
〔学
界
動
向
〕

第
五
五
回
民
衆
思
想
研
究
会

･
第
七
二
回
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
例
会

｢近
世

･
近
代
移
行
期
の
北
奥
地
域
と
民
衆
｣
参
加
記

小

石

川

平
成
十
四
年
八
月
三
十

一
日
か
ら
九
月

一
日
に
か
け
て

｢第
五
五
回
民
衆
思
想
研

究
会

･
第
七
二
回
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
例
会

合
同
研
究
発
表
会
｣
が

｢近
世

･

近
代
移
行
期
の
北
奥
地
域
と
民
衆
｣
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
､
弘
前
市
で
開
催
さ
れ
た
｡

初
日
の
研
究
報
告
に
続
き
､
二
日
目
は

｢文
化
十
年
民
次
郎

一
摸
の
足
跡
を
巡
る
｣

と
い
う
主
旨
で
､
弘
前
城
追
手
門
を
ス
タ
ー
ト
し
て
､
弘
前
市
鬼
沢
の
鬼
神
社
ま
で

及
ぶ
巡
見
が
行
わ
れ
た
が
､
予
想
を
上
回
る
盛
会
で
あ
っ
た
｡

筆
者
は
両
日
と
も
参
加
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
､
参
加
記
を
執
筆
す
る
こ
と
と
な
っ

た
｡
日
頃
の
不
勉
強
と
経
験
不
足
に
よ
り
'
研
究
会
の
熱
気
や
巡
見
で
の
新
鮮
な
鷲

き
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
る
か
心
許
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
､
当
日
の
様
子
の
一
端
で

も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
｡

研
究
報
告
-

文
化
十
年
弘
前
藩
民
次
郎

一
按
と
地
域
民
衆

報
告
者
は
青
森
県
立
郷
土
館
主
任
学
芸
主
査
の
瀧
本
書
史
氏
｡
瀧
本
氏
は
､
文
化

十
年
九
月
に
百
姓
た
ち
が
弘
前
城
北
門
外
迄
に
強
訴
に
及
ん
だ
事
件
を
穎
材
に
､
首

謀
者
と
し
て
た
だ

一
人
極
刑
に
処
さ
れ
'
｢義
民
｣
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
に
至
っ
た

｢民
次
郎
｣
の
周
辺
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
頻
発
し
た

一
摸
の
要
求
論
理
の
根
底

に
あ
っ
た
北
奥
地
域
の
民
衆
に
見
る

｢
一
統
｣
意
識
形
成
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
た
｡

以
下
､
そ
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
､

｢民
次
郎

一
摸
｣
の
起
き
た
文
化
十
年
九
月
は
､
弘
前
藩
領
内
の
各
組
で
強
訴
等

が
頻
発
し
た
が
､
そ
の
最
中
に
出
さ
れ
た
郡
奉
行
宛
の

｢
口
達
｣
(
｢弘
前
藩
庁
日
記

(国
日
記
)
｣
文
化
十
年
九
月
二
十
五
日
条
)
や
､
｢御
用
留
｣
(木
造
町
盛
家
旧
蔵

文
書
)
に
記
さ
れ
た
同
年
十
月
の

｢廻
状
演
説
｣
で
は
'
百
姓
自
身
に
よ
る

｢
一

統
｣
と
い
う
､
村
域
や
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
な
差
異
な
ど
を
度
外
視
し
た
共
通

認
識
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
一
統
｣
意
識
成
立
の
要
因
は
､
藩
側
が
､
蝦
夷
地
警
備
に
伴
う

｢面
改
｣
に
よ

る
人
別
把
握
､
五
軒
組
合
の
改
編
や

｢郷
士
｣
を
制
度
的
に
位
置
づ
け
る
な
ど
の
支

配
機
構
の
整
備
を
通
じ
て
､
労
働
力
と
し
て
の
民
衆
の
個
別
把
握
の
深
化
を
図
り
､

さ
ら
に
は
税
収
増
を
図
っ
て
土
地
把
握
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
｡
蝦
夷

地

へ
の
百
姓
動
員
'
｢公
儀
人
馬
賃
銭
｣
｢松
前
郷
夫
出
銭
｣
と
い
っ
た
出
費
､
｢地

面
調
方
｣
｢鍬
延
地
広
改
｣
に
よ
る
徴
税
の
増
加
な
ど
は
'
百
姓
に

｢疑
心
｣
(本
来

百
姓
を
救
う
存
在
で
あ
る
筈
の
藩
に
よ
っ
て
困
窮
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う

認
識
)
を
抱
か
せ
､
｢
一
統
｣
と
い
う
村
域
を
超
え
た
抵
抗
論
理
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
｡
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1
方
で
､
藩
に
よ
る

｢
l
統
｣
意
識
も
同
時
期
に
形
成
さ
れ
た
が
'
そ
れ
は
あ
く

ま
で
蝦
夷
地
警
備
に
伴
う
民
衆
負
担
に
対
し
て
､
｢東
照
大
権
現
｣
か
ら

｢御
国
先

君
為
信
様
よ
り
御
当
代
御
屋
形
様
御
代
之
御
仁
徳
｣
と
い
っ
た
､
｢御
恩
｣
を
示
し
'

｢万
民
心
ニ
〓
l
し
て
｣
と
い
う
'
全
体
的
な
意
識
の
統
制
を
図
っ
た
も
の
だ
っ
た
D

だ
が
そ
う
し
た
藩
の

｢御
恩
｣
を
逆
手
に
と
っ
て
百
姓
は

｢御
救
｣
や

｢御
仁
政
｣

を
要
求
す
る

r
l
統
｣
意
識
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
'
文
化
期
の
民
衆
と
藩
の

｢
一
統
｣
意
識
は
､
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
､
そ
の
形
成
過
程
に
於
い
て

密
接
に
関
わ
っ
た
表
裏
の
も
の
で
あ
っ
た
C

そ
し
て

一
撲
集
結
後
の
民
次
郎
の
周
辺
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
民
次
郎
処
刑
へ

の
過
程
と
､
結
果
と
し
て
藩
側
か
ら
大
幅
な
検
見
引
な
ど
の
対
応
を
引
き
だ
し
た
こ

と
､
さ
ら
に
は
民
次
郎
の
義
民
伝
承
形
成
に
お
け
る
藩
側
か
ら
の
顕
彰
装
置
と
し
て

の

｢山
本
三
郎
左
衛
門
｣
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
述
べ
た
が
､
時
間
的
な
制
約
か
ら
､

駆
け
足
の
報
告
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
っ
た
｡

最
後
に
､
｢民
次
郎

一
撰
｣
に
よ
っ
て
何
故
弘
前
藩
領
内
の
惣
百
姓

一
摸
が
終
鳶

し
た
の
か
と
い
う
こ
と
や
､

一
摸
民
衆
が
変
革
主
体
足
り
得
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
､
北
奥
と
い
う
地
域
的
な
特
性
及
び
幕
末
の
状
況
に
つ
い
て
意
請

し
な
が
ら
考
察
を
深
め
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
説
き
､
同
時
に
現
代
と

｢民
次
郎

一
撲
｣
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
く
の
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
た
｡

合同研究発表会会場
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研
究
報
告
2

幕
末
期
の
民
衆
移
動
と
社
会
状
況

-

｢悪
習
｣
の
社
会
背
景
-

報
告
者
は
筑
波
大
学
助
教
授
の
浪
川
建
治
氏
｡
浪
川
氏
は
､
明
治
十
四
年
の
明
治

天
皇
の
東
北

･
北
海
道
巡
察
に
先
立
っ
て
奥
羽
地
方
を
巡
検
し
た
佐
々
木
高
行
に
対

し
て
上
申
さ
れ
た

｢間
山
菊
弥
具
上
書
｣
や
､
佐
々
木
高
行
に
随
行
し
た
藤
田

一
郎

の

｢奥
羽
紀
行
｣
に
見
ら
れ
る

｢悪
習
｣
と
し
て
の

｢放
火
｣
を
取
り
上
げ
､
｢放

火
｣
と
い
う
社
会
的
制
裁
を
是
認
す
る
意
識
の
萌
芽
を
幕
末
期
の
村
落
を
含
め
た
社

会
状
況
に
求
め
､
十
八
世
紀
後
半
の
安
永
期
か
ら
幕
藩
体
制
最
末
期
で
あ
る
文
久
に

か
け
て
の
農
村
構
造
と
農
民
意
識
の
変
化
を
､
｢重
立
｣
層
と
百
姓
層
と
の
関
係
及

び
農
業
労
働
力
の
移
動
の
問
題
に
つ
い
て
見
な
が
ら
詳
細
に
論
じ
た
｡
そ
れ
に
よ
れ

ば
､社

会
的
制
裁
と
し
て
の

｢放
火
｣
行
為
の
対
象
者
は
､
｢債
主
｣
と
し
て
強
制
的

な
債
務
取
立
を
行
っ
た
か
つ
て
の
庄
屋

･
名
主
で
あ
る

｢村
落
ノ
戸
長
｣
で
あ
り
､

｢放
火
｣
行
為
を
報
知
し
た
者
に
対
し
て
は
､
さ
ら
に
制
裁
と
し
て

｢放
火
｣
が
行

わ
れ
た
が
､
そ
の
意
識
は
幕
末
の
地
域
社
会
の
な
か
に
定
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
｡安

永
三
年

｢大
光
寺
組
平
田
森
村
当
戸
数
人
別
増
減
調
帳
｣
に
即
し
て
見
る
安
永

期
の
農
村
状
況
は
､
｢百
姓
｣
1

｢高
無
｣
1

｢日
雇
取
｣
と
い
う
階
層
上
の
没
落

が
多
数
見
ら
れ
､
｢高
無
｣
層
の
再
生
産
手
段
は
､
上
層
農
と
の
小
作
関
係
及
び
仮

子
奉
公
に
あ
り
､
｢日
雇
取
｣
層
の
供
給
源
と
な
っ
て
い
る
｡
階
層
は
両
極
分
化
し
､

手
作
地
主
は
家
内
労
働
力
を
越
え
た
土
地
経
営
を
行
う
よ
う
に
な
り
､
そ
の
労
働
力

と
し
て
仮
子
を
抱
え
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
､
幕
末
で
あ
る
文
久
期
の
農

村
状
況
は
､
文
久
三
年

｢大
光
寺
組
金
屋
相
当
戸
数
人
別
田
畑
共
取
調
帳
｣
に
よ
れ

ば
､
農
村
の
相
互
扶
助
と
連
帯
責
任
の
単
位
が
五
軒
組
合
と
し
て
改
編
さ
れ
て
お
り
､

｢日
雇
取
｣
も
そ
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
｡
｢百
姓
｣
層
は
階
層
分
化
が
進
展
し
､

少
数
の
地
主
層
の
下
に
耕
地
は
集
積
さ
れ
た
｡
地
主
層
は
村
域
に
囚
わ
れ
な
い
広
範

囲
の
小
作
関
係
を
､
没
落
し
た

｢百
姓
｣
と
の
間
に
築
く
よ
う
に
な

っ
た
｡

天
保
期
に
は
､
小
作
人
化
し
て
い
っ
た

｢百
姓
｣
層
が
地
主
で
あ
る

｢重
立
｣
層

と
の

｢借
銀
｣
を
媒
体
と
し
た
貸
借
関
係
に
束
縛
さ
れ
､
そ
の
対
抗
手
段
と
し
て
､

｢村
定
｣
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
､
村
域
を
越
え
た
形
で
結
び
つ
き
､
返
済
を

拒
否
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
｡
そ
の

一
方
で
返
済
を
行
う
者
に
対
し
て
は
､

｢村
中
之
夫
食
米
引
負
せ
申
可
｣
な
ど
と
い
っ
た
制
裁
が
行
わ
れ
た
｡
小
作
料
を
収

取
し
､
貸
主
と
し
て

一
般
農
民
に
対
し
た

｢重
立
｣
で
あ
っ
た
が
､
同
時
に
窮
民
の

救
済
を
藩
に
委
託
さ
れ
た
存
在
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
自
己
経
営
の
防
衛
を
考
慮
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
､
小
作
関
係
に
あ
る
農
民
た
ち
に
と
つ
て
は
､
自
分
た
ち
を

率
先
し
て
救
済
す
べ
き
存
在
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

天
保
末
年
に
至
る
と
､
酒
造
業
を
は
じ
め
と
し
た
産
業
の
進
展
が
見
ら
れ
た
弘
前

･
黒
石

･
九
浦
と
い
っ
た
町
場
､
ま
た
は
松
前

へ
の
労
働
力
の
移
動
が
､
農
村
で
の

再
生
産
を
脅
か
す
ま
で
に
な
っ
た
｡
そ
の
形
態
は
､
｢町
屋
奉
公
｣
や
､
少
し
の
血

縁
な
ど
で
町
場

へ
入
り
込
む

｢相
続
養
子
｣
､
松
前
で
の

｢漁
事
持
｣
等
が
あ
り
､

｢松
前
持
｣
に
至
っ
て
は
､
基
本
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
内
陸
部
か
ら
の
直
接
の
渡

海
で
は
な
く
､
町
場
や
九
浦
に
い
っ
た
ん
定
着
す
る
こ
と
で
､
脱
法
行
為
の
性
格
を

薄
め
て
松
前

へ
渡
海
し
た
｡
農
業
労
働
力
の
減
少
は
､
手
作
地
経
営

へ
打
撃
を
与
え
､

地
主

へ
の
一
層
の
土
地
集
積
を
生
み
出
し
､
小
作

へ
の
債
務
の
集
積
を
も
生
み
出
し
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て
い
っ
た
｡
結
果
､
在
方
で
は
､
｢救
済
者
｣
と
し
て
の
虚
像
と
債
権
者
と
し
て
の

実
際
と
い
う

｢重
立
｣
像
の
ギ
ャ
ッ
プ
故
の

｢威
｣
と
し
て
の
放
火
が
頻
発
し
た
｡

最
後
に
､
そ
う
し
た
社
会
状
況
に
対
す
る
藩
の
対
応
と
し
て
､
｢旅
人
御
締
向
｣

に
よ
っ
て

｢他
領
悪
者
入
込
｣
を
取
り
締
ま
る
と
い
う
名
目
の
下
で
の
民
衆
支
配
強

化
を
行
っ
た
が
､
そ
れ
は
あ
く
ま
で
抜
本
的
解
決
を
目
指
し
て
の
対
策
で
は
な
く
'

引
き
続
く
文
久
三
年
の

｢面
改
｣
に
よ
っ
て
人
身
的
な
把
握
と
移
動
の
再
掌
握
を
目

指
し
た
と
結
論
し
た
｡

研
究
報
告
3

近
代
初
期
の
民
衆
生
活
と
地
域
思
想

-

｢津
軽

･
下
北
の
視
覚
資
料
を
通
し
て
｣
-

報
告
者
は
上
越
教
育
大
学
教
授
河
西
英
通
氏
｡
河
西
氏
は
､
『
青
森
県
史
』
資
料

編

･
近
現
代
1
所
収
の

『
青
森
函
館
画
談
』
･
『遊
浴
日
記
』
と
い
う
､
ス
ケ
ッ
チ
と

手
記
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
資
料
を
素
材
に
し
て
､
近
代
初
頭
の
北
奥
地
域
の
民
衆
の

間
に
残
っ
て
い
た
風
俗
習
慣
を
取
り
上
げ
て
､
民
衆
生
活
の
有
様
を
追
っ
て
い
く
こ

と
で
､
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡

『
青
森
函
館
画
談
』
は
､
旧
二
本
松
藩
郡
山
出
身
者
で
あ
る
石
井
研
堂
が
'
東
京

在
住
の
絵
師
と
思
わ
れ
る
人
物
に
よ
る
青
森
県
及
び
函
館
地
方
の
ス
ケ
ッ
チ
と
手
記

を
転
写
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
､
不
浄
場
の
様
子
や
女
性
の
立
小
便

な
ど
の
風
俗
習
慣
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
｡
な
か
で
も
'
女
性
の
立
小
便
に
つ
い

て
は
宮
武
外
骨

『
滑
稽
新
聞
』
の
記
事
を
あ
げ
て
､
侮
蔑
的
な
石
井
の
コ
メ
ン
ト
も
､

｢北
奥
と
同
様
の
風
俗
習
慣
の
な
か
に
暮
ら
し
て
い
た
か
つ
て
の
自
己
と
の
出
会
い

の
感
覚
｣
で
あ
る
差
恥
心
故
の
こ
と
と
す
る
｡

『
遊
浴
日
記
』
は
'
会
津
藩
士
を
父
に
持
ち
､
下
北
移
住
後
'
青
森
県
会
議
員
､

初
代
川
内
村
長
を
歴
任
し
た
津
田
永
佐
久
が
湯
野
川
温
泉
を
訪
れ
た
と
き
の
紀
行
文

で
あ
る
｡
『
遊
浴
日
記
』
内
の
'
ア
ッ
ト
ウ
シ
を
作
業
着
と
し
て
身
に
纏
う
農
婦
と
'

日
本
風
の
衣
装
を
纏

っ
た
山
子
と
を
同
時
に
表
現
し
た
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
'
明
治
初
期

の
下
北
半
島
の
文
化
的
な
混
在
及
び
民
族
的
契
機
の
重
層
性
を
考
察
し
た
O
す
な
わ

ち
'
田
名
部
支
庁
長
を
務
め
た
小
川
渉
の

『
陸
奥
事
情
』
や
'
下
北
郡
老
部
村
が
隣

村
で
あ
る
白
糠
村
か
ら
分
離
独
立
を
望
ん
だ
際
に
'
白
糠
村
側
が
'
地
域
の
結
合
の

根
拠
と
し
て
ア
イ
ヌ
史
の
共
有
を
申
し
立
て
た
こ
と
な
ど
､
ア
イ
ヌ
史
の
存
在
が
当

時
の
地
域
社
会
で
は
民
衆
生
活
の
レ
ベ
ル
で
も
認
識
さ
れ
て
お
り
'
明
治
初
期
の
段

階
の
下
北
半
島
で

｢日
本
人
｣
と
し
て

一
括
り
出
来
る
人
間
集
団
の
存
在
を
想
定
す

る
こ
と
は
出
来
ず
､
同
時
に
ア
イ
ヌ
史
認
識
の
問
題
は
､
為
政
者
の
み
な
ら
ず
民
衆

生
活
に
お
け
る
言
説
な
ど
'
様
々
な
側
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
｡

『青
森
函
館
画
談
』
と

『
遊
浴
日
記
』
と
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
風

習
と
し
て

｢冠
り
湯

(被
り
湯
)
｣
が
あ
る
が
､
頭
か
ら
湯
を
被
る
と
い
う
さ
さ
い

な
行
為
で
さ
え
も
'
｢弊
習
｣
と
し
て
立
小
便
と
並
ぶ
恥
ず
べ
き
行
為
と
認
識
さ
れ

て
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る

一
方
'
そ
う
し
た
文
明
開
化
策
が
｢
自

由

｣

の
名
の
下

に
破
ら
れ
る
な
ど
'
風
習
と
近
代
文
明
と
の
対
立
と
混
在
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
｡

ま
と
め
と
し
て
'
『青
森
函
館
画
談
』
と

『
遊
浴
日
記
』
と
い
っ
た
'
北
東
北
出

身
者
で
は
な
い
人
物
に
よ
る
外
的
な
視
点
に
対
し
'
二
戸
郡
浄
法
寺
村
出
身
の
赤
塚

治
時
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

『
津
軽
風
土
記
』
を
挙
げ
た
｡
こ
れ
は
同
じ
北
東
北
出
身

者
に
よ
る

｢内
な
る
他
者
の
眼
｣
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
資
料
で
は
あ
る
が
､
そ
の
視

点
は
､
南
部
か
ら
見
た
津
軽
と
い
う
地
域
的
な
他
者
の
も
の
で
あ
り
'
『
青
森
函
館

画
談
』
と
同
様
の
観
点
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
と
述
べ
た
｡
そ
こ
か
ら
'
他
者
'
自
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民次郎顕彰碑にて

己
'
そ
し
て
地
域
と
い
っ
た
視
点
の
錯
綜
と
'
相
互
の
認
識
の
仕
方
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
い
く
こ
と
で
､
民
衆
生
活
像

･
地
域
思
想
像
が
構
築
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
逮

べ
た
｡

巡
検

文
化
十
年
弘
前
藩
民
次
郎

一
抹
の
足
跡
を
巡
る

前
日
の
研
究
報
告
に
続
い
て
弘
前
城
地
内
を
皮
切
り
に
､
｢民
次
郎

一
撲
｣
に
関

係
す
る
弘
前
市
内
の
各
所
を
巡
検
し
た
｡
弘
前
城
追
手
門
か
ら
百
姓
た
ち
が
強
訴
に

及
ん
だ
北
の
郭
北
門

(亀
甲
門
)
ま
で
弘
前
城
地
内
を
徒
歩
で
移
動
L
t
途
中
バ
ス

に
よ
る
移
動
を
経
て
弘
前
市
鬼
沢
の
民
次
郎
顕
彰
碑
及
び
民
次
郎
の
墓
碑
を
巡
り
､

鬼
神
社
社
務
所
に
お
い
て
鬼
沢
地
区
の

｢民
次
郎
顕
彰
の
会
｣
の
方
々
か
ら
二
〇
〇

三
年
に
没
後

T
九

〇
周
年
を
迎
え
る
民
次
郎
顕
彰

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
が

あ
っ
た
｡
ま
た
社
務
所
で
は
､
唯

一
現
存
す
る
民
次
郎
自
筆
と
さ
れ
る
史
料
が
紹
介

さ
れ
た
寸

巡
検
で
は
､
鬼
沢
地
区
の

｢民
次
郎
顕
彰
の
会
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
地
域
の

民
次
郎
に
対
す
る
想
い
が
現
在
に
於
い
て
ま
す
ま
す
勲
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
｡
地
域
の

一
体
感
と
誇
り
の
根
本
と
し
て
'
さ
ら
に
は
外
部

へ
の
象
徴
と

し
て
民
次
郎
を
と
ら
え
て
墓
碑
の
隣
接
地
に
公
園
や
資
料
館
を
設
置
し
よ
う
と
具
体

的
な
運
動
に
繋
が
っ
て
い
る
｡
前
日
の
瀧
本
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
'
民
次
郎
顕
彰
の

最
初
の
動
き
は

一
按
に
関
係
し
た
人
物
の
子
孫
で
あ
る
鳴
海
征
吉
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
'
そ
の
後
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
青
年
団
や
婦
人
講
な
ど
地
域
の
人

々
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

｢民
次
郎

一
挟
｣
が
単
な
る
為
政
者

へ
の
抵
抗
で
あ
っ
た
だ

け
な
く
'
民
次
郎
と
い
う
個
人
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
で
､
そ
の
後
に
お
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い
て
も
地
域
に
住
む
人
々
の
憧
憶
と
､
そ
こ
か
ら
生
じ
る
誇
り
と
を
喚
起
し
続
け
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
う
｡
現
在
の
運
動
も
そ
う
し
た
過
程
に
続
く
形
で
進
ん
で
い

る
と
思
わ
れ
る
が
'
ま
ち
興
し
､
む
ら
興
し
の
た
め
に
建
造
し
た
施
設
に
華
々
し
い

眼
を
惹
く
歴
史
的
な
事
象
を
付
与
し
た
の
み
で
そ
の
後
の
展
開
の
見
ら
れ
な
い
地
域

が
多
い
中
､
今
後
の
継
続
的
な
運
動
を
期
待
し
た
い
｡
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
注

目
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う

｢民
次
郎
｣
の
存
在
が
'
地
域
で
生
活
し
て
い
く

人
々
の
活
力
と
な
る
こ
と
を
願
う
｡

以
上
､
研
究
報
告
会
と
巡
検
と
を
'
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
｡
｢近
世

･
近

代
移
行
期
の
北
奥
地
域
と
民
衆
｣
と
い
う
大
会
テ
ー
マ
の
下
で
行
わ
れ
た
大
会
で
あ

っ
た
が

､
二
日
間
を
通
じ
て
感
じ
た
の
は
'
河
西
氏
の
報
告
に
あ
っ
た

｢眼
差
し
｣

す
な
わ
ち
認
識
の
問
題
で
あ

っ
た
｡

瀧
本
氏

･
浪
川
氏
の
報
告
に
見
ら
れ
る
北
奥
地
域
の
民
衆
は
､
地
域
を
取
り
巻
く

状
況
を
認
識
す
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
生
き
る
方
策
を
模
索
し
行
動
し
て
い
っ
た
｡

｢民
次
郎

一
挟
｣
に
お
け
る

｢
一
統
｣
意
識
と
､
｢威
｣
と
し
て
の
放
火
を
是
認
す

る
民
衆
の
意
識
と
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
為
政
者
や
経
済
的
に
優
位
な
存
在
に
対
す
る
認

識
と
事
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
対
象
と
な
る
存

在
に
差
異
こ
そ
あ
れ
､
明
ら
か
に
民
衆
の
意
識
の
連
続
性
と
相
互
認
識
の
対
立
の
棉

図
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

ま
た
河
西
氏
の
報
告
に
お
け
る
､
近
代
期
に
入
っ
て

｢弊
習
｣
と
見
な
さ
れ
た
慣

習
と
文
明
開
化
策
と
の
関
係
も
'
民
衆
が
実
際
の
生
活
を
送
る
上
で
､
地
域
的
な
条

件
や
様
々
な
要
因
か
ら
培
っ
て
き
た
意
識
か
ら
生
み
出
し
た
慣
習
と
､
そ
れ
を
否
定

す
る
動
き
と
い
う
'
民
衆
を
認
識
す
る
側
と
民
衆
と
の
相
互
認
識
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
対
立
の
構
図
が
あ
る
｡

だ
が

7
方
で
対
立
す
る
認
識
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
自
己
認
識
を
深
め
て
い
く
こ

と
も
確
か
で
あ
り
､
人
と
地
域
と
を
包
括
し
た

｢
一
統
｣
意
識
を
生
み
出
し
た
の
も
'

為
政
者
側
の

｢御
恩
｣
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
自
己
認
識
を
逆
手
に
と
っ
て
民
衆

側
が
自
己
認
識
を
深
化
さ
せ
た
結
果
で
あ
っ
て
､
民
衆
が
時
代
に
率
先
し
て
関
わ
る

こ
と
で
作
っ
て
い
っ
た
認
識
で
あ
っ
た
｡

日
々
生
き
て
い
く
様
々
な
事
象
の
積
み
重
ね
か
ら
生
ま
れ
て
い
く
地
域
的
な
経
戟

が
慣
習
と
い
う
姿
で
形
作
ら
れ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
変

更
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
文
明
開
化
策
で
あ
ろ
う
｡
と
は
い
え
､
文
明
開
化
策
の
下

で
の
認
識
も
'
そ
の
様
相
は
複
雑
で
あ
り
'
ま
た
方
法
も

一
様
で
は
な
い
し
､
結
莱

と
し
て
互
い
の
認
識
が
複
雑
に
絡
み
合
い
混
在
す
る
と
い
う
状
況
を
生
み
出
す
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
認
識
の
対
立
と
混
在
と
は
北
奥
地
域
の
特
色
で
あ

ろ
う
し
､
地
域
独
自
の
状
況
に
置
か
れ
た
生
活
の
中
に
こ
そ
､
地
域
に
根
ざ
し
た
氏

衆
の
意
識
が
芽
生
え
る
の
だ
と
思
う
｡
そ
の
意
識
が
､
異
な
る
意
識
を
認
識
し
'
ま

た
認
識
さ
れ
る
と
き
､
地
域
の
自
己
認
識
は
深
く
進
み
､
そ
こ
か
ら
新
た
な
力
が
生

ま
れ
出
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

最
後
に
､
研
究
報
告
､
巡
見
時
に
お
話
を
頂
い
た
方
々
に
対
す
る
非
礼
を
お
詫
び

す
る
と
と
も
に
､
今
回
の
大
会
が
地
域
の
新
た
な
る
自
己
認
識
と
他
者

へ
の
認
識
､

そ
し
て
地
域
で
生
き
る
こ
と
の
活
力
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
｡

(
こ
い
し
か
わ

･
と
お
る

弘
前
市
税
務
課
主
事
)

5 6


