
◀

▶

◀

▲東方書店

�
東
方
�
二
七
九
号
よ
り

 

戴
季
陶
の
政
治
思
想
と

    

日
本
研
究
の
再
評
価 

鐙
屋　

一
�
目
白
大
学
�

　

戴
季
陶
は
若
く
し
て
日
本
に
留
学
し
�
日
本
論
�
を
著
し
た
希
代

の
知
日
家
で
あ
る
�
長
年
孫
文
の
側
近
と
し
て
秘
書
兼
通
訳
を
務

め
�
孫
文
晩
年
の
�
大
ア
ジ
ア
主
義
�
講
演
の
通
訳
も
彼
が
担
当
し

た
�
戴
季
陶
は
孫
文
思
想
の
代
弁
者
と
し
て
孫
文
死
後
の
国
民
党
を

支
え
た
理
論
家
で
あ
り
�
国
民
党
の
純
化
と
反
共
を
説
く
所
説
は

�
戴
季
陶
主
義
�
と
し
て
知
ら
れ
る
�
そ
の
反
共
の
主
張
と
そ
れ
が
狎

介
石
の
反
共
政
策
の
理
論
的
な
基
礎
と
な
�
た
こ
と
に
よ
り
�
戴
季

陶
に
対
す
る
評
価
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
�
た
�
近
年
�
中
国
に
お

け
る
政
治
的
環
境
の
変
化
に
と
も
な
い
�
資
料
状
況
も
整
備
さ
れ
�

し
だ
い
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
�
本
書
は
�
中
国
革
命
�
と

�
対
日
観
�
と
の
内
的
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
た
最
新
の
戴
季
陶

研
究
で
あ
る
�

　

本
書
の
構
成
と
内
容
は
次
の
と
お
り
�

　

�
序
章　

戴
季
陶
と
対
日
観
を
め
ぐ
�
て
�
で
は
目
的
と
方
法
が

述
べ
ら
れ
る
�
本
書
の
目
的
は
�
戴
季
陶
の
対
日
観
に
焦
点
を
当

て
�
そ
の
思
想
全
体
の
中
に
占
め
る
�
日
本
�
の
位
置
づ
け
を
探
る

と
同
時
に
�
近
代
以
降
に
お
け
る
日
中
関
係
の
一
つ
の
側
面
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
�
こ
と
に
あ
る
�
従
来
�
戴
季
陶
へ
の
関
心
は
�

主
に
①
戴
季
陶
主
義
と
②
日
本
理
解
に
置
か
れ
�
�
反
共
�
を
反
動

的
��
日
本
分
析
�
を
卓
越
し
た
も
の
と
す
る
分
裂
し
た
イ
メ
�
ジ
で

捉
え
ら
れ
て
き
た
が
�
戴
季
陶
の
�
対
日
観
�
は
現
実
の
政
治
課
題

に
関
わ
る
�
思
想
傾
向
�
の
一
部
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
り
�
両
者

▼

一

▲

の
内
面
的
関
連
を
前
提
と
し
た
観
点
か
ら
の
再
検
討
が
必
要
で
あ

る
�
ま
た
戴
季
陶
の
�
思
想
的
実
像
�
を
捉
え
る
に
は
こ
れ
ま
で
曖

昧
に
さ
れ
て
き
た
孫
文
と
の
思
想
的
距
離
を
実
証
的
に
解
明
す
る
作

業
が
必
要
と
な
る
�
本
書
で
は
①
孫
文
の
秘
書
で
あ
る
初
期
�
②
マ

ル
ク
ス
主
義
受
容
の
五
四
時
期
�
③
孫
文
死
後
の
国
民
革
命
時
期
�

④
満
州
事
変
以
後
の
各
時
期
に
お
け
る
�
思
想
傾
向
�
と
�
対
日
観
�

を
分
析
す
る
�

　

�
第
一
章　

初
期
の
活
動
と
対
日
観
���
第
一
節　

中
華
民
国
成

立
前
後
の
言
説
�
で
は
青
年
期
の
戴
季
陶
と
日
本
と
の
関
わ
り
が
検

討
さ
れ
る
�
十
一
歳
で
日
本
語
の
学
習
を
は
じ
め
東
京
留
学
を
経
て

�
天
仇
�
の
筆
名
で
活
躍
す
る
新
聞
記
者
戴
季
陶
は
�
日
本
に
対
し
批

判
的
な
見
解
を
持
ち
�
狡
猾
�
狂
暴
�
卑
屈
を
�
日
本
人
の
気
質
�

と
見
�
日
韓
併
合
に
日
本
の
中
国
侵
略
の
可
能
性
を
予
見
す
る
�
や

が
て
孫
文
の
通
訳
と
し
て
訪
日
�
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
た
め
の
日
中

提
携
論
を
説
く
に
い
た
る
�

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

嵯
峨
隆
著

�
戴
季
陶
の
対
日
観
と
中
国
革
命
�

四
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�
第
二
節　

日
本
亡
命
と
対
日
観
�
で
は
�
第
二
革
命
�
後
の
日

本
亡
命
以
降
を
対
象
と
す
る
�
戴
季
陶
の
関
心
は
日
本
隆
盛
の
最
大

要
因
で
あ
る
�
固
有
の
国
民
的
精
神
�
に
あ
�
た
��
対
日
観
�
で

は
孫
文
の
対
日
提
携
策
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
が
�
日
本
の
青
島
占
領

に
危
惧
感
を
抱
い
て
か
ら
�
そ
の
侵
略
性
を
批
判
す
る
�

　

�
第
二
章　

五
四
時
期
の
思
想
と
対
日
観
���
第
一
節　

�
社
会
主

義
者
�
戴
季
陶
の
登
場
�
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
考

察
す
る
�
戴
季
陶
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
依
拠
し
中
国
社
会
を
分
析
し

カ
ウ
ツ
キ
�
を
翻
訳
し
た
が
��
階
級
調
和
型
�
の
社
会
主
義
を
嗜
好

し
�
国
内
の
混
乱
と
外
国
の
干
渉
を
招
く
�
社
会
革
命
�
を
危
険
視

し
た
�
や
が
て
�
ロ
シ
ア
を
起
点
と
す
る
社
会
革
命
の
世
界
的
波
及

は
必
至
で
あ
る
�
と
説
く
が
�
中
国
の
労
働
者
の
�
階
級
的
自
覚
�

を
求
め
る
に
と
ど
ま
�
た
�

　

�
第
二
節　

�
我
が
日
本
観
�
と
そ
の
周
辺
�
で
は
�
対
日
観
�
に

と
�
て
重
要
な
�
我
が
日
本
観
�
の
内
容
分
析
が
な
さ
れ
る
�
こ
の

論
考
の
特
徴
は
�
日
本
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
の
分
析
�
を
重
視

す
る
点
に
あ
り
�
�
武
士
階
級
�
の
道
徳
・
精
神
に
大
き
な
関
心
が

払
わ
れ
て
い
る
�
戴
季
陶
は
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
も
歴
史
的
文
化
的

特
性
に
由
来
す
る
と
見
�
日
本
の
政
治
構
造
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ

る
変
革
を
期
待
し
た
が
�
帝
国
主
義
と
の
対
決
�
労
働
運
動
に
よ
る

変
革
に
参
与
す
る
意
識
が
欠
け
て
い
た
�

　

�
第
三
章　

第
一
次
国
共
合
作
時
期
の
戴
季
陶
���
第
一
節　

第

一
次
国
共
合
作
に
至
る
ま
で
�
で
は
一
九
二
〇
年
代
前
半
を
対
象
と

し
て
い
る
�
自
殺
未
遂
以
後
一
時
一
線
を
退
い
た
戴
季
陶
は
�
国
民

党
の
組
織
純
化
と
排
他
的
指
導
性
の
維
持
�
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
�
国
民
党
改
組
お
よ
び
容
共
策
に
は
消
極
的
で
あ
�
た
が
�
孫
文

に
従
い
容
共
的
政
策
を
容
認
し
た
�

　

�
第
二
節　

孫
文
�
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
�
時
期
の
言
説
�
で
は

北
上
す
る
孫
文
に
同
行
し
た
訪
日
中
の
言
動
が
検
討
さ
れ
る
�
戴
季

陶
は
儒
教
の
概
念
を
用
い
た
独
特
な
孫
文
思
想
の
解
釈
を
行
な
う
な

ど
後
の
思
想
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
��
対
日
観
�
で
は
孫
文
の
そ
れ

を
踏
襲
し
�
日
本
が
ア
ジ
ア
に
対
し
�
仁
者
�
の
政
策
を
採
り
�
独

ソ
と
連
携
し
反
英
�
大
陸
同
盟
�
の
一
員
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
�

　

�
第
三
節　

�
戴
季
陶
主
義
�
形
成
の
中
で
の
反
帝
国
主
義
�
で
は

孫
文
死
後
の
戴
季
陶
の
言
動
が
分
析
さ
れ
る
�
戴
季
陶
は
国
民
の
精

神
的
統
一
を
重
視
し
儒
家
思
想
の
延
長
で
孫
文
思
想
の
絶
対
化
を
は

か
�
て
い
る
�
中
国
革
命
に
つ
い
て
�
仁
愛
�
を
�
革
命
道
徳
の
基

礎
�
と
す
る
�
階
級
調
和
論
�
を
説
く
が
�
�
対
外
観
�
に
劇
的
変

化
は
な
く
�
英
帝
国
主
義
を
主
要
敵
と
み
な
し
�
中
国
革
命
を
世
界

的
な
反
帝
国
主
義
運
動
に
位
置
づ
け
�
民
族
国
際
�
を
提
唱
し
日
本

の
参
加
を
求
め
た
�

　

�
第
四
章　

国
民
革
命
時
期
の
対
日
観
���
第
一
節　

�
日
本
論
�

執
筆
の
背
景
�
で
は
中
国
国
民
党
の
変
容
と
戴
季
陶
の
立
場
に
つ
い

て
検
討
す
る
�
対
中
国
積
極
介
入
政
策
を
推
進
す
る
田
中
内
閣
は

�
中
国
革
命
の
妨
害
者
�
と
な
り
�
か
く
し
て
孫
文
の
日
中
提
携
論
は

失
効
し
た
�
国
民
党
の
一
元
的
統
一
を
重
視
す
る
戴
季
陶
は
狎
介
石

の
反
共
ク
�
デ
タ
�
を
支
持
す
る
�

　

�
第
二
節　

�
我
が
日
本
観
�
か
ら
�
日
本
論
�
へ
�
で
は
�
日
本

論
�
前
半
の
内
容
分
析
が
な
さ
れ
る
�
前
半
十
四
章
は
�
我
が
日
本

観
�
を
使
用
し
て
お
り
�
修
正
箇
所
の
比
較
対
照
に
よ
り
�
対
日
観
�

の
変
化
を
観
察
す
る
�
封
建
時
代
の
分
析
が
厚
み
を
増
し
�
武
士
道

と
明
治
維
新
に
多
大
な
関
心
を
払
い
��
維
新
の
内
発
的
要
因
�
と
し

て
�
日
本
人
の
精
神
的
蓄
積
�
を
指
摘
し
�
国
民
革
命
を
遂
行
す
る

国
民
党
の
三
民
主
義
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
�

　

�
第
三
節　

�
日
本
論
�
の
中
の
中
国
革
命
論
�
で
は
後
半
十
章
が

検
討
さ
れ
る
��
中
国
革
命
達
成
の
た
め
に
日
本
に
学
ぶ
べ
き
�
は

�
そ
の
精
神
的
側
面
�
で
あ
る
と
す
る
戴
季
陶
は
�
日
本
人
の
�
犠

▼

二

▲
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牲
的
精
神
�
を
称
賛
し
�
中
国
人
に
�
主
義
�
を
実
現
す
る
軍
事
力

に
つ
い
て
の
�
正
し
い
理
解
�
お
よ
び
�
尚
武
�
の
精
神
と
民
族
の

�
自
信
力
�
の
涵
養
を
要
求
し
て
い
る
�
日
中
提
携
論
の
桂
太
郎
を
高

く
評
価
す
る
一
方
�
田
中
義
一
を
も
�
て
日
本
の
�
武
士
道
精
神
�

の
腐
敗
と
み
る
戴
季
陶
に
と
�
て
�
日
本
論
�
は
日
本
へ
の
�
最
終

的
な
絶
望
の
表
明
�
で
あ
�
た
�

　

�
終
章　

満
州
事
変
と
戴
季
陶
�
で
は
事
変
後
の
�
対
日
観
�
が

検
討
さ
れ
る
�
特
殊
外
交
委
員
長
と
な
�
た
戴
季
陶
は
日
本
の
侵
略

政
策
を
批
判
し
�
国
際
連
盟
を
利
用
し
た
問
題
解
決
を
提
示
し
た
�

内
政
の
安
定
を
重
視
し
建
国
精
神
に
基
づ
く
一
致
団
結
を
強
調
す
る

戴
季
陶
の
主
張
を
�
狎
介
石
の
対
日
方
針
�
安
内
攘
外
�
と
同
じ
�
不

抵
抗
主
義
�
と
み
る
の
は
�
一
面
的
�
で
あ
る
�
戴
季
陶
は
日
本
に

対
し
�
一
抹
の
愛
着
�
を
抱
い
て
い
た
が
�
現
実
の
日
本
は
不
倶
戴

天
の
�
仇
�
で
あ
り
つ
づ
け
た
�

　

さ
て
本
書
に
対
す
る
講
評
で
あ
る
が
�
戴
季
陶
の
�
対
日
観
�
を

分
析
す
る
の
で
あ
れ
ば
�
①
戴
季
陶
の
思
想
に
と
�
て
日
本
研
究
の

も
つ
意
味
を
評
価
す
る
軸
�
②
中
国
人
の
日
本
研
究
の
系
譜
上
に
お

け
る
戴
季
陶
の
位
置
を
評
価
す
る
軸
の
二
本
の
座
標
軸
が
必
要
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
�

　

本
書
の
基
本
的
な
接
近
法
は
①
で
あ
り
�
著
者
が
劉
師
培
や
呉
稚

暉
な
ど
他
の
人
物
研
究
で
見
せ
た
精
細
さ
で
テ
キ
ス
ト
の
内
面
的
な

解
読
が
な
さ
れ
て
い
る
�
孫
文
と
の
距
離
を
測
り
な
が
ら
戴
季
陶
の

位
置
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
方
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
�

本
書
は
多
く
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
�
随
所

で
述
べ
ら
れ
る
論
述
の
斬
新
さ
や
大
胆
さ
は
�
研
究
史
を
回
顧
す
る

こ
と
で
よ
り
明
確
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
�
戴
季
陶
を
客
体
化
す
る

視
点
も
浮
き
彫
り
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
�

　

満
州
事
変
後
の
狎
介
石
の
安
内
攘
外
策
に
対
す
る
戴
の
支
持
が

�
不
抵
抗
主
義
�
以
上
の
も
の
で
あ
り
�
国
民
党
内
の
思
想
統
一
と

�
合
作
�
に
対
す
る
危
機
感
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
見
る
の
は
卓

見
で
あ
る
が
�
戴
の
�
合
作
�
に
対
す
る
猜
疑
心
と
危
機
感
を
方
法

的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
り
�
国
共
両
党
の
協
力
提
携
の
体
系
で
は

な
く
相3

互
不
信
の
体
系

3

3

3

3

3

3

と
し
て
�
合
作
�
の
原
理
と
歴
史
を
記
述
す

る
視
点
が
獲
得
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

本
書
で
は
②
の
中
国
人
の
手
に
な
る
日
本
論
の
系
譜
上
の
位
置
に

つ
い
て
は
関
心
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
�
少
年
期
の
日
本
語
学

習
か
ら
日
本
に
接
近
し
た
戴
季
陶
に
は
日
本
に
対
す
る
情
緒
的
な
共

感
が
あ
�
た
で
あ
ろ
う
��
我
が
日
本
観
�
執
筆
の
動
機
の
ひ
と
つ
に

中
国
人
の
日
本
研
究
の
貧
し
さ
に
対
す
る
反
発
が
あ
�
た
こ
と
に
つ

い
て
は
�
も
う
少
し
繊
細
な
分
析
と
評
価
が
必
要
だ
と
考
え
る
�
中

国
に
と
�
て
日
本
は
近
代
化
の
�
正
負
両
面
の
�
教
科
書
で
あ
り
�

清
末
の
改
良
論
以
来
�
中
国
の
民
族
性
と
近
代
化
と
を
如
何
に
調
和

さ
せ
る
か
は
政
治
思
想
家
達
の
踏
み
絵
と
な
る
問
題
で
あ
り
�
か
つ

戴
季
陶
も
�
親
日
�
と
�
反
日
�
と
の
間
で
葛
藤
を
覚
え
た
と
す
れ

ば
�
そ
の
切
断
面
か
ら
日
本
研
究
の
ひ
と
つ
の
類
型
を
抽
出
す
る
こ

と
も
日
本
人
の
視
点
で
書
か
れ
た
本
書
の
役
割
で
あ
�
て
も
よ
か
�

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

と
は
い
え
�
戴
季
陶
の
論
説
を
時
系
列
に
沿
い
丹
念
に
パ
ラ
フ

レ
�
ズ
し
た
本
書
は
原
典
的
な
戴
季
陶
研
究
文
献
と
し
て
今
後
の
戴

季
陶
研
究
が
引
照
す
べ
き
研
究
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
�
付

録
の
�
我
が
日
本
観
�
は
読
み
や
す
い
訳
文
で
あ
る
�
労
作
の
�
戴

季
陶
略
年
譜
�
お
よ
び
�
主
要
参
考
文
献
�
と
と
も
に
戴
季
陶
研
究

に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
�
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