
 
 

日
本
近
代
史
講
座
：
先
の
大
戦
に
至
っ
た
歴
史
上
の
転
換
点
を
求
め
て 

第
３
回 

日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
の
影
響 

 

は
じ
め
に 

日
清
戦
争
に
勝
利
し
て
賠
償
金
と
台
湾
を
獲
得
し
て
、
国
民
は
「
戦
争
は
儲
う
か
る
」
「
軍
人
は
授
爵
へ
の
早
道
」
と
意 

識
し
て
優
秀
な
若
者
が
軍
人
に
憧
れ
、
日
本
は
軍
事
大
国
を
目
指
し
ま
し
た
。
日
露
戦
争
で
南
満
州
鉄
道
を
獲
得
す
る

と
米
国
が
提
案
し
た
鉄
道
共
同
経
営
を
拒
否
し
、
ロ
シ
ア
の
復
讐
戦
に
備
え
て
韓
国
を
併
合
す
る
と
、
満
州
の
併
合
は
時

間
の
問
題
に
な
り
、
日
露
戦
前
に
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
約
束
し
た
門
戸
開
放
・
機
会
均
等
を
反
故
に
し
て
、
満
州
の

利
権
を
そ
っ
く
り
我
が
物
と
し
、
嘗か

つ

て
満
州
の
横
領
を
企
ん
だ
ロ
シ
ア
と
同
様
に
帝
国
主
義
国
に
変
貌
し
た
の
で
し
た
。 

一
、
大
陸
（
朝
鮮
・
満
州
・
支
那
）
へ
進
出
の
動
機 

既
に
産
業
革
命
を
果
た
し
た
英
国
を
始
め
欧
米
列
強
諸
国
は
、
原
料
供
給
地
確
保
、
消
費
市
場
確
保
や
余
剰
資
本
の
投

下
先
を
求
め
て
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
各
地
に
進
出
し
植
民
地
化
し
て
行
き
ま
し
た
。
明
治
二
〇
年
代
に
な
る
と
ア
ジ
ア
で

独
立
を
維
持
し
て
い
た
国
は
日
本
、
清
国
、
朝
鮮
、
タ
イ
だ
け
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
が
進
む
中
で

明
治
二
二
年
に
明
治
憲
法
が
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
翌
年
十
二
月
に
第
一
回
帝
国
議
会
で
山
縣
首
相
が
、
海
外
遠
征
可
能
な

陸
海
軍
の
軍
備
増
強
予
算
案
八
千
八
百
万
円
を
提
出
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
主
権
線
・
利
益
線
論
で
説
明
し
ま
し
た
。
主

権
線
・
利
益
線
論
と
は
山
縣
首
相
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
よ
り
教
授
さ
れ
た
も
の
で
、
列
強
が
割
拠
し

て
覇
権
を
争
っ
た
欧
州
大
陸
の
産
物
で
し
た
。
日
本
の
場
合
に
当
て
は
め
れ
ば
主
権
線
と
は
日
本
の
国
境
線
で
あ
り
、
利

益
線
と
は
日
本
に
隣
接
す
る
地
域
且
つ
そ
の
地
域
が
敵
対
す
る
国
に
支
配
さ
れ
る
と
日
本
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
地
域

で
、
「
利
益
線
に
属
す
る
地
域
は
日
本
の
属
国
に
す
る
か
、
友
好
国
に
す
る
か
、
少
な
く
と
も
中
立
国
と
す
べ
し
」
が
利

益
線
論
で
す
。
山
縣
首
相
は
日
本
の
独
立
自
衛
を
確
保
す
る
に
は
利
益
線
た
る
朝
鮮
を
少
な
く
と
も
中
立
国
に
す
る
必
要

が
あ
る
と
主
張
し
、
当
時
の
朝
鮮
は
清
国
の
属
国
状
態
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
先
ず
清
国
を
武
力
で
排
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
、
対
清
国
戦
を
予
想
し
て
軍
備
増
強
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
帝
国
議
会
を
制
し
た
野
党
の
民
政
重
視
を
標

榜
す
る
大
反
対
に
直
面
し
な
が
ら
も
軍
備
増
強
予
算
は
、
数
回
の
議
会
解
散
や
論
争
を
経
て
成
立
し
、
陸
海
軍
の
近
代
化

を
進
め
ま
し
た
。
但
し
こ
の
主
権
線
・
利
益
線
論
は
麻
薬
み
た
い
な
も
の
で
利
益
線
を
一
旦
中
立
国
化
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
国
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
く
な
る
と
無
理
矢
理
に
我
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
出
て
軍
備
を
増
強
し
て
自
国

の
主
権
線
に
組
込
ん
で
し
ま
い
、
更
に
そ
の
先
の
隣
国
を
利
益
線
と
看
做
し
て
果
て
し
な
い
拡
張
を
繰
り
替
え
す
、「
隴ろ

う

を

得
て
蜀
を
望
む
」
が
如
く
際
限
が
無
い
も
の
で
し
た
。 

二
、
日
清
戦
争
の
影
響 

⑴ 

日
英
通
商
航
海
条
約
の
調
印
：
近
代
国
家
へ
の
脱
皮
に
自
信 

日
清
戦
争
に
先
立
つ
明
治
二
七
年
七
月
一
六
日
に
日
英
通
商
航
海
条
約
を
締
結
し
ま
し
た
。
条
約
調
印
に
当
り
、
英
国
外

相
キ
ン
バ
リ
ー
伯
爵
は
青
木
周
蔵
公
使
に
「
日
英
間
に
対
等
条
約
が
成
立
し
た
事
は
日
本
の
国
際
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る

上
で
、
清
国
の
何
万
の
軍
を
撃
破
し
た
事
よ
り
も
重
大
な
こ
と
だ
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
る
通
り
、
日
本
は
英
国
の
後
ろ
盾

を
得
て
日
清
戦
争
の
開
戦
を
決
意
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
日
本
海
軍
の
艦
船
の
大
部
分
が
英
国
製
で
あ
り
、

ま
た
英
国
は
当
時
、
世
界
一
強
力
な
東
洋
艦
隊
を
派
遣
し
て
黄
海
上
を
遊
弋

ゆ
う
よ
く

し
、
又
朝
鮮
の
首
都
・
漢
城
に
も
英
国 
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の
外
交
官
が
駐
留
し
て
い
た
為
、
日
本
は
朝
鮮
で
清
国
と
争
う
前
に
英
国
と
良
好
な
外
交
関
係
を
樹
立
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
英
国
と
し
て
も
ア
ジ
ア
で
独
・
仏
・
露
三
国
と
植
民
地
獲
得
競
争
で
鎬

し
の
ぎ

を
削
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
ア
ジ

ア
で
唯
一
近
代
化
に
邁
進

ま
い
し
ん

す
る
日
本
に
恩
を
着
せ
て
味
方
に
付
け
る
事
は
外
交
戦
略
上
有
利
と
み
た
損
得
勘
定
に
よ
る
も

の
で
し
た
。
英
国
に
次
い
で
他
の
欧
米
諸
国
と
も
調
印
し
日
本
は
近
代
国
家
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。 

注
記
：
本
条
約
に
よ
り
領
事
裁
判
権
は
撤
廃
さ
れ
た
が
、
関
税
自
主
権
の
完
全
な
回
復
は
日
露
戦
争
後
に
な
っ
た
。 

⑵ 

国
民
意
識
の
変
化
：
立
身
出
世
の
道
を
目
指
し
て
後
々
発
帝
国
主
義
へ 

日
清
戦
争
の
勝
利
で
軍
人
の
社
会
的
地
位
が
高
ま
り
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
天
皇
は
大
元
帥
と
し
て
天
皇
制
は
一
挙
に
社
会 

的
基
盤
を
堅
固
な
も
の
と
し
ま
し
た
。
日
清
戦
争
を
契
機
に
江
戸
時
代
の
藩
別
割
拠
意
識
か
ら
日
本
国
民
と
し
て
自
覚
し

た
上
に
、
軍
事
国
家
を
意
識
し
て
ア
ジ
ア
に
於
け
る
勢
力
拡
大
を
目
指
し
ま
し
た
。
注
目
す
べ
き
事
は
、
日
清
戦
争
で
は

戦
争
の
功
績
で
個
人
も
利
益
を
享
受
し
ま
し
た
。
軍
人
や
政
治
家
に
は
戦
争
の
功
績
に
よ
り
綬
爵

じ
ゅ
し
ゃ
く

（
新
規
受
爵
）・
陞

爵

し
ょ
う
し
ゃ
く

（
昇
格
）
が
あ
り
、
華
族
に
な
れ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
国
民
の
間
に
定
着
し
、
１
明
治
二
八
年
末
迄
に
四
一
名
が
授

爵
し
、
そ
の
内
三
〇
名
が
軍
人
で
し
た
。
２
因
み
に
日
露
戦
争
後
に
は
百
人
が
授
爵
し
ま
し
た
。
戦
死
者
も
褒
賞
・
階
級

特
進
の
栄
典
や
国
家
に
よ
る
顕
彰
、
遺
族
へ
の
軍
人
恩
給
の
国
家
補
償
が
あ
り
ま
し
た
。
英
仏
蘭
等
の
先
進
帝
国
主
義
国

は
国
内
の
余
剰
資
本
を
原
料
・
労
働
力
・
市
場
を
も
つ
植
民
地
に
投
資
し
て
利
潤
を
得
る
為
に
植
民
地
や
従
属
国
を
求
め

て
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に
進
出
し
ま
し
た
。
一
足
遅
れ
た
帝
国
主
義
国
の
露
独
米
諸
国
も
植
民
地
獲
得
に
乗
り
出
し
て
い

ま
し
た
。
更
に
遅
れ
て
日
本
は
資
本
輸
出
能
力
が
低
い
に
も
拘
ら
ず
植
民
地
獲
得
と
い
っ
た
面
の
み
を
真
似
て
後
々
発
帝

国
主
義
・
軍
事
国
家
と
し
て
割
込
み
始
め
ま
し
た
。 

⑶ 

日
清
戦
争
の
損
得
勘
定 

戦
争
費
用
約
二
億
円
に
対
し
て
国
民
が
負
担
し
た
戦
時
公
債
一
億
二
千
万
円
、
残
り
の
八
千
万
円
は
日
本
銀
行
借
入
金
と

国
庫
余
剰
金
で
賄

ま
か
な

い
ま
し
た
。
公
債
負
担
に
耐
え
る
程
国
民
の
資
産
形
成
が
進
ん
で
い
た
事
と
、
銀
行
の
体
制
が
全
国
的

に
募
集
可
能
な
迄
に
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
日
清
講
和
条
約
に
よ
り
得
た
賠
償
金
額
は
日
本
円
に
し
て
約
三
億
六

千
万
円
で
、
当
時
の
国
家
予
算
の
三
倍
に
及
ぶ
巨
額
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
用
途
の
内
訳
は
軍
備
拡
張
費
六
三
％
、
臨
時

軍
事
費
二
二
％
、
皇
室
財
産
五
・
五
％
、
そ
の
他
九
・
五
％
で
、
八
幡
製
鉄
所
の
創
立
費
用
も
こ
の
賠
償
金
で
賄

ま
か
な

わ
れ
ま

し
た
が
僅
か
に
〇
・
二
％
の
七
二
万
円
で
し
た
。
賠
償
金
の
大
部
分
は
軍
備
拡
張
費
に
ま
わ
っ
て
結
局
日
本
の
本
格
的
な

産
業
近
代
化
は
大
正
・
昭
和
時
代
迄
先
送
り
さ
れ
ま
し
た
。
山
縣
陸
相
は
明
治
二
八
年
四
月
、
日
清
講
和
会
議
の

中
に

「
利
益
線
を
朝
鮮
半
島
か
ら
満
州
に
拡
大
し
て
、
以
て
東
洋
の
覇
者
た
る
べ
し
」
と
し
て
膨
大
な
軍
備
拡
張
を
主
張
し
ま

し
た
。
そ
の
中
身
は
、
陸
軍
で
は
日
清
戦
争
時
の
七
個
師
団
を
一
三
個
師
団
に
増
強
し
、
海
軍
で
は
仮
想
敵
国
ロ
シ
ア
に

対
し
て
戦
艦
六
隻
、
装
甲
巡
洋
艦
六
隻
の
所
謂
六
・
六
艦
隊
の
海
軍
拡
張
計
画
を
提
出
し
ま
し
た
。
健
全
財
政
、
即
ち
軍

備
拡
張
と
産
業
育
成
の
均
衡
を
重
視
す
る
松
方
正
義
蔵
相
と
、
軍
拡
を
早
急
に
実
行
す
べ
し
と
す
る
伊
藤
博
文
首
相
が
対

立
し
、
明
治
二
八
年
八
月
松
方
蔵
相
が
辞
職
し
伊
藤
内
閣
は
政
治
危
機
に
直
面
し
ま
し
た
が
、
折
し
も
板
垣
退
助
総
裁
の

自
由
党
が
軍
備
拡
張
・
実
業
奨
励
を
掲
げ
て
伊
藤
内
閣
の
与
党
と
し
て
支
持
し
た
為
に
軍
事
拡
張
費
で
前
年
度
予
算
の
二

倍
に
膨
ら
ん
だ
積
極
予
算
を
通
過
さ
せ
て
、
議
会
で
も
軍
事
大
国
肯
定
派
が
多
数
を
占
め
る
に
至
り
ま
し
た
。
次
期
蔵
相

の
渡
辺
国
武

く
に
た
け

は
こ
の
積
極
予
算
を
増
税
、
賠
償
金
、
国
内
や
外
国
公
債
で
賄

ま
か
な

う
よ
う
に
租
税
の
改
革
を
実
行
し
ま
し
た
。

こ
の
改
革
に
よ
る
増
税
額
は
、
開
戦
前
の
租
税
総
額
の
一
・
四
倍
に
相
当
し
て
物
価
騰
貴
と
共
に
国
民
の
負
担
増
と
な
り
、 
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そ
の
生
活
を
圧
迫
し
ま
し
た
が
、
三
国
干
渉
に
よ
る
遼
東
半
島
放
棄
は
、
政
府
や
軍
部
の
み
な
ら
ず
国
民
に
も
急
速
な
軍 

備
拡
張
を
痛
感
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た

初
の
対
外
戦
争
の
勝
利
で
賠
償
金
を
得
た
事
で
国
民
の
軍
備
拡
張
に
対
す
る
抵
抗 

感
は
小
さ
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
新
聞
が
こ
ぞ
っ
て
臥
薪
嘗
胆
を
合
言
葉
に
し
て
軍
備
拡
張
に
賛
同
し
、
報
知
新
聞
は 

三
食
を
節
し
て
二
食
と
な
す
も
海
軍
を
拡
張
せ
よ
と
論
じ
、
国
民
新
聞
は
五
年
以
内
に
欧
州

強
国
の
極
東
海
軍
の
二
ヶ 

国
に
対
す
べ
き
海
軍
力
を
作
り
、
現
時
に
倍
す
る
陸
軍
常
備
兵
力
を
作
る
べ
し
と
煽
っ
て
、
日
清
戦
争
後
に
は
巨
額
の
軍 

事
予
算
も
反
対
さ
れ
ず
に
成
立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
賠
償
金
や
台
湾
獲
得
、
個
人
の
立
身
出
世
等な

ど

を
勘
案
し
て
「
戦 

争
は
儲
か
る
」
と
い
う
意
識
を
国
民
に
植
え
つ
け
、
こ
の
誤
っ
た
意
識
に
よ
り
大
方
の
国
民
は
軍
事
国
家
を
目
指
す
事
に 

抵
抗
感
が
無
く
な
り
ま
し
た
。 

三
、
日
露
戦
争
の
影
響
：
国
際
的
孤
立
化
へ
の
道
を
選
択 

国
民
全
体
が
日
露
戦
争
の
「
苦
戦
辛
勝
・
払
底
し
た
国
庫
」
を
知
ら
ず
に
起
し
た
講
和
条
約
反
対
運
動
に
小
村
外
相
は
恐

怖
を
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
大
衆
迎
合
政
治
に
走
し
り
出
し
て
日
露
戦
争
前
に
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
約
束
し
た
満

州
の
門
戸
開
放
・
機
会
均
等
主
義
を
破
棄
し
て
、
ロ
シ
ア
に
代
わ
っ
て
満
州
で
の
特
殊
権
益
独
占
を
目
指
し
ま
し
た
。
軍

事
的
専
門
技
術
者
集
団
（
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
）
に
過
ぎ
な
い
軍
部
が
統
帥
権
独
立
の
下
に
内
閣
と
の
協
議
も
無
く
、
飽
く

事
の
な
い
膨
脹
計
画
所
謂
「
帝
国
国
防
方
針
」
を
参
謀
本
部
が
策
定
し
ま
し
た
。 

⑴ 

日
露
講
和
会
議
の
内
幕 

３
明
治
三
八
年
一
月
初
め
に
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
よ
り
「
満
洲
、
韓
国
並
に
旅
順
の
問
題
」
の
解
決
に
つ
い 

て
、
日
本
政
府
の

も
適
切
か
つ
満
足
な
方
法
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
と
駐
米
公
使
・
高
平
小
五
郎
に
問
合
せ 

が
あ
り
、
一
月
二
二
日
に
小
村
寿
太
郎
外
相
は
高
平
公
使
に
「
満
韓
並
び
に
旅
順
に
関
す
る
日
本
帝
国
政
府
の
意
志
並
び 

に
希
望
披
歴
方
訓
令
の
件
」
と
す
る
訓
令
を
発
し
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
本
側
が
提
示 

し
た
意
見
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
「
韓
国
問
題
に
つ
い
て
は
、
韓
国
が
日
本
国
防
の
外
帯
を
形
成
し
て
い
る
。 

韓
国
で
の
日
本
の
優
越
勢
力
を
完
全
に
保
持
す
る
こ
と
は
日
本
の
安
全
の
維
持
に
不
可
欠
と
信
ず
る
故
に
、
韓
国
を
完
全 

に
日
本
の
勢
力
圏
内
に
置
き
、
そ
の
政
府
の
保
護
監
督
並
び
に
指
導
を
完
全
に
日
本
政
府
の
掌
中
に
収
め
る
事
は
必
要
な 

り
」
と
韓
国
の
完
全
な
保
護
国
化
を
要
求
し
、「
満
洲
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
は
満
洲
に
於
け
る
機
会
均
等
主
義
を 

と
る
こ
と
を
明
確
に
声
明
し
、
交
戦
の
結
果
と
し
て
清
国
か
ら
満
州
を
獲
得
す
る
事
は
日
本
政
府
は
全
く
意
図
し
て
い
な 

い
」
と
約
束
し
ま
し
た
。 

４
日
露
戦
争
開
始
早
々
の
明
治
三
七
年
三
月
に
伊
藤
公
の
指
示
で
米
国
に
派
遣
さ
れ
た
金
子 

賢
太
郎
と
そ
の
随
員
阪
井
徳
太
郎
（
共
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
卒
）
は
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
接
触
し
て
対
日
援
助
を 

要
請
し
ま
し
た
。
阪
井
は
そ
の
年
の
一
〇
月
初
め
に
旧
友
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
ア
ン
ソ
ン
・
ス
ト
ー
ク
ス
宛
に
「
イ
ェ
ー
ル 

大
学
の
諸
教
授
に
よ
る
日
本
の
対
ロ
シ
ア
講
和
条
件
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に 

応
じ
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
国
際
法
学
者
ウ
ー
ル
ゼ
イ
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
、
朝
河
貫
一
等
が
「
日
露
講
和
条
約
に
関
す
る 

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
」
を
開
催
し
て
、
そ
の
報
告
書
が
、
金
子
賢
太
郎
か
ら
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
小
村
外
相
に
送
ら
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
三
八
年
八
月
の
講
和
会
議
に
小
村
全
権
が
持
参
し
た
日
本
側
の
交
渉
案
は
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
提

起
し
た
条
件
を
基
調
と
し
た
も
の
で
し
た
。 

５
講
和
会
議
で
は
朝
河
は
日
本
政
府
か
ら
講
和
会
議
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
資

格
を
与
え
ら
れ
て
会
議
開
催
中
は
日
本
全
権
団
と
同
じ
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
、
ロ
シ
ア
の
財
政
窮
迫
情
報
や
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト  

 

大
統
領
の
見
解
情
報
を
日
本
全
権
団
に
伝
達
し
ま
し
た
。
小
村
全
権
を
始
め
日
本
側
報
道
関
係
者
は
賠
償
金
獲
得
を
主
張
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し
て
い
ま
し
た
が
、
朝
河
独
り
賠
償
金
獲
得
に
は
道
徳
上
か
ら
、
ま
た
ロ
シ
ア
の
財
政
窮
迫
状
況
か
ら
反
対
し
て
、
賠
償 

金
無
用
論
を
展
開
し
て
日
本
人
に
も
英
語
で
話
す
朝
河
を
日
本
の
記
者
達
は
怪
し
げ
な
人
物
と
し
て
黙
殺
し
ま
し
た
。
講

和
会
議
後
小
村
外
相
が
突
如
豹
変
し
て
自
ら
満
州
の
独
占
排
他
政
策
に
専
心
す
る
様
子
を
朝
河
は
慨
嘆
し
て
、
三
年
後
の

明
治
四
二
年
に
日
本
の
満
州
の
独
占
排
他
政
策
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
原
稿
を
旧
知
の
坪
内
逍
遥
に
送
り
日
本
で
の
出
版
を
依
頼

し
ま
し
た
。
坪
内
は
朝
河
の
原
稿
を
読
ん
で
、
日
本
の
将
来
に
渡
る
危
機
の
原
因
を
指
摘
し
て
い
る
と
し
て
、「
日
本
の
禍
機

か

き

：
日

本
の
孤
立
化
と
米
国
と
の
確
執
」
と
命
名
し
ま
し
た
。 

６
そ
の
中
で
朝
河
が
指
摘
し
た
事
は
「
日
本
政
府
は
日
露
戦
前
に

は
東
洋
政
策
の
根
本
を
中
国
の
領
土
保
全
と
列
国
の
機
会
均
等
の
二
大
原
則
に
置
く
と
繰
返
し
公
言
し
た
に
も
拘
ら
ず
、

戦
後
に
於
い
て
は
之
を
反
古
に
し
て
、
戦
前
の
ロ
シ
ア
が
享
受
し
て
い
た
満
州
に
於
け
る
旧
利
権
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
踏
襲
す
る
と
い
う
排
他
政
策
を
た
く
ま
し
く
進
め
て
い
る
為
、
世
界
は
そ
ろ
っ
て
日
本
を
非
難
し
て
い
る
」
と
伝
え
な

が
ら
日
本
の
満
州
に
於
け
る
利
権
獲
得
を
、
旧
式
帝
国
主
義
外
交
の
悪
弊
と
指
摘
し
、
二
大
原
則
「
領
土
保
全
と
列
国
の

機
会
均
等
」
に
発
す
る
外
交
こ
そ
、
日
本
の
新
外
交
の
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
米
国

が
日
露
戦
争
を
通
し
て
日
本
に
多
大
の
同
情
を
寄
せ
た
の
も
、
実
に
二
大
原
則
に
正
義
の
声
を
聞
い
た
か
ら
で
、
今
日
の

様
に
旧
利
権
を
踏
襲
す
る
日
本
の
政
策
で
は
今
後
日
米
衝
突
に
発
展
す
る
危
機
に
つ
な
が
る
と
警
告
し
た
の
で
し
た
。 

⑵  

桂
・
ハ
リ
マ
ン
覚
書
事
件
：
米
国
の
満
州
進
出
を
阻
止 

日
露
講
和
条
約
前
に
小
村
外
相
が
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
約
束
し
た
満
洲
の
門
戸
開
放
政
策
の
手
始
め
に
、
講
和
会

議
の
終
局
も
間
近
い
明
治
三
八
年
八
月
末
に
ク
ー
ン
ロ
ー
ブ
商
会
代
表
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ハ
リ
マ
ン
が
南
満
州
鉄
道
の
共
同

経
営
提
案
の
為
に
来
日
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が
日
本
に
日
露
講
和
条
約
を
斡
旋
し
、
日
本
を
支

援
し
た
真
意
は
、
日
本
に
恩
を
着
せ
る
形
で
こ
の
機
会
に
満
州
に
足
掛
り
を
確
保
す
る
事
で
し
た
。
ハ
リ
マ
ン
は
、
北
米

横
断
鉄
道
会
社
ユ
ニ
オ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
や
サ
ザ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
の
経
営
者
で
米
国
の
鉄
道
王
と
呼
ば
れ
た
人
物

で
世
界
一
周
交
通
網
を
構
想
し
て
い
ま
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
近
く
の
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
か
ら
北
米
横
断
鉄
道
で
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
に
出
て
汽
船
で
太
平
洋
を
横
断
し
て
大
連
に
至
り
、
大
連
か
ら
南
満
州
鉄
道
・
東
清
鉄
道
・
シ
ベ
リ
ア
鉄
道

経
由
で
モ
ス
ク
ワ
に
至
り
、
ラ
ト
ビ
ア
の
リ
バ
ウ
港
か
ら
汽
船
で
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
に
つ
な
ぐ
雄
大
な
も
の
で
し
た
。
高
橋

是
清
が
日
露
戦
争
の
外
債
募
集
時
に
、
ク
ー
ン
ロ
ー
ブ
商
会
の
先
代
支
配
人
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
シ
フ
と
共
に
ハ
リ
マ
ン
が
外

債
を
引
受
け
て
当
初
目
標
の
一
千
万
ポ
ン
ド
を
達
成
し
ま
し
た
。
為
に
外
債
の
信
用
度
が
一
挙
に
高
ま
り
其
の
後
の
外
債

募
集
は
順
調
に
進
み
、
ク
ー
ン
ロ
ー
ブ
商
会
に
は
日
本
政
府
も
恩
義
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ハ
リ
マ
ン
は
日
本
の
朝
野
の

歓
迎
を
受
け
て
元
老
・
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
や
財
界
の
世
話
役
・
渋
沢
栄
一
、
日
本
興
業
銀
行
総
裁
・
添
田
壽
一
等
と
接

触
し
た
上
で
、
桂
首
相
と
会
見
し
て
一
億
円
の
財
政
資
金
援
助
と
満
州
鉄
道
共
同
経
営
契
約
を
提
案
し
ま
し
た
。
提
案
内

容
は
「
満
州
鉄
道
並
に
付
属
財
産
の
買
収
、
当
該
鉄
道
の
復
旧
整
備
改
築
及
び
延
長
並
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
大
連
駅
の
完
成
及

び
改
良
の
為
の
資
金
を
調
え
る
目
的
を
以
て
、
日
米
対
等
の
『
株
式
引
受
企
業
連
合
（
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
）
』
を
組
織
す
る

事
。
両
当
事
者
は
そ
の
取
得
し
た
財
産
に
対
し
共
同
且
つ
均
等
の
所
有
権
を
有
す
べ
き
事
」
と
あ
り
、
こ
の
企
業
連
合
が

日
本
が
獲
得
し
た
鉄
道
と
付
属
財
産
を
買
い
取
っ
て
、
日
本
は
現
物
出
資
の
み
で
経
費
が
不
要
で
、
日
本
に
と
っ
て
不
利

な
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ハ
リ
マ
ン
の
提
案
に
は
伊
藤
公
、
井
上
侯
や
渋
沢
も
同
意
し
ま
し
た
。
特
に
財
政
を

担
う
井
上
侯
の
立
場
と
し
て
は
戦
争
で
資
金
を
使
い
果
た
し
戦
後
の
財
政
窮
迫
の
状
況
下
に
あ
っ
て
満
州
鉄
道
の
経
営

の
負
担
に
耐
え
る
自
信
が
な
か
っ
た
事
と
、
ロ
シ
ア
の
復
讐
戦
を
考
慮
す
る
と
満
州
を
米
国
や
中
国
を
巻
き
込
ん
だ
国
際
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的
地
域
に
し
て
置
け
ば
安
全
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
桂
首
相
は
関
係
者
一
同
の
賛
意
を
受
け
て
契
約
書
の
覚
書
に
署
名

し
た
も
の
の
正
式
契
約
書
の
調
印
は
小
村
外
相
の
帰
国
後
と
し
ま
し
た
。
小
村
外
相
は
帰
国
後
こ
の
契
約
に
猛
然
と
反
対

し
ま
し
た
。
「
国
民
は
既
に
賠
償
の
無
い
講
和
条
約
に
激
昂
し
て
い
る
の
に
、
条
約
で
獲
得
し
た
僅
か
な
利
権
を
企
業
連

合
に
売
渡
し
自
ら
満
州
経
営
の
足
場
を
放
棄
す
る
よ
う
な
計
画
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
国
民
が
い
か
な
る
大
騒
動
を
起
す
か

測
り
難
い
」
と
強
硬
に
主
張
し
ま
し
た
。
誰
に
も
ま
し
て
ロ
シ
ア
か
ら
の
賠
償
獲
得
に
固
執
し
た
小
村
自
身
が
、
賠
償
無

し
で
ロ
シ
ア
に
押
切
ら
れ
た
無
念
さ
で
一
杯
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
小
村
は
元
老
や
桂
首
相
等
を
説
得
し
て
覚
書
を
破
棄

し
ま
し
た
。
７
ハ
リ
マ
ン
は
提
案
が
拒
否
さ
れ
た
翌
年
に
高
橋
是
清
に
「
今
か
ら
十
年
後
に
は
米
国
と
満
州
鉄
道
を
共
同

経
営
し
な
か
っ
た
事
を
後
悔
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ま
し
た
。
結
局
米
国
は
日
本
に
よ
っ
て
満
州
か
ら
締
出
さ
れ
、
中

国
へ
の
進
出
雄
図
が
一
瞬
に
崩
れ
、
元
来
米
国
は
英
国
と
共
に
海
洋
国
家
と
し
て
日
本
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、

以
後
は
一
転
し
て
米
国
民
に
反
日
感
情
が
高
ま
っ
て
親
日
政
策
か
ら
反
日
政
策
に
転
換
し
、
白
色
艦
隊
派
遣
や
日
本
人
移

民
排
斥
運
動
が
激
化
し
た
上
に
、
特
に
中
国
関
連
の
外
交
問
題
で
は

悉
こ
と
ご
と

く
日
本
と
対
立
し
た
政
策
を
展
開
し
て
太
平
洋

戦
争
に
発
展
し
た
の
で
し
た
。
外
交
官
・
岡
崎
久
彦
は
「
国
際
関
係
は
所
詮
力
関
係
で
あ
り
、
日
本
人
の
血
で
獲
得
し
た

土
地
と
い
う
よ
う
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
理
由
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
、
結
局
日
本
は
時
の
国
力
に
応
じ
た
結
果
を
受
諾

す
る
か
或
は
全
く
勝
ち
目
の
な
い
戦
争
を
や
る
外
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
帰
結
で
あ
り
、
日
本
に
と

っ
て
ハ
リ
マ
ン
提
案
を
受
諾
し
て
お
く
事
が
正
解
で
あ
り
、
小
村
の
術
策
は
国
の
運
命
を
誤
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
確
か
に
こ
の
米
国
と
の
共
同
経
営
が
実
現
し
て
い
れ
ば
日
米
関
係
の
み
な
ら
ず
日
中
関
係
や
対

ソ
連
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
の
日
本
は
単
独
鉄
道
経
営
を
足
掛
か
り
に
し
て
軍
部
中
心

の
満
州
経
営
に
変
身
し
て
行
き
ま
し
た
。 

⑶ 

元
老
・
伊
藤
博
文
公
の
遺
訓
空
し
く
満
州
に
軍
部
進
出 

日
露
戦
争
後
の
満
州
で
は
、
参
謀
本
部
総
長
・
児
玉
源
太
郎
大
将
が
ロ
シ
ア
の
復
讐
戦
を
予
測
し
て
占
領
地
区
か
ら
撤
兵 

せ
ず
に
各
地
区
に
軍
政
処
を
配
置
し
て
、
民
政
・
治
安
・
商
業
・
農
業
の
全
般
を
統
括
さ
せ
て
南
満
州
の
全
地
域
に
軍
政 

を
敷
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
措
置
に
対
し
て
英
・
米
政
府
か
ら
日
本
政
府
に
抗
議
が
殺
到
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の 

加
藤
高
明

た
か
あ
き

外
相
が
児
玉
総
長
に
日
露
講
和
条
約
の
規
定
通
り
に
満
州
か
ら
の
撤
兵
を
要
請
し
ま
し
た
が
、
児
玉
総
長
は

統
帥
権
を
楯
に
し
て
拒
否
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
抗
議
し
て
加
藤
外
相
は
辞
任
し
ま
し
た
。
西
園
寺
公き

ん

望も
ち

首
相
が
外
相
を
兼

任
し
て
満
州
の
実
情
を
視
察
し
て
廻
る
と
、
現
地
の
中
国

高
幹
部
を
罵
倒
す
る
よ
う
な
陸
軍
将
校
の
横
暴
は
常
軌
を
逸

し
て
い
る
有
様
で
し
た
。
内
閣
の
権
限
で
は
統
帥
権
を
翳か

ざ

す
児
玉
総
長
の
措
置
を
総
理
大
臣
で
も
抑
止
で
き
ず
に
困
り
果

て
、
伊
藤
公
に
そ
の
処
理
を
懇
願
し
ま
し
た
。
明
治
三
九
年
五
月
二
五
日
に
伊
藤
公
は
関
係
閣
僚
全
員
と
児
玉
総
長
を
召

集
し
、
満
州
問
題
に
関
す
る
協
議
会
を
主
宰
し
ま
し
た
。
平
塚
篤

あ
つ
し

編
「
伊
藤
博
文
秘
録
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
会
議
に
於

い
て
伊
藤
公
は
日
露
戦
争
を
勝
利
に
導
い
た
功
労
者
た
る
児
玉
総
長
を
名
指
し
で
叱
責
し
て
独
断
で
満
州
に
軍
政
を
敷

く
陸
軍
の
措
置
の
中
止
を
命
じ
ま
し
た
。
伊
藤
公
曰
く
「
児
玉
総
長
以
下
満
州
陸
軍
担
当
者
は
、
満
州
に
於
け
る
日
本
の

地
位
を
根
本
的
に
誤
解
し
て
い
る
。
満
州
で
の
日
本
の
権
利
は
、
講
和
条
約
に
よ
り
ロ
シ
ア
か
ら
譲
り
受
け
た
遼
東
半
島

租
借
地
と
鉄
道
の
外
に
は
何
物
も
な
い
。
満
州
経
営
に
つ
い
て
日
本
の
官
吏
や
商
人
が
頻し

き

り
に
説
く
が
満
州
は
決
し
て
我

国
の
領
土
で
は
な
い
。
純
然
た
る
清
国
の
領
土
で
あ
る
。
我
国
の
領
土
で
も
な
い
場
所
に
我
が
主
権
が
行
わ
れ
る
道
理
は

な
い
し
、
ま
し
て
や
満
州
経
営
の
為
の
拓
殖
商
務
省
の
様
な
も
の
を
新
設
し
て
事
務
を
取
扱
わ
せ
る
謂
わ
れ
も
な
い
。 
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満
州
行
政
は
清
国
に
負
担
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
国
際
信
義
に
反
す
る
陸
軍
の
独
走
を
口
を
極
め
て
非
難
し
ま

し
た
が
、
北
方
に
居
座
る
ロ
シ
ア
軍
に
対
処
す
る
関
東
州
駐
屯
軍
の
撤
収
迄
は
言
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
児
玉
総
長
は
伊

藤
公
の
指
摘
を
受
け
て
軍
政
処
を
逐
次
廃
止
し
な
が
ら
、
遼
陽
の
関
東
総
督
府
を
旅
順
に
移
し
て
関
東
都
督
府
を
設
置
し

ま
し
た
。
そ
の
長
官
に
は
文
官
で
は
な
く
現
役
の
陸
軍
大
将
又
は
中
将
を
任
命
し
て
、
関
東
州
駐
屯
軍
司
令
官
を
兼
務
さ

せ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
長
官
は
軍
政
に
近
い
強
大
な
権
限
を
持
つ
事
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
関
東
都
督
府
は
そ
の
後
、
関

東
庁
と
関
東
軍
に
分
離
し
、
陸
軍
省
管
轄
外
の
参
謀
本
部
に
属
し
て
独
自
の
道
を
歩
み
、
張
作
霖
爆
殺
事
件
や
満
州
事
変

を
起
し
て
中
国
大
陸
に
深
く
進
出
す
る
先
兵
と
な
り
ま
し
た
。 

⑷ 

白
色
艦
隊
の
世
界
一
周
航
海 

８
米
国
の
新
聞
が
「
東
京
で
は
講
和
条
約
反
対
を
唱
え
る
民
衆
が
キ
リ
ス
ト
教
会
や
米
国
公
使
館
を
焼
討
ち
し
た
。
日
本 

  

人
は
神
を
冒
涜
す
る
黄
色
い
野
蛮
人
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
が
戦
前
に
日
露
戦
争
を
人
道
と
文
明
の
為
の
戦
い
と
宣
伝
し 

た
言
葉
は
偽
り
で
あ
っ
た
」
と
報
道
す
る
と
、
今
迄
の
対
日
同
情
論
が
一
転
し
て
反
日
感
情
が
高
ま
り
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト 

大
統
領
を
始
め
講
和
会
議
に
協
力
し
た
関
係
者
一
同
は
日
本
人
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
で
し
た
。
更
に
日
露
戦
争
後
に
太 

平
洋
か
ら
ロ
シ
ア
の
脅
威
が
消
え
る
と
、
日
米
両
海
軍
は
互
に
太
平
洋
に
於
け
る
唯
一
の
仮
想
敵
国
に
な
り
ま
し
た
。 

９
明
治
四
〇
年
一
月
二
〇
日
付
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ス
が
日
本
脅
威
論
、
日
米
開
戦
論
を
唱
え
始
め
ま
し
た
。
曰
く 

「
日
米
の
開
戦
危
機
が
取
沙
汰
さ
れ
る
に
つ
れ
、
太
平
洋
沿
岸
の
無
防
備
状
態
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
ロ
サ
ン
ゼ 

ル
ス
表
玄
関
に
あ
る
サ
ン
ペ
ド
ロ
港
の
防
備
が
不
十
分
な
の
は
致
命
的
で
、
こ
れ
で
は
東
郷
提
督
の
為
す
が
ま
ま
で
あ 

る
。
」 

更
に
は
か
つ
て
ド
イ
ツ
皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
唱
え
た
「
黄
禍
論
：
日
本
人
が
中
国
人
等
ア
ジ
ア
人
を
従 

え
て
欧
州
を
侵
略
す
る
と
い
っ
た
漫
画
風
な
脅
威
論
」
を
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
タ
イ
ム
ス
が
連
日
掲
載
し
て
日
本
人
脅
威
論 

を
煽
り
ま
し
た
。
米
国
は
、
太
平
洋
諸
島
の
防
衛
の
為
に
海
軍
力
の
整
備
を
急
務
と
し
て
明
治
三
七
年
か
ら
明
治
四
〇
年 

迄
に
一
六
隻
の
艦
隊
を
編
成
し
ま
し
た
。
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
折
か
ら
の
対
日
脅
威
論
を
利
用
し
て
自
国
の
海
軍 

力
を
日
本
を
始
め
世
界
に
誇
示
し
、
更
に
戦
艦
の
建
設
予
算
に
国
民
の
賛
同
支
持
を
得
る
動
機
か
ら
艦
隊
の
世
界
一
周
航 

海
を
企
画
し
ま
し
た
。
明
治
四
一
年
三
月
一
三
日
メ
キ
シ
コ
の
マ
グ
ダ
レ
ナ
港
に
前
弩
級
戦
艦
（P

re-dreadnought  

battleship

）
一
六
隻
か
ら
成
る
白
色
艦
隊
（
ホ
ワ
イ
ト
・
フ
リ
ー
ト
）
を
集
結
さ
せ
て
東
京
経
由
世
界
一
周
航
海
を
発 

表
し
ま
し
た
。 

米
国
内
は
勿
論
欧
州
諸
国
は
日
米
戦
争
間
近
か
で
あ
る
と
騒
ぎ
立
て
、
栗
野
慎
一
郎
駐
仏
大
使
は
、
日 

米
戦
争
不
可
避
と
フ
ラ
ン
ス
紙
は
連
日
報
じ
て
日
本
の
外
債
暴
落
と
日
本
外
務
省
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
新
聞
も 

幕
末
の
黒
船

く
ろ
ふ
ね

と
対
比
し
て
白し

ろ

船ふ
ね

来
寇
と
騒
ぎ
立
て
ま
し
た
。 

当
時
日
本
の
国
庫
は
空
っ
ぽ
で
、
海
軍
は
戦
争
で
使
用
済 

み
の
中
古
戦
艦
六
隻
を
保
有
す
る
の
み
で
米
国
に
敵
対
す
る
能
力
は
絶
無
で
し
た
。
軍
令
部
長
・
東
郷
平
八
郎
大
将
は 

一
計
を
案
じ
、
米
国
の
世
界
一
周
航
海
発
表
直
後
に
白
色
艦
隊
の
日
本
寄
港
招
待
を
発
表
し
て
朝
野
を
挙
げ
た
白
色
艦
隊 

大
歓
迎
の
対
応
に
よ
り
両
国
間
の
緊
張
ム
ー
ド
は
ひ
と
ま
ず
解
消
さ
れ
ま
し
た
。
白
色
艦
隊
派
遣
に
よ
る
日
米
間
の
危
機 

は
一
応
去
っ
た
も
の
の
米
国
で
は
日
本
人
嫌
悪
感
が
更
に
高
ま
り
、
明
治
四
二
年
に
は
ホ
ー
マ
ー
・
リ
ー
著
「
無
智
の
勇 

気
；
日
米
決
戦
論
」
が
出
版
さ
れ
て
、
い
や
が
上
に
も
排
日
感
情
が
高
ま
り
ま
し
た
。 
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出
典
： 

「
日
本
の
歴
史 

２
０ 

明
治
維
新
」 

 
 
 

井
上
清
著 

中
央
公
論
社 

「
日
本
の
歴
史 

２
１ 

近
代
国
家
の
出
発
」 

色
川
大
吉
著 

中
央
公
論
社 

「
日
本
の
歴
史 

２
２ 

大
日
本
帝
国
の
試
煉
」
隅
谷
三
喜
男
著 

中
央
公
論
社 

「
華
族
」 

小
田
部
雄
次
著 

中
公
新
書 

 
 
 
 

「
司
馬
遼
太
郎
で
学
ぶ
」
磯
田
道
史
著 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書 

 
「
世
界
史
と
し
て
の
日
露
戦
争 

」
大
江
志
乃
夫
著 

立
風
書
房 

「
小
村
寿
太
郎
と
そ
の
時
代
」
岡
崎
久
彦
著 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所 

「

後
の
日
本
人―
朝
河
貫
一
の
生
涯
」 

阿
部
善
雄
著 

岩
波
書
店 

「
ポ
ー
ツ
マ
ス
か
ら
消
さ
れ
た
男
」 

矢
吹
晋
著
・
編
訳 

東
信
堂
発
行 

 
 

      

「
日
本
の
禍
機
」 

朝
河
貫
一
著 
講
談
社
発
行 

「
驕
る
日
本
と
闘
っ
た
男
～
日
露
講
和
条
約
の
舞
台
裏
と
朝
河
貫
一
」 

清
水
美
和
著 

講
談
社 

「
日
英
同
盟 

 

同
盟
の
選
択
と
国
家
の
盛
衰 

」 

平
間
洋
一
著 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書 

「
地
政
学
と
国
際
政
治―

地
政
学
か
ら
見
た
日
米
関
係
」 

平
間
洋
一
著
「
波
濤 

第
一
一
五
号
」 

「
排
日
の
歴
史 

～
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
日
本
人
移
民
」 

岩
槻
泰
雄
著 

中
公
新
書 

脚
注
： 

 

１ 

小
田
部
雄
次 

一
二
五
頁 

２ 

磯
田
道
史 

 

一
五
五
頁 

３ 

大
江
志
乃
夫 

六
六
四
～
六
六
六
頁 

４ 

阿
部
善
雄 

四
八
～
五
〇
頁 

５ 

矢
吹
晋 

 

一
〇
～
一
二
頁 

６ 

清
水
美
和 

 

二
〇
七
～
二
〇
八
頁 

 

７ 

岡
崎
久
彦 

二
八
五
～
二
八
六
頁 

８ 

平
間
洋
一 

六
四
頁 

９ 

岩
槻
泰
雄 

七
四
頁 
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補
足
説
明
： 

朝
河
貫
一
博
士
の
日
露
講
和
会
議
へ
の
貢
献  

１
０
朝
河
貫
一
は
明
治
六
年
福
島
県
二
本
松
市
で
出
生
。
東
京
専
門
学
校
（
後
の
早
稲
田
大
学
）
を
首
席
で
卒
業
後
、

勝
海
舟
、
大
隈
重
信
、
徳
富
蘇
峰
、
大
西
祝

は
じ
め

か
ら
渡
航
費
用
の
援
助
を
得
て
米
国
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
に
留
学
し
ま
し
た
。 

卒
業
後
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
院
に
学
ん
で
博
士
号
を
取
得
。
そ
の
後
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
講
師
と
し
て
「
東
洋
史
と
東
洋
文

明
」
や
「
東
西
交
渉
史
」
を
講
義
し
、
そ
の
間
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
論
説
集
・
イ
ェ
ー
ル
評
論
に
「
日
本
の
対
外
方
針
」

や
「
日
露
衝
突―
そ
の
若
干
の
原
因
」
を
発
表
し
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
関
係
者
の
間
で
は
「
日
露
関
係
問
題
の
学
術
論
説
」

の
第
一
人
者
に
な
り
ま
し
た
。
更
に
日
露
関
係
が
緊
迫
化
・
勃
発
す
る
に
つ
れ
て
、
講
演
会
・
討
論
会
に
参
加
し
多
く

の
新
聞
・
雑
誌
に
寄
稿
し
ま
し
た
。
朝
河
は
日
露
戦
争
の
開
戦
か
ら
九
ヶ
月
後
の
明
治
三
七
年
一
一
月
に
そ
の
著
書
「
日

露
衝
突
」（The R

usso-Japanese C
onflict

）
を
英
文
で
出
版
し
、
そ
の
中
で
日
露
両
国
の
開
戦
に
至
る
迄
の
国
際

関
係
の
推
移
と
経
済
の
発
展
過
程
を
客
観
的
・
学
問
的
に
研
究
し
、
両
国
の
衝
突
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

特
に
強
調
し
た
点
は
「
①
日
本
は
そ
の
存
亡
の
為
に
戦
い 

②
日
本
の
国
運
を
救
う
道
は
清
国
の
主
権
尊
重
と
満
州
・

韓
国
に
於
け
る
機
会
均
等
の
遵
守
」
で
し
た
。
日
露
戦
争
開
始
早
々
の
明
治
三
七
年
三
月
に
日
本
か
ら
米
国
に
着
任
し

た
金
子
賢
太
郎
と
そ
の
随
員
・
阪
井
徳
太
郎
は
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
接
触
し
て
対
日
援
助
を
要
請
し
ま
し
た
。

阪
井
は
そ
の
年
の
一
〇
月
初
め
に
旧
友
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
事
務
局
長
ア
ン
ソ
ン
・
ス
ト
ー
ク
ス
宛
に
「
イ
ェ
ー
ル
大
学

の
諸
教
授
に
よ
る
日
本
の
対
ロ
シ
ア
講
和
条
件
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
応

じ
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
国
際
法
学
者
セ
オ
ド
ア
・
ウ
ー
ル
ゼ
イ
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
助
教
授
、
朝
河
貫
一
等
が
「
日
露
講

和
条
約
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
」
を
開
催
し
て
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
報
告
書
が
、
金
子
賢
太
郎
か
ら
ロ
ー
ズ

ベ
ル
ト
大
統
領
と
小
村
外
相
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
三
八
年
八
月
、
講
和
会
議
に
小
村
全
権
が
持
参
し
た
日

本
側
の
交
渉
案
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
提
起
し
た
条
件
を
基
調
と
し
た
も
の
で
し
た
。 

出
典
：
１
０
「

後
の
日
本
人―

朝
河
貫
一
の
生
涯 

三
頁
～
」 

阿
部
善
雄
著 

岩
波
書
店 

 

補
足
説
明
：
明
治
四
〇
年
度
（
一
九
〇
七
年
）
帝
国
国
防
方
針
の
概
略 

 

国
家
目
標
と
し
て
は
、
開
国
進
取
の
国
是
に
則
り
、
国
権
の
拡
張
を
図
り
、
国
利
民
福
の
増
進
に
勤
め
、
そ
の
目
標
に 

基
づ
く
国
家
戦
略
と
し
て
は
、
満
州
及
び
大
韓
帝
国
に
扶
植
し
た
利
権
と
東
南
ア
ジ
ア
・
中
国
に
拡
張
し
つ
つ
あ
る
民

力
の
発
展
の
擁
護
と
拡
張
と
定
め
る
。
従
っ
て
国
防
方
針
は
、
帝
国
軍
の
国
防
は
東
ア
ジ
ア
に
於
い
て
、
日
本
の
国
家

戦
略
を
侵
害
せ
ん
と
す
る
国
（
米
露
独
仏
）
と
し
、
陸
軍
は
平
時
二
五
師
団
・
戦
時
五
〇
師
団
体
制
を
、
海
軍
は
八
八

艦
隊
を
創
設
す
る
。 


