
大
杉
栄
論
を
論
評
す
る

揖
斐
用
　
宗
平

明
治
大
正
期
に
於
る
極
め
て
特
異
な
精
彩
を
放
つ

思
想
家
大
杉
栄
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
不
当
な

位
過
少
評
価
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。

革
命
家
大
杉
栄
に
つ
い
て
は
そ
の
多
彩
な
奔
放
な

反
逆
児
と
し
て
人
物
論
的
に
も
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な

存
在
で
あ
る
が
、
思
想
家
と
し
て
の
側
面
及
び
社
会

運
動
家
と
し
て
の
側
面
も
も
っ
と
研
究
さ
れ
る
べ
き

価
値
を
も
っ
た
人
物
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
稿
は
最
近
の
諸
々
の
大
杉
栄
に
関
す
る
研
究
本

や
研
究
論
文
を
中
心
に
し
て
大
杉
栄
の
思
想
家
と
し

て
側
面
を
追
究
し
て
み
た
い
。

（
註
）
大
杉
の
襖
触
着
文
芸
家
と
し
て
の
側
面
の
研
究
は
別
稿
に

謀
り
た
い
。

一
般
に
大
杉
に
関
す
る
幾
多
の
論
文
等
を
検
討
し

て
み
て
言
え
る
こ
と
は
、
大
杉
栄
の
思
想
家
と
し
て

の
多
様
な
側
面
を
固
定
的
に
枠
づ
け
す
る
こ
と
な

く
、
多
角
的
に
位
置
付
け
ら
れ
、
把
え
返
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
大
正
揺
鰭
期
に
於

る
時
代
潮
流
の
多
様
性
に
規
定
づ
け
ら
れ
る
一
面
も

あ
る
が
、
主
と
し
て
は
大
杉
個
人
の
思
想
家
運
動
家

と
し
て
の
性
格
、
姿
勢
、
傾
向
の
多
様
性
に
大
き
く

帰
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

思
想
家
大
杉
栄
の
位
置
づ
げ
を
議
論
文
に
照
ら
し

て
大
別
し
て
み
る
と
、

0
ア
ナ
ル
コ
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
と
し
て
の
正
統

的
な
位
置
付
け
と
評
価

の
個
人
主
義
的
実
存
主
義
者
と
し
て
の
大
杉
栄
の

積
極
的
な
評
価

㈲
特
異
な
実
存
主
義
的
永
久
革
命
論
者
と
し
て
の

大
杉
栄

㈲
日
本
原
始
回
帰
論
者
の
左
翼
的
側
面
を
代
表
す

る
も
の
と
し
て
の
大
杉
栄

㈲
当
時
に
あ
っ
て
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
的
側
面
を
も

つ
自
由
ソ
ヒ
エ
ト
主
義
者
と
し
て
の
大
杉
栄

㈲
バ
ク
ー
ニ
ン
的
な
カ
テ
キ
ズ
ム
的
傾
斜
を
示
す

大
杉
栄

辱
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

勿
論
厳
密
皇
害
え
ば
、
以
上
の
位
置
づ
げ
は
ど
れ

も
大
杉
の
一
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
全
体
的
な

規
定
づ
げ
を
行
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も

ない。第
m
の
大
杉
像
は
殆
ん
ど
の
文
献
資
料
が
言
及
し

て
お
り
、
最
も
「
股
的
な
大
杉
像
で
あ
る
と
い
っ
て

よい。今
日
大
杉
に
関
す
る
実
証
的
な
唯
一
の
研
究
書
と
　
一

な
っ
て
い
る
大
沢
正
道
「
大
杉
栄
研
究
」
を
始
め
、
　
1
6

秋
山
活
「
ロ
シ
ア
革
命
と
大
杉
栄
」
（
「
思
想
二
九
一

六
四
年
一
月
号
）
、
多
田
道
太
郎
解
説
「
世
界
の
名

著
－
大
杉
栄
－
」
　
（
中
央
公
論
社
）
、
秋
山
清
・
大

沢
正
道
「
幸
徳
・
大
杉
・
石
川
」
　
（
北
日
本
出
版

社
）
秋
山
清
「
日
本
の
反
逆
思
想
」
（
現
代
思
潮
社
）

等
の
論
文
も
凡
よ
そ
ア
ナ
ル
コ
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト

大
杉
栄
を
一
般
的
共
通
項
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、

勿
論
そ
れ
が
一
般
的
な
見
方
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
大

杉
の
初
期
（
大
逆
事
件
ま
で
）
、
中
期
（
ロ
シ
ア
革

命
ま
で
）
後
期
　
（
ロ
シ
ア
革
命
以
降
か
ら
虐
殺
ま

で
）
に
至
る
思
想
的
葛
藤
と
軌
跡
は
極
め
て
幾
多
の

起
伏
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
そ
の
思
想
家
と



し
て
の
末
親
性
と
多
様
性
、
思
想
家
大
杉
と
運
動
家

大
杉
と
の
結
合
と
希
艶
に
つ
い
て
も
も
っ
と
有
機
的

に
メ
ス
を
入
れ
、
大
正
　
（
明
治
）
社
会
主
義
思
想
や

運
動
の
中
に
立
体
的
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
不
十
分

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

庇
の
点
今
後
の
大
杉
研
究
は
単
に
従
来
の
大
杉
像

を
一
般
的
に
繰
り
返
す
の
み
に
終
わ
ら
ず
、
多
角
的

に
突
き
進
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

階
級
戦
争
論
者
で
戦
時
ゼ
ネ
ス
ト
論
考
で
あ
っ
た

初
期
、
思
想
的
に
は
生
の
哲
学
を
基
礎
と
す
る
特
異

な
疎
外
哲
学
（
自
我
哲
学
）
、
人
間
社
会
学
を
標
誘

し
、
実
践
的
に
は
ア
ナ
ル
コ
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
と

し
て
あ
っ
た
中
期
、
更
に
ロ
シ
ア
革
命
か
ら
ア
ナ
・

ボ
ル
論
争
期
に
於
で
は
ポ
ル
シ
ュ
ウ
ィ
キ
的
協
同
戦

線
論
か
ら
反
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
牛
的
ソ
ヒ
ユ
ト
論
者
へ

傾
斜
し
た
後
期
、
そ
し
て
一
九
二
二
～
二
三
年
に
至

る
日
本
脱
出
　
－
　
フ
ラ
ン
ス
を
追
放
さ
れ
て
以
降
の

バ
ク
ー
ニ
ン
的
な
非
合
法
的
な
カ
テ
キ
ズ
ム
に
す
ら

煩
く
晩
期
の
大
杉
の
思
想
的
、
運
動
的
起
伏
は
極
め

て
ユ
ニ
ー
ク
な
起
伏
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
間
大
杉

と
て
か
な
り
の
葛
藤
と
動
揺
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
の
点
の
追
求
は
大
正
期
の
時
代
潮
流
の
別
の
側
面

を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
大
正
期
の
思
想
運
動
、
社
会
運
動
と
言
う

と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
争
が
余
り
に
も
華
々
し
か

っ
た
為
に
何
か
そ
れ
で
代
表
さ
れ
る
か
の
如
き
錯
覚

す
ら
お
こ
し
か
ね
な
い
が
、
最
近
米
騒
動
、
関
東
大

震
災
時
に
於
る
大
量
虐
殺
、
在
日
朝
鮮
人
、
水
平
社

の
運
動
が
実
証
性
を
も
っ
て
研
究
さ
れ
、
発
表
さ
れ

て
い
る
が
、
末
だ
当
時
の
社
会
運
動
や
労
働
運
動
、

農
民
運
動
の
研
究
は
少
な
い
。

大
杉
栄
の
多
角
的
な
研
究
も
こ
の
大
正
期
の
三
つ

の
大
き
な
潮
流
た
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
大
正
社

会
労
働
運
動
、
そ
れ
に
此
の
頃
無
気
味
に
進
行
す
る

大
正
テ
ロ
リ
ス
ム
　
（
左
右
を
含
め
）
と
の
関
連
性
に

焦
点
を
定
め
て
言
及
し
た
も
の
は
殆
ん
と
み
か
け
な

い
。
今
後
の
一
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
注
）
今
日
一
つ
の
盲
点
と
す
ら
な
っ
て
い
る
大
正
テ
ロ
リ
ズ
ム

の
徹
底
的
な
研
究
は
昭
和
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
の
分
析
に
一
つ

の
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
の
の
個
人
主
義
的
実
存
主
義
者
の
大
杉
に
つ
い

て
は
一
般
に
昭
和
期
に
入
る
と
そ
の
時
代
的
性
格
に

大
き
く
左
右
さ
れ
て
か
否
定
さ
れ
、
捨
象
さ
れ
て
い

っ
た
大
杉
の
自
我
論
に
基
づ
く
実
存
主
義
的
な
傾
向

を
も
つ
自
我
哲
学
（
今
日
的
に
言
え
ば
、
未
熟
で
は

あ
る
が
一
つ
の
疎
外
哲
学
、
主
体
性
哲
学
）
を
積
極

的
に
評
価
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
は
高
見
順
は
そ
の
論
文
　
「
大
杉
栄
」
　
（
「
日

本
の
思
想
家
」
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）
　
の
中
で
、
「
労

働
運
動
を
、
社
会
主
義
運
動
を
、
革
命
運
動
を
大
杉
は

『
生
の
拡
充
』
　
『
生
の
創
造
』
と
見
た
の
だ
。
そ
れ

ら
の
論
文
に
は
『
疎
外
』
と
い
う
言
葉
こ
そ
出
て
こ

な
い
が
、
明
ら
か
に
　
『
疎
外
』
　
の
存
在
を
指
摘
し

て
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
性
回
復
を
主
張
し
た
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

誰
だ
っ
た
か
忘
れ
だ
が
、
大
杉
の
哲
学
を
「
人
間

奪
還
の
哲
学
」
で
あ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
の
を
見
た

こ
と
が
あ
っ
た
か
、
こ
の
指
摘
は
確
か
に
傾
聴
に
価

す
る
で
あ
ろ
う
。

大
杉
自
身
は
こ
の
自
我
哲
学
に
つ
い
て
言
え
は
、

観
念
と
現
実
、
個
人
と
社
会
と
の
間
を
絶
え
ず
括
れ

動
き
な
が
ら
葛
藤
し
て
い
た
様
に
思
わ
れ
る
が
、
し

か
し
こ
の
様
な
側
面
を
も
っ
た
社
会
哲
学
が
既
に
大

正
期
に
於
て
叫
ば
れ
て
い
る
　
（
例
え
櫛
芽
的
に
せ

よ
）
　
こ
と
は
単
に
自
由
奔
放
な
大
杉
個
人
に
還
元
す

る
こ
と
な
く
、
日
本
社
会
思
想
史
の
一
つ
の
里
程
標

と
し
て
位
盾
づ
げ
ろ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

うか。何
か
主
体
性
哲
学
と
言
う
と
、
戦
後
一
二
大
論
争
の

一
っ
た
る
主
体
性
論
争
に
魂
足
さ
れ
て
か
ま
る
で
戦

後
の
産
物
か
の
観
を
塁
す
る
の
で
あ
る
が
そ
の
点
は

改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
杉
個
人
の
研
究
に
於
て
こ
の
点
に
関
し
て
言
え

ば
や
は
り
こ
の
自
我
哲
学
の
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
哲



学
的
な
背
景
や
軌
跡
及
び
彼
の
お
か
れ
た
社
会
的
運

動
状
況
、
更
に
こ
の
立
場
の
そ
の
後
の
大
杉
に
与
え

た
思
想
的
、
実
践
的
影
響
を
綿
密
に
追
っ
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

私
は
大
杉
の
自
我
哲
学
形
成
に
は
彼
の
系
譜
的
側

面
か
ら
言
え
ば
、
例
の
赤
旗
事
件
で
逮
捕
さ
れ
て
千

葉
刑
務
所
で
の
監
獄
勉
強
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
か
、
そ
の
点
は
や
は
り
そ
れ

な
り
の
実
証
性
が
必
要
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
大
杉
の
こ
の
よ
う
な
側
面
は
そ
の

後
、
「
い
わ
ゆ
る
ボ
ル
派
が
主
導
権
を
握
っ
て
か
ら

の
労
働
運
動
は
、
や
が
て
、
私
の
実
感
か
ら
す
る

と
、
自
我
の
確
立
と
は
反
対
の
自
己
否
定
、
そ
し
て

生
の
拡
充
を
む
し
ろ
否
定
す
る
主
体
性
の
喪
失
、
そ

う
し
た
自
己
犠
牲
的
な
も
の
で
運
動
が
進
め
ら
れ
て

行
っ
た
観
が
あ
る
。
大
杉
の
革
命
運
動
観
に
は
今
日

に
お
い
て
も
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」

へ
高
見
順
、
前
掲
論
文
）
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

何
も
所
謂
ボ
ル
派
に
限
ら
ず
、
ア
ナ
派
を
含
め
て
日

本
社
会
主
義
運
動
に
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
こ
の
点
は
当
時
の
時
代
的
背
景
や
社
会
的
な

運
動
状
況
と
も
密
接
に
絡
ん
で
い
て
一
概
に
高
見
順

の
如
く
に
は
言
え
な
い
。

そ
れ
に
大
杉
の
実
存
主
義
的
な
自
我
哲
学
は
所
謂

マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
や
実
存
主
義
哲
学
か
ら
の
経
路

を
辿
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
ス
テ
ィ
ル
ナ
ニ

ー
チ
ェ
㌧
ヘ
ル
ク
ツ
ン
等
の
哲
学
を
彼
が
半
か
は
独

自
的
に
摂
取
し
て
構
築
し
た
哲
学
で
あ
る
が
故
に
、

な
お
一
層
そ
の
独
自
性
と
限
界
性
を
色
濃
く
内
包
し

て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
㈲
の
実
存
主
義
的
側
面
を
も
つ
永
久
革
命
論
者

と
し
て
の
大
杉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
大
杉

の
哲
学
や
理
論
を
革
命
家
、
飯
道
家
と
し
て
の
側
面

か
ら
見
た
場
合
の
見
解
で
あ
る
。

私
自
身
も
大
杉
の
こ
の
側
面
を
も
っ
と
評
価
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
痛
感
す
る
訳
で
は
あ
る
が
、
あ
い

に
く
と
こ
の
点
に
関
し
て
の
大
杉
の
研
究
は
極
め
て

少
な
い
o

大
杉
が
後
期
か
ら
晩
年
に
よ
く
口
に
し
た
、
革
命

と
言
う
も
の
は
社
会
革
命
と
個
人
革
命
が
同
時
的
進

行
し
、
実
現
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
考

え
方
は
抱
え
方
に
よ
れ
ば
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

大
杉
の
「
社
会
革
命
と
個
人
革
命
の
同
時
実
現
」

論
の
基
本
的
な
論
理
構
造
は
　
「
同
時
－
永
久
－
全

体
」
革
命
の
統
一
性
を
つ
か
ま
ん
と
す
る
努
力
の
結

晶
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
「
存
在
と
意
識
」
　
の
、
「
社

会
と
個
人
」
の
「
同
時
－
永
久
1
全
体
」
革
命
の
統

一
像
を
模
索
せ
ん
と
し
た
未
完
成
の
産
物
で
あ
る
と

言
え
る
。

比
の
点
は
同
じ
当
時
の
ア
ナ
キ
ス
ト
で
、
永
久
草

命
を
叫
ん
だ
石
川
三
四
郎
よ
り
も
発
想
法
的
に
は
す

ぐ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
ナ
、
、
、
ッ
ク
で
あ
る
と
さ
え
言
え

る
o

と
も
か
く
マ
ル
ク
ス
主
義
永
久
革
命
で
軽
視
さ

れ
、
欠
落
し
て
い
た
点
を
彼
な
り
に
衝
い
て
い
る
と

も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

大
杉
は
自
分
で
は
し
ば
し
は
合
理
主
義
的
と
も
思

え
る
論
理
弁
証
法
的
発
想
を
揮
絶
す
る
は
う
な
言
辞

を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
自
身
は
皮
肉
に

も
そ
の
発
想
法
に
於
で
極
め
て
弁
証
法
的
発
想
を
し

て
い
る
。

西
洋
の
或
る
哲
学
者
は
人
間
と
言
う
も
の
は
そ
も

そ
も
弁
証
法
的
存
在
で
あ
る
と
喝
破
し
た
が
、
基
本

的
に
は
そ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
大
杉
の
比
の
ユ
ニ
ー
ク
な
「
同
時
－

永
久
－
全
体
」
革
命
た
る
「
社
会
革
命
と
個
人
革
命

の
同
時
実
現
」
諭
の
論
理
的
、
哲
学
的
根
拠
は
如
何

と
言
え
は
、
大
杉
白
身
が
こ
の
点
は
つ
い
て
体
系
的

に
述
べ
た
著
書
や
論
文
は
な
い
。

そ
れ
故
に
彼
の
初
期
　
－
　
中
期
　
－
　
後
期
、
更
に

晩
年
の
思
想
的
、
実
践
的
な
軌
跡
を
辿
っ
て
内
在
的

な
追
究
を
し
て
み
る
よ
り
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

ス

テ

ィ

ル

ナ

I

i

ニ

ー

チ

ェ

i

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

流

れ

を
汲
む
個
人
主
義
的
実
存
主
義
哲
学
や
ニ
ー
チ
ェ
i

ハ
ク
ー
二
ン
流
の
永
久
哲
学
、
プ
ル
十
∴
ト
ン
）
ク
ロ



ボ
ト
キ
ン
流
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
更
に
そ
の
独
特
の
進

化
哲
学
や
生
物
学
的
な
宇
宙
観
が
極
め
て
複
雑
に
錯

綜
し
て
大
杉
と
言
う
一
個
の
特
異
な
飯
逆
児
の
中
で

体
現
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

更
に
当
時
に
あ
っ
て
は
良
し
慈
し
は
別
に
し
て
堺

剃
髪
、
高
畠
索
之
と
共
に
か
な
り
マ
ル
ク
ス
主
義
に

も
通
暁
し
て
い
た
一
人
で
あ
り
、
そ
し
て
見
落
し
て

ほ
な
ら
な
い
の
は
当
時
の
大
正
揺
鑑
期
の
運
動
状
況

に
よ
る
影
響
で
あ
ろ
う
。

大
杉
と
言
う
人
は
日
本
的
革
命
家
に
共
通
す
る
求

道
者
タ
イ
プ
の
革
命
家
と
違
っ
て
、
或
る
面
で
は
極

め
て
西
欧
的
な
「
口
八
丁
手
八
丁
」
な
、
自
由
奔
放

な
西
欧
型
叛
逆
児
と
も
言
う
べ
き
タ
イ
プ
の
人
で
あ

る
。
こ
の
点
は
同
時
代
の
北
一
輝
と
対
象
的
で
あ

る
。
よ
く
口
で
は
合
理
主
義
を
指
弾
し
て
非
合
理
主

義
を
首
唱
す
る
訳
で
あ
る
が
、
人
物
的
に
は
意
外
に

合
理
的
な
人
に
も
思
え
て
く
る
。

合
理
と
非
合
理
が
う
ま
く
同
居
し
た
よ
う
な
人
で

は
あ
る
ま
い
か
。

き
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
っ
と
言
及
し
だ
い

が
紙
数
の
関
係
上
次
に
進
み
た
い
。

第
0
の
日
本
原
始
回
帰
論
の
一
人
に
大
杉
を
加
え

る
説
は
、
松
沢
哲
戌
が
そ
の
著
書
　
「
橘
孝
三
郎
」

（
三
一
番
房
）
で
述
べ
て
い
る
。

ひ
と
ま
ず
彼
の
説
を
追
っ
て
み
る
と
、

「
＜
原
始
回
帰
V
的
な
体
制
批
判
思
想
は
、
先
ず

幸
徳
秋
水
・
大
杉
栄
ら
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ら
始
ま
っ

た
」
そ
し
て
大
杉
の
言
う
「
生
の
拡
充
」
　
「
生
の
歓

喜
」
　
「
生
の
創
造
」
を
真
に
実
現
す
る
た
め
に
∴
ほ

「
相
互
扶
助
の
協
同
社
会
」
が
営
ま
れ
て
い
る
「
原

始
の
自
由
時
代
」
　
へ
の
回
帰
を
め
ざ
す
　
毒
最
後
の

絶
大
な
る
繰
り
返
し
』
を
め
ざ
し
て
蜂
起
せ
よ
」
と

大
杉
が
主
張
し
た
と
言
い
、
「
大
杉
栄
に
お
い
て
歴

史
と
は
出
発
点
と
し
て
の
＜
原
始
＞
と
に
は
さ
ま
れ

た
、
た
え
ざ
る
堕
落
・
上
向
の
二
重
過
程
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
出
発
点
と
到
着
点
と
が
螺
旋
的
に

結
ば
れ
て
い
た
」
更
に
そ
の
方
法
的
特
徴
は
「
自
立

主
義
」
と
「
模
範
主
義
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

訳
で
あ
る
○

そ
し
て
こ
の
＜
原
始
回
帰
＞
論
的
発
想
法
は
日
本

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
源
流
た
る
大
正
農
民
主
義
の
橘
孝

三
郎
や
権
藤
成
卿
等
に
も
共
通
し
て
流
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。

こ
の
見
解
は
確
か
に
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
は
あ
る

が
、
橘
孝
三
郎
、
権
藤
成
卿
は
と
も
か
く
大
杉
を
彼

の
言
う
＜
原
始
回
帰
＞
派
の
一
人
に
加
え
る
こ
と
に

は
厳
密
に
言
え
ば
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
又

松
沢
が
そ
う
主
張
す
る
に
は
大
杉
に
関
し
て
余
り
に

も
そ
の
論
証
性
が
部
分
的
で
実
証
性
を
裏
付
け
る
引

用
文
献
が
は
な
は
だ
少
な
す
ぎ
る
し
、
懇
意
的
だ
。

と
も
な
く
一
応
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
が
大
杉
を

し
て
原
始
回
帰
派
に
規
定
づ
け
て
い
る
根
拠
と
し
て

挙
げ
て
い
る
相
互
扶
助
進
化
論
（
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
）

に
基
づ
く
無
政
府
共
産
社
会
へ
の
希
求
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
問
題
が
惹
起
す
る
。

即
ち
、
大
杉
が
果
し
て
そ
の
相
互
扶
助
進
化
論
を

彼
の
言
う
原
始
自
由
社
会
へ
の
回
帰
の
理
論
的
根
拠

と
し
て
指
定
し
て
い
た
か
と
言
う
点
が
第
一
で
あ

り
、
次
に
大
杉
が
原
始
共
産
社
会
＝
原
始
自
由
社
会

を
人
類
の
「
生
の
闘
争
」
の
到
着
点
と
し
て
予
定
調

和
的
に
理
想
化
し
て
い
た
か
と
言
う
点
で
あ
る
。

大
杉
に
限
ら
ず
一
般
に
社
会
主
義
着
は
客
観
的
に

は
別
に
し
て
本
人
自
身
は
定
型
的
な
予
定
調
和
的
な

社
会
の
理
想
化
を
図
る
様
な
発
想
法
は
と
ら
な
い
。

原
始
共
産
社
会
と
大
杉
の
言
う
無
政
府
共
産
社
会

と
が
か
な
り
短
絡
的
に
二
重
写
し
的
に
模
写
さ
れ
た

傾
向
が
み
う
け
ら
れ
る
。

た
だ
、
確
か
に
大
杉
の
哲
学
や
思
想
に
は
日
本
農

本
主
義
と
共
通
す
る
要
因
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
も
っ
と
考
え
て
み
る
と
、

こ
れ
は
多
分
に
大
正
期
と
言
う
時
代
蒲
神
的
土
嬢
に

基
因
す
る
点
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
面
も
含
め
て
大
正
期
の
厳
密
な
立
体
的
な
時

代
底
流
の
分
析
は
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
松
沢
が
言
う
様
に
大
杉
が
そ
の
歴
史
観
と



し
て
出
発
点
と
到
着
点
と
が
回
帰
す
る
歴
史
回
帰
と

も
言
う
べ
き
立
場
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
余
り

に
も
う
か
ら
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
に
も
述
べ
た
様
に
大
杉
は
そ
の
歴
史
観
と
し
て

基
本
的
に
は
＜
生
物
進
化
－
社
会
進
化
＞
説
を
と
っ

て
い
た
と
考
え
る
の
か
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
第
的
の
大
杉
の
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
的
と

言
う
か
、
レ
ー
ニ
ン
的
側
面
す
ら
示
す
大
杉
像
を

積
極
的
に
評
価
す
る
説
と
し
て
飛
鳥
井
雅
道
「
ロ
シ

ア
革
命
と
大
杉
栄
」
　
（
「
現
代
の
理
論
」
一
九
六
七

年
一
〇
月
号
）
　
「
大
正
期
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
　
ー
　
大
杉

栄
を
中
心
と
し
て
～
」
　
（
「
日
本
近
代
化
の
研
究

（
下
）
」
高
橋
幸
八
郎
縞
）
等
が
あ
る
。

氏
は
先
ず
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
階
級
戦
争

論
者
で
第
一
次
大
戦
に
於
る
戦
時
ゼ
ネ
ス
ト
の
首
唱

者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
当
時
の
日
本
に
於
で
最
も
レ

ー
ニ
ン
の
思
想
に
結
果
的
に
は
接
近
し
て
い
た
革
命

家
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
大
杉
は
、
『
正
気
の
狂
人
』
と
の
こ
と
ば
を
発

明
し
、
し
ば
し
は
み
ず
か
ら
を
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て

い
だ
。
戦
争
（
第
一
次
大
戦
　
－
　
揖
斐
川
註
）
開
始

の
時
点
で
、
公
然
と
内
乱
を
説
く
こ
と
、
こ
れ
は
ま

さ
し
く
正
気
の
狂
人
で
あ
り
、
い
か
に
孤
立
し
て
い

る
か
に
見
え
よ
う
と
、
次
の
時
期
、
ロ
シ
ア
革
命
が

開
始
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ま
た
レ
ー
ー
一
ン
を
全

面
的
に
支
持
す
る
思
想
的
準
備
が
確
立
さ
れ
て
い
た

と
私
は
思
う
。
」
　
（
「
日
本
近
代
化
の
研
究
　
（
下
）
」

飛
鳥
井
氏
に
よ
れ
は
例
の
ア
ナ
ポ
ル
論
争
の
実

態
は
実
は
ア
ナ
と
社
民
と
の
論
争
で
あ
っ
た
と
の
こ

と
だ
が
、
総
じ
て
こ
の
時
期
の
左
翼
潮
流
は
ア
ナ
ル

つ
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
友
愛
会
糸
の
協
調
主
義
的

社
民
が
二
大
勢
力
で
あ
っ
た
が
故
に
左
派
的
側
面
を

代
表
し
て
い
た
大
杉
ら
の
主
譲
が
レ
ー
ニ
ン
の
思
想

と
交
錯
す
る
と
言
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
の
で
あ

る。

更
に
氏
は
大
杉
が
例
の
上
海
で
の
「
極
東
社
会
主

義
者
会
議
」
に
出
席
し
た
の
ち
、
ボ
ル
派
の
近
藤
栄

蔵
ち
と
組
ん
だ
ア
ナ
ボ
ル
協
同
戦
線
戦
術
を
打
ち
出

し
、
「
こ
の
年
（
一
九
二
一
年
－
揖
斐
川
註
）
　
『
ク

ロ
ボ
ト
キ
ン
研
究
』
の
総
序
に
於
て
、
『
無
政
府
主

義
な
ど
を
廃
棄
し
て
い
る
』
と
書
き
切
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
堺
“
山
川
ら
が
殆
ん
ど
明
確
な

態
度
を
打
ち
出
さ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
彼
は
上

海
へ
、
更
に
チ
ブ
ス
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ

ま
で
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
」
（
前
掲
書
）

と
述
べ
、
大
杉
が
右
派
社
民
と
の
対
抗
の
中
で
極
め

て
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
的
方
針
と
傾
向
を
示
す
軌
跡
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
大
杉
が
反
ボ
ル
シ
ヱ
ウ
ィ
牛
的
傾
向
を
示

し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
「
『
ソ
ビ
エ
ト
』
と
『
党
』

と
『
権
力
』
の
混
同
を
は
げ
し
く
衝
い
た
『
進
行
中

の
革
命
を
何
故
擁
護
し
な
い
の
か
』
は
、
昭
和
初
期

か
ら
現
在
ま
で
の
見
通
し
と
し
て
も
、
最
も
正
確
た

っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
「
前
掲
書
」
）
を
緒
論
づ
げ
、
大

杉
が
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
党
内
闘
争
た
る
労
働
者
反
対

派
に
注
目
し
た
点
か
ら
も
、
自
由
ソ
ビ
エ
ト
主
義
者

で
な
か
っ
た
か
を
に
お
わ
す
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
こ

の
論
文
の
大
杉
像
は
旧
来
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
な
か
っ

た
大
杉
の
思
想
的
側
面
を
掘
り
出
し
て
い
る
の
だ

が
、
一
つ
の
三
一
－
ク
で
斬
新
な
視
点
で
あ
る
に
せ

よ
、
反
戦
論
文
を
盛
ん
に
書
い
た
り
、
翻
訳
し
た
り

し
て
い
た
初
期
や
中
期
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
傾

斜
す
る
中
期
と
の
脈
絡
や
ロ
シ
ア
革
命
時
か
ら
ア
ナ

ボ
ル
論
争
の
頃
ま
で
の
多
彩
な
起
伏
層
に
そ
の
中
で

の
所
謂
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
的
戦
略
や
思
想
と
の
交
錯

や
接
近
に
つ
い
て
の
説
明
に
も
う
一
つ
論
証
性
と
実

証
性
が
弱
い
様
な
感
じ
が
す
る
。

た
だ
、
氏
が
述
べ
る
様
に
当
時
の
ア
ナ
・
ポ
ル
戦

争
の
本
当
の
実
相
を
厳
密
に
実
証
性
を
も
っ
て
研
究

し
直
す
こ
と
は
今
日
的
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
晩
年
の
　
－
　
特
に
フ
ラ
ン
ス
追
放
後
ク
ロ

ボ
ト
キ
ン
を
卒
業
し
て
バ
ク
ー
ニ
ン
に
著
し
く
傾
斜

し
、
非
合
法
的
カ
テ
キ
ズ
ム
を
す
ら
構
想
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

大
杉
の
晩
年
の
書
簡
集
（
末
刊
行
）
に
所
謂
非
合
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法
的
な
「
A
の
同
盟
」
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
が
、
こ
れ
が
一
体
如
何
な
る
性
格
と
実
体
を
も

く
ろ
ん
だ
も
の
か
定
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
大
杉
が
後
期
バ
ク
ー
ニ
ン
研
究
に
精
を
出

し
、
そ
の
中
で
例
の
バ
ク
ー
ニ
ン
が
校
閲
し
、
ネ
チ

ャ
ー
エ
フ
が
草
葉
し
た
と
い
わ
れ
る
「
革
命
は
関
す

る
教
理
問
答
」
所
謂
カ
テ
キ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
か
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た

だ
、
彼
は
当
時
に
あ
っ
て
は
い
ち
速
く
、
日
本
帝
国

主
義
が
今
後
中
国
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
を
開
始
し
、
日

本
国
民
を
重
大
な
試
練
的
危
機
に
引
き
ず
り
込
む
こ

と
を
予
感
的
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
（
「
日

本
の
運
命
」
参
照
）
大
正
期
の
如
き
爆
発
的
な
労
働

運
動
や
大
衆
運
動
が
こ
の
ま
ま
進
ん
で
い
く
こ
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
様
な
彼
の
当
時
に
於
る
情
勢
把
握
か
ら
も
、

彼
が
非
常
に
屈
折
し
た
経
路
を
内
包
し
な
が
ら
、
所

謂
カ
テ
キ
ズ
ム
的
側
面
を
全
く
考
え
て
い
な
か
っ

た
と
は
言
い
難
い
が
、
し
か
し
推
量
の
域
は
出
ま

い
。
た
だ
、
私
も
又
、
「
大
杉
自
身
は
『
米
騒
動
』

の
と
き
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
筆
の
人
で

あ
り
、
本
質
的
に
は
行
動
の
人
で
は
な
か
っ
た
」

（
飛
鳥
井
雅
道
、
前
掲
畜
）
と
い
う
評
価
を
完
全
に

は
拭
い
去
れ
え
な
い
。

大
杉
と
言
う
人
は
原
則
的
な
行
動
主
義
者
と
言
う

よ
り
は
、
情
熱
的
な
意
気
を
感
じ
る
人
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
大
杉
栄
の
研
究
は
思
想
的
、
実
践
的
、

人
物
的
に
止
ま
ら
ず
、
大
杉
栄
研
究
を
媒
介
に
し
て

大
正
揺
饉
期
に
於
る
一
つ
の
底
流
を
形
成
す
る
立
体

的
な
社
会
構
造
を
分
析
す
る
重
要
な
視
点
を
提
供
す

る
の
で
あ
る
。

一
般
に
大
杉
栄
に
つ
い
て
は
通
史
的
に
言
及
さ
れ

で
も
近
代
日
本
思
想
家
の
一
人
と
し
て
本
格
的
に
研

究
さ
れ
て
ほ
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

今
後
大
杉
栄
の
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
一

つ
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
大
杉
栄
に
関
す
る
主
要
な
文

献
を
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
（
但
し
、
通
史
的
な
も

の
は
除
く
。
）

①
大
沢
正
道
「
大
杉
栄
研
究
」
（
法
政
大
出
版
局
）

の
多
田
道
太
郎
「
世
界
の
名
著
　
－
　
大
杉
栄
　
－

解
説
」
　
（
中
央
公
論
社
）

㈲
高
見
順
「
日
本
の
思
想
家
の
－
大
杉
栄
－
」

（
朝
日
新
聞
社
）

想
」
一
九
六
四
年
一
月
号
）

の
池
上
徳
三
　
「
講
座
日
本
の
革
命
思
想
的
大
杉

栄
」
　
（
芳
賀
書
店
）

㈲
青
地
二
展
　
「
反
骨
の
系
譜
　
－
　
大
杉
栄
I
L

（評言社）

㈲
松
田
道
雄
「
現
代
日
本
思
想
体
系
　
－
　
ア
ナ
キ

ズ
ム
　
ー
　
解
説
」
　
（
筑
摩
書
房
）

的
飛
鳥
井
雅
道
「
日
本
近
代
化
の
研
究
（
下
）
　
－

大
正
期
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
　
（
大
杉

栄
を
中
心
と
し
て
）
」
（
扇
橋
幸

八
郎
縞
）

的
飛
鳥
非
難
道
「
ロ
シ
ア
革
命
と
大
杉
栄
」
　
（
現

代
の
理
論
」
一
九
六
七
年
一
〇

月
号
）

㊥
諸
伏
　
恒
「
大
杉
栄
の
革
命
理
論
に
関
す
る
私

論
（
上
）
」
（
「
黒
の
手
帳
」
一
三
号
）

的
雑
詫
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
　
－
　
大
杉
栄
と

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
」
　
（
一
九
七
二
年
一

〇
九
号
）

㈱
近
藤
憲
二

㈲
相
計
輔
萎
「
時
欝
鮫
）
．
石
川
」
（
北

㊥
秋
山
清
　
　
「
日
本
の
反
逆
思
想
」
　
（
現
代
　
　
㈹
小
松
隆
二

思
潮
社
）

㈲
秋
山
清
　
「
ロ
シ
ア
革
命
と
大
杉
楽
し
　
（
「
思

「
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ
て
か
ら
の
大

杉
」
（
「
自
由
思
想
研
究
」
第
一
号

一
九
六
〇
年
七
月
）

「
日
本
に
於
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
働
の

終
焉
」
（
「
現
代
と
思
想
」
第
三
号
）


