
書

評後
藤
靖
著
「
士

族
反

Ｌ舌

の研
究
」

遠
　
山

茂
樹

　
本
書
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ
は
第
一
章
の
「
士

族
反
乱
の
構
造
」
、
す
な
わ
ち
明
治
二
年
の
長
州
藩
脱
隊
騒
動
か
ら
、

十
一
年
の
大
久
保
利
通
襲
撃
事
件
に
い
た
る
士
族
反
乱
の
総
括
的
考
察

で
あ
り
、
他
は
、
そ
の
総
括
的
見
解
の
基
礎
と
な
っ
た
土
佐
古
勤
王
党

の
克
明
な
政
治
的
経
済
的
分
析
を
試
み
た
第
二
章
「
士
族
反
乱
派
の
形

成
と
展
開
」
お
よ
び
第
三
章
「
士
族
反
乱
の
杜
会
的
・
経
済
的
基
礎
」

か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
最
近
十
年
間
、
明
治
初
期
政
治
史
の
研
究
は
飛
躍
的
に
す
す
ん
だ
。

一
つ
は
大
久
保
政
権
の
分
析
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
自
由
民
権
運
動
の

研
究
で
あ
る
。
著
者
の
自
由
民
権
運
動
研
究
は
、
今
さ
ら
の
べ
る
ま
で

も
な
く
、
多
年
に
わ
た
る
大
き
な
業
績
を
も
っ
て
お
り
、
昨
年
『
白
由

　
　
　
　
後
藤
靖
著
『
士
族
反
乱
の
研
究
』
（
遠
山
）

民
権
運
動
の
展
開
』
を
公
に
し
て
、
学
界
に
大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
土
族
反
乱
は
、
明
治
初
期
政
治
史
に
重
要
な
地
位
を
も
っ
に

か
か
わ
ら
ず
、
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
す
す
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

本
書
を
も
っ
て
初
め
て
と
す
る
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
の
研

究
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
の
か
、
お
そ
ら
く
は
、
士
族
反
動
派
の

運
動
、
歴
史
の
流
れ
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
も
め
の
あ
が
き
と
単
純
に
片

づ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
安
易
な
処
理
、
た
と
え
ぼ
私
の
説
を
ふ
く
め
た

こ
れ
ま
で
の
通
説
「
権
力
統
一
過
程
か
ら
脱
落
し
よ
う
と
す
る
封
建
的

支
配
層
の
不
安
と
不
満
」
の
爆
発
だ
と
い
う
規
定
に
た
い
す
る
批
判
か

ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
反
乱
が
西
南
雄
藩
に
集
中
し
た
点
、
ま
た
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
（
七
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

六
年
征
韓
論
分
裂
を
契
機
に
士
族
反
乱
の
性
格
が
変
わ
り
、
ま
た
そ
れ

以
後
続
発
す
る
と
い
う
点
、
こ
の
二
つ
の
点
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、

士
族
反
乱
に
共
通
す
る
諸
要
求
と
そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
意
識
・
思
想

を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
と
当
時
の
国
民
的
課
題
と
の
関
連
と
を
考
察
し
よ

う
と
す
る
。

　
以
上
の
見
地
に
立
ち
、
ま
ず
征
韓
論
を
め
ぐ
る
征
韓
派
と
非
征
韓
派

の
政
策
対
立
を
検
討
し
、
そ
こ
に
天
皇
制
国
家
機
構
と
全
政
策
体
系
に

っ
い
て
の
構
想
の
ち
が
い
が
伏
在
し
た
と
指
摘
す
る
（
一
五
頁
）
。
す
な

わ
ち
大
久
保
、
木
戸
ら
の
非
征
韓
派
は
、
廃
藩
置
県
後
、
と
く
に
岩
倉

大
使
と
と
も
に
欧
米
を
巡
回
し
た
洋
行
後
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
と
飛
躍

的
に
異
る
新
し
い
方
針
を
う
ち
出
し
た
。
廃
藩
置
県
ま
で
の
古
い
方
針

と
は
、
個
別
領
有
権
を
有
償
に
よ
っ
て
「
買
い
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
全

国
的
統
一
的
な
領
有
制
に
再
編
し
た
」
も
の
で
あ
り
「
古
典
的
絶
対
王

制
の
成
立
過
程
と
ほ
と
ん
ど
こ
と
た
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
」
（
二
〇
・

三
二
頁
）
。
と
こ
ろ
が
洋
行
後
は
「
現
代
世
界
の
発
展
段
階
に
政
治
的
に

も
経
済
的
に
も
対
応
で
き
る
天
皇
制
絶
対
主
義
の
構
築
こ
そ
急
務
だ
」

と
考
え
る
方
針
に
変
わ
っ
た
と
い
う
（
二
一
二
頁
）
。
こ
の
規
定
の
具
体
的

内
容
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
要
す
る
に
、
そ
の
め
ざ
す

「
政
治
的
・
経
済
的
諾
政
策
と
機
構
化
と
は
自
生
的
な
政
治
・
経
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
（
七
〇
四
）

発
展
段
階
を
と
び
こ
え
た
も
の
」
で
あ
り
（
四
二
頁
）
、
機
械
制
工
業
移

植
の
必
要
、
立
憲
制
採
用
の
必
要
、
近
代
的
軍
事
制
度
採
用
の
必
要
を

見
す
え
た
方
針
　
　
そ
れ
は
古
典
的
絶
対
主
義
が
本
来
も
つ
べ
き
政
策

を
こ
え
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
　
　
を
樹
立
し
た
こ
と
を
指
す

の
で
あ
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
態
模
倣
が
、
明
治
十
四
年
の
政
変

を
契
機
に
「
実
態
化
し
」
　
「
そ
の
実
態
化
は
、
本
質
的
に
絶
対
主
義
専

制
権
力
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
上
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
改
革
の
要
素

を
多
分
に
お
り
こ
み
っ
っ
進
め
ら
れ
た
」
と
も
の
べ
て
い
る
か
ら
（
九

一
頁
）
、
　
著
者
の
慎
重
な
規
定
づ
け
を
無
視
し
て
、
乱
暴
に
要
約
す
れ

ぱ
、
よ
り
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
性
格
を
も
っ
絶
対
主
義
の
路
線
だ
と
私
は

理
解
し
た
。

　
こ
れ
に
た
い
し
西
郷
ら
の
征
韓
派
は
、
い
わ
ば
、
よ
り
封
建
的
な
絶

対
主
義
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
ま
で
の
古
い
方
針
を
そ
の
ま
ま
持
続
し
、

封
建
的
世
禄
と
身
分
制
の
維
持
を
求
め
そ
の
実
現
と
征
韓
の
即
時
断
行

を
期
す
る
士
族
独
裁
政
権
の
樹
立
を
め
ざ
Ｌ
た
と
い
う
（
五
三
頁
）
。
士

族
反
乱
軍
団
の
内
部
編
成
は
身
分
制
１
１
階
級
制
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、

武
士
意
識
を
基
調
と
す
る
が
、
そ
の
組
織
的
基
盤
は
、
か
っ
て
の
倒
幕

派
の
組
織
的
伝
統
の
継
承
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
伝
統

を
も
た
ぬ
西
南
諸
藩
以
外
の
地
域
で
は
、
た
と
え
理
念
的
に
士
族
独
裁



を
標
構
し
て
も
、
蜂
起
の
た
め
の
組
織
的
基
盤
は
も
ち
え
な
か
っ
た
と

す
る
（
六
八
頁
）
。

　
以
上
が
第
一
章
の
論
旨
の
要
約
で
あ
る
。
こ
の
章
、
ま
た
第
二
・
第

三
章
で
、
綿
密
な
脚
註
を
付
し
た
手
堅
い
実
証
に
よ
っ
て
、
新
し
い
事

実
、
側
面
が
豊
富
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
一
々
こ

れ
を
あ
げ
る
こ
と
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
若
干
の
問
題
点
を
出
し

な
が
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
第
二
・
第
三
章
の
土
佐
古
勤
王
党
の
分

析
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
権
力
統
一
過
程
か
ら
の
脱
落
派
の
反

動
と
い
っ
た
通
説
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
明
治
六
年
政
変
に
お
げ
る
征

韓
派
と
非
征
韓
派
の
対
立
、
そ
れ
以
後
の
岩
倉
、
・
大
久
保
・
木
戸
の
政

権
と
士
族
反
乱
派
と
の
対
立
を
、
体
系
的
な
国
家
構
想
・
政
策
構
想
の

対
立
を
基
礎
と
す
る
も
の
だ
と
解
す
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
の
強
調
は
、

「
六
年
政
変
は
十
六
世
紀
的
絶
対
主
義
と
十
九
世
紀
的
絶
対
主
義
と
の

対
立
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
」
と
い
う
、
思
い
き
っ
た
発
言
に
も
な
る

（
二
六
頁
）
。
西
郷
が
鹿
児
島
県
政
で
実
現
に
着
手
し
た
も
の
、
ま
た
土

佐
古
勤
王
党
が
め
ざ
し
た
も
の
が
、
著
者
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ロ
シ

ア
の
イ
ワ
ソ
雷
帝
の
政
策
と
性
格
が
同
じ
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
、
こ

れ
ま
た
著
者
が
記
す
よ
う
に
、
「
世
界
史
的
段
階
の
全
く
異
っ
た
」
十
九

　
　
　
　
後
藤
靖
著
『
士
族
反
乱
の
研
究
』
（
遠
山
）

世
紀
後
半
の
日
本
に
再
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
実
は
そ
の

実
体
は
、
三
世
紀
と
い
っ
た
べ
ら
ぼ
う
な
距
り
を
も
つ
対
立
で
は
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
、
は
な
は
だ
常
識
的
な
疑
問
を
ま
ず
出
し

て
お
き
た
い
。

　
征
韓
派
と
非
征
韓
派
の
対
立
に
は
、
国
家
構
想
と
政
策
構
想
の
大
き

な
ち
が
い
が
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
差
は
い
っ
か
ら
生
れ
た
の
で
あ

る
か
。
本
書
は
廃
藩
置
県
ま
で
の
政
策
を
飛
躍
的
に
転
換
せ
し
め
た
も

の
は
、
明
治
元
年
か
ら
四
年
ま
で
の
人
民
闘
争
の
力
に
も
よ
る
が
、
そ

の
転
換
を
「
決
定
的
」
に
し
た
の
は
、
洋
行
派
が
欧
米
諾
国
の
政
治
的

．
経
済
的
実
情
に
た
い
す
る
認
識
を
え
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
政
策
転

換
宣
言
は
、
六
年
七
月
で
あ
っ
た
と
す
る
（
二
三
頁
）
。
も
し
本
書
の
こ

の
指
摘
に
し
た
が
う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
平
几
な
疑
問
が
う
か
ん

で
く
る
の
で
あ
る
。
学
制
の
制
定
は
五
年
八
月
で
あ
り
、
徴
兵
令
の
詔

は
同
年
十
一
月
で
あ
り
、
地
租
改
正
条
例
の
布
告
は
六
年
七
月
、
い
ず

れ
も
、
大
久
保
．
木
戸
政
権
の
手
で
は
な
く
、
西
郷
・
板
垣
・
江
藤
の

征
韓
派
政
権
の
手
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
重
大
な
改
革
政

策
は
、
ま
さ
か
廃
藩
置
県
前
の
古
い
方
針
（
十
六
世
紀
的
絶
対
主
義
）
の

所
産
で
あ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
六
年
七
月
洋
行
派
が
帰
国
後

提
出
し
た
建
言
に
あ
ら
わ
れ
た
方
針
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
　
（
七
〇
五
）
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な
ら
ば
四
年
十
一
月
の
岩
倉
大
使
の
出
発
前
、
大
久
保
．
木
戸
の
手

で
、
あ
る
い
は
東
京
に
在
留
し
た
大
久
保
・
岩
倉
系
の
官
僚
の
手
で
、

大
久
保
ら
の
帰
国
前
に
確
立
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
仮

定
に
立
ち
か
つ
本
書
の
論
旨
を
生
か
そ
う
と
す
れ
ぱ
、
洋
行
以
前
、
す

な
わ
ち
廃
藩
置
県
の
な
か
に
、
前
述
し
た
国
家
構
想
・
政
策
構
想
の
体

系
的
対
立
を
生
み
出
す
よ
う
な
路
線
の
対
抗
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
そ
う
後
藤
氏
は
、
考
え
て
お
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
本
書
の
分
析
を
き
こ
う
。
　
「
個
別
領
有
権
を
固

執
し
よ
う
と
す
る
諸
藩
倒
幕
派
や
公
議
政
体
派
（
１
１
「
藩
臣
」
群
）
と
個

別
領
有
権
を
公
収
し
て
天
皇
制
統
一
権
力
を
創
出
し
よ
う
と
志
向
す
る

木
戸
・
大
久
保
ら
の
天
皇
制
官
僚
派
（
１
－
「
朝
臣
」
群
）
と
の
間
で
は
、

そ
の
危
機
の
認
識
の
仕
方
や
打
開
の
方
策
に
お
い
て
決
定
的
に
ち
が
っ

て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
版
籍
奉
還
前
後
か
ら
の
政
治
過
程
が
、
こ
の

二
っ
の
勢
力
の
対
抗
過
程
に
．
よ
っ
て
お
お
い
っ
く
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど

の
現
象
さ
え
呈
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
」
（
二
六
頁
）
。
　
す
な
わ
ち

政
治
路
線
の
対
抗
過
程
は
、
す
で
に
明
治
二
・
三
年
段
階
で
存
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
対
抗
が
、
そ
の
ま
ま
本
書
の
い
う
明
治

六
年
以
降
の
対
抗
に
継
続
す
る
の
で
な
い
と
い
う
の
が
本
書
の
主
張
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
六
　
（
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〇
六
）

特
色
で
あ
る
。
木
戸
・
大
久
保
ら
「
朝
臣
」
群
は
、
「
皇
威
宣
揚
」
「
国

権
拡
張
」
の
た
め
の
朝
廷
に
よ
る
国
家
統
一
、
そ
の
た
め
の
専
制
的
官

僚
機
構
の
早
期
移
成
こ
そ
当
面
の
最
大
の
課
題
だ
と
考
え
て
い
た
。
し

か
し
そ
の
統
一
国
家
構
想
は
、
旧
領
主
家
臣
階
級
と
特
権
的
商
人
層
に

依
拠
し
つ
つ
、
し
か
も
独
裁
的
官
僚
機
構
に
よ
る
天
皇
制
絶
対
主
義
権

力
の
形
成
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（
二
二
頁
）
。
だ
か
ら
こ
の
「
朝
臣
」

群
の
統
一
国
家
構
想
は
、
廃
藩
置
県
ま
で
の
「
古
い
方
針
」
で
あ
り
、

古
典
的
絶
対
主
義
の
成
立
過
程
の
反
映
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
十
六
世
紀

的
絶
対
主
義
の
構
想
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
い
う
、
明
治
二
・
三
年
段
階
の
「
朝
臣
」
群
の

統
一
国
家
構
想
と
い
う
も
の
に
は
、
西
郷
・
板
垣
・
後
藤
・
江
藤
ら
征

韓
派
の
最
高
官
僚
の
国
政
意
見
は
属
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

の
答
を
、
土
佐
藩
の
後
藤
・
板
垣
の
動
向
を
克
明
に
検
討
し
て
い
る
第

二
章
の
分
析
に
求
め
て
み
よ
う
。
本
書
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
　
　
戊

辰
戦
役
後
、
土
佐
藩
権
力
は
、
谷
干
域
ら
藩
士
倒
幕
派
が
掌
握
し
、
後

藤
象
二
郎
ら
公
議
政
体
派
は
中
央
政
府
に
入
り
、
両
派
は
対
立
し
た
。

し
か
し
両
者
と
も
、
個
別
領
有
権
の
拡
大
・
強
化
を
基
礎
と
す
る
中
央

政
府
で
の
主
導
権
の
確
立
を
め
ざ
し
た
点
で
は
共
通
し
て
い
た
（
ニ
ニ

ニ
頁
）
。
こ
の
段
階
で
は
、
後
藤
も
、
倒
幕
派
の
首
領
板
垣
も
、
「
朝

」－

｛一
▲



■

臣
」
群
に
は
入
ら
ず
、
よ
り
古
い
「
藩
臣
」
群
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二

年
三
月
の
藩
政
改
革
、
六
月
の
版
籍
奉
還
の
時
期
か
ら
、
公
議
政
体
派

が
板
垣
を
だ
き
こ
み
な
が
ら
、
ま
き
か
え
し
に
成
功
し
藩
庁
権
カ
を
に

ぎ
る
に
至
る
と
と
も
に
次
第
に
「
朝
臣
」
へ
移
行
し
は
じ
め
る
。
藩
士

倒
幕
派
は
反
主
流
派
と
な
る
が
、
彼
ら
も
す
で
に
三
年
末
の
時
点
で
は
、

個
別
領
有
権
の
維
持
・
拡
大
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
そ
の
ま
ま
貫

き
え
な
い
。
公
議
政
体
派
も
、
藩
士
倒
幕
派
も
、
次
々
と
「
朝
臣
」
化

す
る
。
げ
だ
し
封
建
的
収
奪
機
構
に
た
い
す
る
人
民
の
低
抗
を
も
は
や

統
制
で
き
な
い
ほ
ど
に
藩
権
力
の
崩
壌
は
深
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
一
五
七
頁
）
。
こ
れ
に
た
い
し
倒
幕
派
の
主
体
を
形
成
し
た
郷
士
層
は
、

「
朝
臣
」
化
し
た
藩
士
倒
幕
派
指
導
層
に
裏
ぎ
ら
れ
二
年
三
月
の
改
革

令
で
貢
租
徴
収
権
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
つ
い
で
秩
禄
処
分
．
地
租
改
正

で
土
地
所
有
権
を
も
う
ぱ
わ
れ
る
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
必
死
で
旧
特
権

の
回
復
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
郷
士
層
反
対
派
は
七
年
は

じ
め
斬
髪
・
廃
刀
令
反
対
、
撰
夷
論
的
征
韓
の
強
行
、
頁
租
徴
収
権
の

維
持
１
１
天
皇
直
参
の
騎
士
身
分
を
要
求
す
る
古
勤
王
党
に
結
集
し
た
。

し
か
し
西
南
の
役
に
も
呼
応
し
て
蜂
起
で
き
ず
、
中
央
政
府
．
県
の
弾

圧
と
内
部
分
裂
の
た
め
解
体
し
、
結
局
権
力
に
屈
し
そ
れ
に
吸
収
さ
れ

て
Ｌ
ま
う
。
こ
れ
が
土
佐
の
郷
士
反
対
派
の
姿
で
あ
る
。

　
　
　
　
後
藤
靖
著
『
士
族
反
乱
の
研
究
』
（
遠
山
）

　
右
述
の
第
二
章
の
分
析
を
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
、
明
治
元
年

段
階
で
、
木
戸
・
大
久
保
と
、
後
藤
・
板
垣
と
の
間
に
、
前
者
は
「
朝

臣
」
群
、
後
者
は
「
藩
臣
」
群
の
政
策
上
の
対
立
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

二
年
三
月
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
藩
の
朝
廷
へ
の
従
属
性
は
強
ま
り
、

後
藤
も
板
垣
も
谷
も
片
岡
健
吉
も
続
々
と
「
朝
臣
」
化
し
、
廃
藩
置
県

に
協
力
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
木
戸
・
大
久
保
と
の
政
策
上
の
対
立
の

幅
は
、
急
速
に
せ
ぱ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が

そ
の
後
、
同
じ
「
朝
臣
」
群
の
な
か
で
、
洋
行
し
て
先
進
国
の
状
況
を

認
識
し
、
将
来
の
国
家
構
想
に
は
っ
き
り
し
た
見
と
お
し
を
も
っ
た
岩

倉
・
大
久
保
・
木
戸
ら
と
、
そ
こ
ま
で
の
見
と
お
し
を
も
つ
こ
と
の
で

き
ず
、
専
ら
国
家
の
富
強
化
実
現
の
契
機
を
征
韓
の
実
行
に
。
求
め
た
西

郷
ら
征
韓
派
と
の
間
に
、
政
治
構
想
の
ち
が
い
が
再
び
拡
大
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
私
も
賛
同
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
が
強
調
す

る
ほ
ど
、
洋
行
派
の
帰
国
の
前
後
と
で
異
質
の
飛
躍
が
あ
り
、
洋
行
派

と
征
韓
派
の
間
に
、
革
命
派
と
反
革
命
派
の
対
立
（
士
族
反
乱
は
征
韓
論

決
裂
後
は
「
中
央
政
府
に
た
い
す
る
明
確
な
反
革
命
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
」

九
三
頁
）
が
生
れ
た
と
い
う
見
解
に
導
か
れ
る
論
理
的
必
然
性
を
本
書

の
叙
述
か
ら
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
土
佐
古
勤
王
党
は
、
郷
士
の
み
で
構
成
さ
れ
、
公
議
政
体
派
に
。
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
　
（
七
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
藩
士
倒
幕
派
か
ら
排
除
さ
れ
た
、
反
対
派
中
の

孤
児
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
孤
立
分
散
的
に
「
領
知
」
権
に
と
じ
こ
も
る

か
ぎ
り
（
二
一
五
頁
）
、
中
央
政
府
主
流
に
対
立
す
る
国
家
構
想
を
う
ち

出
す
力
は
も
た
な
か
っ
た
か
ら
、
全
国
的
視
野
に
立
つ
独
自
臥
政
治
行

動
を
お
こ
す
力
は
な
く
、
士
族
倒
幕
派
に
結
び
っ
く
こ
と
が
で
き
た
い

以
上
、
権
力
に
き
り
崩
さ
れ
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

私
が
い
い
た
い
の
は
、
土
佐
古
勤
王
党
の
よ
う
な
政
治
勢
力
は
、
政
権

奪
取
の
反
乱
の
蜂
起
を
実
行
す
る
力
を
も
た
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
し
て
佐
賀
の
乱
、
西
南
の
役
と
、
相
当
規
模
の
蜂
起
を

お
こ
な
っ
た
勢
力
は
、
古
勤
王
党
の
よ
う
な
郷
士
だ
げ
の
結
集
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
た
い
。
西
郷
軍
は
、
城
下
士
と
郷
士
１
１
私
学
党
の
両
者

か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
軍
団
の
主
脳
部
は
城
下
士
の
み
が
登
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
本
書
が
分
析
し
た
成
果
で
あ
る
（
六
三
頁
）
。
古
勤
王
党

は
例
外
的
存
在
で
あ
り
、
全
体
的
に
い
え
ば
、
士
族
反
乱
は
、
や
は
り

藩
士
反
対
派
の
挙
で
あ
る
。

　
私
が
い
い
た
い
の
は
、
土
佐
古
勤
王
党
の
要
求
と
行
動
を
も
っ
て
、

士
族
反
乱
の
主
流
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
士
族
反
乱
派
の
指
導
者
と
は
区
別
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
私
も
岩
倉
ら
の
欧
米
巡
回
の
意
義
を
大
き
く
評
価
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
　
（
七
〇
八
）

と
は
賛
成
で
あ
る
。
　
「
藩
を
廃
し
て
全
国
を
統
一
し
た
以
後
の
中
央
政

府
の
施
政
は
、
も
は
や
倒
幕
派
的
立
場
を
は
る
か
に
越
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
飛
躍
を
な
し
と
げ
る
に
は
、
海
外
の
実
地
見
聞
を
通
し
て
、

新
た
に
学
び
ピ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
か
っ
て
書
い
た
◎
そ
し
て

結
論
は
、
六
年
の
洋
行
派
と
征
韓
派
の
対
立
に
つ
い
て
「
洋
行
派
が
先

に
条
約
改
正
と
い
う
至
上
課
題
を
か
か
げ
た
の
に
た
い
し
、
留
守
政
府

派
が
征
韓
実
行
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
、
至
上
課
題
を
も
ち
出
す
こ
と

で
、
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
文
治
派
対
武
断
派
、
進

歩
派
対
保
守
派
の
政
治
対
立
と
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
」
と
の
べ
た
（
拙
稿
「
有
司
専
制
の
成
立
」
『
自
由
民
権
期
の
研
究
』

第
一
巻
所
収
）
。
本
書
へ
の
批
判
も
、
私
が
こ
の
旧
説
を
固
執
し
て
い
る

こ
と
か
ら
発
し
て
い
る
。

　
明
治
二
．
三
年
段
階
に
対
立
し
た
「
藩
臣
」
群
も
、
次
々
と
「
朝

臣
」
群
に
寝
が
え
っ
た
。
そ
れ
は
廃
藩
置
県
へ
の
路
線
に
対
抗
で
き
る

別
の
政
治
構
想
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
五
・
六

年
段
階
で
の
大
久
保
・
木
戸
と
、
西
郷
・
板
垣
・
江
藤
と
の
間
の
対
立

も
、
基
本
的
に
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
も
と
よ
り
征
韓
派
の
政

策
に
矛
盾
が
あ
っ
た
。
西
郷
は
鹿
児
島
県
政
に
は
、
具
体
的
方
針
を
も

つ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
城
下
士
と
郷
土
を
結
集
し
、
自
己



の
郷
党
で
の
勢
力
を
き
ず
い
た
。
し
か
し
そ
の
西
郷
で
も
、
全
国
的
に

封
建
的
世
禄
と
身
分
制
の
維
持
を
実
施
す
る
国
家
機
構
と
政
策
の
確
乎

た
る
見
と
お
し
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
ま
い
。
県
政
の
具
体
的
施
政

に
対
応
す
る
国
政
の
構
想
を
も
ち
え
た
か
っ
た
の
が
、
西
郷
・
板
垣
ら

の
特
色
で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
ま
た
、
国
政
に
関
し
て
は
、
学
制
・
徴
丘
ハ

令
・
地
租
改
正
に
積
極
的
に
反
対
す
る
大
義
名
分
を
も
っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
　
「
万
国
対
時
」
の
た
め
に
は
、
本
書
の
い
う
「
自
生
的
な
政
治

．
経
済
の
発
展
段
階
を
と
び
こ
え
た
」
機
構
づ
く
り
と
政
策
採
用
の
不

可
避
性
を
、
彼
ら
な
り
に
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
藩
士
反
対
派
大
衆
に
し
て
も
、
郷
士
反
対
派
に
し
て
も
、
廃
藩
置
県

後
の
新
し
い
段
階
に
処
す
る
国
家
構
想
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

没
落
の
危
機
の
打
開
を
求
め
れ
ば
、
藩
閥
の
特
権
を
利
用
し
て
封
建
的

特
権
に
し
が
み
つ
く
反
動
的
方
向
に
出
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
、

中
央
政
府
主
流
派
に
対
抗
で
き
る
国
家
構
想
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
欧
米
の
民
主
主
義
思
想
を
身
に
つ
げ
、
自
由
民
権
派
と
し
て
、
全

国
人
民
へ
呼
び
か
げ
る
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
可
能

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
思
想
も
行
動
も
士
族
民
権
派
と
し
て
の

限
界
を
明
ら
か
に
も
っ
て
い
た
。
本
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
武
士
意

識
を
基
調
と
し
て
、
こ
の
初
期
の
民
権
論
老
た
ち
は
国
権
拡
張
論
者
と

　
　
　
　
後
藤
靖
著
『
士
族
反
乱
の
研
究
』
（
遠
山
）

し
て
登
場
し
て
い
た
」
（
七
一
頁
）
。
た
し
か
に
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
立
志
杜
も
、
動
揺
と
混
乱
を
見
せ
な
が
ら
、
明
治
十
年
の
建
白
を
契

機
に
■
、
自
由
民
権
運
動
へ
の
立
ち
な
お
り
の
道
を
さ
ぐ
り
あ
て
た
。
そ

し
て
他
方
こ
の
時
期
に
、
古
勤
王
党
は
、
な
だ
れ
を
う
っ
て
、
権
力
の

側
に
吸
引
さ
れ
た
。
私
は
、
明
治
六
２
一
〇
年
の
政
治
過
程
を
、
本
書

の
い
う
よ
う
な
進
歩
と
反
動
の
明
確
な
路
線
の
対
立
と
見
ず
、
も
っ
と

流
動
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い

る
。
洋
行
と
か
、
欧
米
の
民
主
主
義
思
想
の
学
習
と
か
の
外
的
条
件
が

衝
撃
を
あ
た
え
れ
ば
、
諸
階
級
・
諸
階
層
間
の
連
携
・
対
立
関
係
が
が

ら
り
と
変
わ
り
、
異
っ
た
政
治
的
対
立
が
現
出
す
る
と
い
う
、
流
動
性

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
流
動
性
が
失
わ
れ
る
の
は
、
第
；
早
補
論

「
天
皇
制
統
治
機
構
の
彫
成
過
程
」
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
明

治
十
四
年
政
変
以
降
か
ら
明
治
憲
法
発
布
に
か
げ
て
、
天
皇
制
の
階
級

的
基
礎
が
か
た
ま
り
、
統
治
機
構
が
整
う
こ
と
と
見
あ
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
年
齢
を
と
る
と
、
自
説
を
固
執
す
る
傾
向
が
強
ま
る
。
こ
の
書
評
も
、

そ
の
あ
ら
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
著
老
の
真
意
を
誤
読
し
っ
づ
げ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
に
か
ら
れ
る
。
多
年
の
共
同
研
究
で
教
示
を

う
げ
る
こ
と
の
多
い
後
藤
氏
の
御
厚
誼
に
甘
え
て
、
思
っ
た
こ
と
を
率

直
に
書
い
た
。
遠
慮
の
な
い
反
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る

（
青
木
書
店
発
行
、
定
価
一
〇
〇
〇
円
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
（
七
〇
九
）




