
批

評

・

紹

介

辛

亥

革

命

の

思

想

島
田
慶
次
・
小
野
信
爾
編
、

昭
和
四
十
三
年
二
月

A
5
判
二
六
五
頁

筑
摩
書
房

中
園
の
古
典
文
撃
が
卒
易
な
日
本
語
に
翻
課
さ
れ
て
慶
い
讃
者
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
が
、
近
数
年
の
聞
に
、
中
園
の
歴
史
の
理
解
を

助
け
る
文
献
が
次
々
に
日
本
語
に
税
課
さ
れ
て
、
少
数
の
専
門
研
究
者
の
研
究

資
料
か
ら
多
く
の
讃
者
の
讃
み
も
の
へ
と
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
、
筑
摩
書
房
の
『
世
界
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
全
集
』
と
か
、

卒
凡
吐
の

『
東
洋
文
庫
』
な
ど
が
、
そ
の
も
っ
と
も
大
規
模
な
仕
事
で
あ
ろ
う
。
孫
文
や

毛
海
東
は
別
と
し
て
、
中
園
革
命
史
の
中
で
記
念
さ
る
べ
き
人
び
と
の
書
き
残

し
た
も
の
が
翻
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
最
近
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
島
田
度
次
氏
の
『
中
園
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
)

は
、
そ
の
よ
う
な
仕
事
の
。
先
駆
。
で
あ
っ
た
。
今
回
出
版
さ
れ
た
、

島
田
慶

次
・
小
野
信
爾
編

『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
(
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
)
は
、
こ

れ
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
島
田
・
小
野
雨
氏
の
名
を
編
者
と
し
て
冠
し
て
い
る
が
、

本
書
あ

と
が
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、
京
都
の
中
園
革
命
史
研
究
曾
、
現
在
は
京
大
人
文

科
事
研
究
所
辛
亥
革
命
研
究
班
と
し
て
研
究
活
動
を
績
け
て
来
ら
れ
、
ま
た
綴

け
て
お
ら
れ
る
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
計
釜
の
一
環
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
研
究
成
果
で
も
あ
る
。
省
初
、
『
辛
亥
革
命
論
説
集
』
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と
し
て
二
聞
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
る
計
重
で
あ
っ
た
も
の
の
第
一
冊
で
あ

り
、
従
っ
て
、

本
書
の
績
編
(
第
二
冊
)
も
、
や
が
て
編
集
・
出
版
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る。

前
掲
『
中
園
革
命
の
先
騒
者
た
ち
』
の
あ
と
が
き
に
よ
れ

ば
、
こ
の
京
都
の
中
関
革
命
史
研
究
曾
は
、
辛
亥
革
命
に
関
し
て
、
か
な
り
長

期
に
わ
た
る
研
究
計
査
と
、
文
献
紹
介
・
研
究
成
果
出
版
の
計
蜜
を
持
っ
て
お

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鳥
田
氏
の
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、

『中
園

革
命
の
先
騒
者
た
ち
』
、
『
辛
亥
革
命
論
説
集
〈
俵
題
〉
』
(
全
二
冊
〉、
『民
報
概

要
〈
飯
題
)
』
、
『
民
報
索
引
』
、
『
辛
亥
革
命
研
究
論
文
集
』

の
金
六
冊
の
出
版

が
計
査
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
は
、

そ
の
全
六
冊
の
第

二
冊
目
に
嘗
る
わ
け
で
あ
る
。

本
書
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
文
献
は
、
郷
容
の
『
革
命
軍
』
、
陳
天
華
の
『
警

世
鐙
』
、
胡
漢
民
の
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義』
、
そ
れ
か
ら
、
『
龍
華
曾
章
程
』
、

『
共
進
曾
宣
言
書』

の
五
篇
で
あ
る
。
「
『
革
命
軍
』
は
嘗
時
の
排
満
共
和
論

と
民
族
主
義
の
、

『警
世
鐘
』
は
革
命
振
の
帝
国
主
義
認
識
の
、

そ
れ
ぞ
れ
典

型
た
る
意
味
を
も
っ
」
も
の
と
し
て
牧
録
さ
れ
、
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』

は
、
中
闘
革
命
同
盟
曾
の
革
命
の
綱
領
と
し
て
、
『
龍
肇
曾
章
程
』
・
『
共
進
曾

宣
言
書
』
は
、
「
民
間
の
反
健
制
秘
密
結
祉
の
革
命
波
の
組
織
工
作
の
綱
領
」

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
と
が
き
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
各
五
篇
は
、
い
ず
れ
も
わ
か
り
や
す
い
現
代
文
に
翻
謬
さ
れ
て
い
る
が
、

い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
た
り
な
が
ら
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

は
意
味
が
通
る
よ
う
に
謬
者
の
剣
断
で
訂
正
さ
れ
て
お
り
、
讃
者
に
親
切
な
謬

文
を
つ
く
る
た
め
の
大
祭
な
努
力
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。
各
篇
に
注
が
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
つ
け
か
た
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

史
料
批
剣
と
難
解
な
寧
語
の
説
明
を
最
低
限
と
し
て
、
さ
ら
に
讃
者
の
理
解
を

助
け
る
説
明
が
豊
富
に
行
な
わ
れ
て
い
る
篇
も
あ
る
。
そ
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
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濁
立
し
た
論
文
と
も
思
わ
れ
る
解
説
が
各
篇
に
附
さ
れ
て
あ
る
。

各
篇
の
誇
・
注
・
解
説
を
嫌
啓
曲
さ
れ
た
の
は
、

『
革
命
箪
』
が
小
野
信
爾
氏、

『
警
世
鐘
』
が
島
田
度
次
氏
、
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』
が
狭
間
直
樹
氏
、

『
龍
華
曾
章
程
』
・

『共
進
曾
宣
言
書
』
が
藤
田
敬
一
氏
で
、
各
々
に
鎗
雷
者
の

個
性
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
種
の
編
集
も
の
と
し
て
は
立
場
が
一

貫
し
て

お
り
チ
l
ム

・
ワ
l
p
が
よ
く
と
れ
て
い
る
。
あ
と
が
き
は
、

編
者
の
一
人
小

野
信
爾
氏
が
書
か
れ
て
い
る
。

『
中
園
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
の
あ
と
が
き
で
、
島
田
氏
は
、
前
に
紹
介
し

た
全
六
冊
の
計
叢
の
う
ち
、
最
後
の
二
冊
を
除
い
て
は
、
「
一
般
|
|
す
く
な

く
と
も
非
専
門
の
讃
者
を
封
象
と
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

今
回
の
『
辛

亥
革
命
の
思
想
』
は
、
私
を
も
ふ
く
め
て
慶
い
讃
者
に
大
安
わ
か
り
や
す
い

現
代
文
で
二

O
世
紀
初
頭
の
中
園
の
革
命
思
想
に
接
す
る
機
禽
を
輿
与
え
て
く
れ

た
。
こ
れ
ま
で
四
角
い
文
字
の
断
片
と
い
っ
し
ょ
に
バ
ラ
バ
ラ
に
頭
の
中
に

入
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
論
説
・
主
張
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま
っ
た
世
界
観
と
し

て
、
一
一
層
は
っ
き
り
と
、
一
一
暦
身
近
か
に
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

私
た
ち
は
、
自
分
自
身
の
経
験
か
ら
考
え
て
も
、
ま
た
、
中
国
革
命
に
関
心

を
持
っ
た
多
く
の
人
び
と
の
経
験
を
き
い
て
も
、
中
国
革
命
の
生
き
生
き
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
小
説
、
回
憶
録
な
ど
に
よ

っ
て
つ
く
ら

れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
繍
隷
し
、

紹
介

す
る
仕
事
を
し
て
き
た
人
び
と
の
名
前
は
案
外
知
ら
れ
に
く
い
も
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
仕
事
が
中
間
研
究
者
を
も
ふ
く
む
日
本
の
一
般
の
人
び
と
の
中

園
理
解
に
ど
れ
だ
け
大
き
く
貢
献
し
た
か
知
れ
な
い
。

『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
に
牧
録
さ
れ
た
五
篇
の
文
献
そ
の
も
の
か
ら
、
何
を

讃
み
取
り
、
何
を
事
ぶ
か
は
、
讃
者
の
問
題
意
識
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
五
篇
の
文
献
を
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
讃
者
は
、
二

O
世
紀
初
頭

の
中
闘
の
革
命
の
息
吹
き
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
農
法
運
動

の
破
産
と
帝
国
主
義
の
中
圏
分
割
を
経
て
、

滅
亡
す
る
か
革
命
す
る
か
い
ず
れ

か
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
自
費
し
、

革
命
に
そ
の
生
涯
を
さ
さ
げ

よ
う
と
志
し
た
人
び
と
が
、
中
閣
の
現
寅
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
何
に
希
望

を
托
し
、
ど
う
い
う
人
び
と
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
し
た

の
か
、
本
書
の
五
篇
の
文
献
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
役
立

つ
。
非
常
な
感
動
を
脇
島
え
な
が
ら
讃
み
進
む
箇
所
も
あ
り
、、
あ
あ
こ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
の
か
と
領
き
な
が
ら
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
常
識
を
組
み
嬰
え
る

よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。
護
者
は
ま
た
、
各
簾
に
つ
け
ら
れ
た
注
と
解
説
を
ガ
イ

ド
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て
の
讃
み
込
み
を
深
め
、
い
ろ
い
ろ
の
角

度
か
ら
考
え
、
事
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

注
に
つ
い
て
は
先
に
餓
れ
た
が
、
金
鍾
と
し
て
賓
に
周
到
さ
を
き
わ
め
て
お

り
、
専
門
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
専
門
外
の
研
究
者
、
讃
者
に
と
っ
て
も
、
各

文
献
の
理
解
の
助
け
に
な
る
。
史
料
批
剣
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
文
献

を
手
あ
た
り
次
第
に
使
っ
て
き
た
人
は
、
私
の
よ
う
に
冷
や
汗
を
流
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
注
を
見
る
に
つ
品
川
て
も
、

共
同
研
究
で
な
け
れ

ば
、
こ
れ
だ
け
親
切
な
注
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
は
な
か
な
か
で
き
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
さ
て
お

く
と
し
て
も
、
中
国
近
・
現
代
史
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
を
行
な
い

得
る
係
件
と
い
う
も
の
は
、
今
日
の
日
本
の
塵
界
に
も
在
野
に
も
ほ
と
ん
ど
無

い
と
い
っ
て
よ
い
。
京
都
の
中
園
革
命
史
研
究
曾
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

さ
て
、
各
文
献
の
解
説
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
書
い
た
革
命
家
・

革
命
的
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
、
あ
る
い
は
そ
の
閤
慢
に
つ
い
て
の
紹
介
が
主
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
が
出
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
革
命
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史
に
お
作
る
位
置
づ
け
の
説
明
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
表

現
さ
れ
た
革
命
思
想
H
世
界
観
の
階
級
的
立
場
の
考
察
も
な
さ
れ
て
い
石
。
全

慢
の
脇
田
裁
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
芯
く
、
と
く
に
、

島
田
氏

の
陳
天
華
と
『
警
世
鐘
』
の
解
説
は
、
『
中
関
革
命
の
先
窮
者
た
ち
』
の
解
説

の
績
編
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
あ
わ
せ
讃
ま
な
け
れ
ば
十
分
で

は
な
い
。
停
記
・
事
績
に
重
貼
を
置
く
解
説
と
、
思
想
の
内
容
の
考
察
に
力
を

注
い
で
い
る
解
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
篇
の
解
説
を
通
し
て
基

本
思
想
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
も
の
を
目
に
し
、
啓
蒙
さ

れ
た
笛
時
の
中
園
の
若
い
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
群
像
を
描
き
出
す
努
力
が
な

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
大
祭
面
白
い
。
四
億
録
や
自
叙
停
な
ど
、
最
近
中
園
で

出
版
さ
れ
た
材
料
が
非
常
に
よ
く
讃
ま
抗
て
お
り
、
四
億
録
や
自
叙
仰
の
著
者

の
眼
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
文
献
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

使
っ
て
あ
る
材
料
の
豊
か
さ
と
立
場
の
鮮
明
で
あ
る
こ
と
と
が
、
本
書
の
解

説
部
分
の
特
徴
で
あ
る
。
本
書
の
あ
と
が
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、
解
読
者
た
ち

は
、
一
九
一
一
年
の
中
園
革
命
H
辛
亥
革
命
を
、
中
園
の
反
帝
反
封
建
の
革
命

の
は
じ
ま
り
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
嘗
時
の
革
命
家
た
ち
は
、
中
闘
の
牢

植
民
地
宇
封
建
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
枇
曾
を
階
級
世
曾
と
し
て
と
れ
だ
け
認

識
し
て
い
た
か
、
帝
国
主
義
を
と
の
よ
う
に
理
解
し
こ
れ
と
ど
の
よ
う
に
闘
お

う
と
し
た
か
、
農
民
闘
争
を
ど
の
よ
う
に
評
領
し
何
に
依
接
し
て
革
命
を
途
行

し
よ
う
と
し
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
書
に
紹
介
さ
れ
た
革
命
思
想
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
思
想
と
し
て
の
弱

黙
・
限
界
が
明
快
に
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』
の
胡
漢
民
の
思
想
に
つ

い
て
は
、

彼
の
い
う
革
命
に
お
け
る
「
客
観
」
と
は
、
革
命
家

(
H
「
主
観
」
)
に
よ
っ

て
指
導
さ
れ
る
人
民
大
衆
一
般
と
で
も
い
う
べ
き
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
り
、

波
階
級
的
な
人
民
一
般
の
利
金
の
代
表
者
と
し
て
革
命
家
の
役
割
が
導
き
出
さ

れ
て
い
る
が
、

こ
う
い
う
弱
黙
は
、
胡
漢
民
の
み
な
ら
ず
、
省
時
の
「
，
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
波
」
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
，
術
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

三
民
主
義
と
は
い

っ
て
も
、

!
「
清
末
の
革
命
阪
の
理
論
の
な
か
で
十

分
深
め
ら
れ
た
も
の
は
反
満
民
族
主
義
だ
け
で
あ
」
っ
た
と
し
、
同
盟
禽
綱
領

に
あ
た
る
『
「
民
報
L

の
六
大
主
義
』
に
見
ら
れ
る
「
観
念
的
波
階
級
的
要
素
」

が
、
や
が
て
人
民
の
闘
争
の
後
展
の
な
か
で
た
め
さ
れ
排
拭
さ
れ
、
人
民
解
放

の
思
想
に
高
め
ら
れ
て
行
く
際
史
を
展
望
し
て
い
る
。

「
龍
華
街
'掌
穏
』

・
『共

進
曾
宣
言
書
』
の
解
説
に
お
い
て
も
、
革
命
家
た
ち
が
組
織
し
た
反
満
秘
密

結
祉
の
連
合
組
織
は
、
革
命
権
力
と
し
て
新
王
朝
し
か
構
想
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
農
民
階
級
と
の
結
合
も
個
別
的
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
共
進
曾
は
、

「
政
治
革
命
、
粧
品
円
革
命
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
の
脱
落
、
帝
国
主
義
と
の
協
調
の
路
線
」
を
と
っ
て
い
た
と
、
そ
の
弱
駄

を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

革
命
家
た
ち
が
そ
の
革
命
恩
怨
で
秘
密

結
祉
を
数
育
し
、
武
袋
娩
起
に
た
ち
あ
が
ら
せ
、
清
朝
支
配
飽
制
の出問
癒
を
促

進
し
た
こ
と
の
意
義
と
、
革
命
家
た
ち
の
自
己
犠
牲
を
願
み
ぬ
革
命
的
情
熱
と

は
、
高
く
許
償
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「

F

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
波
」
の
思
想
的
・
理
論
的
飲
陥
は
明
快

に
分
析
さ
れ
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
首
時
の
革
命

家
た
ち
の
情
熱
を
冷
血
漢
の
よ
う
に
見
過
す
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
魂
を

殺
す
こ
と
で
も
な
い
。
満
二

O
裁
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
で
獄
死
し
た
伽
剛
容
の

『
革
命
軍
』
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
も
ち
ろ
ん
『
革

命
軍
』
を
今
日
の
観
熱
か
ら
み
て
、
そ
の
紋
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
は
や
さ
し

い
。
革
命
の
館
い
手
を
闘
民

一
般
に
求
め
つ
つ
も
、

い
か
に
し
て
組
織
す
る

か
、
運
動
の
組
織
論
が
歓
如
し
て
い
る
。
反
満
に
す
べ
て
を
集
豹
し
、
階
級
開

-107ー
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係
、
と
く
に
農
民
の
反
封
建
闘
争
の
評
債
が
な
い
。
帝
閣
主
義
反
封
が
弱
く
、

経
済
問
題
が
紋
落
し
て
い
る
等
々
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
辛
亥
革
命
全
鰻

に
共
通
す
る
飲
陥
で
あ
っ
て
、
問
題
は
一
八
歳
の
少
年
が
、
時
代
の
制
約
の
な

か
で
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
き
、
ま
た
そ
れ
が
同
時
代
の
背
年
の
要
求
に
合
致

し
、
そ
の
心
を
捕
え
た
こ
と
の
方
に
あ
る
。」
と
。

ご
く
少
数
の
突
出
し
た
革
命
恩
怨
家
個
人
の
停
記
や
そ
の
思
想
に
つ
い
て
の

研
究
業
績
は
こ
れ
ま
で
に
も
ず
い
ぶ
ん
護
表
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書
の
解
説
を

讃
む
と
、
多
く
の
革
命
家
た
ち
の
群
像
が
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
浮
か
び
上
っ
て
く

る
。
停
記

・
事
蹟
の
部
分
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
構
成
に
役
立
つ
。

注
と
解
説
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
設
を
加
え
る
の
が
書
評
を
す
る
も
の
の
仕

事
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』

の
誤
値

を
端
積
み
込
ん
で
の
諜
出
の
し
か
た
と
か
、

『龍
華
曾
章
程
』
が
書
か
れ
た
年
を

本
書
の
よ
う
に
一
九

O
四
年
と
す
る
の
が
安
笛
か
ど
う
か
と
か
、
今
後
論
議
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
確
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
『
龍
華
曾
章
程
』
は
、
機
文

の
日
付
ど
お
り
「
甲
辰
」
の
年
す
な
わ
ち
一
九

O
四
年
に
龍
華
曾
に
よ
っ
て
出

さ
れ
た
も
の
と
私
は
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
解
説
に
よ
る
と
中
閣
の
研
究
者
の

間
で
は
い
ろ
い
ろ
の
議
論
が
出
て
い
る
去
う
だ
。
解
説
者
が
ど
う
し
て
一
九

O

四
年
説
を
と
ら
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
説
明
が
十
分
で
な
い
が
、

一
九

O
三
、

四
年
の
革
命
思
想
の
開
花
と
、
掘
削
江
に
お
け
る
革
命
家
た
ち
の
活
動
か
ら
考
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
説
に
と
く
に
無
理
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
に
く
い
。

F

本
書
の
出
版
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
計
塗
の

一
環
で
あ
る
が
、

文
献
紹

介
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
ま
わ
し
に
し
て
、
本
書
の
出
版
の
意
闘
と
本
書
に
お

け
る
革
命
思
想
の
扱
い
か
た
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本

書
の
あ
と
が
き
に
は
本
書
出
版
の
目
的
が
書
か
れ
て
あ
る
。
島
田
氏
が
、
『
中

園
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
の
あ
と
が
き
で
文
献
紹
介
の
長
期
計
査
を
思
い
立
た

れ
た
理
由
を
書
い
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
本
書
の
あ
と
が
き
は
、
こ
の
島
田
氏

の
あ
と
が
き
に
踊
れ
、
さ
ら
に
加
え
て
、

「
た
だ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は、

一
九
四
九
年
の
中
関
革
命
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
辛
亥
革
命
の
理
想
と
錐
折

を
知
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
辛
亥
革
命

が
、
二
千
年
来
の
専
制
王
朝
の
最
終
的
打
倒
、
異
民
族
支
配
の
排
除
と
い
う
鮎

で
、
ひ
と
つ
の
到
達
鮎
で
あ
り
、
同
時
に
民
族
解
放
・
民
主
主
義
(
反
帝
国
主

義
・
反
封
建
主
義
)
と
い
う
達
成
で
き
な
か
っ
だ
課
題
を
掘
っ
て
の
、
苦
溢
に

み
ち
た
出
設
鮎
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

今
日
に
い
た
る
中
園
革
命
の
歴
史
の
中
で
、

辛
亥
革
命
は
そ
の
挫
折
を
通
じ
て

ど
の
よ
う
に
生
き
つ
づ
け
、
そ
の
理
想
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
き
た
か
、

中
国
革
命
の
事
業
に
献
身
し
て
き
た
革
命
家

|
|
た
と
え
ば
毛
滋
東
1
l
l
の
革

命
の
生
涯
の
中
で
、
辛
亥
革
命
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
、
あ
と

が
き
は
書
か
れ
て
い
る
。

『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
で
は
、
世
界
史
上
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
ひ
と
つ
と
し
て
一
九
一
一

年
の
辛
亥
革
命
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
た
の
に
封
し
、
本
書
は
、
今
日
に
い
た
る
中
園
革

命
を
理
解
す
る
こ
と
の
た
め
に
編
集

・
解
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

-108ー

ま
た
、
本
書
は
、
あ
る
ひ
と
り
、
ま
た
は
数
人
の
革
命
家
・
革
命
的
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
ま
ず
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
人
物
の
こ
と
を
主
と
し
て
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
書
は
、
反
帝
・
反
封
建
の
革
命
運
動
の
な
か
で
の
思

想
を
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
文
献
の
選
び
か
た
、
編
集
の
し
か

た
、
解
説
の
し
か
た
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
省
時
の
革
命
家
た
ち

は
、
言
論
に
よ
っ
て
革
命
の
た
め
の
「
輿
論
の
準
備
」
を
行
な
う
と
同
時
に
、

「
前
臥
後

起
」
の
武
装
闘
争
を
行
な

っ
て
清
朝
の
打
倒
を
め
ざ
し
し
た
。
こ
の
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「
-
阜
の
爾
輪
」
の
一
方
の
問
題
と
し
て
、

革
命
家

・
革
命
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
と
そ
の
集
闘
の
、
文
字
に
書
か
れ
た
思
想
と
い
う
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
文
字
に
書
か
れ
た
思
怨
を
そ
れ
だ
け
の
b
の
と
し
て
論
ず
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
歴
史
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
の
波
頭
だ
け
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
中
闘
近
代
の
思
想
と
い
え
ば
、
誰
が
問
題
と
さ
れ
る
か

は
相
場
が
き
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』
、

『
龍
牽
曾
章
程
』
、
『
共
進
曾
宣
言
書
』
な
ど
が
枚
録
さ
れ
た
こ
と
は
萱
期
的

な
こ
と
で
あ
り
、
『
革
命
軍
』
と
並
ん
で
、

陳
天
華
の
『
警
世
鐘
』
が
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
革
命
思
想
を
た
だ
抽
象
的
な

恩
怨
と
し
て
の
み
扱
う
の
で
は
な
く
、
革
命
運
動
の
な
か
で
の
思
想
と
し
て
問

題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
で
あ
り
、
思
想
を
趣
味
に

は
し
な
い
健
康
さ
、
岡
県
面
目
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
讃
者
の
歴
史
観
に
祭
養
を
輿
え
、
編
者
・
著
者
と
讃
者
の
僻
見
方
の

援
史
観
を
鍛
え
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
扱
い
か
た
が
蔦
能
で
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
本
書
は
、
専
門

・
非
専
門
の
研
究
者
、

教
室
で
歴

史
を
数
え
る
数
育
者
、
中
間
革
命
に
つ
い
て
翠
ぼ
う
と
す
る
人
び
と
に
、
着
賞

な
材
料
を
提
供
し
て
お
り
、
今
日
の
拳
界
も
ま
た
、
本
書
出
版
の
意
義
を
高
く

評
債
す
る
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
撃
界
の
レ
ベ
ル
で
も
、
本
書
を
凌

駕
で
き
る
よ
う
な
考
詮
・
研
究
は
な
か
な
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
革

命
家
・
革
命
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
生
き
か
た
を
追
求
し
、
そ
の
生
き
か

た
、
思
想
と
格
闘
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
主
張
や
訴
え
が
客
観
的
に

も
っ
た
意
味
を
追
求
す
る
と
い
う
本
書
の
方
法
は
、
き
わ
め
て
廃
史
家
的
な
着

賓
な
方
法
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
武
田
泰
淳
氏
の

『
秋
風
秋
雨
人
を

愁
殺
す
|
|
秋
理
女
土
停
|
|』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
)
の
よ
う
な
切
り

込
み
の
鋭
さ
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
計
賓
の
一
環
で
あ
る

『
中
園
革

命
の
先
駆
者
た
ち
』
が
、
陳
天
翠
の
『
紹
命
室
田
(
遺
書
〉
』
を
紹
介
し
た
こ
と

は
、
二

O
世
紀
初
頭
の
ひ
と
り
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
生
き
か
た
を
考
え
る

上
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
本
書
に
牧
録
さ
れ
た

『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』

の
執
筆
者
胡
漢
民
が
、
や
が
て
一
九
二

0
年
代
の
中
園
人
民
の
解
放
闘
容
の
高

揚
と
蒋
介
石
及
び
国
民
黛
右
波
の
反
革
命
ク
ー
デ
タ
ー
の
中
で
ど
の
よ
う
な
立

場
を
と
っ
た
か
は
、
本
書
の
解
説
が
概
略
を
述
べ
て
お
り
、
解
読
者
は
胡
漢
民

の
「
右
波
的
弱
鮎
」
を
『
「
民
報
」
の
六
大
主
義
』
の
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
枚
録
の
意
園
と
解
説
の
重
貼
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
本

書
の
思
想
の
扱
い
か
た
か
ら
考
え
て
笛
然
の
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に

し
て
も
あ
る
不
安
が
起
っ
て
き
て
、
孫
文
と
胡
漢
民
に
は
こ
う
い
う
違
い
が
あ

っ
た
と
い
う
説
明
を
き
い
て
納
得
し
た
い
と
い
う
気
持
に
な
る
の
で
あ
る
。

中
闘
の
先
究
者
た
ち
が
、
二

O
世
紀
の
初
頭
、
は
じ
め
て

〈
革
命
〉
と
い

う
問
題
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
、
〈
カ
ク
メ
イ
〉
と
は
〈
イ
ノ

チ
〉
の
問
題
で
あ
っ

た
。
武
田
泰
淳
氏
の
『
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
|

|
秋
遊

女
土
停
|
|
』
は
、
〈
カ
ク
メ
イ
〉
を
〈
イ
ノ
チ
〉
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め

な
い
限
り
、
中
関
革
命
右
中
園
も
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。
〈
革
命
〉
は
い
ず
れ
に
し
て
も
死
生
の
問
題
、
死
生

観
の
問
題
で
あ
り
、
歴
史
の
現
賞
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
毛
海
東
の

『
人

民
に
服
務
す
る
』
も
、
そ
の
死
生
観
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
武
田
泰
淳
氏
は
、

自
分
自
身
に
謝
し
て
正
直
な
文
皐
省
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
切
り
込
み
を
か
け
て

ま
っ
し
ぐ
ら
に
押
し
ま
く
る
よ
う
な
書
き
か
た
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

〈
革
命
〉
が
い
っ
と
も
知
れ
ず
自
分
た
ち
の
知
識
の
中
に
紛
れ
込
み
、
安
定
し

た
常
識
の
一
部
分
と
化
し
た
時
代
、

〈
革
命
〉
と
は
進
歩
の
積
み
重
ね
の
結
果

と
し
て
い
つ
か
成
就
す
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
漠
た
る
未
来
に
〈
革
命
〉

が
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
、

革
命
運
動
史
研
究
が
撃
聞
の
安
全
闘
の
中
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で
繁
盛
し
は
じ
め
た
時
代
|
|
こ
う
し
た
時
代
に
ぬ
く
ぬ
く
と
生
き
て
、
中
薗

革
命
史
研
究
を
自
分
の
主
た
る
仕
事
と
決
め
こ
ん
で
い
る
私
な
ど
に
は
、
い
き

な
り
短
刀
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
武
田
泰
淳
氏
、か
こ
の
よ

う
な
本
を
番
く
こ
と
を
思
い
立
っ
た
、
あ
る
い
は
番
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

気
分
に
な
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
今
日
の
思
想
吠
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

久
ノ
。

も
ち
ろ
ん
、
『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
の
編
集
・
棟
割
押
・
解
説
に
携
わ
ら
れ
た

方
が
た
に
今
日
の
日
本
の
思
想
吠
況
に
つ
い
て
の
鋭
い
問
題
意
識
が
な
い
と
い

う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
あ
と
が
き
や
解
説
の
中
に
十
分
讃
み

込
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
比
較
し
た
い
無
持
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
歴
史
家
と
文
事
者
の
遠
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
守
備
範

薗
の
遠
い
、
闘
い
か
た
の
迎
い
が
、
康
史
へ

の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
遭
っ
た
あ
り
か

た
を
生
み
出
し
て
お
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
本
を
ほ
ぼ
同
時
に
讃
ん
だ
私
は
大
製

面
白
く
感
じ
た
。
今
日
、
あ
ら
た
め
て
一
九
一
一
年
の
中
関
革
命
H
H
辛
亥
革
命

が
問
題
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
、
中
園
革
命
と
は
何
か
、

今
日
の

中
闘
は
い
か
な
る
革
命
の
侍
統
を
背
負
っ
て
い
石
の
か
を
知
り
、
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
革
命
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
プ
ロ

ー
チ
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
の
出
版
の
今
日
に
お

け
る
思
想
史
的
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
『
秋
風
秋
雨
人
を
愁

殺
す
』
と
同
様
に
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
京
都
の
中
園
革
命
史
研
究
曾
は
、
今
後
も
辛
亥
革

命
に
関
す
る
文
献
の
翻
課
・
概
要
・
索
引
な
ど
を
出
版
さ
れ
て
行
く
こ
と
で
あ

ろ
う
e

『
中
閤
革
命
の
先
師
明
者
た
ち
』
の
あ
と
が
き
で
、
島
田
氏
は
、
近
代
中

園
の
事
象
に
つ
い
て
の
紹
介
が
い
か
に
貧
弱
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

お
ら
れ
、
近
代
中
閣
の
原
典
の
慨
謬
・
紹
介
と
い
う
黙
で
は
、
孫
文
以
外
、

二
、
三
の
文
勢
作
品
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
管
無
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
じ

て
、
「
と
り
わ
け
痛
切
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
敏
年
前
わ
が
研
究
所

(京
大

人
文
研
〉
の
比
較
革
命
史
研
究
班
で
の
経
験
を
、
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
研
究
班
は
要
す
る
に
、
日
本
関
係
、

中
間
関
係
、
西
洋
関
係
の
研
究

者
が
台
回
向
し
て
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
と
は
何
か
、
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
が
、
足
か
け
三
年
間
ひ
ん
ぱ
ん
に
関
か
れ
た
研
究
曾
の
席
上
、

わ
れ
わ
れ
が
否
感
な
し
に
感
得
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
っ
た。

す
な
わ
ち
、
日
本
闘
係
、
西
洋
関
係
の
研
究
護
表
を
わ
れ
わ
れ
中
園
研
究
関
係

者
が
理
解
す
る
こ
と
は
、
細
部
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
は
と
も
か
く
、
概
略
的
に

は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
逆
に
、
中
国
に
関
し
て
の
わ

れ
わ
れ
の
報
告
|
|
こ
の
場
合
、
辛
亥
革
命
が
テ
1
7
な
の
で
あ
っ
た
が
ー
ー

を
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
思
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
一
つ
一
つ

の
固
有
名
詞
、
用
語
か
ら
説
明
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
こ
と
に
難
溢
を

き
わ
め
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
こ
の
質
感

は
、
文
献
の
概
評
・
紹
介
と
い
う
も
っ
と
も
基
礎
的
な
仕
事
を
中
間
史
研
究
者

が
い
か
に
怠
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
中
闘
史
研
究
者
が
、

そ
の
「
ギ
ル
ド
」
の
内
部
で
の
み
通
用
す
る
研
究
に
熱
中
し
、
「
ギ
ル
ド
」
を

破
る
努
力
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
ζ

と
と
し
て
、
私
に
は
受
け
と
め
ら
れ

る
。
一
連
の
計
壷
の
出
護
貼
は
、
少
く
と
も
島
田
氏
に
お
い
て
は
、

こ
こ
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

文
献
の
郁
課
、

文
献
の
紹
介
・
解
題
、
目
録

・
索
引
の
作
成
な
ど
の
仕
事

は
、
地
味
な
基
礎
的
な
仕
事
で
あ
り
、
研
究
者
の
誰
も
が
多
か
れ
少
か
れ
自
分

自
身
で
や
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
い
き
お
い
誰
か
が
多
く
の
人
に
か
わ
っ

て
こ
う
い
う
仕
事
を
精
力
的
に
や
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
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う
し
た
仕
事
の
お
く
れ
や
不
足
は
、

島
田
氏
が
ぶ
つ
か
ら
れ
た
問
題
の
い
と
う

か
野
骨
心
ト
ト
わ
い
と
私
は
思
う
。
日
本
史
研
究
に
は
そ
の

「
ギ
ル
ド
」

の
わ

せ
が
あ
り
、
西
洋
史
研
究
に
も
、
や
は
り
そ
の
「
ギ
ル
ド
」
の
く
せ
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
日
本
史
研
究
・
西
洋
史
研
究
の
成
果
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
日
本
史
研
究
者
・
西
洋
史
研
究
者
の
姿
に
自
分
自
身
を
似
せ
て
考
え
る
こ

と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
は
、
近
代

n

ブ
ル

ジ
ョ
ア
史
皐
の
基
礎
が
と
も
か
く
も
築
か
れ
て
い
て
、
私
た
ち
の
日
常
的
意
識

、H
H
常
識
が
、
こ
の
よ
う
な
日
本
史
研
究

・
西
洋
史
研
究
に
近
づ
き
ゃ
す
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
園
史
研
究
の
成
果
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち

'
は
、
や
は
り
中
園
史
研
究
者
の
姿
に
自
分
自
身
を
似
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
愛
想
法
は
、
「
正
史
」

の
愛
想
、
土

大
夫
の
愛
想
を
引
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
、
要
す
る
に
「
通
」
で
な
い
と
わ
か
り

に
く
い
の
で
あ
る
。
知
識
の
量
よ
り
も
問
題
は
知
識
の
健
系
の
方
に
あ
る
。

し

か
し
、
従
来
の
日
本
史
研
究

・
西
洋
史
研
究
の
趨
系
が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う

に
中
園
や
ア
ジ
ア
の
近
代
を
説
明
し
直
し
て
み
た
と
し
て
も
、
中
国
や
ア

ジ
ア

の
近
代
の
現
質
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
図
鑑
は
そ

こ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
打
ち
破
る
べ
き
は
、
ま
ず
、
中
園
や
ア
ジ
ア
の
近
代

を
つ
か
み
切
れ
な
い
士
大
夫
的
世
界
観
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
史
事
の
方
法
で
あ
り
、

固
有
名
詞
や
用
語
を
使
う
場
合
の
せ
ま
い
「
ギ
ル
ド
」
意
識
で
あ
る
。
文
献
の

翻
課
・
解
題
・
目
録
・

索
引
作
成
の
仕
事
は
、
問
題
解
決
の
ひ
と
つ
の
要
素
に

す
ぎ
な
い
。

『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
は
、
基
本
思
想
に
お
い
て
一
致
し
た
共
同
研
究
グ
ル

ー
プ
が
、
識
者
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
何
も
の
か
を
も
っ

て
出
版
し
た
も
の

で
あ
り
、
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
構
成
を
積
極
的
に
意
図

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
漠
然
と
し
た
文
献
紹
介
で
は
な
い
。
軍
な
る
文
献
主
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「
旗
峨
」
が
鮮
明
で
あ
り
、
健
全

義
、
蓄
積
塩
崎
味
の
仕
事
で
は
決
し
て
な
い
。

な
研
究
業
績
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
文
献
の
考
謹

・
解
題

・
目
録
作
成
・

索
引
作
成
等

の
仕
事
の
笈
展
は
、
研
究
の
健
全
な
護
展
に
と
っ

て
「
毒
」
に
も
な
り

「
襲
」

に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
文
献
と
考
設
で
重
武
装
し
て
、
歴
史
の
全
鰻
的
展
望

を
持
た
ず
に
自
分
の
小
さ
な
城
を
ど
こ
か
に
築
い
て
そ
れ
を
生
涯
守
り
つ
づ
け

よ
う
と
す
る
よ
う
な
研
究
が
、
革
命
運
動
史
研
究
を
む
し
ば
み
、

革
命
思
想
の

研
究
を
も
お
か
す
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
今
日
の
思
想
欣
況
と
事
界
の
欣
況
か

ら
考
え
て
む
し
ろ
賞
然
の
成
り
行
き
と
思
わ
れ
る
。
中
国
近
代
史
の
事
聞
は、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
嘗
分
肥
大
化
を
績
け
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
編
集

-m録
・
解
説
に
携
わ
っ
た
方
が
た
と
、
私
自
身
を
も
ふ
く
む

本
書
の
讃
者
が
、
本
書
に
よ
っ
て
築
い
た
も
の
、
本
書
か
ら
皐
ん
だ
も
の
を
、

今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
に
設
展
さ
せ
て
行
く
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
ま
た
興
味
あ
る
問
題
で
も
あ
る

。

(

石

田

米
子
)

宋

代

商

業

史

研

究

斯

j皮

事量

信

著

昭
和
四
十
三
年
二
月

風
間
書
房
刊

A
5
剣
本
文
五
二
二
頁

附
索
引

唐
宋
時
代
の
経
済
史
上
に
お
け
る
願
者
な
特
色
の
一
つ
は
、

一言
う
ま
で
も
な

く、

商
業
の
未
曾
有
な
愛
展
で
あ
る
。
商
業
経
済
は
、
特
に
宋
代
に
入
っ
て
い

っ
そ
う
の
進
歩
護
展
を
見
た
。
宋
代
の
経
済
史
研
究
は
、
田
制
や
通
貨
の
問
題


