村
の
前
れ
Ｌ
し
て
明
治
技
府
た
誰

十
■
・メ
よ
し
て
い
る
よ
な
ど
、
「報
知
」
Ｌ
丘
一る
と
こ
あ
一が
あ
「
た
．

「
報
竹
」
の
朝
鮮
陶̈
旭
式
力
解
決
論
、

ア
ジ
ア
持
導
≡
論
は
当
然
党
綱

舶
，
■
項
”
山
〓地
改
尺
先
決
論
に
快
妙
な
変
化
を
与
え
ん
，

明
治
十
五
年

代
月
■
十
三
日
■
流

「■
奔
エ
ル
勿
レ
‐
で
ｔｉ
　
拙
任
”――――
旭
に
↓
ユ
ｉ
奔

し
て
、

人
民
に

！１１
っ
モ
最
ム
☆
Ｉ
な
向
‐――
や
杵
一利
の
快
今ヽ
、

立
憲
吹
体
の

に
立
”
―ｌｉｌ
他
を
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
と
ｉ
峡
し
　
ま
た
．九

月

二
Ｈｆ
ｉ
記

「
詫
政
辻
党
綱
領
束
ｉ
項
」
、

九
月
七
日
社
流

「
改
進
■
式
ノ
布
志

ｆ
・
静

ヨ
リ
切ヽ
工
蛮
ス
ヘ
十

ハ
如
何
十
ル
時
代
ナ
ル
ヤ
プ
明

ニ
ス
」
で
は
綱
快
打

二
項
の
再
確
認
を
行

っ
て
い
る
。　

一
兄
内
地
改
史
先
汁
一論
が
里
特
■
れ
て

い
る

ｌ
ｔ
ぅ
に
も
ユ
え
る
が
、

刺
住
問
胆
武
力
解
決
論
と
は
矛
ｒ
し
て
ｒ
る
ゥ

，
か
―，
と
し
ろ
坑
内
、
と
く
に
”
洋
訳
政
会
派
に
円
権
拡
張
市

、
の
ぼ
斜

か
，■
１＞
れ
、

そ
れ
に
対
十
る
竹
十
と
し
て
綱
価
第
二
項
の
再
確
認
が
十
一訓

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
社
説
に
現
わ
れ
て
い
え
√
】

こ
あ
た
，
で
み
て
も
、

仕
妙
な
少
化
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
た
い
。

明
治

十
■
年

八
Ｈ
十

八
Ｈ
社

洸

「
海
十年

拡

張

ノ
記

」

モ
は
、

内

清
改

史

先
決
論

の
立
場

か
ら
当
而

の
問

題

と
し

て

は
海
宜

の
拡
単
一＝
否
定

し
て

い
る
一か
、

し
か

し
現
す

の
拒

肝
あ

実
用
性

に
狂

問

を
，

し
、

年

弘

”
急
稚
て

あ
る

こ

と
十
一認

め
年

孜

十
得

る
た

め

に
内

地

改
■

を

完
―
十

■
し
―二
押
下

ん

】

二

の
よ
う

な
比
解

は
、

こ
の
年

に
始

る
政
席
あ

”対
消

軍
弘
計

画

に
対

す

る
い

力
な
抵
抗
た
り

々
な
い
こ
Ｌ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
た
述
の
よ
う
に
政

一府
の
年
拡
政
策
に
開
も
な
く
同
調
し
て
行
く
の
で
十，
る
。

（せ
て
れ
に
対
し
、

だ
神十日
」
お
よ
び
同
じ
く
叫
鳴
■
点
め

「
■
，１‐て
叫
一柿

町

話
」
は
一蚊
ぃ
年
拡
反
対
論
を
展
開
す
る
が
、
こ
卜中ｉ‐ｉ
併
ｉｆ
十六
十
で
止
一、る
ヤ

こ
と
に
す
る
。

以
上
述
べ
た
Ｌ
こ
ろ
か
ら
、

■
洋
乱
政
会
派
と
呼
嶋
＝
派
い
対
ア
ジ
丁

志
識
を
要
約
し
て
い
た
は
、

胡
者
に
あ
っ
て
は
、

朝
鮮
武
力
十
渉
論
や
ア

デ
ア
指
単
肺
が
み
―＞
れ
．

後
者
に
あ
っ
て
は
十
和
外
々
論
が
唱
え
ら
れ
、

デ

Ｉ゙
れ
研
車
者

志
一識

は

存
在

せ
ず

、

か
た

っ
て
叫
「清
政
け時”
の
対

ア
ジ

ア
政

策

に
批
判

的

で
あ

る
な

ど
、

両

派

に
大

き

な

相
と

か
■

１、
れ

る

。

し
か

し

而
派

に
そ
う

し

た
，相
違
性

が
あ
る

に
も

か

か
わ
Ｌ
寸

、
両
派

の
朝
鮮

に
対

す

る
さ
度

は
決

し

て
ヽ

な

る
≡

隣
意
識

か
ら
出

た
も

の
で

は
な
く

、
朝
鮮

と

口
本

の
防

壁

と

し
よ
う

と
す

る
、

根

底

に
お
け

る
同

一
性

が
み
ら
れ

る
、

と

い
う

こ

Ｌ
が

で

ヽ
よ

う
．

両
派

の
対

ア
ジ

一土

！ｔど卜識

てアぅ
十
イ
■

性

Ｌ
根

底

に

お
け

る
同

一
一性

が

な
ど
「生
れ

る

か
。

こ

の
問
題

は
、

汝
一■

以
一卜
の
日対
ア
ジ

ア
意
識

の

一
一用

の
校

討

Ｌ
、

第

六
十

に
お
け

る
女

汁
試

政
会
派

の
年

拡
士

定
論

と
曜
鳴

一社
派

の
軍
拡
不
中定
論

を
手

が
か

り

と
し
た
、

価
派

の
な

水
■

義
体

制

の
構

想

の
校

討

に
よ

っ
て
解

か
れ
る

は
す

で
あ
え

。

一証
（
１
）

「
報

仰

」
明

治
１５
年

８
月

２
Ｈ
社
Ｈ

「
引

肝

，
夜

根
」
（
前

サ

ノ

統
ヽ

（
４
）
「
報
知
」
明
治
１５
年
８
月
７
，
８
日
社
税

「
朝
鮮
ノ
投
徒

ヨ
巾
メ

サ
ル
可
ラ
ス
に
行
尼
時
行
推
全
集
」
併
五
巻
ヽ

（
３
）
「報
知
」
明
治
１５
年
８
月
４
●
５
日
社
税

「
ｉｌ，１
仲
政
蜂
Ｌ

一
４
）
「
毎
日
に
明
治
１５
年
８
月
９
１
１２
日
社
説
ち
胡
鮮
貯
一応
一　
第
二

―
―
下
」

一。

（
５
）
戸
幣
日
」
明
治
１５
年
８
月
１７
１
・９
Ｈ
社
討
在
‐朝

鮮
敵
一
時
　
一”
入

一
６
）
「
択
知
‐
明
治
五
年
８
月
１５
日
社
卍

「
朝
鮮
処
分

論
　
”””
■
」

（
前
摘
土
集
第
二
米
じ
、

同
月
１〇
四
社
説

「
要
求
過
多
オ
，
べ
力

ラ
ズ
」
●
「
行
日
」
明
治
１５
年
８
月
２４

・
２６

本札
一
‐！１
社
説

「
中
諭

朝
鮮
政
略
　
竹
■

、
〓
、

四
」
。

一
７
】
「
報
知
二
明
治
１５
年
９
月
４
田
社
れ

「
帆
鮮
談
判
平
和
終
一下

′

…Ｉ
Ｌ
１ヽ，１
■
」
。

一
８
）
「
わ
再
」
明
治
１５
年
９
月
５
日
社
説

「
口
峠
訣
判
ノ
結
局
」
、

同

月
６
１ｉ
社
説

「
Ｈ
怖
和
約
ノ
花
報
フ
読
ム
」
。

（
９
）
「
報
知
」
明
治
１５
年
９
月
５

●
６
日
杜
説

「
束
洋
ノ
大
勢

大

計

ヲ
諭
十ズ
」
。

（
１０
）
「
報
如
」
明
治
１５
年
８
月
１７
日
社
説

「
朝
鮮
処
分
論
」
奎
Ｈ
描
企

集
神
三
巻
）
。

（１１
）
「
毎
西
」
明
治
１５
年
１２
月
３
●
５

，
８
口
社
説

「
日
本
支
所

ノ

十終
けラ

諭
ス
　
第

丁
士

ご
。

（
・２
）
「
東
京
喪
論
新
詰
に
Ｌ

「
暖
嶋
雑
詰
」
が
合
併
し
た
の
は

明

治

十
六
年
六
一月
の
こ
と
だ
が
、

十
二
年
十

一
月

「
新
詰
」
準
十刊
】

時
、
！哩
嶋
社
の
海
間
守

一
、

叫
派
龍
、

革
瑚
時
福
が
祝
酢
を
寄

柿
し
、

ま
た
他
の
同
社
長
が
誼
説
を
寄
一稿
し
、

十
五
年
に
は
肥

琢
が
同
■
一の
監
督
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
撃
嶋
社
と
同
誌
と

は
関
係
赤
一深
く
、
し
た
が

っ
て
十
六
年
六
月
以
前
の
同
誌
も
哩

昭
社
孫
す
一み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
十　
清
仏
戦
争
と
対
ア
ジ
ア
意
識

明
治
十
六
年

（
一
人
八
円
年
）
六
月
青
仏
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
。

十
九

世
紀
以
降
始

っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
経
略
は

一
人
八
二
年
か
ら
二

年
に
か
け
て
強
化
さ
れ
、

イ
ン
ド
シ
ナ
に
宗
主
権
ャ
一主
張
す
）ハウ清
軍
、

安

南
の
院
軍
と
フ
ラ
ン
ス
軍
と
の
衝
突
が
繰
返
え
さ
れ
た
。

一
八
八
三
年
ア

ル
マ
ン
予
備
条
約
が
成
立
し
、

安
南
は
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
門
と
な

っ
た
が
、

清
仏
の
対
立
は
政
化
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し

一
八
八
四
年
二
月
天

津
条
約
か
成
立
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
保
護
権
が
承
認
さ
れ
た
が
、

同
年
六
月

清
仏
耐
一年

は
パ
ク
ン
で
再
び
衝
突
し
て
全
面
的
獣
問
と
な
り
、

八
五
年
四

月
の
誰
一和
仮
条
約
、

六
月
の
修
好
通
商
平
和
条
約
締
結
に
よ
っ
て
事
件
は

や
っ
と
解
決
し
た
。

（↓

一知
」
ど
４
日
」
と
も
に
、

こ
の
戦
争
に
対
し
て
は
一局
外
中
立

ヤ
≡
唱

え
た
。

「毎
日
」
の
こ
の
戦
争
に
対
す
る
見
解
に
は
、

矛
盾
し
た
も
の
が
あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、　

一
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
骨
一略
を
目
に
文
明
を
唱
え
て
号

蛮
夷
の
行
為
た
な
す
も
の
と
批
難（此
、
ま
た
ア
ジ
ア
は
万
回
公
法
の
利
益

に
あ
づ
か
る
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、

東
洋
人
氏
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
家

の
い
う
万
国
公
法
た
は
政
米
二
州
の
万
国
会
法
で
あ
る
と
、

非
難
し
て
も
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弁
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
ア
ジ
ア
の
名
に
お
い
て
西
欧
諸
国
の
デ
ジ

ア
偉
略
を
非
難
ュ
た
。
し
か
し
工
の
ア
ジ
ア
被
庄
迫
民
．族

と
し
て
の
共
通

感
覚
も
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
利
益

の
た
め
に
打
消
さ
れ
、

他
方
で
は

「
支
那
ノ
賄
一北

ハ
ロ
六
ノ
圭
‘ナ
リ
」
と

い
う
。
そ
の
理
回
は
次
の
よ
う
で
一あ
つ
た
。

す
一那
が
フ
ラ
ン
ス
に
勝
利
す

れ
ば
、

益
々
軍
拡
を
一行
い
、

こ
れ
と
対
抗
上
日
不
も
年
拡
競̈
争
を
す
る
で

あ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
は
軍
資
増
大
の
た
め
殖
産
．事
業
や
貿
易
は
衰
退
せ
ざ

る
を
え
な
い
。

反
対
に
フ
ラ
ン
ス
が
支
那
企
土
を
占
領
す
れ
ば
、
日
本
に

と
っ
て
危
険
だ
が
、

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
り
、
フ
ラ
フ
ス
が
そ
れ
を
目
的

と
し
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
が
そ
れ
十
一傍
観
す
る
は
！す
は
な
い
。
し
た
が

！
て

支
那
は
敗
北
す
る
も
、

帝
国
の
形
を
存
し
て
、

中
けい
諸
口
の
促
路
に
対
す

る
日
本
の
藩
犀
も
し
く
は
緩
衝
と
な
る
で
あ
る
う（覚
。

つ
ま
り
ヽ

支
が
が

適
当
に
敗
北
す
れ
は
、

冨
賞
支
出
に
よ
る
デ
ル
ジ
〓
ア
的
発
展
の
町
止
も

起
ら
ず
、
ま
た
日
本
に
対
ｆ
一す
る
恐
れ
の
な
い
防
忙
Ｌ
も
な
り
、
日
本
の

ブ
ル
ジ
≡
ア
的
発
展
に
よ
っ
て
万
事
好
都
合
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

局
外
中
立
の
主
要
な
理
由
ヽ
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
「
た
。

す
な
わ
ち
、

清
仏
い
ず
れ
の
側
に
つ
い
て
も
、　

一
切
を
な
ば
う
っ
て
戦
争
に
意
を
注
が

わ
一姫
れ
”
貯
，
力
”
一
申
荊
一
一輸
拒

姓
坤
製
叫
一

が
榔
挫
お
議
十仰
娘
韓
一
蜘

十
一る
態
度
は
、

終
紅
的
に
は
日
本
の
デ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
利
告
の
観
点

に
よ
っ
て
規
ヤ
≡
れ

て
い
た
（■

あヽ
る
。

「報
知
に
は
厳
正
中
立
を
主
張
し
た
が
、

そ
の
理
由
は
近
年
【
水
の
外

資
政
策
に
忌
妬
を
い
だ
く
清
に
消
極
の
利
益
を
与
え
、

友
愛
の
拳
動
を
示

し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
日
浩
あ
親
密
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
日
清
親
密
化
を
必
要
と
す
る
理
由
は
、

政
治
上
直
接
利
誉
関
係

を
も
っ
と
共
に
、

通
商
上
よ
り
す
る
も
将
来
日
本
の
市
場
と
な
る
者
は
欧

↓本
で
は
な
く
て
≡宿
で
あ
一る
と
い
つヽ
こ
と
で
あ
十
■．
。

す
。

清
仏
一夢
Ｊ
に
騰
し
て
、
「毎
日ど

は
清
（格
迎度
の
敗
北

を
望

み
、
「報

，知
」
は
日
清
拙
密
！化
と
唱
え
る
と
い
う
ち
が
い
を
示
し
な
が
ら
、

い
ず
れ

も
そ
９
発
想
の
根
源
は
日
本
の
資
本
主
義
的
発
展
の
利
害
に
あ
っ
た
。

一証
（
１
）
算
＝
卸
卜
明
治
１７
年
８
月
２６
日
社
説

「
迷

二
怖
外
中
立
ヲ
エ
布

セ
ン
コ
ト
フ
望
ム
」
、

同
月
刻

・
２９
一日
社
説

「
我
田
ノ
中

立
当

サ
ニ
如
何
ス
ヘ
キ
」
、
「
毎
日
」
明
治
１７
年
９
月
３
日
杜
説

「
早

ク
局
↓外
中
立
ノ
布
告
ア
ラ
ン
ヨ
ト
ヲ
理
ム
」
去
一よ
び
註

（
５
）

杜
説
。

（
２
）
ど
一
」ｉ
」
胡
送
ｉ‐４・７
年
８
月
１７
日
社
説

「
ロ
ニ
々
一明
ヲ
唱

ヘ
テ
身

蛮
夷
ノ
行
ヲ
為
ス
ト
ハ
其
レ
仏
人
ノ
謂
ヒ
子
」
。

（
３
）
「
毎
口
」
明
治
１７
年
１０
月
１。
日
社
説

「
東
洋
諸
国

ハ
万
円

公

淡
一

ノ
利
益
ヲ
分
取
セ
ズ
」
。

（
４
〕
「
毎
日
」
明
治
１７
年
８
月
２９
日
杜
説

「
文
肝
ノ
敗
北

ハ
ロ

本

ノ

キ平
ナ
リ
Ｌ

（
５
）
「
行
Ｈ
ご
明
お
１６
年
８
月
２．
‐‐

２３
日
社
詰
一
「
消
仏
二
同
ブ
紛
議
ニ

関
シ
Ｈ
太
ノ
政
略
如
何
」
。

（
６
）
「
報
姉
」
萌
冷
１７
年
１０
月
２５
日
仕
説

「
消
国

二
対
ス
ル
友
立
」
。

一上
　
第

二
次
京
城
事
変
期
の
対
ア
ジ
ア
意
識

明
治
十
七
年
十
二
ャ月
四
日
、

清
に
依
存
し
て
保
守
化
し
た
四
氏
ら
事
大

一党
政
権
に
対
し
、
日
本
と
結
ん
で
改
革
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
独
立
党
が

ク
ー
トテ

タ
ー
を
」起
し
、
こ
こ
に
常
「，
次
京
城
専
）変
が
始
巧
た
。
し
か
し
清

年
は
収
撃
を
行
ふ
、
日
本
年
は
沢
却
し
た
の
で
、　
ク
ー
デ
タ
ー
は
失
敗
に

終
り
、
日
本
公
使
館
、

居
解
民
は
妻
撃
を
受
け
た
．
Ｌ
示
し
十
八
年
一
月

九
日
、

朝
鮮
た
漢
城
条
約
が
結
ば
れ
、

四
月
十
べ
口
に
は
日
活
一間
に
大
津

条
約
が
結
ば
れ
、
日
清
両
軍
の
判
鮮
か
ら
の
榊
一兵
、

将
来
派
兵
の
際
の
相

互
照
会
が
約
さ
れ
て
事
件
は
一
応
解
決
し
た
。

「報
知
」
「毎
日
」
と
も
に
、

こ
の
事
変
に
小
ん
し
て
、
そ
の
工
学
一な

責
任
は
朝
鮮
で
は
な
く
、

朝
鮮
比
兵
を
行
っ
た
清
に
あ
る
と
み
な
し
ｆ

す

の
清
に
た
い
す
る
主
要
な
要
求
事
項
と
し
て
、

清
兵
の
撤
退
、

内
取
干
渉

や一野如貌帥帥一抑的”申鞠時巾一ｔツび仰昧畝叶一い”的一☆嘘障一理”ｔこ賠帥

る
と
、

両
新
聞
あ
見
解
は
ち
が
‐

て
い
た
。

ま
つ
「報
知
」
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
「報
知
」を
特
一微
づ
け
た
の
は
、

右
の
要
求
賀
徹
一上
き
わ
め
て
強
使
な
方
針
を
杵
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、

清
に
対
す
る
要
求
を
一
歩
も
護
っ
て
は
な
ら
な
い
と（成
す

こ
の
た

め
に
は
戦
備
を
厳
に
し
て
兵
成
を
示
せ
と
、

子
の
方
法
を
提
二
鴫
す

要
求

い
一坤
蜘
雄
約
第
一中
え（ら
都
歌

活
一
天
薄
を
陥
れ
、

北
京
城
一下
の
里
を
結
一、
と

武
力
解
決
の
主
張
は
必
然
的
に
軍
備
拡
張
の
背
定
た
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。

そ
こ
で
清
の
侵
降
か
ら
刊
鮮
を
守
り
、
日
本
の
独
！立
を
確
保
す
る
必

般中！申韓投れば市殺岬悲出庁拘謝球般的庫”嚇減の（業わ減典離囃

的
軍
拡
背
定
論
を
展
開
し
た
。

し
た
が
っ
て
党
綱
傾
第
二
項
の
内
治
改
良
先
決
論
は
完
全
ド
廃
束
し
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「報
知
」
は
、

現
代
の
独
占
資
本
の
代
弁
者

が

自
衛
力
を
も
つ
こ
と
は
違
憲
で
は
な
い
と
詭
弁
を
手
し
て
憲
法
第
九
条
の

空
文
化

秘
土
し
て
い
る
と
同
様
に
、

国
権
拡
張
と
独
立
維
持
と
は
別
の
こ

と
で
あ
る
と
話
弁
を
弄
し
て
、

朝
鮮
独
立
援
助
と
い
う
名
の
朝
鮮
従
属
化

の
た
め
の
政
降
上
の
交
渉
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
ｏ

こ
の
よ
う
な
対
ア
ジ
ア
方
針
を
支
え
た

「報
知
」
の
対
ア
ジ
ア
意
識
は

ョ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
文
明
を
頂
点
に
お
く
目
際
的
階
層
秩
序
観
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

「報
知
」
は
日
本
は
人
に
開
明
進
歩
し
た
が
、

朝

鮮

・
支
那
は
進
む
こ
と
を
知
ら
ず
、

却
っ
て
退
歩
し
て
い
る
、
と
認
識
し

て
い
た
が
、

右
の
↓階
層
秩
序
観
か
ら
す
れ
ば
、

当
然

「支
那
、

朝
鮮
ノ
国

位
ハ
速
ク
本
邦
４
ト
ニ
在
り
」、
し
た
が
ぅ
て
対
等
国
と
み
な
す
を
え
ず
、

こ
れ
に
対
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
靖
〕

後
進
文
明
国

支
那
、

朝
鮮
に

（
対

一頭
毛
方
法
と
は
万
国
公
法
に
拘
泥
せ
ず
し
て
迅
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
文
明
を
頂
点
と
す
る
国
際
的
略
層
秩
序
に
お
い

て
自
己
が
支
那
ｉ
朝
鮮
よ
り
上
位
に
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
ア
ジ
ア
の
指

導
者
意
識
を
生
み
出
す
。

す
な
わ
ち
進
取
を
目
的
と
す
る
日
本
の
権
勢
が

一坤瑚」一和中巾詢い姫｝”十ャ和劫魂向庫̈中靖地坤品中々貯つる端”勅・

貯湘帥一峻輔卓薩晦十一咋中」印ヤ抑蔀農神一ル】難却力和触ギ報隷約

が
樺
峠
翔
体
的
募
ば
ヽ
「報
如
」
は
支
邦

・
朝
鮮
に
た
い
し
て
梅
蔑
観
を
い

だ
い
て
い
た
が
、

両
者
に
若
子
の
差
果
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
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朝
鮮
は
開
化
党
が
わ
れ
に
頼
っ
て
西
欧
文
明
を
移
入
し
よ
う
た
し
マ、
い
る

か
ヽヽ 、
」
印
却
印
取
却
帥
均
説
ヤ
一広
一
舶
儲

・ 支
柳
娘
球
哨
駒
勁
巾
・瑠
「
十
翔

ア
指
導
者
意
識
と
結
び
つ
い
て
、

朝
鮮
は
晰
く
べ
き
も
、

支
那
は
姉
く
べ

か
ら
ず
、
さ
り
と
て
予
想
さ
れ
る
西
欧
諸
国
の
支
部
分
割
を
作
一観
す
す、き

で
は
な
く
、

そ
う
し
た

「
支
那
に
於
け
る
変
動
を
利
用
す
る
の
市
登
井
を

定
」
め
ね
は
な
ら
な
い
と
い
う
十
張
が
生
れ
た
（

支
那
に
お
け
る
変
動
を

抑抑”車〕帥務取帥帥中”オ型荘耐甲ユ一抑輸中学卿的壊申抑帥

が
、

別
の
題
名
の
社
説
で
、

西
比
諸
国
が
促
陥
に
熱
中
す
る
の
は
、

政
食

弱
内
の
世
界
に
処
し
て
進
取
の
計
一を
施
さ
な
け
れ
ば
仙
邦
に
蚕
食
さ
れ
る

か
―…＞
で
あ
り
、

我
国
も
徹
頭
徹
尾
進
取
を
方
針
と
せ
よ
、
Ｌ
十
張
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

支
那
に
お
け
る
変
動
を
利
用
す
る
政
労
と
は
、

西

政
列
強
の
中
田
分
削
に
対
抗
し
て
日
本
も
そ
れ
に
参
加
す
る
た
い
う
こ
Ｌ

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
に
対
す
る
指
一導
を
意
識

と
侵
略
意
識
が
、

対
支
強
硬
論
を
支
え
る
対
ア
ジ
ア
意
識
で
あ
っ
た
〓

ヨ
ー
■ヽ
ッ
パ
資
木
主
義
文
明
を
頂
点
と
す
る
円
際
的
階
屑
維
一序
租
と
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、

ア
ジ
ア
に
対
す
る
優
紋
志
話
を
生
み
出
し
た
が
、

地
方
で
は
ヨ
ー
博
ッ
ネ
ヘ
の
劣
等
意
識
を
生
み
出
し
た
。
だ
が
ア
ジ
丁
に

対
す
る
止
帯
意
識
の
な
い
と
こ
ヌ♭一で
は
、

ア
ジ
ブ
に
お
の
が
屈
一斥
を
移
護

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
劣
等
感
を
締
供
す
る
方
法
は
な
か
っ
た
。
い
ま

止
蝶
颯
条
約
奔
ひ
使

「れ
秋
如
准

社
説

「
束
イ

＝
一抑鑑

に
於
孟

一章

す
つ

債
金
」
で
、

件
麦
事
件
、

四
国
連
合
艦
隊
下
関
砲
撃
事
件
、

土
佐
藩
兵
が

フ
ラ
ン
ス
水
兵
一■
殺
傷
し
た
択
イ車
体
中、
ア
ヘ
ン
↓収
争
、

ア
ロ
ー
早
フ事
件
、

の
早
急
な
恢
復
は
理
み
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
仏
理
。
こ
こ
，格
岬「ら
か

な
よ
う
に
、

澪
中
日
」
の
戦
争
回
避
論
は
、

善
防
意
識
か
ら
出
た
も

ｎ
≡
で

は
な
く
、

戦
争
が
日
本
の
資
本
主
義
的
発
展
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
だ
と
い

う
理
由
以
上
の
も
の
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

浩
に
対
す
る
今
後
の
方
針
Ｌ
し
て
は
、

朝
鮮
を
永
世
中
立
四
と
し
て
日

清
間
の
紛
議
の
硬
子
を
絶
ち
、
日
清
交
際
の
親
密
化
を
図
れ
と
〓
張

し
た
。

そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
で
一あ
つ
た
０

清
国
が
張
は
な
い
の
は
日
末
に
こ
っ

て
不
利
で
は
な
い
が
、

か
と
い
っ
て
不
振
の
極
、

他
四
に
促
略
、

分
割
さ

れ
て
敗
亡
に
い
た
る
の
も
日
本
に
と
っ
て
不
利
で
あ

っ
て
、
「
君
本
ノ
軍

強
能
ク
世
界
ノ
強
国
卜
抗
衝
ス
ル
ニ
至
ル
マ
デ

ハ
、

市
円
今
ロ
ノ
状
ブ
保

有
セ
ソ
ヨ
ト
ロ
本

二
取
リ
テ
最
モ
利
益
ア
リ
ト
ス
」
（
力
点
原
文
】

手
うヽ

し
て
、

清
が
今
日
の
状
を
保
有
し
、

侵
略
を
免
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、
面
太

と
の
交
際
十
一胡

類
虻
一

、
他
目
を
し
て
乗
ず
る
機
会
を
な
く
す
一ル空
，一亦
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

「毎
日
に
の
一日
活
辻
帯
論
の
性
格
は
明
ら
か
と
な
っ
た
．

職
い

争
同
述
論
が
日
本
の
資
本
主
義
的
発
展
の
利
害
の
観
点
か
ら
唱
え
ら
れ
て
．

い
た
が
、
日
持
連
帯
論
も
同
じ
観
点
か
ら
説
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
．

す

な
わ
ち
、
日
清
連
帯
論
は
日
本
の
資
本
主
義
的
発
展
が
完
成
さ
れ
る
ま
で

の
問
、

活
を
し
て
日
本
の
資
本
主
義
発
展
の
未
熟
を
補
足

・
代
付
さ
せ
土

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

註
（一１
）
「報
知
」
明
治
１８
年
１
月
３
日
社
説

「
職
争
及
ひ
平
和
　
一一■

Ｆ
一

令
尾
崎
行
雄
全
集
」
第
四
巻
》
、

呂
４
口
」
明
治
１７
年
１２
月
２４
日

社
乱

「
対
昨
政
略
　
狩空
ご
）
、

同
月
２７
田
社
説

「
責
清
田

二
布

り
」
、

明
治
１８
年

１
月

８
日
社
説

「
末
城
一事
変

ノ
暴

行
只

ｉ
仰
時

訴

山

事
件

な

ど

に
際

し
、

東

ア
ジ

ア
に
お

い
て
西

座
列
強

が
要
求

し
た
使

金
額

を
掲

げ

て
、

こ
れ
ら

に
準

じ
た
伎

金

を

朝
鮮

に
要
求
す

べ
き

で
あ

る

こ
と
を
暗
示

し

た
か
、

漢

域
条

約

に
規

定

さ
れ
た
一償
金

が
十

二
万
円

で
あ

ヤ？

▼

」
が
非

公
式

に
伝
≡そ

われ

る
と
、

塁

鍔

一人

社

の
生
命

財
産

の

嘘

価

な

る
西

人

の
謂

ふ
所

の
如
き

あ

る
を
嘆

せ
さ

る
を

得
す

」

と
慨

敦

し
志
電

幕
末

の
ロ
ホ

が

ヨ
ー

▼

ッ
パ
か
ら
受

け

た
屈
辱

を

、
同

じ
く

ア
ジ

ア
人

で

あ

る
朝
鮮

人

に
加

え

る

こ
と

が
、

ア
ジ

ア
人

の
生

命
財
産

の
貴

重

さ

を
証

明
す

る

こ
Ｌ

に
な
る

と

い
う

、

ま

こ
と

に
奇
怪

な
論

理

で
あ

っ
た
。

し

か

し
そ

れ

は

ヨ
ー

ド
ッ
共
資
本
主

義
文

明

を
頂
点

Ｌ
す

る
国

際
的

秩
序

観

か

ら
解

放

さ

れ
な

い
限

り

、
当
然

の
論

理

で
あ

っ
た
。

つ
ざ

に

戸
竹
日

」
の
主
鴨
亨

一検
討

し
よ
う
。

こ

中
日
」

が
挙

げ

た

清

に

対

す

る
工投
水

一尋
項

ほ
報

，畑
と

は

ゞ
同

じ

で
あ

る

こ
と

は
十
一で

に
述

ｒ、
た
ご

と
く

で
あ

る

。
し

か
し
要

求
賞

徹

の
た
め
敢

え
イ
車武
力
一に
訴

え
よ
う

と
し

な

か

っ
た，
一

す

な

わ
ち
、
「
毎

日

」

は
、

日
た

の
支
那

，
朝
鮮

に
通

ず

る

の
は
、

侵
昧

を
念

と
す

る
も

の
で

は
な

く

、
朝
鮮

の
神
ギ

一を
保

っ
て
我

を

利

せ
ん

た

め
で

あ
る
と
強

調

し
、

や
む
を
え

な
け

れ
ば
戦

に
訴

え

る

と

し

て
も

、

で

き
る
眠

ワ
外

交

に
よ

っ
て

こ
と
を
決

す

（る
生

と
を
希

望

し
、

こ

の
た

め
に
は
要
求

は
至
当

の
一館
界

に
止

め
よ

と
主
張

し
た
。

そ
う

し

て
や

む
を
え
ず
戦

に
訴

え
ざ

る
と

え
な
く
な

ら
ば

、

フ
ラ

ン

ス
と
同
盟

し
、

戦

企
Ｈ
）

争

の
期
間

を

短

く

ｆ
る

よ
う

に
凶

れ

と
主
張

し
た
。

「
行

日
‐

が

こ

の
よ

う

に
戦

争
固
通

に

つ
と
め
た

の
は
、

戦
争

が
民
力

と
資

財
を
消

耗
さ

せ
る
損

失

は
測

る

こ
と

が

で
吉

ずヽ

、

た

と

え
ば
鉄

道
港

湾
修

築

の
資

本
を
転

じ

て
大

眠

・
巨
砲

と

し

、
貿

易

・
製

造

に
従

事
す

る

人

民

を
兵

卒

と

し

、
戦
勝
後
償

金

が
も

た
ら

さ
れ

て
も
、

費
耗

し

た
国
力

一共
同
ノ
行
”為
ト
ス
‐‐丁
カ
ラ
ズ
に
）^

（
２
）
「
報
知
‐
明
治
１７
年
１２
月
１９
日
柱
説

「
清
処
県
大
故
ヲ
朝

鮮

ニ

汀
対
ス
」
（前
揚
企
集
第
五
巻
）
、

明
持
１８
年
１
月

３
同

社
説

「
戦
争
売
一ひ
平
和
　
第
二
」
◆
刷
描
今
集
第
四
巻
）
、

同
月
１６
日

朴
説

「
文
林
と
戦
ふ
の
利
普
々
論
す
」
、

同
月
２７
日
社
証

「
支

ヽ
談
判
Ｌ

「
毎
旧
に
明
治
１７
年
乾
月
２０

。
九

．
２４

・
２５
日
社
説

「
対
韓
政
略
　
り脚
論
一、　
第

一
―
四
」
、　

明
治
１８
年
１
月
２９
１
生

旧
社
討
〓
．対

昨
敗
略

補

鵡
　
一弟
一
―
主
）
、

高
年
２
月
２７

・
然

同
社
説

「‐要
求
ノ
キ
項
果
シ
チ
如
何
毛

（
３
）
‐☆

知
」
明
治
１８
年
１
月
８
日
柱
説

「
井
上
全
権
大
使
朝

鮮

ニ

人
ヤ
」
（前
掲
企
集
第
四
巻
）
、

同
月
１６
日
社
説

「
文
那
工
戦
ふ

の
利
害
を
論
す
」
（前
掲
全
集
第
■
巻
）
。

（
４
）
「報
知
」
明
治
１７
年
１２
月
１６
日
在
就

「
朝
鮮
事
変
ノ
続
報

及

ヒ

日
滑
′
関
係
」
（前
鍋
全
集
第

工
巻
）
、

同
月
２６
日

「
戦
楠
”充
足

―′
て
和
局
始
め
て
得
可
き
也
Ｌ
↑
山
拐
企
集
帯
工
巻
）
。

（
５
）
「報
知
」
明
治
１８
年
１
月
２
日
在
航

「
戦
争
及
ひ
平
和
」
（一一前
描

全
集
第
四
巻
）
。

（
６
）
「
報
知
」
明
治
１８
年
１
月
１３
日
社
説

「
清
廷
の
朝
鮮
政
略

果

し

て
加
価
Ｌ
）

（
７
）
「
報
知
」
明
治
１８
年
１
月
２．
‐
先

日
汁
説

「
田
権
拡
張
卜
独

キ
一

維
持
ト
ハ
三
物
ナ
リ
」
、

同
月
カ
ロ
汁
一説

「
本
邦
ノ
支
那
朝

鮮

に
対
す
可
き
国
モ
を
議
す
」
全
型
」抑
全
集
第
四
巻
）
、

同
年
３
月

‐６
‐
地

日
社
説

「
治
安
策
」
見
時
）行

距
。

（
８
）
口
報
知

」
明
治
１７
年
磁
月
１７
日
社
前

一‐支
那
朝
鮮
二
四
位

ハ
！妊
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ク
ロ
六
ノ
下
二
在
ル
ヨ
ト
ブ
知
ラ
サ
ル
瑚
ラ
ズ
」
０
一“指
Ｔ
〓
集

符
干
キ
モ

（
９
）
「報
知
」
明
治
１７
年
１２
月
１８
日
社
説

「
回
除
法

ハ
を
単
卜
朝
鮮

ト
ラ
だ
識
セ
ス
」
・（
１１１
掘
企
集
第
五
巻
ヽ

（１０
）
「根
如
」
明
治
１７
年
１２
月
２．
日
社
説

「
女
那
朝
鮮
ヲ
シ
テ
裾
徴

心
ブ
対
・長
セ
シ
ム
ル
句
ン
」
（前
掲
上
生
第
五
巻
）
〔

（１１
）
「
数
知
」
明
治
１８
年
１
月
２．
日
社
説

「
支
那
と
職
ふ
の
剤
！
‥
モ

一中
を

論
す
」
（前
掘
全
集
統
五
巻
）
。

（・２
）
「
報
，く――
」
明
治
１８
年
１
月
２９

，
３。
日
、
２
月
３
１
５
日
社
説
↑
川

掲
全
隼
材

四
巻
）
。

（・３
）
「
報
知
」
明
治
遇
年
１
月
１１
日
社
説

「
進
取
の
計
を
地
し

ｆ、
退

守
の
半
始
て
企
き
を
得
可
し
」
金
型
智
〓
集
第
五
巻
】

（‐４
》
「
報
知
」
明
治
１８
年
１
月
５
日
。

（・５
）
「
報
知
」
明
治
１８
年
１
月
７
旧
。

社
説

「‐時
京
条
約
′
要

領

ヲ

一証
，（
」
。

（‐６
）
「
毎
日
」
明
治
１８
年
１
月
９
日
社
説

「
第
二
対
昨
政
略
Ｌ

し
た
が
っ
て
、

淀
城
条
約
で
は
今
額
が
決
定
し

イー
ト

「
報

知
」
の

て
ｋ
う
に
少
額
で
あ
る
こ
と
に
不
”前
を
も
た
ず
、

■
弱
な

胡
年
の
国
岸
に
相
応
の
も
の
と
み
な
し
た

（
行
日
同
↓▲
ぞ
日
社

説

「
明
治
十
八
年

一
月
九
Ｈ
ノ
ロ
持
条
約
じ
。

（・７
）
「
毎
日
」
明
治
亜
年
１
月
Ｍ
１
１６
日
社
立

「
止
ム
ヲ
得
安

一／〉
パ

仏
国
卜
問
盟
ス
可
シ
」
。

（・８
）
「
行
日
」
明
治
述
年
１
月
９
同
社
記

「
第
二
対
韓
政
略
Ｌ

（・９
）
「
毎
日
」
明
治
配
年
２
月
２０
同
社
記

「
東
洋
政
略
　
竹
”芋
一■

★
（　
対
ア
ジ
ア
意
識
と
資
本
主
義
体
制
の
構
想

以
上
、

第

一
次
京
城
事
変
期
か
ら
第
二
次
京
成
事
変
期
に
か
け
て
、

立

憲
改
進
党
曜
鳴
，社

ア
「東
京
淋
一浜
毎
日
打
聞
」
と
束
洋
試
政
会
系
「郵
便
報

知
新
聞
」
の
対
ア
ジ
ア
意
識
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
両
派
の
増
ア
ジ

ア
意
識
チ
！そ
の
差
堤
性
ｒ
∴同
一
性
に
若
眼
Ｌ
・な
が
ら
、

小
括
し
て
お
こ
う
。

「毎
日
」
に
あ
っ
て
は
、　

一
貫
し
て
外
交
交
渉
に
よ
る
事
件
の
解
決
が

主
張
さ
れ
、

戦
一争
反
対
も
し
く
は
戦
争
回
理
論
が
堅
持
さ
れ
た
。
し
か
も

事
件
の
青
任
は
中
円
に
帰
す
る
の
み
で
は
な
一く
、

明
治
政
府
の
高
圧
的
外

交
政
策
に
ち
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「報
知
」
は
十

で

に
第

一
次
京
城
事
水
え期
年
出
兵
・
内
政
干
渉
を
主
張
し
、
日
本
が
指
導
権

サ
）に
ギ
ろ
ナ．、日
清
堤
推
一論
ＬＹ
主
張
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も

「毎
日
」

が
日
清
提
携
の
苛
堤
と
し
て
明
治
政
府
に
お
に
対
す
る
護
歩
を
要
求
し
た

の
と
は
異
っ
て
い
た
。
し
か
も
第
二
次
京
城
事
変
に
な
る
と
、

再
び
開
戦

論
を
改
一吹
し
、

今
後
の
対
支
方
針
Ｌ
し
て
停
一略
主
義
を
Ｌ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
対
支
方
針
を
支
え
た
の
が
支
那
侮
蔑
観
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
指
導
者

意
識
で
あ
っ
た
。

「毎
日
」
と
呂
評
卸営
の
対
ア
ジ
ア
方
針
ゐ
・現
わ
れ
方
は
右
の
よ
う
に
呆

な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
発
想
の
源
泉
は
同

一
で
あ
っ
た
。

す

な
わ
ち
、

両
者
と
も
に
説
く
と
こ
ろ
の
判
鮮
独
立
援
助
は
、

決
し
て
キ
憐

意
識
か
ら
で
は
な
く
、

朝
鮮
を
日
本
の
け
忙
と
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら

発
し
て
お
り
、
ま
た
面
者
と
も
に
日
清
連
常
論
か
と
ら
れ
た
場
合
、

そ
れ

は
日
本
の
資
本
主
義
的
．発

展
の
利
害
の
観
点
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
ｆ
ｒ報

知
」
に
あ
っ
て
は
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
防
壁
と
み

な

さ

れ

た
り

、
あ

る

い
は
将
来

に
お
け

る
最
大

の
市
場

と

み
な

さ
れ

た

た

め

に
、
「
毎

日

」

に
あ

っ
て
は
日
本

の
資

本
主
義

発

展

の
禾
熟

セ

や
【
位

・

神

足

す

る
も

の
と
し

て
説

か
れ

た

の
で
あ
る
。

居
叫
日
」

が
、

清
赤

古
ム
国

に
な

る

こ
と
も
敗

亡

す

る

こ
と
も
望

ま
な

い
か

っ
た

の
は
、

清

に
こ
の
代

位

・
補

足
以

上

の
も

の
も

、
そ

れ
以

下

の
も

の
も
期
待

し
な

か

っ
た

こ
と

か
ら

し

て
当

然

で
あ

っ
た
。

し

た
が

っ
て
、

深
甘
ど

が
説
く

日
■

連

樽
”

は
日
本
資

本
主
義

が
補

足
物

を
必
要

と

し
な

い
ほ
ど

に
発
展
す

れ
ば
栗

イ
・

さ
ら

れ

る

は
ず

の
も

の
で
あ

っ
た
。

第

二
次
求

城

事
変
期

に

「
仏
高
ゴ

が

依

然

と

し

て
日
清

姫

帯

主
義

を

」

つ
て

い
て
も

、
そ

れ

は

「
報

如
」

の
対

支

侵
略

主
義

汁
本
質

的

な
対

立
点

を

も

つ
も

の
で

は
な

か

っ
た
。

以

上

の
検

討

か

―‐＞
、
押
毎
日
に
「
報

知

」

の
対

ア
ジ

ア
意
識

の
根
度

に
お

け

る
同

一
性

は
日
木

の
資

本
主
義
形
成

と

い
う
絶

対
的
課

題

に
対

応

す
る

意
識

形

態

で
あ

っ
た
、

と

い
う

こ
と

が

い
え

よ
う
。

そ
れ

で
は
商
一者

の
対

ア
ジ

ア
意
識

の
差

奨
昨

は
何

に
と

く

も

の
で

あ
ろ

う
か
。

結
論
を
先
に
い
え
ば
、

同
じ
く
資
本
キ
キ
一形
成
を
課
題
と
し
な
が

ら

も

、

い

か

な

る

資

本

主

義

体

制

を

上

み

出

す

か

、

そ

の
構

想

の
仕

方

の

と

共

が

対

ア

ジ

ア
意

識

の
差

異

性

を

生

み

出

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

そ

こ

で

次

に

曜

鳴

社

派

と

束

洋

詰

ｋ
一会

派

の
資

本

革ヽ

芋

体

制

の
構

想

を

考

千

検

討

し

て

み

よ

う

。
た

だ

し

、
キ
ウ
で

に
与

え

ら

れ

紙

者

を
超

過

し

て

い

る

の

で

ス

ケ

ッ

チ

に

た
一ど

ま

る

こ

た

サ
一
お
断

り

し

て

お
■

た

い

ま
づ
哩
鳴
社
派
の
資
本
主
義
体
制
の
構
想
力、
ら
み
る
こ
と
に
し
ま
ワ
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、

喫
鳴
社
派
の
戦
争
回
避
論
は
戦
争
に
伴
う
軍
一備
拡

張
が
資
本
主
義
的
発
展
を
阻
止
す
る
と
い
う
認
識
に
立
脚
し
て
い
た
。

第

一
次
京
城
事
変
に
際
し
て
は
、
「
東
京
輿
論
新
誌
十
九
十

一
号

社

常
一
「
非

戦
論
」
は
、

わ
が
耳
本
の
租
税
は
軍
事
干
渉
あ
よ
う
な
無
用
な
こ
と
に
消

費
さ
る
べ
ま
も
の
で
は
な
い
、
と
内
地
改
良
先
決
論
の
立
場
か
ら
買
戦
論

を
展
開
し
た
。

明
治
十
二
年
度
歳
入
出
予
算
赤
政
府
よ
り
発
表
さ
れ
る
と

藤
ギ
だ
神
幕
布
中
活
・譲
（一

中
沖

．『
中
中
申
芋
か
れ
購
幡
一庁
判

中
，”
韓
申
一

月
六
日
お
よ
び
九
日
注
説

「我
政
府
が
兵
備
ヴ
拡
張
ス
ル
ト
ノ
説
ハ
信
ダ

ル
ニ
足
ラ
ズ
　
告
二

、
第
■
」
は
腕
出
に
軍
拡
政
策
を
批
判
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、

今
日
支
郭
・
朝
鮮
と
の
交
際
ボ
わ及
れ
よ
う
Ｌ
す
る
形
勢
を
致
し

た
所
以
ナ
一考
え
る
に
、

大
抵
わ
れ
よ
り
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
、

年
拡
を

必
要
な
ら
し
め
■
明
治
政
府
の
対
朝
鮮

・
中
国
政
策
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
批
判
ナ
一及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

他
方

「東
京
輿
論
新
誌
に
は
、

我
国

”
串
樽
中
的
仰
単
中
学
！弟
一確
掬
背
中
巾
革
仲
中
伸
存
一い
わ
中
し
求
”
４
は
陸
宿
を
崇
省
十
焼
佃

明
治
十
六
年
度
歳
入
出
予
算
に
対
し
て
は
、
一‐毎
日
」は
軍
費
増
加
が
そ

の
増
衛
十分
の
三
分
の
二
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
み
な
ら
ず
、

政
府
の
内
治
改
良
方
式
に
も
批
判
が
及
ん
だ
。

す
な
わ
ち
、　
一―毎
日
」
は

歳
入
予
算
中
の
作
業
益
金
を
取
上
げ
、

作
業
益
金
は
民
間
事
業
を
退
縮
さ

せ
る
官
営
工
業
よ
り
十
一ず
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
作
業
益
金
の
ご

在韓帥幸串鍋一橋一蕪は卒串井一燕中却串杯十ヤ一輸↓庁卿弾れ溺れ中料

予
算
中
土
木
費
増
加
が
僅
少
で
あ
る
こ
ン
一を
批
判
し
た
。

す
な
わ
ち
、

先

年
政
府
ほ
土
木
費
を
如
一方

税
支
弁
と
し
た
の
で
　
地
方
人
民
は
負
担
に
苦

し
み
、

道
路
・
海
梁
・
堤
防
の
修
繕
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
に
、

「
八
百
万
円
増
現
ノ
明
治
十
六
年
度
ハ
僅
々
二
十
万
日
ノ
補
助
費
ノ
外
か

一一 も6 -一―一 ヽ / ―一
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下
付
タ

ル
ヲ
得

ザ

ル
幅

‐一）

Ｌ
痛

烈

な
批

判

を
行

っ
た
。

政
府

の
内

治
改

良
方

式

に
た

い
す

る
右

の
よ
う
な
批
判

は
、

噴
鳴

在
派

の
内

治
改
良
方

針

、

い
い
か
え
れ
ば
資

本
主
義
体

制
創

出

の
構

想

が
　

明

治
酸
府

の
そ
れ

と

（
後

述

で
明
ら

か
な

よ
う

に
束

洋
議

政

会

派

の
一
れ
た

も
）
明
確

に
共

っ
た
も

の
で
あ

る

こ
と

の

一
端

を
示

し

て

い
る

よ
あ

た
Ｒ
一

わ
れ

る
。

そ

こ
で
叫
鳴

社
派

が

い
か
な

る
階

層

を
階

級
的

主
体

に
設
定

し
た
資

本

ｉ
誌
体

制

の
構

想

十
ふ

だ

い
て

い
た
か
。

こ
れ
十
一酒
税

増
徴

に
一理
二

つ
能
≡

度

を
通

し

て
検

出

し

て
み
よ
う
。

明
治

十
年
代

に
お

い
て
は
、

池

造
税

に
か
ん
す

る
税

則

は
十
年
十

二
月
キ

十

一
年

九
月

、
十

三
年

九
月

、
十

二
年
十

二
月

と
、

度

■
改

正

が
行

わ
れ

た
が
、

酒
造
税

は
増

加
す

る

一
方

で
、

そ
れ

は
と
く

に
十

三
年

一中拷
席，甚

し

か

っ
た
。

し
か
も

、
十

五
年
十

二
月

の
酒
造
税
則
改

正
追

加

は
活
〓造
税

増

徴

の
み
な

ら
ず

、
増
徴

と
酒
造
業

開
業

制

限

に
よ

っ
イ
轟

州
小

消
造
業

者

を

整

理

し

て
大

酒

造
業

者

に
生
産

を
集
中

・
独
お

さ

せ
、

後

者

の
上

に
安
定

し
た
微

税
体

制

を

か

た

め
る
意

図

の
も

と

に
な

さ

れ

た
。

政
府

の
こ
う

し

た
政
策

に
対

す

る
抵
抗

と
し

て
、

経

営

の
上
向

発

展
的
方

向

を

汁
Ｆ

っ
て
．

い
た
小

酒
造
業

者

が
原

動
力

と
な

っ
て
酒

屋
会

議

が
行

わ
れ

る

の
で

な
れ
毛

「
毎

日
」
は

（
十

７三
４

の
酒
税
増
徴
前
後
よ
り
次

々
Ｌ
増
税
反
対

の
社
説

を
熱
心

に
掲
げ
た
が
、

十
五
年
十
二
月

の
酒
造
税
則
改
正
追
加

に
対

し
て
・

は
、

十
六
年

一
月
九
日
か
ら
十

二
日
に
か
け
て
社
説

「
十
五
年

六
十

百
石

布
告

フ
読

ム
」
を
掲
げ
て
、

次

の
よ
う
に
批
判

し
た
。

す
な
わ
ち
、

・今
回

の
増
税

に
よ

っ
て
百
石
以
下

の
少
量

の
造
酒
家

は
減
少
し
、

数
年
後

は
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、

酒

は
有
限
造
酒
宋

は
減
少
し
数
年
後

は

な
く

な
る

で
あ

る

う
。

そ

の
結

果

、
酒

は
右

限
進
酒

家

の
専
売

に
帰

す

る

姿

と

な
ろ
う

か
ら
、

多
・量

の
と

酒
家

は
多
額

の
税

を
払

っ
て
も
、

得

失
相

使

う

に

い
た
る

で
あ
ろ
う
。

し
た

が

っ
て
今

回

の
税
則
改

正

で
営
業

の
不

利

が
と

し

い
の
成
少
量

の
造

酒
家

で
あ

る
と
。

こ
の
社

説

は
改

正
追

加
酒

造
税
則

の
階
般
性
格

を
的

確

に

つ
か
ん

だ
批
判

で
あ

っ
た
。

以

上

の
）
戸

ふ

ら

、
「
毎

日
」

の
熱

心

な
酒
朴
一れ

反
対

は
消

屋
会

議

の

原

動
力

と
な

っ
た
地
方
小

酒
造
業

者

の
立
場

に
立

っ
て
な
さ
れ

た
も

の
で

あ

る

こ
と
を
知

り
う

る
。

以
上

の
点

や

、
牛
だ

述

べ
た
よ
う

に

「
毎

日
」

が
官

営

工
業

を
廃
し

て
民
間
産
業

の
発

展
ヤ
希

よ

し

て

い
た
点

な

ど

か
ら

考

な

る
な

ら
澄

、
足

督

１

の
立
場

は
政
官

い杯

護

空

ト
ー
Ｌ

商
業

資

本

か

ら
産
業

資

本

へ
の
店

化
を
遂

げ

つ

つ
あ

る
培
一権
資

本

に
対

抗

し

つ

つ
、

自

生
的

な

ブ

ル
ジ

ョ
▼
・渕
発

展

を
指

向

す

る
帥

方
哀
模

層

の
立
場

に
立

っ
て

い
た
よ
う

Ｆ
思

わ
れ

る
。

い

い
か
え

れ
ば

、
地
方

豪

農

層

を
階

級
的

主
体

に
設
定

し

た
資

水
主

義
体

制

の
構

想

を

い
だ

い
て

い
た

の
で
は
な

い
か
と

思

わ
れ

る
。

そ
う

し
た
構

想

か
ら

す
れ
ば

、
明
治
政
府

の
使
略

的

対

外

攻

策

と
そ
れ

に
伴

う
軍

備

拡
張

と
そ

の
た

め

の
増
税

は
、

明

治
政
府

の
！殖

産

典
業

政
策

の
対
一争

か
ら
除

外

さ
れ

た
豪

農
層

の
プ

ル
ジ

ゴ
ア
的

発

展

に
と

っ
て
は
阻
上
的

役
判

し
か
呆

さ
な

い
と
認
耕
≡

≡
れ
た
た

め

に
、

「
毎

日
」

の
戦
争

回

逃
論

、
平

和
外

交
論

が
生

れ

た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

次

に

「
報

如

」

の
苔
木
主

義
体

制

の
構

想

を
校

出

し

て
み
よ
う

。
す

で

に
み
た
よ
う

に
、

塁
裂
知

に

は
第

一
次
京
攻

事
変

一剰
に
年
備

拡
一張
肯

定

ム、

傾
斜
し
て
‐、
た
が
、

明
治
十
六
年
十
二
月
一
十
『
お
よ
び
一
〓
上

日
中社
説

「陸
海
年
拡
張
ノ
談
」
に
お
い
て
政
府
の
年
拡
政
策
を
何
度
に
適
し
た
も

の
と
し
て
贅
と
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ

う

し

た

熊

度

は

政

府

予

算

に

対

す

る

態

度

に

も

現

れ

た

。

明

治

十

五

年

度

歳

入

出

予

算

に
対

し

て

「
報

知

」
が

疑

惑

あ

り

と

し

た

と

こ

ろ

Ｌ

　

予

算

寿
が

示

す

と

こ

ろ

と

実

際

は

背

反

し

て

歳

入

は

よ

り

少

く

な

り

、

歳

山

は

よ

り

多

く

な

刈

ナ

　

め

に

本

年

度

財

政

は

困

難

に

な

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

っ
た

。

つ
ま

り

政

府

の

た

め

に

、

そ

の
予

算

の
実

一際

の

バ

ラ

ン

ス

・

シ

ー

ト

が

合

わ

な

く

な

る

の

で

は

な

い

か

と

心

配

し

て

や

っ

て

い

る

の

で

あ
ち

て

、

軍

賛

増

加

に

は

な

ん

ら

批

判

を

し

て

い

な

い
．

だ

か

ら

こ

そ

、

明

治

十

六

年

度

歳

入

出

予

算

に

対

し

て

は

、

末

年

更

■

人

の

増

出

に

超

過

す

る

須

は

年

拡

☆

と

控

除

し

て

も

二

百

二

十

五

万

余

円

あ

る

が
、

本
年
度
旋
出
予
算
に
甚
し
く
困
縮
の
体
を
前
一わ
さ
な
い
の
は
こ
の
増

入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
五
年
中
の
増
税
や
新
税
設
定
の
た
め

靖
一中オ螺
一ぱ
姉
ヤ瑞
明
締
昨
，
‐全”神一臨
陥
静
知
Ｐ
／獅

］

っ
た
十

五
年

の
紫
荊
一や
新
税

設
定

が
バ

ラ

ン

ス

・
シ
ー

ト
を
合

わ
十
る

こ

Ｌ

に
な

っ
た

こ
ナ

↓こ

賛

意

を
表

し
、

人

民

に
十
一す

る
収

各

が
強
化

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
せ
た
ん

ら
顧
慮

し
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

し
か
も
ま

た
十
六

年
度

予
算
書

例

言

が
、

歳

入

増ヽ
加

は
軍
備

拡
張

と
内

治
改

良

の
貸
と

と

し

て
新
税
制

定

や
増

税

を
行

っ
た
た
め
で
あ

る
と
説
明

し

て

い
る

の
ｒ
対
下
そ

、
昨

年
末

の
増

税

は
宝
備
！拡
張

の
た

め

の
み
と
信

じ
、

政
府
が
内
治
改
良
の
見
込
を
も
っ
て
い
た
の
を
知
る
明
の
な
か
っ
た

】
」
ナ，
≡
ど
白
ｒ
ら
耐
控
井
中予
る
かり
７，ゅ
力
】
い
，リ
ド
に
は
「
ゃ

、　
経
叫
府
内一
の
あ
い
ム
伸
許
千
尺
十
力
十
せ
に
ホ
」

ん

ら

批

判

を

加

え

て

い
な

い

の

で

あ

る

。

そ

の

こ

と

は

「
報

知

」

が

明

治

政

権

の
内

治
改

良
方

式

、

い
い

↑ヽ

え
れ
ば

そ

の
資

本
主
義

体
制
御

坐

の
方

式

に
は
と
ん

ど
迪

徘
」し

て

い
た
こ
と
テ
ニ
不
す

も

の
で
あ
ろ
う

。

こ
れ

と
其

に
、

長
棋
知

」

の
立
場

を
明

性
に
十

る
も

の
は
、
「‐毎

Ｈ
」

十
】

ち

が

っ
て
、

松

ナ
「一財

政
下

に
お
け

る
一象
農
層
あ

階

級

分
化

に
か
ん

し
、

政

府

と
原

則

的

に
対

立
す

る
見

解

を
も

っ
て

い
な

か

っ
た

こ
と
で
あ
る

。
す

な

わ

ち

「
報

知

」
は
凍
！農

の
政

産

を
■

，

べ
き

こ
Ｌ

で
あ

る
と

い

「
て

い

る

こ
と
で
あ
る

が
、

し
か
し

「
資

本
細

分

シ
テ
各

人

ノ
子

ニ
ア

レ

′ミ
大

事

業
決

シ
テ
興
起

ス
ル
能
六

ザ

ル
也

」
、

故

に

「
手

輩

ハ
字

Ｐ
兼

併

ノ
利

ア

ル
ヲ
尉
”

、
未

ダ
其

キ

ア

ル
所

以

フ
知

ル
性

ハ
デ

ル
也

」

Ｌ
、

農

民

の
両

極

分
解
，
一資

本

の
創

出
と
集
中

の
た

め

に
不
可

欠

の
も

の
■
一し

て
肯
定

し

て

い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
豪
農

の
披

産

を

愛

え

た

の

は
、
「
此

年

以
来

／
不
景

気

二
一資
産

家

ノ
土
地

ア

抵

当

二
取

テ
、

止

ム
ヲ

得

ズ
兼
十併

ノ
実

フ
挙

ゲ

タ

ル
者

ナ
キ

ニ
非

ズ

ト
距
ド

モ
、

一象
農

ノ
破

茂

ノ

頻

禁

ナ

ル

ｉ
比

ス
ン
バ
其

多

寡

圏

ヨ
リ
同

ロ

ノ
論

ェ
ア

ラ
ズ
」
、

し

か

も

兼

併

し
た
者

も

一
年
後

に
は
破

産
す

る
者

は
そ

の
半

に
過

ぎ

よ
嘘

≡
み

ん

つ
ま
り
豪
農

の
孜

青

が
両

極

分
解

↓

資

ホ

の
集

中

と

い
う
傾

向

を

と
ら
す

に
、

今
一般
的

香
一を
竹
怖あ
・編
叫
同
を

と

っ
た
声
）み

た
か
ら

で
あ

る
。

―
ウ
た

か

「

て
、

一象
農

の
被
！産

も
前
一極

分
解

の
か

た
ち
ヤ
一と

っ
て
行

わ
れ

る
な

ら

は
、

そ

れ

は
肯
定

す

べ
き

こ
と
で
あ

っ
た

の
ネ主

”る

か
ら
、

豪
農

の
政

た

に

つ

い
て

の
辱
慮

は
豪

農

の
立
い場
か
ら
な

さ

れ

た
も

の
で
は
な

く
、

★
一盗

ホ
制

出

の
立
場

力、
ら
な

さ

れ

て

い
た
と

い
え

よ
う

。

し
た

が

っ
て
そ

れ

は
松
方

原
蓄

政
策

と
な

ん
ら
原
則
的

対

立

は
な

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

大
石
嘉

一
郎
氏
は
こ
の

一‐報
知
」
の
立
場
を

「松
方
財
政
の
Ｔ
備
拡
張

‐「つ租帥神輸一中．韓巾わ蒔一中却憾た（政線一っ中梅一離諦力ヽ己一〕卿輸中『蜘“

は

ほ

ゞ
下
」
し

い

エ
ウ
の

と

田
心
わ

れ

る

。

■
、れ

が
れ
不
し

て

、

許
稔
性
半
れ
の
は
中
般
拍
一

―一 もυ 一 ―
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性
格
を
都
市
大
商
業
資
本
、

あ
る
い
は
政
府
の
保
護
の
下
に
産
業
資
ホ
に

転
化
し
つ
つ
あ
る
大
商
業
資
本
の
立
場
と
堀
ヤ
十，
る
苅
説
的
見
解
が
、

少

く
と
も
東
洋
議
政
会
派
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
力、
は
若
子
の

疑
念
も
あ
る
の
で
、

断
定
は
な
労
し
ば
ら
く
留
保
し
て
お
き
た
い
が
、

東

洋
歳
政
会
派
の
資
木
主
義
体
制
の
構
想
が
明
冷
政
府
の
そ
れ
と
ア
うヽ

一、
だ

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

咽
鳴
社
派
と
束
洋
議
政
会
派
の
対
ア
ジ
ア
煮
一識
の
根
代
に
右
け
る
両
一

昨
に
も
か
か
わ
ら
ず
左
共
性
が
生
れ
て
く
る
の
は
、

而
一派
一が
資
本
主
義
形

成
を
絶
対
的
課
！赳
と
し
つ
つ
も
、

民

っ
た
階
級
的
主
体
を
設
定
し
た
資
本

主
義
体
制
制
出
の
構
想
の
ち
が
い
に
Ｌ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註
（
１
）
「
毎
再
」
明
治
１５
年
８
月
５
日
社
説

十
歳
入
由
予
算
き
ブ
読
ム
」
。

（
２
）
「東
京
栗
諭
新
詰
」

一
一∪
八
、　

一
一　
〓
ウ（
明
治
１５
年
１２
月
七

日
、

・６
年
１
月
３
日
）
社
説

「
養
兵

二
狂
ス
ル
勿

レ
　
一桃

一
、　

第

一
一
」
。

（
３
）
「
毎
日
に、
明
治
１６
年
７
月
１８
日
社
説

‐読
明
治
十
六
年
庁
一
予
算

第
二
」
。

（
４
》
「
毎
呂
」
明
治
１６
年
７
月
４
同
社
説

‐読
明
治
十
六
年
態
一
予
算

第
四
」・。

（
５
）
「
毎
日
」
明
治
１６
年
７
月
１９
日
社
説

「
読
明
治
十
末
年

Ｆ
【
予
算

第
七
」
。

（
６
）
明
治
十
年
代
に
お
け
る
明
治
政
府
の
酒
辻
業
に
対
す
る
政
策
な

ら
び
に
酒
屋
会
議
の
構
造
に
か
ん
し
て
は
、

拙
稿

「
明
治
十
年

代
に
お
け
る
明
治
政
権
と
酒
造
業
者
の
動
向
―
‐酒
屋
会
議
小
論

―
」
（
歴
史
評
諭

一
二
五
号
）
、

拙
稿

「
酒
屋
会
議
―
を
（り
確
層

っ
て
―
」

日
本
史
研
究
三
王
号
）
。

第
二
の

辞
一
由
ほ
”瞥
特
社
の

少
な
か
ら
ざ
る
も
の
が
東
出
養
蚕
批
帯
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

哩
鴨
社
は
関
束

・
東
北
に
　
九
社

あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

わ
た
く
し
に
”刊
明
し
た
範
阿
で
は
、

東
京
、

福
島
県
石
川
郡
石
川
村
、

群
に
、

横
浜
、

入
王
子
、

足

利

（
第

一
十
四
、

〓

・ｒＬ、

一
九
喫
略
社
）
に
お
か
れ
て
―
一
、

わ
。

ゎ
ず
あ
、

に
判
明
し
た
範
囲
内
で
あ
る
が
、

養
蚕

・
其
糸
地
一荷
に

お
か
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。

喫
鴨
社
の
寅
易

に
対
す
る
関
心
は
こ
う
し
た
掟
蚕

・
製
糸
地
帯
の
妄
農
高
層
の

立
場
か
ら
い
だ
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
Ｌ
〓こ
の

地
帯
の
要
一農
商
層
の
利
害
の
み
を
代
弁
し
た
の
で
い
た
一
い
こ
と

は
大
文
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
り
、

↓喋
鴨
社
が
茨
農
●
一利
讐

を
代
弁
し
た
と
す
る
わ
た
く
し
の
見
解
に
交
更
の
必
要
■
な
い

よ
よノ
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
雄
妊
を
深
め
る
ナを
」
が
で
き
た
の
は
典
崖
氏
を
，
じ
め

田
村
貞
雄
氏

・
江
村
栄

一
氏
の
御
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
ぶ

多
い
ぅ

よ
り

一
層
の
検
討
は
予
定
の
別
稿

「
喫
嶋
社
論
」
で
景
め
た
■
〕

（
９
）
「
無
如
に
明
治
１５
年
７
月
２．

．
２２

・
２４
同
社
説

「
就
技
大

出

予

算
共
」
。

（面

）
「
報
知
」
明
治
五
年
７
月
４
四
杜
説

「
十
六
年
度
歳
入
■

■
】
算

書
ヲ
読
ム
　
打
主

」
。

（１１

）
「
報
如
Ｌ
明
治
１６
年
７
月
２
日
社
説

「
十
六
年
度
歳
入
出

予

算

書
ブ
読
ム
　
密
二

」
。

（
・２
）
「
報
知
」
明
治
１７
年
１２
月
１３
同
社
証

「
兼
・併
４
利
書
妄
津
！
／
破
十

的
基
盤
―
」
（
史
九
二
〇
の
二
）
、

長
倉
保

「
明
治
十
年
代
に
お

け
る
酒
造
業
の
動
向
―
酒
底
会
議
を
め
ぐ

っ
て
―
」
（
歴

史

評

論

一
二
バ
号
一）、
仙
木
学

「
明
治
前
期
に
お
け
る
瓶
造
業

の
展

開
と
酒
屋
会
一議
―
‐酒
造
経
営
を
中
心
と
し
て
ｒ
止

盆
性
済

学

論

究

一
人
の
二
）
な
ど
参
脈
さ
れ
た
い
。

（
７
）
例
え
ば
、
「
毎
日
」
は
急
激
な
増
程
を
行
な

っ
た
明
治
十

〓
一
年

九
月
沼
造
税
．則

布
告
に
除
し
て
は
、

事
前
に
こ
れ
を
察
知
し
て

長
文
の
社
説
一‐酒
税
案
只
１３
年
７
月
１６
‐
・８

。
２０

．
２７

。
２８
Ｈ
）

や

「
酒
類
呼
造
税
議
突
」
（
問
年
９
月
９

●
１０
日
」
を
掲

げ

て

増
税
に
反
対
し
、

税
則
布
告
後
も
在
説

「
酒
類
税
ノ
改
正
ｋ
間

年
１０
月
１

・
２
Ｈ
）
を
掘
げ
て
反
対
し
た
。

（
８
）
本
稿
卓
稿
に
対
し
て
、

呉
屋
治
美
氏
は
唆
喝
社
に
は
貿
易
商
の

要
求
を
代
一舟
し
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
”

を
対
置
さ
れ
た
。

わ
た
く
し
に
は
現
在
失
記
的
反
論
の
準
備
は

な
い
が
、

推
定
の
程
度
で
い
安
ば
、

毛
う
し
た
側
面
も
あ
る
よ

う
に
ヽ
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
主
と
し
て
横
浜
の
生
糸
貿
易
に

つ
ら
な
る
東
山
丈
蚕
地
帯
の
有
一捜
両
層
あ

貿
易
に
対
す
る
利
害

を
代
弁
Ｌ

て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
理
由
あ

第

一
成
十

明
治
十
四
年
の
横
浜
生
糸
荷
”
所
事
件
に
除
し
て
国
内
資
本
の

オ
ほ
、

す
な
わ
ち
国
内
生
糸
流
通
の
漁
一占
を
意
図
し
て
荷
預
所

に
結
隼
丁

た
大
商
人
層
と
そ
の
支
配
下
に
お
か
れ
よ
う
と
し
て

い
る
生
糸
生
産
者
と
の
矛
盾
が
現
わ
れ

る

十
一、
「
毎
日
」
は
後

者
の
利
益
の
擁
誇
を
主
張
し
て
い
る
エ
ン
一で
あ
る

（
鈴
太
良
氏

「
外
画
を
⌒易
と
デ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
ー
生
糸
荷
預
所
事
件
を
め
ぐ

昨
置

（
尾
崎
行
性
一全
舞
　
純
田
巻
一．

終
【
　
申
ヽ

４
備
不
足
か
ら
未
執
一な
論
稿
Ｌ
な

っ
た
が
、

改
進
党
研
究
が
推
一ん
で
い

な
い
状
況
で
は
者
千
の
問
題
や
見
通
し
を
中
出
す
る
の
も
無
意
味
で
は
な

い
と
を
）え
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

忌
性
の
な
い
御
批
判
を
お
願
い
す

る
次
第
そ

れ
る
。

本
稿
万

ね
ら
い
は
、
自
由
民
権
派
の
ア
ジ
ア
使
略
意
識
が
民
権
運
動
の

挫
折

（
挫
折
諭
自
体
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
の
批
刈
■

こ
こ
で
は
特
く
）
や
封
建
的
要
因
に
規
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、

資
本
主
義
体
制
の
構
想
に
規
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
対
ア
ジ
ア
意
識
は
国
内
の

資
本
■
義
体
制
の
構
想
の
み
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

世
界
史
的

契
機
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
↓
世
界
史
的
契
機
が
資
本

主
義
体
制
の
構
想
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
対
ア
ジ
ア
意
識
を
規
定
す
る
か

が
検
討
一さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

準
備
不
足
か
ら
そ
れ
を
果
し
え
な
か
っ

た
。

他
日
を
期
卜
た

い
。

本
稿
を
印
刷
に
付
す
る
前
に
、

わ
た
″
しヽ
た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
い
よ
ソ

バ
ー
青
―ｌｉ
秀
彦
、

江
村
栄

一
、

松
永
昌
三
、

呉
一一住
伯
美
、

国
村
項
夫
の
詰

氏
か
ら
批
判
や
音
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、

時
間
の
余
俗
が
な
い
た

め
に
、

そ
れ
ら
を
発
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
↓
た
。

そ
れ
ら
は
今

後
の
研
究
に
生
か
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、

史
料
門
覧
に
際
し
て
は
明
治
新
聞
雑
誌
文
晴
主
任
西
日
長
寿
先

生
は
じ
め
同
文
産
員
の
方
々
に
お
世
話
い
た
だ
い
た
。

厚
く
お
礼
ラ
申
し

上
げ
た
い
ｏ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曇

九
六
四
・
五

・
五
）
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