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一

は

じ

め

に

本
書
は
︑
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
を
︑
二
月
革
命
で
政
権
を
握
っ
た

臨
時
政
府
が
試
み
た
政
治
制
度
の
改
革
と
挫
折
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
た
も

の
で
あ
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
︑
著
者
は
﹁
な
ぜ
臨
時
政
府
は
挫
折
し
た
の

か
﹂﹁
な
ぜ
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
成
功
し
た
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
提
起
し
︑

そ
の
答
え
を
端
的
に
い
え
ば
︑﹁
ロ
シ
ア
の
民
衆
に
臨
時
政
府
の
言
葉
は
届

か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
言
葉
は
届
い
た
﹂
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︑
と
提
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
第
一
章
か
ら
第
九
章
で
は
︑

特
に
臨
時
政
府
の
政
策
過
程
に
着
目
し
て
︑
大
ま
か
な
年
代
順
に
各
ア
ク

タ
ー
の
動
き
に
関
す
る
事
実
関
係
を
整
理
し
て
い
る
︒

﹁
お
わ
り
に
﹂
で
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
提
起
し
た
問
い
に
対
し
て
︑
よ

り
具
体
的
な
答
え
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
︒
つ
ま
り
︑
帝
政
末
期
か
ら
ロ

シ
ア
社
会
に
潜
在
し
て
い
た
社
会
的
上
層
﹁
公
衆
﹂
と
下
層
﹁
民
衆
﹂
の
断

絶
︑
各
社
会
勢
力
・
階
層
間
の
利
害
を
調
整
す
る
議
会
の
不
在
︑
と
い
う
二

つ
の
構
造
上
の
問
題
を
背
景
と
し
︑
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
社
会

下
層
が
政
治
参
加
を
求
め
て
蜂
起
し
た
も
の
が
︑
二
月
革
命
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
こ
の
革
命
を
受
け
て
成
立
し
た
臨
時
政
府
は
︑
上
層
の
み
で
構
成
さ
れ

て
お
り
︑
彼
ら
は
下
層
と
の
利
害
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
が
︑
下
層
が
最
も

望
ん
だ
戦
争
終
結
を
約
束
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
上
︑
下
層
を
暴
力
で
押
え

込
ん
で
自
ら
の
政
策
を
遂
行
す
る
ま
で
の
強
力
な
意
思
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
︒
結
果
と
し
て
︑
上
層
で
あ
り
な
が
ら
︑
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
明

言
し
︑
そ
の
一
方
で
い
ざ
と
な
れ
ば
下
層
を
暴
力
で
抑
え
込
む
と
い
う
強
い

意
思
を
持
っ
て
い
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
︑
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
成
功
者

と
な
っ
た
︑
と
著
者
は
ま
と
め
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
ロ
シ
ア
革
命
は
︑
単
に
帝
政
が
破
壊
さ
れ
臨
時
政
府
が
破
局
す

る
過
程
だ
け
で
な
く
︑
臨
時
政
府
が
目
指
し
た
﹁
私
的
所
有
権
が
社
会
に
根

を
お
ろ
し
︑
各
社
会
層
の
経
済
的
利
害
が
諸
政
党
に
よ
っ
て
議
会
で
調
整
さ

れ
︑
そ
う
し
た
制
度
の
な
か
で
言
論
の
自
由
や
人
心
の
不
可
侵
も
︑
よ
り
実

態
を
も
つ
﹂
と
い
う
西
欧
的
政
治
制
度
を
定
着
さ
せ
る
試
み
が
破
局
し
た
過

程
で
あ
る
と
結
論
づ
け
︑
こ
の
破
局
に
よ
っ
て
生
じ
た
課
題
は
現
代
ロ
シ
ア

で
も
残
存
す
る
と
と
も
に
︑
世
界
中
で
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る
︑
と
結
ん

で
い
る
︒

二

本
書
の
位
置
付
け

著
者
は
近
年
の
ロ
シ
ア
革
命
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な
潮
流
を
意
識

し
て
い
る
︒

そ
の
一
つ
は
︑
十
月
革
命
よ
り
二
月
革
命
を
積
極
的
に
評
価
し
︑
二
月
革

命
を
構
造
的
に
︑
あ
る
い
は
臨
時
政
府
を
制
度
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

潮
流
で
あ
る
︒

ソ
連
時
代
の
ロ
シ
ア
革
命
研
究
は
︑
ソ
連
国
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑

﹁
西
側
﹂
諸
国
に
お
い
て
も
︑
革
命
を
経
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
成
立
さ
せ

書 評
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た
ソ
連
と
い
う
存
在
を
念
頭
に
置
き
︑
十
月
革
命
を
研
究
の
中
心
に
設
定
し

た
た
め
︑
二
月
革
命
は
そ
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︵
著

者
の
い
う
﹁
十
月
革
命
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
史
観
﹂︶︒
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
や
長
尾

久
が
そ
の
一
つ
の
到
達
点
に
い
た
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
ソ
連
崩
壊
後
︑
ロ
シ
ア
人
研
究
者
を
中
心
に
︑
二
月
革
命
を
重

視
し
た
ロ
シ
ア
革
命
の
再
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
ロ
シ
ア
人
研
究
者
で
は
︑

Ｖ
・
ブ
ル
ダ
コ
ー
フ
︑
Ａ
・
ニ
コ
ラ
ー
エ
フ
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
り
︑
日

本
で
は
後
述
の
よ
う
に
和
田
春
樹
が
世
界
に
先
駆
け
て
こ
の
視
点
を
提
起
し

て
き
た
︒

も
う
一
つ
の
潮
流
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
を
︑
社
会
主
義
の
隆
盛
と
い
う
二
〇

世
紀
の
世
界
史
的
現
象
の
一
部
と
し
て
一
般
化
す
る
の
で
は
な
く
︑
ロ
シ
ア

に
特
有
の
個
別
事
象
と
し
て
論
じ
︑
他
の
革
命
︵
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
︶

と
比
較
し
た
際
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
具
体

的
に
は
︑﹁
国
民
形
成
﹂
や
﹁
帝
国
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

他
国
史
と
比
較
可
能
な
ロ
シ
ア
史
の
一
部
と
し
て
︑
ロ
シ
ア
革
命
や
ソ
連
を

捉
え
る
研
究
で
あ
る
︒
Ｊ
・
サ
ン
ボ
ー
ン
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
︒

著
者
は
こ
の
二
つ
の
潮
流
の
中
に
い
て
︑
自
他
と
も
に
認
め
る
フ
ロ
ン
ト

ラ
ン
ナ
ー
の
一
人
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
︒

一
方
︑
特
に
日
本
の
非
専
門
家
は
︑
こ
の
二
つ
の
研
究
動
向
を
あ
ま
り
認

識
し
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
︒
著
者
は
︑
研
究
者
と
非
専
門
家
の
こ
の
認
識

の
相
違
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
︒
一
般
の
読
者
に
は

新
書
と
い
う
形
で
ロ
シ
ア
革
命
の
新
た
な
見
方
を
提
示
し
︑
研
究
者
に
対
し

て
は
︑
二
月
革
命
や
臨
時
政
府
の
政
治
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

ロ
シ
ア
革
命
研
究
の
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る①
︒

三

本
書
の
特
徴
と
意
義

著
者
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
期
に
お
け
る
ロ
シ
ア
社
会
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
︑

社
会
上
層
と
下
層
と
の
亀
裂
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
こ
の
亀
裂
に
ど
の

よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
︑
臨
時
政
府
の
政
策
と
そ
の

決
定
過
程
を
検
討
し
︑
そ
れ
と
対
比
さ
せ
て
︑
そ
の
時
々
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
の
動
き
を
整
理
し
て
い
る
︒

従
来
の
研
究
は
︑
下
層
に
着
目
し
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
あ
っ
た
二
月
革

命
後
に
そ
の
亀
裂
を
突
破
し
て
政
治
権
力
を
獲
得
す
べ
く
蜂
起
し
た
民
衆
と
︑

そ
れ
を
指
導
し
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
︑
と
い
う
構
図
で
︑
ロ
シ
ア
革
命
を
叙

述
し
て
き
た
︒

和
田
春
樹
は
︑
下
層
に
着
目
し
な
が
ら
も
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
指
導
の

事
実
を
否
定
し
︑
二
月
革
命
か
ら
始
ま
る
下
層
の
革
命
志
向
が
︑
十
月
革
命

で
完
成
し
た
の
だ
と
指
摘
し
た
︒
彼
が
提
示
し
た
の
は
︑
臨
時
政
府
と
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
下
層
の
革
命
志
向
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
︑
臨
時
政
府
は

下
層
か
ら
の
戦
争
終
結
の
要
求
を
満
た
せ
ず
十
月
革
命
に
お
い
て
拒
絶
さ
れ
︑

代
わ
っ
て
権
力
を
と
っ
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
事
態
の
収
拾
の
た
め
強
権
政

治
を
開
始
し
た
︑
と
い
う
構
図
で
あ
る②
︒

一
方
︑
著
者
は
二
月
革
命
か
ら
十
月
革
命
ま
で
の
経
緯
を
上
層
の
視
点
か

ら
再
検
討
し
︑
帝
政
︑
臨
時
政
府
︑
穏
健
社
会
主
義
政
党
が
上
下
層
間
の
亀

裂
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
政
権
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
︑
と
い
う
構

図
を
提
示
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
従
来
の
よ
う
に
下
層
で
あ
る
民
衆
が
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
要
求
し
た
か
で
は
な
く
︑
上
層
で
あ
る
臨
時
政
府
が
民
衆

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
か
に
視
点
を
転
換
す
る
︒
そ
う

す
る
こ
と
で
︑
ロ
シ
ア
革
命
の
新
た
な
一
面
を
︑
一
般
読
者
に
も
分
か
り
や
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す
く
整
理
し
た
点
で
︑
本
書
は
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
︒

臨
時
政
府
の
目
的
は
︑
西
欧
近
代
的
な
社
会
政
治
制
度
を
ロ
シ
ア
に
も
根

付
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
民
衆
が
自
律
的
に
考
え
る
﹁
市
民
﹂︑
つ

ま
り
上
層
と
同
様
の
政
治
意
識
を
持
っ
た
存
在
に
な
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ

た
︒
当
初
は
そ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
西
欧
的
制
度
を
導
入
し
た
が
︑
民
衆

の
要
求
が
社
会
変
革
で
は
な
く
戦
争
の
終
結
の
み
に
あ
る
こ
と
を
知
る
と
︑

ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
ら
一
部
の
メ
ン
バ
ー
は
民
衆
の
無
理
解
を
嘆
い
て
政
権
を
去

っ
た
︒
残
っ
た
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
ら
は
︑
利
害
の
調
整
に
よ
っ
て
民
衆
を
制
度

下
に
組
み
込
む
こ
と
を
試
み
始
め
た
が
︑
民
衆
の
支
持
を
い
ち
早
く
摑
ん
だ

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
十
月
革
命
に
よ
り
挫
折
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
︑
従

来
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
臨
時
政
府
側
の
態
度
の
変
遷
を
︑
本
書
は
分

か
り
や
す
く
整
理
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
第
七
章
に
お
け
る
コ
ル
ニ
ー
ロ
フ
反
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
の
解
釈

は
︑
同
様
に
視
点
を
転
換
す
る
こ
と
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
︒従

来
︑
コ
ル
ニ
ー
ロ
フ
反
乱
と
は
︑
社
会
主
義
政
党
と
の
連
立
政
権
と
な

っ
た
臨
時
政
府
︵
特
に
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
首
相
︶
に
反
発
し
た
コ
ル
ニ
ー
ロ
フ

が
ク
ー
デ
タ
ー
を
試
み
︑
そ
れ
に
対
し
て
無
力
で
あ
っ
た
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
に

代
わ
っ
て
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
反
乱
を
鎮
圧
し
︑
勢
力
を
急
激
に
躍
進
さ

せ
た
︑
と
言
わ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
本
書
で
は
︑
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
と
コ
ル

ニ
ー
ロ
フ
は
協
定
を
結
ん
で
お
り
︑
相
互
に
侵
害
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
が
︑

強
引
に
両
者
の
﹁
仲
介
﹂
に
立
と
う
と
し
た
リ
ヴ
ォ
フ
の
誤
解
に
よ
っ
て
︑

相
互
に
疑
心
暗
鬼
が
生
ま
れ
︑
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
は
コ
ル

ニ
ー
ロ
フ
の
動
き
を
﹁
陰
謀
﹂
と
誤
認
し
た
︒
結
果
と
し
て
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ

ィ
キ
が
そ
れ
を
利
用
し
て
勢
力
を
伸
ば
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
︑
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
ま
さ
に
︑
臨
時
政
府
内
部
の
各
ア
ク
タ
ー
の
動
向
を
詳
細
に
解
明

す
る
こ
と
な
し
に
は
成
し
得
な
か
っ
た
解
釈
で
あ
り
︑
従
来
の
説
と
は
大
き

く
異
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
著
者
は
臨
時
政
府
に
関
す
る
事
実
の
解
明
を
重
ね
る
こ
と

で
︑
新
た
な
ロ
シ
ア
革
命
像
を
︑
説
得
力
を
も
っ
て
描
写
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
一
九
一
七
年
段
階
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
内
部
に
お
け
る
ス
タ
ー

リ
ン
の
立
ち
位
置
が
垣
間
見
え
る
こ
と
も
興
味
深
い
︒

そ
れ
は
︑
第
九
章
の
︑
十
月
革
命
直
前
に
起
こ
っ
た
レ
ー
ニ
ン
と
カ
ー
メ

ネ
フ
・
ジ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
と
の
対
立
を
叙
述
し
た
箇
所
に
よ
く
表
れ
て
い
る
︒

武
力
蜂
起
を
推
進
す
る
レ
ー
ニ
ン
が
︑
そ
れ
に
反
対
す
る
両
者
を
党
か
ら
除

名
し
よ
う
と
し
た
際
︑
当
時
党
の
機
関
誌
﹃
プ
ラ
ウ
ダ
﹄
の
編
集
を
担
当
し

て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
が
同
誌
に
お
い
て
﹁
わ
れ
わ
れ
は
皆
同
じ
考
え
の
持
ち

主
で
あ
る
﹂
と
主
張
し
︑
暗
に
二
人
を
庇
護
し
た
︒
著
者
は
ス
タ
ー
リ
ン
の

言
動
を
﹁
党
内
の
そ
れ
な
り
に
広
範
な
気
分
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
ス
タ
ー
リ
ン
は
周
囲
の
﹁
調
整
役
﹂
を
演
じ
る
こ
と
で
党
内
に

お
け
る
地
位
を
確
立
し
︑
人
事
を
司
る
書
記
長
に
任
命
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う

な
政
治
的
立
ち
回
り
が
一
七
年
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
た
︑
と
い
う
指
摘
は
︑

特
に
一
般
読
者
に
は
新
し
く
︑
非
常
に
興
味
深
い
︒

ま
た
本
書
の
末
尾
で
は
︑
二
一
世
紀
の
現
在
に
ロ
シ
ア
革
命
を
再
考
す
る

意
義
が
語
ら
れ
て
い
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
に
あ
る
通
り
︑
ロ
シ
ア
革
命
は
そ

の
結
果
生
ま
れ
た
ソ
連
と
い
う
社
会
主
義
国
家
︑
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
と
い

う
時
代
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
社
会
が
新

し
い
環
境
に
置
か
れ
た
と
き
の
変
化
と
い
う
視
点
で
一
般
化
し
た
際
に
﹁
ロ
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シ
ア
革
命
は
む
し
ろ
今
日
︑
現
在
性
を
い
や
ま
し
に
ま
し
て
い
る
の
だ
﹂
と

の
指
摘
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
研
究
の
新
た
な
視
座
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
︒

四

本

書

へ

の

批

判

本
書
に
お
け
る
最
も
大
き
な
問
題
点
は
︑
二
月
革
命
か
ら
十
月
革
命
に
至

る
ま
で
の
過
程
を
分
析
す
る
際
の
問
題
意
識
が
︑
結
論
に
お
い
て
矮
小
化
さ

れ
て
い
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

前
述
の
通
り
︑
臨
時
政
府
の
最
終
目
的
は
議
会
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
に
西
欧

的
政
治
制
度
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
政
権
を
維
持
す
る

必
要
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
十
月
革
命
で
臨
時
政
府
は
政
権
を
失
い
︑
結
果
と

し
て
西
欧
的
政
治
制
度
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
を
︑
著
者
は

﹁
臨
時
政
府
の
挫
折
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒

﹁
お
わ
り
に
﹂
で
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
著
者
は
︑﹁
戦

争
を
継
続
し
た
ま
ま
で
民
衆
の
要
求
を
満
た
す
の
は
無
理
で
あ
っ
た
﹂
と
い

う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
二

月
革
命
に
お
け
る
民
衆
の
要
求
の
一
つ
が
戦
争
の
終
結
で
あ
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
︑
そ
こ
か
ら
著
者
が
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た
と
す
れ
ば
や

や
論
理
が
飛
躍
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
臨
時
政
府
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
よ
う

な
前
提
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
臨
時
政
府
︑
特
に
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
達
が
目
指
し
た
政
策
の
方
針
は
︑

戦
争
を
継
続
さ
せ
な
が
ら
︑
ロ
シ
ア
に
西
欧
的
政
治
制
度
を
根
付
か
せ
る
た

め
︑
ロ
シ
ア
の
社
会
下
層
を
皇
帝
に
隷
属
す
る
﹁
臣
民
﹂
で
は
な
く
︑
自
立

的
に
政
治
参
加
す
る
﹁
市
民
﹂
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
方
針
は
穏

健
社
会
主
義
者
と
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒

社
会
下
層
か
ら
戦
争
終
結
と
民
衆
の
待
遇
改
善
を
要
求
さ
れ
た
臨
時
政
府

は
︑
戦
争
を
継
続
す
る
代
わ
り
に
民
衆
の
待
遇
改
善
を
重
視
す
る
政
策
を
模

索
し
︑
そ
れ
で
も
下
層
の
不
満
が
収
ま
ら
な
い
こ
と
を
受
け
て
︑
戦
争
へ
の

参
加
を
縮
小
し
て
い
っ
た
︒
こ
れ
は
ま
さ
に
︑
著
者
が
﹁
お
わ
り
に
﹂
で
述

べ
る
︑
政
策
と
各
階
層
間
の
西
欧
的
な
利
害
調
整
の
萌
芽
で
あ
り
︑
本
論
は

臨
時
政
府
が
そ
の
調
整
を
最
後
ま
で
試
み
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

そ
し
て
そ
の
試
み
が
成
功
す
る
前
に
︑
十
月
革
命
の
発
生
に
よ
っ
て
臨
時
政

府
は
挫
折
し
た
︒

し
た
が
っ
て
︑﹁
戦
争
を
継
続
し
た
ま
ま
で
民
衆
の
要
求
を
満
た
す
の
は

無
理
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
の
は
結
果
論
で
あ
り
︑
結
論
に
お
い
て
著
者
が
そ

れ
を
前
提
と
し
て
︑﹁
戦
争
の
早
期
終
結
﹂
ま
た
は
﹁
民
衆
へ
の
弾
圧
﹂
を

選
択
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
臨
時
政
府
の
挫
折
の
原
因
で
あ
る
︑
と
分
析
す

る
の
は
表
面
的
で
あ
る
︒

本
論
を
読
む
限
り
︑
臨
時
政
府
の
政
策
が
成
功
し
な
か
っ
た
原
因
は
︑
彼

ら
が
政
治
の
基
本
方
針
と
し
て
西
欧
型
の
政
治
体
制
に
固
執
し
た
こ
と
で
︑

そ
の
体
制
が
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
基
礎
と
な
る

社
会
制
度
や
民
衆
の
政
治
意
識
が
未
成
熟
な
ま
ま
で
︑
強
引
に
西
欧
型
の
政

治
体
制
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
し
て
︑
臨
時
政
府
と
民
衆
と
の
間
に

軋
轢
が
生
じ
た
こ
と
が
︑
本
論
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
戦
争
継
続
に
関
す

る
迷
走
や
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
弾
圧
の
不
徹
底
さ
な
ど
の
具
体
的
な
政
策
選
択

は
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
著
者
は
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
対
比
さ
せ
︑
臨
時
政
府
が
民
衆
の

要
求
に
対
し
て
﹁
柔
和
で
あ
っ
た
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ

う
に
結
論
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
設
定
し
た
臨
時
政
府
の

﹁
苦
闘
と
︑
挫
折
に
至
る
過
程
﹂
が
分
析
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
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同
様
の
問
題
点
が
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
政
治
を
分
析
す
る
上
で
も
存
在

す
る
︒﹁
お
わ
り
に
﹂
で
著
者
は
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
成
功
の
理
由
と
し

て
︑﹁
西
欧
諸
国
の
政
府
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
ほ
ど

に
︑
彼
ら
は
あ
た
ら
し
い
世
界
秩
序
の
接
近
を
確
信
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑

い
ざ
政
権
を
獲
得
し
て
か
ら
は
︑
躊
躇
な
く
民
衆
に
銃
口
を
向
け
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
の
過
酷
さ
を
も
っ
て
い
た
﹂
と
分
析
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
本
論
を
読
む
限
り
︑
一
九
一
七
年
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
支
持

を
拡
大
し
た
︑
よ
り
根
本
的
な
原
因
は
︑
レ
ー
ニ
ン
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
宣
伝

活
動
の
手
腕
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
レ
ー
ニ
ン
は
︑
い
つ
︑
何
を
︑

ど
の
よ
う
に
宣
伝
す
れ
ば
人
々
の
支
持
を
得
ら
れ
る
か
を
感
じ
取
り
︑
自
ら

の
目
的
を
果
た
す
た
め
上
層
・
下
層
に
か
か
わ
ら
ず
宣
伝
を
行
う
才
能
を
持

っ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
本
論
の
随
所
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
第
四
章
で
は

﹁
レ
ー
ニ
ン
と
ト
ロ
ツ
キ
ー
は
ロ
シ
ア
革
命
の
傑
出
し
た
指
導
者
で
あ
っ

た
﹂
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
戦
争
の
終
結
自
体
は
レ
ー
ニ
ン
の
政
治
理
論
に

基
づ
く
政
策
で
あ
る
と
し
て
も
︑
レ
ー
ニ
ン
が
そ
れ
を
大
々
的
に
発
表
し
た

の
は
︑
あ
く
ま
で
民
衆
へ
の
宣
伝
の
一
環
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
本
書
で
は
︑
著
者
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う

﹁
ロ
シ
ア
革
命
を
西
欧
的
民
主
主
義
社
会
実
現
へ
の
試
み
と
そ
の
挫
折
と
し

て
捉
え
る
﹂
と
い
う
課
題
が
︑
結
論
に
お
い
て
単
な
る
政
策
の
選
択
問
題
に

矮
小
化
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
著
者
が
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
お
い
て
︑
臨
時
政
府
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ

ィ
キ
の
政
治
過
程
を
必
要
以
上
に
対
比
さ
せ
る
構
造
を
提
示
し
た
こ
と
で
生

じ
た
も
の
で
あ
る
︑
と
考
え
る
︒
確
か
に
︑
戦
争
の
継
続
を
標
榜
し
た
臨
時

政
府
と
︑
終
結
を
宣
言
し
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
で
︑
後
者
が
民
衆
の
支
持

を
得
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
そ
れ
は
前
述
の
通
り
︑
両
者
の
目
的
も
手
法
も

異
な
る
政
治
手
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
が
︑
そ
の
政
治
手
法
を
生

み
出
し
た
原
因
に
つ
い
て
︑
結
論
で
は
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

臨
時
政
府
に
よ
る
西
欧
的
政
治
制
度
の
実
現
の
試
み
と
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
に
よ
る
社
会
主
義
体
制
建
設
の
た
め
の
運
動
の
推
移
は
︑
重
な
る
部
分
は

あ
る
が
別
事
象
で
あ
る
︒
本
論
で
臨
時
政
府
の
政
策
を
中
心
に
検
討
し
︑
そ

の
挫
折
の
原
因
を
結
論
で
提
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
背
景
と
具
体
的
政

策
と
の
間
に
あ
る
︑
臨
時
政
府
の
政
治
の
構
造
的
な
側
面
に
よ
り
着
目
し
た

分
析
を
明
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
︒
ま
た
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
関
し

て
は
︑
臨
時
政
府
と
対
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
臨
時
政
府
の
政
策
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
視
点
で
分
析
を
試
み
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
︒

さ
ら
に
︑
臨
時
政
府
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
を
必
要
以
上
に
対
比
さ
せ
る
こ

と
の
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
︑
十
月
革
命
を
﹁
臨
時
政
府
の
挫
折
﹂
と
対
比

し
て
﹁
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
成
功
﹂
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
目
的
は
ロ
シ
ア
︵
あ
る
い
は
世
界
︶
で
社
会
主
義
体

制
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
主

導
す
る
革
命
に
よ
っ
て
帝
政
あ
る
い
は
臨
時
政
府
が
打
倒
さ
れ
︑
そ
の
後
ボ

リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
主
導
す
る
体
制
の
構
築
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︑
と
考

え
ら
れ
た
︒
率
直
に
考
え
れ
ば
︑
こ
の
構
想
を
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
が
︑

﹁
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
成
功
﹂
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
十
月
革
命
に
よ
っ
て
臨
時
政
府
が
打
倒
さ
れ
た
後
の
憲
法
制
定

会
議
選
挙
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
エ
ス
エ
ル
に
敗
北
し
︑
主
導
権
を
握
る
た

め
に
議
会
に
お
い
て
も
う
一
度
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
た③
︒
そ
の
後
︑
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
苛
烈
な
内
戦
と
世
界
革
命
の
挫
折
を
経
験
し
︑
政
権
の
維
持

を
自
ら
の
第
一
目
的
に
転
換
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
は
二
〇
年
代
に
ス
タ
ー
リ
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ン
の
一
国
社
会
主
義
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
も
従
来
か

ら
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
十
月
革
命
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
活
動
の
一
次

的
な
成
果
で
は
あ
る
が
本
質
的
な
成
功
で
は
な
く
︑
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の

﹁
成
功
﹂
と
は
そ
も
そ
も
幻
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

ス
タ
ー
リ
ン
政
権
以
降
︑
十
月
革
命
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
成
功
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
第
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
本
書
は
﹁
十

月
革
命
史
観
﹂
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
て
い
な
が
ら
︑
十
月
革
命
を
無
批
判

に
﹁
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
成
功
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
本
書
を
読
む
限
り
︑
そ

う
す
る
こ
と
に
︑
臨
時
政
府
と
対
比
す
る
以
外
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
は
思

え
な
い
︒
無
理
に
対
比
構
造
を
示
さ
ず
︑
ま
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
政
治
の

分
析
に
踏
み
込
ま
ず
に
︑
臨
時
政
府
か
ら
見
た
十
月
革
命
像
を
結
論
で
提
示

す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
︒

細
部
の
批
判
と
し
て
︑
二
点
を
指
摘
し
た
い
︒
ま
ず
一
点
目
は
︑
臨
時
政

府
が
戦
争
へ
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
︑
ロ
シ
ア
の
社
会
下
層
と
上
層
及
び
連
合

国
と
の
要
請
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
論
旨

の
一
つ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
臨
時
政
府
が
外
交
上
置
か
れ
て
い
た
立
場

や
︑
そ
れ
に
対
し
て
取
ろ
う
と
し
た
政
策
の
推
移
に
つ
い
て
の
分
析
が
不
十

分
な
点
で
あ
る
︒

本
書
で
叙
述
さ
れ
る
臨
時
政
府
の
外
交
は
以
下
の
通
り
概
略
で
き
る
︒
一

七
年
五
月
ま
で
外
相
を
務
め
た
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
は
︑
英
仏
露
間
で
交
わ
さ
れ

た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
勢
力
圏
分
割
を
め
ぐ
る
秘
密
協
定
を
重
視
し
︑
戦
争
の

完
遂
に
こ
だ
わ
っ
て
︑
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
な
ど
に
反
対
さ
れ
︑

最
終
的
に
辞
任
し
た
︒
そ
の
後
︑
首
相
の
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
は
ロ
シ
ア
の
参
戦

意
欲
を
示
す
た
め
に
軍
の
再
編
に
尽
力
し
︑
い
わ
ゆ
る
七
月
攻
勢
を
仕
掛
け

る
が
失
敗
し
た
︒
九
月
に
は
︑
軍
を
後
退
さ
せ
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ド
=
ジ

ョ
ー
ジ
に
対
し
て
一
八
年
の
連
合
国
の
全
面
的
軍
事
攻
勢
に
参
加
で
き
な
い

と
通
知
し
た
︒

ロ
シ
ア
が
戦
争
か
ら
撤
退
で
き
な
い
事
情
に
つ
い
て
︑
本
書
で
は
﹁
革
命

ロ
シ
ア
が
連
合
国
と
の
約
束
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
簡
単
に
は
覆
し
よ

う
が
な
い
現
実
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
著
者
に
よ
る
当
時
の
状

況
の
分
析
で
あ
る
が
︑
当
時
の
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
が
︑

連
合
国
と
の
約
束
に
ど
の
程
度
﹁
縛
ら
れ
て
い
る
﹂
と
判
断
し
て
い
た
の
か
︑

そ
し
て
そ
の
判
断
は
何
を
根
拠
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
分
析
が
必
要
で
あ

ろ
う
︒

ま
た
︑
右
の
経
緯
か
ら
︑
臨
時
政
府
は
成
立
以
後
︑
外
形
的
に
は
戦
争
参

加
へ
の
態
度
を
徐
々
に
後
退
さ
せ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
特
に
︑
九
月
の

ロ
イ
ド
=
ジ
ョ
ー
ジ
へ
の
通
知
は
︑
そ
れ
ま
で
の
方
針
の
一
部
転
換
と
も
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
連
合

国
の
反
応
の
分
析
は
︑
臨
時
政
府
の
外
交
政
策
を
考
慮
す
る
際
に
重
要
だ
が
︑

本
書
は
そ
の
点
に
関
す
る
分
析
が
な
い
︒

二
つ
目
は
︑
臨
時
政
府
の
大
臣
や
そ
の
関
係
者
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
多

か
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
一
方
で
︑
そ
れ
が
臨
時
政
府
の
政
治
に
ど
の
よ
う

に
影
響
し
た
か
検
証
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒

臨
時
政
府
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が
多
か
っ
た
こ
と
自
体
は
︑
和
田
な
ど
が

既
に
言
及
し
て
い
る
︒
本
書
で
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
︑
フ
リ
ー

メ
ー
ソ
ン
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
に
よ
り
︑
臨
時
政
府
が
政
党
の
枠
を
超
え

て
連
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
臨
時
政
府
の
人
事
や

政
策
の
決
定
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
同
士
の
つ
な
が
り
が
影
響
を
与
え
て
い
た

可
能
性
ま
で
を
示
唆
し
て
い
る
︒
こ
の
点
で
︑
本
書
は
従
来
の
研
究
を
押
し

進
め
た
と
言
え
る
︒
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例
え
ば
本
書
で
は
︑
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
る
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
︑
ネ
ク

ラ
ー
ソ
フ
︑
テ
レ
シ
チ
ェ
ン
コ
の
﹁
三
人
は
︑
政
府
内
政
府
の
よ
う
な
核
を

構
成
し
て
お
り
︑
中
道

左
派
連
合
路
線
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
︒

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
は
な
い
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
に
は
︑
三
人
が
何
ら
か
の
同
盟

関
係
に
あ
る
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
︑
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ

が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
後
の
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
辞
任
に
繫

が
る
臨
時
政
府
内
の
不
和
の
一
因
だ
と
示
唆
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
リ
ー
︵
ロ
シ
ア
で
は
マ
ソ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
︶
自

体
︑
未
解
明
な
部
分
の
多
い
結
社
で
あ
り
︑
そ
の
会
員
同
士
が
ど
れ
ほ
ど
交

流
を
持
っ
て
い
た
か
も
不
明
な
部
分
が
多
い
︒
ま
た
一
般
論
と
し
て
︑
フ

リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
限
ら
ず
特
定
の
集
団
に
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
︑

対
人
関
係
に
お
け
る
親
密
さ
は
変
化
し
得
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
臨
時
政
府
の
大
臣
や
関
係
者
が
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
す
る
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
親
密
さ
以
上
の
政
策
や
人
事
に
お

け
る
影
響
を
︑
よ
り
具
体
的
に
提
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
︒

五

お

わ

り

に

著
者
が
︑
臨
時
政
府
の
政
治
と
い
う
︑
ロ
シ
ア
革
命
研
究
に
お
け
る
大
き

な
未
開
拓
分
野
の
一
部
を
解
明
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
前

述
し
た
臨
時
政
府
の
外
交
政
策
や
︑
連
合
国
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
の
臨

時
政
府
へ
の
態
度
︑
臨
時
政
府
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
活
動
の
相
互
関
係
の

分
析
な
ど
︑
未
解
明
の
課
題
は
多
い
︒

こ
れ
ら
の
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
二
〇
世
紀
論
や
ソ
連
史
研
究
に
し

か
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
従
来
の
ロ
シ
ア
革
命
観
を
超
え
て
︑
現
代
の
諸
問

題
に
通
じ
る
﹁
社
会
変
革
﹂
自
体
を
考
え
る
際
の
重
要
な
視
点
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
︑
と
著
者
は
示
唆
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
実
関
係
が
包
括
的
に
整

理
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
今
後
の
研
究
者
が
従
来
の
見
解
を
見
直
す
た

め
の
き
っ
か
け
と
し
て
非
常
に
刺
激
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
︑
本
書
は
参

照
に
価
す
る
︒
今
後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
︒

①

著
者
が
様
々
な
場
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
著
者
が
責
任
編
集
し
た
﹃
ロ
シ
ア

革
命
と
ソ
連
の
世
紀

第
�
巻

世
界
戦
争
か
ら
革
命
へ
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇

一
七
年
︶
は
︑
ブ
ル
ダ
コ
ー
フ
︑
ニ
コ
ラ
ー
エ
フ
ら
も
寄
稿
す
る
な
ど
︑
本
書
と

相
互
補
完
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
︒
特
に
︑
本
書
の
研
究
上
の
位
置
付
け
や
問
題

意
識
に
つ
い
て
は
︑
著
者
が
著
し
た
本
論
集
の
﹁
総
説
﹂
を
併
せ
て
読
む
と
︑
理

解
が
よ
り
深
ま
る
だ
ろ
う
︒

②

和
田
が
こ
の
議
論
を
初
め
て
提
起
し
た
の
は
︑
論
文
﹁
二
月
革
命
﹂︵
江
口
朴

郎
編
﹃
ロ
シ
ア
革
命
の
研
究
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
六
八
年
︶
三
二
一

四
五

四
頁
︶
で
あ
る
︒
和
田
は
こ
の
論
文
の
議
論
を
さ
ら
に
進
め
﹃
ロ
シ
ア
革
命

ペ

ト
ロ
グ
ラ
ー
ド

一
九
一
七
年
二
月
﹄︵
作
品
社
︑
二
〇
一
八
年
︶
を
発
表
し
た
︒

③

和
田
春
樹
は
前
掲
書
に
お
い
て
ロ
シ
ア
革
命
を
﹁
二
月
革
命
﹂﹁
十
月
革
命
﹂

﹁
レ
ー
ニ
ン
の
第
三
革
命
﹂
の
三
段
階
に
分
類
し
て
い
る
︒

︵
岩
波
新
書

ⅹⅳ
＋
二
三
二
＋
四
頁

二
〇
一
七
年
一
月

八
四
〇
円
＋
税
︶

︵
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︶

書 評
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