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ャ
ー　

徳
富
蘇
峰
と
新
島
襄

蘇
峰
の
言
論
活
動
の
原
点

　

彼
は
な
ぜ
文
章
を
書
い
た
の
か
。
反
骨
精
神

で
あ
っ
た
と
還
暦
を
前
に
蘇
峰
は
言
っ
て
い
ま

す
（『
中
央
公
論
』
大
正
12
年
1
月
）。
当
時
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
な
ど
が
結
ば
れ
た

直
後
で
す
。
蘇
峰
の
反
抗
の
対
象
は
白
人
閥
で

し
た
。
彼
は
農
家
の
出
身
で
し
た
の
で
、
ま
ず

士
族
閥
に
反
抗
し
、
同
志
社
で
は
宣
教
師
閥
に

反
抗
し
ま
し
た
。
彼
に
は
Ｊ
．
Ｓ
．
ミ
ル
を
読

む
英
語
力
が
あ
り
な
が
ら
、「
英
語
の
同
志
社
」

で
は
英
語
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
反
感
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
初
期
民
友
社
で
は
藩
閥
批
判
、
そ

し
て
支
那
閥
、
露
西
亜
閥
に
反
抗
す
る
日
清
・

日
露
戦
争
を
経
験
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
以
降

は
白
閥
退
治
を
唱
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
反
抗

精
神
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
基
本
的

な
立
ち
位
置
で
し
た
。

　

蘇
峰
は
最
初
、
非
常
に
鮮
明
な
平
民
主
義
者

と
し
て
出
発
し
ま
し
た
。
そ
の
後
帝
国
主
義
者

に
変
わ
り
、
日
露
戦
争
の
頃
か
ら
皇
室
中
心
主

義
を
言
い
出
し
ま
す
。『
蘇
峰
自
伝
』
と
い
う

面
白
い
本
が
あ
り
ま
す
。
少
年
時
代
、
自
己
形

成
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
兼

坂
塾
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
蘇
峰
は
文

久
３
（
１
８
６
３
）
年
に
庄
屋
の
息
子
と
し
て

柳
沢
家
、
水
戸
家
な
ど
か
ら
幕
末
の
貴
重
な
史

料
を
た
く
さ
ん
借
り
て
読
み
、
自
分
の
思
う
と

こ
ろ
を
自
由
に
書
い
た
。
そ
れ
が
面
白
い
ん
だ

と
自
身
で
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
自
由
に
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
蘇
峰
の
特
徴
で
す
。

　

蘇
峰
ほ
ど
他
人
か
ら
牽
制
さ
れ
ず
、
自
分
の

思
う
こ
と
を
自
由
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
人
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
大

市
民
」
と
言
っ
て
い
い
生
涯
を
送
っ
た
人
で
す
。

自
分
で
新
聞
社
を
立
ち
上
げ
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
起

業
家
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
の
境
地
に
お
い
て
仕

事
が
で
き
た
。
そ
こ
に
注
目
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
。

　

で
す
が
、
一
度
だ
け
、
蘇
峰
に
も
自
由
に
書

け
な
い
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
国
民
新
聞
社
が

関
東
大
震
災
に
遭
っ
て
本
社
を
建
て
替
え
る
金

が
な
く
、
東
武
鉄
道
を
経
営
す
る
根
津
嘉
一
郎

に
３
０
０
万
円
を
出
し
て
も
ら
い
、
根
津
の
傘

下
に
納
ま
っ
た
時
で
す
。
雇
わ
れ
者
と
し
て
干

渉
さ
れ
な
が
ら
文
章
を
書
く
。
そ
の
と
き
蘇
峰

は
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
が
自
由
に
言
え
な
い

と
い
う
経
験
を
初
め
て
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
国

民
新
聞
社
を
手
放
し
、
修
史
家
と
し
て
立
ち
ま

す
。
そ
の
後
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
社
賓
の
ポ
ス

ト
を
得
て
自
由
に
コ
ラ
ム
を
書
き
続
け
ま
す
。

持
ち
ま
し
た
。
日
露
戦
争
後
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和

条
約
で
国
民
が
、
賠
償
金
を
取
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
抗
議
し
て
日
比
谷
焼
き
討
ち
事
件
を
起
こ

し
た
時
、
国
民
新
聞
社
も
焼
き
討
ち
に
遭
い
ま

す
。
第
３
次
桂
内
閣
の
「
大
正
の
政
変
」
の
時

も
、
国
民
新
聞
は
内
閣
を
代
弁
す
る
立
場
を
取

っ
た
た
め
、
二
度
目
の
焼
き
討
ち
に
遭
い
ま
し

た
。

　

桂
太
郎
の
死
を
機
に
蘇
峰
は
政
界
か
ら
身
を

引
き
、
文
筆
活
動
中
心
に
戻
り
ま
す
が
、
昭
和

に
入
り
、
東
條
英
機
内
閣
の
時
に
、
政
権
の
黒

幕
に
回
り
ま
す
。
そ
の
影
響
力
は
、
大
東
亜
戦

争
開
戦
の
詔
書
に
筆
を
入
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で

し
た
。

　

蘇
峰
は
何
を
目
的
に
政
界
と
関
わ
っ
た
の
か
。

桂
内
閣
の
時
は
、
新
聞
人
と
し
て
桂
を
動
か
そ

う
と
し
た
の
だ
と
言
い
ま
す
。
東
條
内
閣
に
つ

い
て
も
「
私
は
東
條
を
教
育
し
て
や
ろ
う
と
思

っ
た
。
他
の
人
は
東
條
を
敵
と
し
た
。
私
は
東

條
を
正
し
く
導
い
た
ら
役
に
立
つ
と
思
っ
た
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
の
顔
は
歴
史
家
、
修
史
家
で
す
。
一

番
の
業
績
は
『
近
世
日
本
国
民
史
』
全
１
０
０

巻
を
書
き
上
げ
た
こ
と
で
す
。
中
断
を
含
み
、

大
正
６
（
１
９
１
８
）
年
か
ら
昭
和
27
（
１
９

５
２
）
年
ま
で
か
か
っ
て
い
ま
す
。
近
衛
家
、

新
聞
事
業
を
構
想
し
、
借
金
を
し
て
国
民
新
聞

社
を
設
立
し
ま
し
た
。
そ
の
借
金
の
保
証
人
が

新
島
襄
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
大
変
華
々
し
い
出
発
で
し
た
。

明
治
維
新
で
混
迷
し
て
い
た
日
本
の
「
こ
れ
か

ら
」
を
示
し
た
『
将
来
之
日
本
』
は
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
な
り
、
蘇
峰
の
民
友
社
に
は
共
鳴
し
た

青
年
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
世
間
は
、
福

沢
諭
吉
の
次
世
代
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
が

現
れ
た
と
騒
ぎ
ま
し
た
。
蘇
峰
が
25
歳
頃
の
こ

と
で
し
た
。『
国
民
之
友
』
は
、
当
時
と
し
て

は
破
格
の
読
者
数
を
集
め
、『
国
民
新
聞
』
も

世
論
指
導
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
良
い
意
味
で

も
悪
い
意
味
で
も
、
戦
前
の
日
本
で
非
常
に
長

い
間
、
最
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
が
蘇
峰
で
す
。

　

次
は
、
政
界
の
裏
方
と
し
て
世
論
操
作
を
し

た
蘇
峰
で
す
。
彼
は
松
方
内
閣
（
薩
摩
閥
）
の

勅
任
参
事
官
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
民
間
か

ら
藩
閥
批
判
発
言
を
し
て
い
た
蘇
峰
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
大
転
身
で
す
。変
節
漢
と
呼
ば
れ
て『
国

民
之
友
』
の
売
れ
行
き
が
突
然
落
ち
、
廃
刊
に

追
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
の
出
来
事
で
し
た
。

　

特
に
関
係
が
深
か
っ
た
の
は
桂
内
閣
で
す
。

蘇
峰
は
桂
の
懐
刀
と
な
り
、
閣
外
か
ら
『
国
民

新
聞
』
を
通
じ
て
支
援
し
、
大
変
な
影
響
力
を

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
政
界
の
裏
方
・
修
史
家

と
し
て
の
三
つ
の
顔

　

昨
年
は
徳
富
蘇
峰
生
誕
１
５
０
年
に
あ
た
り
、

生
ま
れ
故
郷
の
熊
本
県
水
俣
市
や
熊
本
市
で
は

記
念
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
日
は
徳
富
蘇

峰
と
い
う
人
物
を
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
の
人

生
を
再
検
討
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
彼
は
生
涯

に
お
い
て
三
つ
、
大
き
な
仕
事
を
し
ま
し
た
。

一
つ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
出
版
人
。
二
つ
目

は
政
界
の
黒
幕
と
し
て
の
世
論
操
作
。
三
つ
目

に
修
史
家
と
し
て
の
活
動
で
し
た
。

　

ま
ず
一
つ
目
、
出
発
点
の
蘇
峰
は
、
社
会
改

造
を
志
す
ベ
ン
チ
ャ
ー
起
業
家
で
し
た
。
彼
は

同
志
社
英
学
校
を
中
退
後
、
熊
本
に
帰
郷
し
、

日
本
社
会
を
変
え
よ
う
と
大
江
義
塾
を
作
り
ま

す
。
そ
こ
で
青
年
た
ち
に
話
し
た
内
容
を
ま
と

め
て
明
治
18
（
１
８
８
５
）
年
に
私
家
出
版
し

た
本
が
東
京
の
知
識
人
の
間
で
評
判
に
な
り
、

後
に
改
題
し
て
出
版
し
た
の
が
『
新
日
本
之
青

年
』
で
す
。

　

前
年
に
は
『
将
来
之
日
本
』
を
出
版
し
ま
し

た
。
初
期
の
代
表
作
で
す
。
自
信
を
得
た
彼
は

塾
を
た
た
ん
で
上
京
し
、
次
に
国
民
一
般
を
対

象
に
し
た
社
会
教
育
を
目
論
ん
で
発
行
し
た
の

が
『
国
民
之
友
』
と
い
う
雑
誌
で
す
。
さ
ら
に
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皇
室
中
心
主
義
と
平
民
主
義
と
の
融
合

　

こ
の
よ
う
に
蘇
峰
の
立
ち
位
置
は
時
代
と
と

も
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
少
し
ま
と
め
て

み
ま
す
と
、
彼
は
「
平
民
主
義
」
と
い
う
旗
は

ず
っ
と
降
ろ
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
を
皇
室

中
心
主
義
と
重
ね
て
い
き
ま
す
。「
平
民
主
義

と
今
後
の
政
治
」『
中
央
公
論
』
明
治
41
年
３
月
、

で
は
こ
う
言
い
ま
す
。「
い
う
ま
で
も
な
く
我

帝
国
は
古
来
よ
り
平
民
主
義
の
最
も
行
わ
れ
た

る
国
で
あ
る
。
歴
史
の
上
に
は
階
級
も
あ
り
、

豪
族
も
あ
れ
ど
も
詮
ず
る
所
は
上
に
一
君
万
乗

の
天
皇
を
戴
き
、
下
に
は
万
民
皆
同
朋
で
あ
る

と
云
う
観
念
は
殆
ど
我
歴
史
の
初
め
よ
り
今
日

迄
を
一
貫
し
た
る
大
主
脳
に
し
て
維
新
の
改
革

も
畢
竟
此
方
向
に
動
い
た
も
の
に
外
な
ら
ん
の

で
あ
る
。
言
い
換
う
れ
ば
我
国
に
於
け
る
尊
王

主
義
は
平
民
主
義
の
父
母
で
あ
る
」。
そ
し
て
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
国
民
の
支
持
が
な
い
と
い
け

な
い
、
帝
国
主
義
も
国
民
の
支
持
が
な
い
と
い

け
な
い
か
ら
、
平
民
主
義
と
帝
国
主
義
は
兄
弟

な
ん
だ
と
言
い
ま
す
。

　

皇
室
中
心
主
義
を
平
民
主
義
と
つ
な
げ
て
語

る
の
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
一
つ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
落
と
し

穴
を
蘇
峰
が
よ
く
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

の
ミ
ル
ト
ン
と
み
な
し
た
、
彼
の
価
値
観
を
書

い
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
国
民
一
般
向
け

の
発
言
と
は
明
ら
か
に
分
離
し
て
い
ま
し
た
。

本
心
が
二
つ
に
割
れ
て
い
た
と
言
え
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
姿
勢
は
問
題
で
す
。

　

昭
和
14
（
１
９
３
９
）
年
に
は
『
昭
和
国
民

読
本
』
を
書
き
ま
し
た
。
神
話
時
代
か
ら
の
天

皇
の
話
で
す
。
日
本
が
一
丸
と
な
っ
て
世
界
に

皇
道
を
広
げ
て
い
く
ん
だ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

昭
和
11
年
に
蘇
峰
は
、
日
清
戦
争
以
前
に
書

い
た
も
の
は
大
目
に
見
て
ほ
し
い
と
語
っ
て
い

ま
す
。
当
時
は
若
気
の
至
り
で
、
藩
閥
を
攻
撃

さ
え
す
れ
ば
日
本
国
民
と
し
て
の
義
務
を
ま
っ

と
う
し
た
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
三
国
干
渉
に

出
合
っ
て
考
え
が
変
わ
っ
た
の
だ
と
。
昭
和
15

年
、
神
兵
隊
事
件
の
第
96
回
公
判
で
、
蘇
峰
は

右
傾
化
し
た
首
謀
者
た
ち
の
証
人
と
し
て
陳
述

し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
自
身
が
明
治
維
新
の
自

由
主
義
教
育
、
あ
る
い
は
同
志
社
の
自
由
主
義

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
認
め
て
い
ま
す
。
そ

の
上
で
、
自
由
主
義
か
ら
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
り
な

が
ら
皇
室
中
心
主
義
に
な
っ
た
、
と
言
い
ま
し

た
。
あ
る
種
の
本
音
だ
と
思
い
ま
す
。

に
対
抗
意
識
を
見
せ
て
い
た
蘇
峰
が
薩
摩
閥
に

協
力
す
る
よ
う
に
な
り
、
官
僚
に
な
っ
た
の
で

す
。

　

そ
の
後
桂
の
死
に
よ
っ
て
政
治
か
ら
離
れ
、

文
筆
業
に
戻
っ
た
蘇
峰
は
大
正
５（
１
９
１
６
）

年
に
『
大
正
の
青
年
と
帝
国
の
前
途
』
を
出
版

し
ま
し
た
。『
将
来
之
日
本
』『
新
日
本
之
青
年
』

を
根
本
的
に
改
作
し
た
も
の
で
、
１
２
０
版
以

上
を
重
ね
、
１
０
０
万
部
以
上
売
れ
た
。
蘇
峰

の
物
で
一
番
売
れ
た
本
で
す
。
こ
の
本
の
中
で

彼
は
青
年
た
ち
に
、
自
由
主
義
の
立
場
や
自
分

中
心
主
義
を
捨
て
、
挙
国
一
致
で
も
っ
と
国
家

に
協
力
し
な
さ
い
と
言
い
始
め
ま
し
た
。
こ
こ

で
明
ら
か
に
路
線
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
翌
年
の
大
正
６
年
、
蘇
峰
は
『
杜
甫

と
彌ミ

耳ル

敦ト
ン

』
を
出
し
ま
し
た
。『
大
正
の
青
年

と
帝
国
の
前
途
』
と
は
傾
向
の
違
う
２
冊
を
同

時
期
に
出
版
し
た
わ
け
で
す
。『
大
正
の
青
年

と
帝
国
の
前
途
』
は
国
民
世
論
指
導
用
の
著
作

で
、
帝
国
主
義
論
、
皇
室
中
心
主
義
を
主
張
す

る
集
大
成
で
し
た
。『
杜
甫
と
彌
耳
敦
』
で
は

積
年
の
信
条
を
綴
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
本
当

の
気
持
ち
で
す
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
革

命
の
時
に
国
王
を
殺
し
て
共
和
制
に
し
た
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
の
秘
書
だ
っ
た
人
物
で
す
。
共
和
主

義
者
ミ
ル
ト
ン
、
キ
リ
ス
ト
者
新
島
襄
を
日
本

ス
ト
教
に
期
待
し
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
あ
き
ら

め
ま
し
た
。
彼
等
は
自
分
の
魂
の
救
済
し
か
考

え
て
い
ま
せ
ん
。
社
会
、
国
家
の
こ
と
を
考
え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
蘇
峰
は
近
代
革
命
期
に

政
治
家
に
な
っ
た
ミ
ル
ト
ン
や
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

の
よ
う
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
期
待
し
て
い
た
の

に
、
そ
う
い
う
人
物
が
日
本
に
は
い
な
い
と
言

っ
て
キ
リ
ス
ト
者
に
失
望
し
ま
し
た
（
新
島
先

生
は
例
外
）。
明
治
20
年
代
の
中
頃
で
す
。

　

蘇
峰
の
意
見
が
変
わ
っ
た
の
は
日
清
戦
争
の

後
で
す
。
日
本
は
下
関
講
和
で
割
譲
を
受
け
た

遼
東
半
島
を
、
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
返
さ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
。
道
理
が
通
っ
て
い
て
も
、

力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
何
も
役
に
立
た
な
い
。

力
を
持
っ
て
い
る
と
無
道
理
で
あ
っ
て
も
通
用

す
る
と
い
う
事
実
、彼
は
こ
れ
を「
力
の
福
音
」

の
洗
礼
を
受
け
た
の
だ
と
言
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
彼
は
日
本
を
、
力
の
あ
る
国
に
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
産

業
で
平
和
に
や
っ
て
い
け
る
と
言
っ
て
い
た
路

線
が
、
こ
こ
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
す
。
明

治
29
年
５
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
、
蘇
峰
は
英

語
に
堪
能
な
深
井
英
五
を
連
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
メ
リ
カ
を
周
り
、
世
界
を
視
察
し
ま
す
。
そ

し
て
帰
国
直
後
、
松
方
内
閣
の
内
務
省
勅
任
参

事
官
に
就
任
し
ま
し
た
。
今
ま
で
藩
閥
や
士
族

さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
こ

か
ら
人
間
を
解
放
す
る
の
だ
、
新
し
い
歴
史
を

作
る
の
は
、
無
名
の
明
治
の
青
年
た
ち
だ
、
天

保
の
老
人
は
も
う
時
代
遅
れ
だ
、
と
。
蘇
峰
は

そ
れ
を
『
新
日
本
之
青
年
』
の
中
で
「
天
真
爛

漫
の
青
年
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
蘇
峰
自
身
が

「
天
真
爛
漫
の
青
年
」
と
し
て
生
き
た
人
で
す
。

「
力
の
福
音
」
と
の
出
合
い
か
ら

皇
室
中
心
主
義
へ

　

次
に
彼
が
期
待
し
た
の
は
「
中
等
社
会
」
で

す
。
上
流
も
下
流
も
い
け
な
い
。
自
ら
労
働
す

る
人
に
よ
る
社
会
こ
そ
が
日
本
を
作
る
、
経
済

に
よ
っ
て
平
和
的
競
争
時
代
に
な
る
の
だ
と
。

こ
れ
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ス
ク
ー
ル
と
い
う
、

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
既
に
明
治
24
（
１
８
９
１
）
年
に
蘇
峰
は

「
中
等
社
会
の
堕
落
」
と
い
う
論
説
を
発
表
し

て
い
ま
す
。
松
方
デ
フ
レ
の
影
響
か
ら
地
主
層

は
分
解
し
、
一
部
の
不
在
地
主
と
、
多
く
の
小

作
に
分
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
金
が
集
ま
っ
た

地
主
は
投
機
活
動
を
起
こ
し
、
落
ち
ぶ
れ
た
者

は
一
攫
千
金
を
目
指
し
、
社
会
の
モ
ラ
ル
は
失

わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

新
し
い
日
本
の
基
軸
と
し
て
、
蘇
峰
は
キ
リ

生
ま
れ
、元
田
塾
、竹
崎
塾
を
経
て
明
治
４
（
１

８
７
１
）
年
に
兼
坂
塾
に
入
り
ま
す
。
こ
の
兼

坂
諄
次
郎
は
熊
本
藩
で
も
比
較
的
上
位
の
武
士

で
し
た
が
、
明
治
維
新
で
士
族
身
分
を
捨
て
て

農
業
を
始
め
、
塾
を
開
い
て
新
し
い
文
明
を
ど

ん
ど
ん
取
り
入
れ
て
い
き
ま
し
た
。
少
年
蘇
峰
、

つ
ま
り
猪
一
郎
は
こ
の
塾
に
住
み
込
み
、
日
々

労
働
す
る
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
学
び
ま

す
。
そ
し
て
、
自
分
は
労
働
し
な
い
の
に
人
々

の
上
に
立
つ
士
族
を
痛
烈
に
批
判
し
ま
し
た
。

よ
く
彼
は
「
士
族
根
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、

そ
れ
に
対
し
て
自
分
は
「
平
民
主
義
者
」
で
あ

る
と
言
い
ま
し
た
。
蘇
峰
の
「
平
民
主
義
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
明
ら
か
に
士
族
社
会
に
対
す

る
抵
抗
意
識
が
あ
り
ま
す
。
平
民
主
義
と
は
実

は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
訳
語
で
す
が
、「
民
主
」

と
い
う
と
皇
室
と
結
び
つ
か
な
く
な
る
の
で

「
平
民
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
後
年
、
言

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
彼
の
考
え
を
盛
り
込
ん
だ
の
が

『
新
日
本
之
青
年
』
で
あ
り
『
将
来
之
日
本
』

で
し
た
。
徳
川
社
会
で
一
番
偉
か
っ
た
の
は
将

軍
で
も
大
名
で
も
な
く
、
実
は
「
習
慣
」
だ
っ

た
の
だ
と
彼
は
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
Ｊ
．
Ｓ
．

ミ
ル
の
『
自
由
論
』
の
中
の
言
説
で
す
。
蘇
峰

は
呼
び
か
け
ま
し
た
、
皆
が
伝
統
習
慣
に
支
配
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レ
ク
チ
ャ
ー　

徳
富
蘇
峰
と
新
島
襄

非
常
に
健
康
に
生
き
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
非
難
さ
れ
た
文
章
も
ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
に
保

存
し
て
、
五
百
年
後
の
評
価
を
待
つ
、
と
胸
を

は
り
ま
す
。
多
く
の
識
者
が
「
実
は
本
心
は
△

△
だ
っ
た
」
と
、
以
前
の
自
己
欺
瞞
発
言
を
弁

明
す
る
態
度
と
は
対
照
的
な
の
で
す
。

　

こ
れ
が
現
代
と
ど
う
つ
な
が
る
か
。『
上
野

先
生
、
勝
手
に
死
な
れ
ち
ゃ
困
り
ま
す
』（
光

文
社
新
書
）
と
い
う
面
白
い
本
が
あ
り
ま
す
。

上
野
千
鶴
子
さ
ん
と
教
え
子
の
古
市
憲
寿
さ
ん

と
い
う
２
人
の
社
会
学
者
に
よ
る
、
世
代
間
闘

争
の
対
話
を
書
い
た
も
の
で
す
。
上
野
千
鶴
子

は
現
代
の
青
年
た
ち
に
、
も
っ
と
元
気
を
出
せ
、

一
人
ひ
と
り
が
事
業
主
に
な
り
な
さ
い
と
忠
告

し
て
い
ま
す
。
戦
後
の
高
度
成
長
で
中
流
階
級

意
識
が
九
割
と
な
り
、『
将
来
之
日
本
』
で
描

い
た
夢
に
近
づ
き
ま
し
た
。
し
か
し
ま
だ
個
人

は
「
社
畜
」
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
中
流
が
二
極

分
解
し
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
自
分
が
自

分
の
主
人
公
で
あ
り
つ
づ
け
た
蘇
峰
の
生
き
方

と
、
上
野
千
鶴
子
の
起
業
家
に
な
っ
て
自
立
し

な
さ
い
、
百
姓
（
ひ
ゃ
く
せ
い
）
社
会
を
作
り

な
さ
い
と
い
う
言
い
方
は
、
共
通
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
６
月
11
日
、
今
出
川
校
地
良
心
館
１
０
３
番

教
室
）

新
島
が
愛
し
た
の
は
民
で
す
。
民
を
愛
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
国
を
愛
し
た
。
こ
の
蘇
峰
の
発
言

を
聞
い
て
、
新
島
原
理
主
義
者
と
も
い
え
る
安

中
教
会
の
牧
師
柏
木
義
円
は
、「
蘇
峰
は
堕
落

し
た
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

戦
後
は
ど
う
な
っ
た
か
。
蘇
峰
は
敗
戦
に
が

っ
く
り
し
ま
す
。
す
べ
て
の
役
職
、
文
化
勲
章

や
官
位
も
返
納
し
、
戦
争
責
任
を
取
っ
て
隠
居

し
ま
し
た
。
昭
和
20
年
10
月
12
日
の
日
記
に
彼

の
和
歌
が
あ
り
ま
す
。「
此
頃
ハ
逢
ヒ
タ
イ
人

ノ
多
ケ
レ
ド　

別
ケ
テ
逢
ヒ
タ
イ
新
島
先
生
」。

蘇
峰
に
学
ぶ
自
立
の
す
す
め

　

戦
争
が
終
わ
り
、
蘇
峰
の
書
い
た
文
章
に
煽

ら
れ
て
戦
地
へ
行
っ
た
青
年
た
ち
は
、
蘇
峰
に

幻
滅
し
て
い
ま
し
た
。
戦
後
は『
将
来
之
日
本
』

『
新
日
本
之
青
年
』
だ
け
が
評
価
さ
れ
、
戦
犯

扱
い
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
最
近
は
ま

た
風
向
が
変
わ
っ
て
、
右
傾
化
し
た
頃
の
蘇
峰

を
再
評
価
す
る
軽
薄
な
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

蘇
峰
自
身
は
ど
う
自
己
分
析
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
意
見
が
変
化
し
た
こ
と
は

認
め
る
が
、
自
分
と
し
て
は
そ
の
時
そ
の
時
の

情
勢
を
考
え
て
最
善
の
意
見
を
提
示
し
た
の
だ

と
言
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
自
分
の
発
言
が
自
己

欺
瞞
で
な
さ
れ
た
意
識
は
な
く
、
内
面
的
に
は

同
志
社
大
学
創
立
60
周
年
記
念
の
演
説
で
は
こ

う
も
言
い
ま
す
。
自
分
の
皇
室
中
心
主
義
に
対

し
て
、
新
島
先
生
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
行
き
着
い

て
い
な
い
。
も
し
先
生
が
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、

蘇
峰
の
考
え
は
新
島
先
生
の
考
え
を
受
け
継
い

だ
も
の
だ
と
先
生
は
お
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
と
。

新
島
の
愛
国
心
や
皇
室
観
を
自
分
の
唱
え
る
日

本
精
神
に
近
づ
け
て
、
か
な
り
自
分
勝
手
な
解

釈
を
し
ま
し
た
。
新
島
は
愛
国
者
で
し
た
が
、

を
退
学
し
て
か
ら
新
島
と
意
気
投
合
し
ま
す
。

新
島
も
ま
た
ボ
ス
ト
ン
で
ア
メ
リ
カ
の
市
民
社

会
を
経
験
し
て
き
た
人
で
す
。
あ
る
時
新
島
は
、

蘇
峰
に
宛
て
た
手
紙
に
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て

い
ま
す
。「
君
ニ
ハ
政
治
上
ノ
平
民
主
義
ヲ
取

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
僕
ハ
宗
教
上
ノ
平
民
主
義
ヲ

取
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
ツ
マ
リ
平
民
主
義
ノ
旅
連

レ
ナ
リ
」。
新
島
は
会
衆
派
教
会
に
属
し
て
い

ま
し
た
。
会
衆
派
は
信
徒
が
み
な
平
等
に
も
の

を
言
い
、
最
後
は
多
数
決
で
決
め
ま
す
。
ま
さ

に
宗
教
上
の
平
民
主
義
で
す
。
そ
こ
で
二
人
は

共
鳴
し
合
い
、
助
け
合
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
が
一
番
は
っ
き
り
す
る
の
が
「
同
志
社

大
学
設
立
の
旨
意
」
で
す
。
そ
の
中
で
蘇
峰
は
、

軍
隊
式
の
師
範
学
校
を
作
っ
た
明
治
政
府
を

「
国
家
の
奴
隷
を
作
っ
て
い
る
」と
批
判
し
ま
す
。

こ
れ
で
は
意
志
の
弱
い
人
物
し
か
生
み
出
さ
な

い
。
む
し
ろ
独
自
一
個
の
見
識
を
備
え
、
良
心

を
手
腕
に
行
動
す
る
独
立
自
由
人
を
つ
く
る
、

天
真
爛
漫
の
青
年
を
育
て
る
の
だ
。
そ
れ
は
私

学
し
か
な
い
の
だ
と
。
こ
こ
で
新
島
と
蘇
峰
は

共
同
歩
調
を
取
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
２
人
の
間
で
違
っ
て
い
た
の
は

宗
教
観
で
し
た
。
蘇
峰
は
、
日
本
人
に
と
っ
て

は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
宗
教
に
な
っ
て
い
る
の

だ
と
言
い
ま
す
。
準
戦
時
体
制
下
の
昭
和
10
年
、

そ
し
て
神
兵
隊
事
件
の
証
人
と
な
り
、
議
会
主

義
や
政
党
政
治
に
つ
い
て
批
判
し
ま
し
た
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
大
変
右
傾
化
し
て
い
っ
た
の
で

す
。

新
島
襄
と
の
関
係

　

新
島
襄
と
の
関
係
を
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
。

蘇
峰
が
ま
ず
新
島
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
は
、

彼
の
人
格
主
義
で
し
た
。
新
島
は
「
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
ま
す
。
こ
れ
は

新
島
が
ア
メ
リ
カ
に
い
た
頃
の
時
代
背
景
と
関

係
し
ま
す
。
科
学
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス

ト
教
が
世
俗
化
し
て
い
き
、
聖
書
中
心
主
義
に

対
し
て
人
々
が
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
人

格
教
育
が
盛
ん
に
言
わ
れ
始
め
た
時
代
で
す
。

　
『
蘇
峰
自
伝
』
で
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
同
志
社
に
於
い
て
は
、
予
は
人
格
主
義
の
何

者
た
る
乎
を
体
得
し
た
る
心
持
が
し
た
。
…
人

間
の
生
活
は
畢
竟
、
高
尚
な
る
奉
仕
の
為
に
す

る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
価
値
は
奉
仕
す
る
心

の
純
潔
と
熱
情
と
に
依
つ
て
、
定
ま
る
も
の
で

あ
る
と
云
ふ
事
を
教
え
た
の
は
、
新
島
先
生
で

あ
る
」。
人
生
は
目
的
を
持
っ
て
生
き
な
い
と

い
け
な
い
。
蘇
峰
は
同
志
社
時
代
に
ど
ん
な
目

的
を
見
つ
け
た
か
、
そ
れ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

に
な
る
こ
と
で
し
た
。
蘇
峰
は
む
し
ろ
同
志
社

す
。
丸
山
眞
男
は『
日
本
の
思
想
』の
中
で
、「
精

神
的
貴
族
主
義
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
多
数
者

の
意
思
に
お
も
ね
っ
て
い
る
と
、
行
き
着
く
と

こ
ろ
、
易
き
に
つ
く
。
視
聴
率
至
上
主
義
の
今

の
テ
レ
ビ
の
低
俗
化
と
同
じ
で
す
。
だ
か
ら
良

い
意
味
で
の
精
神
的
貴
族
主
義
と
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
を
組
み
合
わ
せ
な
い
と
、
民
主
主
義
は
と
ん

で
も
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
し
ま
う
。
蘇
峰
も

初
め
は
キ
リ
ス
ト
教
と
平
民
主
義
を
組
み
合
わ

せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
無
力
を
悟
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
お
そ
ら
く
、
日
本
で
モ
ラ
ル
を
代
表
す

る
の
は
皇
室
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
両
者
を

結
び
つ
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
『
国
民
教
育
論
』
で
彼
は
、
天
皇
制
を
持
っ

て
く
る
こ
と
で
日
本
国
民
の
モ
ラ
ル
は
維
持
で

き
る
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
本
で
は
、

責
任
の
観
念
、
自
主
の
精
神
、
公
共
心
を
養
う

こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
明
治
時
代
の
蘇
峰
の
リ
ベ
ラ

ル
な
面
が
残
っ
て
い
ま
す
。
服
従
だ
け
の
モ
ラ

ル
観
で
は
な
い
の
で
す
。

　

一
君
万
民
と
か
皇
室
中
心
と
い
う
と
、
も
う

一
つ
、
つ
な
が
る
の
は
「
天
皇
親
政
」
で
す
。

こ
れ
は
軍
部
の
中
で
皇
道
派
が
唱
え
た
考
え
方

で
す
。
ま
さ
に
美
濃
部
の
天
皇
機
関
説
批
判
、

天
皇
親
政
論
に
蘇
峰
は
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。


