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は
じ
め
に

近
年
、
日
本
の
漫
画
は
そ
の
大
量
の
生
産
・
消
費
の
構
造
か
ら
、
ま
た
そ
れ
に
伴

う
需
要
か
ら
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
注
目
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
漫
画
と
い
う
媒

体
そ
の
も
の
が
、
高
い
経
済
効
果
を
も
た
ら
す
産
業
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
化
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
四
年
︵
昭
和
六
十
年
︶
の
﹁
青
少
年
白
書
目
次
総
覧

Ⅱ
第
七
巻
﹂
に
は
す
で
に
若
者
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
﹁
マ
ン
ガ
﹂
の
項
目
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
二
〇
〇
九
年
の
六
月
に
首
相
に
就
い
て
い
た
麻
生
太
郎
は
同

年
の
二
〇
〇
九
年
度
の
補
正
予
算
案
に
﹁
国
立
メ
デ
ィ
ア
芸
術
総
合
セ
ン
タ
ー
︵
仮

称
︶﹂︵
毎
日
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
、
八
月
二
十
九
日　

朝
刊
︶
と
い
う
漫
画
や
ア
ニ

メ
な
ど
の
収
集
展
示
や
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
育
成
な
ど
を
行
う
施
設
の
建
造
案
を
掲
げ

て
い
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
か
つ
て
批
判
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
漫
画
の
イ

メ
ー
ジ
は
い
ま
で
は
払
拭
さ
れ
、
逆
に
漫
画
に
た
い
す
る
研
究
や
評
論
が
肯
定
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。
石
子
︵
一
九
八
八
︶
や
清
水
勲
の
よ
う
な
漫
画

史
研
究
や
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｌ
・
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
な
作
家
論
を
交
え
た
漫
画
文

化
論
な
ど
、
研
究
内
容
も
多
彩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漫
画
で
よ
く
述
べ
ら
れ
る
の
は
、

ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
︵
近
現
代
に
登
場
し
た
、
コ
マ
と
呼
ば
れ
る
枠
の
中
に
映
画
の

よ
う
に
連
続
的
に
絵
を
み
て
い
く
物
語
形
式
の
漫
画
で
あ
る
。
こ
の
他
に
一
コ
マ
漫

画
、
四
コ
マ
漫
画
、
不
条
理
漫
画
、
風
刺
画
が
あ
る
。︶
一
方
、
風
刺
画
︵
も
し
く

は
風
刺
漫
画
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
コ
マ
漫
画
も
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
。︶
は
、
現

在
の
大
量
消
費
の
循
環
の
連
載
が
多
い
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
と
比
べ
て
、
作
品
発
表
の

場
も
す
く
な
く
、
需
要
も
少
な
い
。
し
か
し
一
介
の
風
刺
画
が
政
治
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
も
あ
り
、
風
紀
や
良
識
以
外
の
意
図
で
、
す
な
わ
ち
政
治
に
お
い
て
発
行
禁

止
や
処
罰
を
う
け
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
風
刺
画
は
、
日
本
で
は
自
由
民
権
運

動
が
広
が
る
明
治
初
期
に
そ
の
姿
を
現
す
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
は
明
治
初
期
に
創

刊
さ
れ
た
風
刺
画
︵
風
刺
画
に
関
し
て
当
時
は
戯
画
と
呼
ん
で
い
た
。
以
降
戯
画
と

表
記
す
る
。︶
を
中
心
と
し

た
新
聞
︵
注
１
︶、﹃
團
團
珍
聞
﹄

に
着
目
し
た
。

﹃
團
團
珍
聞
﹄
は
明
治
十

年
三
月
十
四
日
に
創
刊
さ

れ
、
毎
週
土
曜
日
発
行
で
、

戯
画
を
中
心
と
し
て
雑
録
や

川
柳
、
狂
歌
、
寄
書
︵
投
書
︶

等
の
掲
載
を
し
て
い
た
が
、

明
治
十
三
年
七
月
三
十
一
日

︵
第
一
七
一
号
︶
に
戯
画
﹁
国

会
願
猛
蛇
﹂︵
注
２
︶［
図
１
］

を
掲
載
し
た
後
に
東
京
裁
判

―
研
究
ノ
ー
ト
―

戯
画
「
国
会
願
猛
蛇
」
が

　
　
　
　
　
弾
圧
を
受
け
た
原
因

　
　
―
明
治
初
期
の
政
治
と
文
化
の
一
断
面
―

高
瀬
　
永
　
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ラ

［図１］　「国会願猛蛇」明治13年７月31日第171号
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戯画「国会願猛蛇」が弾圧を受けた原因―明治初期の政治と文化の一断面―

所
か
ら
﹁
禁
獄
﹂
刑
と
い
う
決
し
て
軽
く
は
無
い
実
刑
判
決
を
下
さ
れ
る
。
前
述
の

清
水
︵
一
九
八
〇
︶︵
26
Ｐ
︱
32
Ｐ
︶
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
戯
画
が
取
り
締
ま
り
を

受
け
た
最
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
戯
画
が
発
表
さ
れ
た
の
は

﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
創
刊
号
か
ら
約
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
、
戯
画
﹁
国
会
願

猛
蛇
﹂
は
摘
発
を
受
け
た
の
か
。
そ
れ
ま
で
﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
紙
面
に
お
い
て
政
治

が
か
ら
む
戯
絵
や
文
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
弾
圧

の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
は
何
か
？
あ
る
い
は
、
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
の

よ
う
な
原
因
で
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
は
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。﹃
團

團
珍
聞
﹄
の
紙
面
の
掲
載
内
容
は
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
の
登
場
す
る
経
過
に
紙
面

上
で
は
、
掲
載
内
容
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
明
治
元
年
か
ら
戯
画
﹁
国
会

願
猛
蛇
﹂
が
描
か
れ
る
ま
で
に
、
明
治
政
府
の
反
応
︵
弾
圧
︶
は
、
も
と
よ
り
過
剰

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
次
第
に
厳
し
い
処
分
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ

れ
と
も
、
逆
に
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
に
お
け
る
厳
重
な
処
罰
は
﹃
團
團
珍
聞
﹄
が

政
治
批
判
の
趣
を
濃
く
し
た
た
め
に
起
こ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
当
時
の
﹃
團
團

珍
聞
﹄
の
読
者
層
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
読
者

層
は
弾
圧
の
原
因
に
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
他
の
新
聞
や
、
日
本
を
描

い
た
海
外
の
風
刺
画
家
の
作
品
の
処
分
と
何
か
異
な
る
部
分
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、

こ
れ
ら
の
疑
問
に
仮
説
を
立
て
て
、
復
刻
版
の
﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
紙
面
に
描
か
れ
た

風
刺
画
を
読
み
解
き
な
が
ら
検
証
し
、
自
分
な
り
の
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
仮
説
、
検
証
、
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
販
売
さ
れ
て

い
た
雑
誌
の
一
視
点
か
ら
、
政
治
に
お
け
る
皮
肉
と
滑
稽
に
隠
さ
れ
た
当
時
の
大
衆

の
主
張
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
時
、
政
治
の
批

判
を
す
る
側
と
批
判
さ
れ
る
側
で
あ
り
、
取
り
締
ま
り
を
行
う
側
と
の
、
相
互
影
響

が
新
聞
と
い
う
紙
面
の
中
に
も
現
れ
る
の
か
ど
う
か
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

修
士
論
文
で
は
主
に
上
記
し
た
こ
と
を
、
掲
載
新
聞
の
概
略
と
明
治
初
期
︵
明
治

元
年
か
ら
十
三
年
前
後
を
目
安
に
、
ま
た
、
当
時
の
筆
禍
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
論

じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
に
関
し
て
は
、
論
点
と
す
る
戯
画
﹁
国
会

願
猛
蛇
﹂
の
弾
圧
の
原
因
の
仮
設
と
検
証
に
つ
い
て
の
記
述
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

仮
設
に
つ
い
て
は
以
下
の
疑
問
解
消
型
の
七
つ
の
設
問
を
設
け
た
。

⒜　

突
発
的
・
偶
発
的
に
誕
生
し
た
も
の
か

⒝　

 

創
刊
号
当
初
か
ら
、
弾
圧
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
戯
画
や
記
事
を
か
い
て

い
た
の
か

⒞　

弾
圧
を
受
け
る
よ
う
な
戯
画
、
記
事
が
増
加
し
た
か

⒟　

 

読
者
層
・
発
行
部
数
拡
大
と
弾
圧
に
お
け
る
何
か
し
ら
の
内
在
的
要
因
が

あ
っ
た
か
ど
う
か

⒠　

は
じ
め
か
ら
、
政
府
の
弾
圧
の
処
分
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か

⒡　

政
府
の
取
り
締
ま
り
が
次
第
に
過
剰
に
な
っ
て
い
っ
た
た
め
か

⒢　

弾
圧
の
処
遇
が
他
の
新
聞
や
戯
画
と
比
べ
て
重
い
の
か
軽
い
の
か

で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
﹁
團
團
珍
聞
の
﹂
の
紙
面
を
参
照
し
な
が
ら
、
具
体
的

に
触
れ
て
み
る
。

⒜　

突
発
的
・
偶
発
的
に
誕
生
し
た
も
の
か

﹃
團
團
珍
聞
﹄
で
は
創
刊
号
第
一
号
︵
明
治
十
年
︶
か
ら
、
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂

が
第
一
七
一
号
に
描
か
れ
る
ま
で
に
は
七
百
七
十
三
点
、
そ
の
あ
と
、
明
治
十
月

十
二
月
十
八
日
第
百
九
十
二
号
ま
で
を
含
め
る
と
そ
の
間
計
八
百
三
十
六
点
の
挿

絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
内
訳
に
は
戯
画
の
ほ
か
に
広
告
な
ど
の
挿
絵

や
同
じ
絵
を
再
度
載
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
流
用
の
絵
も
若
干
も
含
ま
れ
る
。﹃
團
團
珍
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聞
﹄
は
毎
号
十
六
頁
構
成
の
中
で
、
片
面
の
内
、
半
分
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
面
積

の
戯
画
か
、
片
面
一
頁
の
戯
画
が
多
く
、
見
開
き
の
二
頁
構
成
の
戯
画
や
流
用
の
絵

は
少
な
い
。
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
が
描
か
れ
る
ま
で
に
二
十
一
点
あ
る
。
明
治
十

年
︵
一
八
七
七
︶
の
見
開
き
は
四
点
、
明
治
十
一
年
︵
一
八
六
七
︶
は
九
点
と
比
較

的
多
め
で
、
明
治
十
二
年
は
三
点
と
少
な
め
、
同
年
代
の
明
治
十
三
年
︵
一
七
八
〇
︶

の
見
開
き
の
戯
画
は
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
を
含
め
て
四
点
存
在
す
る
。
一
方
、
ほ

ぼ
九
割
の
確
率
で
、
片
面
一
頁
や
、
片
面
半
分
︵
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
︶
の
サ
イ
ズ

の
戯
画
が
紙
面
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。

戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
は
、
不
安
定
な
丸
太
を
通
ろ
う
と
す
る
官
員
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
官
員
の
周
り
を
取
り
囲
む
獣
ら
は
﹁
人
身
背
猴
﹂、﹁
難
渋
経

犀
﹂、
そ
し
て
二
匹
の
﹁
願
猛
蛇
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
政
治
が
人
身
に

背
き
、
ま
た
、
苦
し
い
経
済
状
況
を
示
し
て
お
り
、
二
匹
の
蛇
は
文
中
、﹁
こ
っ
く

わ
い
﹂︵
国
会
を
意
図
︶
と
鳴
い
て
、
国
会
設
立
の
要
求
を
唱
え
る
戯
画
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
国
会
開
設
に
関
す
る
要
望
や
、
国
会
開
設
の
提
案

の
却
下
に
対
す
る
不
満
の
記
事
と
い
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
す
で
に
戯
画
や
文
で

記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
明
治
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
第
百
三
十
五
号
に
は
﹁
さ

る
の
あ
や
つ
り
愛
国
座
元
伊
多
垣
丈
ら
﹂
と
題
さ
れ
た
も
の
で
国
会
が
な
か
な

か
開
設
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
し
、
国
会
開
設
の
却
下
に
関
し
て
は
、
明
治

十
三
年
五
月
二
十
九
日
第
百
六
十
二
号
の
﹁
茶
説
﹂
の
中
で
﹁
失
望
ノ
説
﹂
と
副

題
を
付
け
て
不
満
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
周
囲
の
獣
た
ち
﹁
難
渋

経
犀
﹂
や
﹁
人
身
背
猴
﹂、
に
関
連
す
る
戯
画
や
文
章
等
は
、
こ
れ
以
前
に
多
く
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
が
突
発
的
・
偶
発
的
に
誕
生

し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

⒝　

 

創
刊
号
当
初
か
ら
、
弾
圧
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
戯
画
や

　
　

記
事
を
か
い
て
い
た
の
か

当
初
よ
り
﹃
團
團
珍
聞
﹄
で
は
世
の
中
の
事
象
や
出
来
事
を
滑
稽
で
描
く
こ
と
を

趣
旨
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
創
刊
号
の
最
初
の
見
出
し
に
は

﹁
演
舌
﹂
と
い
う
項
目
で
創
刊
に
関
し
て
の
説
明
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 　
今
新
し
き
於
東
京
繪
を
入
れ
て
摺
り
だ
す
新
聞
は
彼
の
西
洋
の
ポ
ン
チ
て
ふ
洒

落
た
模
や
う
に
見
眞
似
せ
し
も
の
に
は
あ
ら
で
我
が
国
に
滑
稽
つ
く
す
戯
言
は
か

ず
か
ず
あ
れ
ど
公
や
け
に
梓
に
上
す
る
こ
と
は
ま
ず
忌
み
憚
り
て
む
つ
が
ゆ
き
背

中
へ
と
ど
か
ぬ
手
の
如
と
く
自
由
に
な
ら
ぬ
は
昔
し
の
こ
と
今
文
明
の
恩
澤
に
管

許
を
受
け
て
あ
か
ら
さ
ま
打
ち
明
け
て
書
く
新
玉
の
光
は
自
つ
か
ら
闇
の
野
蠻
の

肝
玉
を
磨
く
為
に
と
手
短
に
表
は
早
く
お
理
會
の
川
柳
氣
取
内
證
に
味
と
附
け
た

る
手
前
味
噌
︵
以
下
略
︶

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
戯
画
中
心
に
新
聞
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
を
述
べ
、
ま
た
、
明
治
十
年
四
月
七
日
第
三
号
で
は
、
民
権
運
動
に
絡
め
て

権
利
を
剣
と
言
い
換
え
て
、
権
利
の
こ
と
を
述
べ
た
戯
画
お
よ
び
記
事
が
描
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
民
権
運
動
や
、
政
治
な
い
し
政
治
家
に
関
す
る
も
の
よ
り
も
、
明

治
十
年
代
は
西
南
戦
争
が
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
で
あ
っ
た
た
め
、
は
る
か
に
西
郷

隆
盛
、
及
び
西
南
戦
争
へ
の
非
難
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。［
図
２
］

は
西
南
戦
争
で
た
び
た
び
敗
北
し
、
撤
退
を
迫
ら
れ
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
西
郷
隆

盛
た
ち
の
様
子
を
描
い
た
戯
画
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
府
批
判
に
関
す
る
戯
画
、
文

章
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
頻
度
や
面
積
の
占
め
る
割
合
は
少
な
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い
た
め
、
当
初
か
ら
、
取
締
り
を
受
け
る
内
容
は
少
な
く
、
描
か
れ
て
い
て
も
さ
り

げ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
た
。

ち
な
み
に
、
時
と
し
て
、
政
治
家
︵
役
人
︶
当
時
の
言
葉
で
い
う
な
れ
ば
、
官
員

は
鯰
の
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。［
図
３
］
は
官
員
の
取
り
締
ま
り
に
関
し

て
、
芸
者
が
苦
情
を
述
べ
て
い
る
図
で
あ
る
。
官
員
が
鯰
と
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、

芸
者
は
猫
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。

⒞　

弾
圧
を
受
け
る
よ
う
な
戯
画
、
記
事
が
増
加
し
た
か

明
治
十
年
代
西
南
戦
争
が
終
結
し
、
明
治
十
一
年
代
に
入
る
と
、
今
度
は
新
政
府

よ
り
の
立
場
を
も
っ
て
い
た
﹃
團
團
珍
聞
﹄
は
、
紙
面
の
中
で
も
﹁
立
憲
改
進
党
﹂

と
﹁
茶
説
﹂
の
中
で
自
ら
を
称
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
政
治
の

情
勢
を
表
す
戯
画
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
﹁
激
剣
会
﹂［
図
４
］
に
な

る
わ
け
だ
が
、
こ
の
な
か
で
は
、
画
面
右
端
の
し
な
び
た
力
を
も
た
な
い
地
方
政
権

の
姿
を
よ
そ
に
画
面
中
央
で
憤
怒
の
顔
を
し
て
仁
王
立
ち
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に

立
っ
て
い
る
中
央
政
権
が
一
番
権
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
上
部
の
文
章
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
一
方
﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
立
場
た
る
﹁
立
憲
改
進
党
﹂
は
画
面
左
側
の
奥
、

刀
が
納
ま
っ
て
い
る
の
か
、
長
身
の
袋
状
の
よ
う
な
も
の
を
も
ち
き
り
り
と
し
た
表

情
で
、
周
囲
の
様
子
を
伺
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
年
明
治
十
二
年
の
四
月
二
十
六

日
第
一
〇
五
号
革
新
の
蜂
起
を
促
す
剣
道
の
戯
画
﹁
激
権
﹂［
図
５
］
が
描
か
れ
る
。

そ
れ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

 　
西
南
切
込
以
来
権
術
が
流
行
り
だ
し
、
分
署
で
も
学
校
で
も
激
権
の
聲
喧
囂
し

く
又
諸
國
で
は
縣
會
が
始
ま
り
皆
が
権
々
と
言
っ
て
権
の
世
の
中
二
成
た
の
に
左

［図3］　役人の取り締まりに関する芸者の苦情
� 明治10年7月21日第18号

［図５］　「激権」明治12年4月26日第105号

［図4］　「激剣会」明治11年3月２日第50号

［図2］　西郷隆盛（西南戦争）に関する戯画
� 明治10年10月21日第31号
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様
先
政
に
斗
︵
マ
マ
︶
り
閉
口
し
て
ハ
い
け
ぬ
一
同
に
張
込
ん
で
ヤ
ツ
タ
ウ
ヤ
ツ

タ
ウ
ミ
ン
な
が
氣
を
そ
ろ
え
て
権
術
を
遣
や
ァ
先
政
に
だ
つ
て
負
け
る
も
の
か

ま
た
、
戯
画
の
中
の
政
治
家
の
顔
は
次
第
に
克
明
に
表
現
さ
れ
た
り
、
政
治
家
の

名
前
が
戯
画
に
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
取
り
締
ま
り
や
弾
圧
に
触
れ

る
戯
画
は
増
加
し
て
い
っ
た
と
確
認
で
き
る
。

⒟　

 

読
者
層
・
発
行
部
数
拡
大
と
弾
圧
に
お
け
る
何
か
し
ら
の
内
在
的

　
　

要
因
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

﹃
團
團
珍
聞
﹄
は
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、
以
後
約
三
十
年
続
い
た
が
、
第
一
号
の
時

は
、
五
千
部
程
度
の
発
行
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
新
聞
や
他
雑
誌
で
類
を

見
な
か
っ
た
、
ポ
ン
チ
絵
︵
於
東
京
絵
︶
と
平
仮
名
や
、
漢
戯
文
、
英
和
訳
な
ど

が
盛
り
込
ま
れ
た
﹃
團
團
珍
聞
﹄
で
は
戯
画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
が
描
か
れ
る
明
治

十
三
年
ま
で
は
発
行
部
数
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
。
先
行
研
究
の
山
口
順
子
解
説
・
北

根
［
監
］︵
一
九
八
一
︶
の
作
製
し
た
発
行
部
数
の
表
を
み
る
と
、
発
行
部
数
の
総

計
を
年
代
ご
と
に
み
て
い
く
と
明
治
十
年
は
一
四
九
、九
〇
二
部
、
翌
年
の
十
一
年

に
は
二
二
九
、五
一
〇
部
、
明
治
十
二
年
は
二
一
五
、二
九
七
部
、
明
治
十
三
年
は

二
五
九
、九
八
六
部
、
と
、
増
加
を
辿
っ
て
い
る
。︵
ま
た
、
明
治
十
一
年
八
月
三
日

第
七
十
二
号
の
最
終
頁
を
み
る
と
、
部
数
の
増
加
は
売
捌
所
府
外
の
千
葉
や
新
潟

な
ど
規
模
の
拡
大
が
み
ら
れ
る
の
が
確
認
で
き
る
。︶
と
こ
ろ
が
こ
の
増
加
は
明
治

十
四
年
か
ら
は
減
少
に
転
じ
て
い
る
。

弾
圧
に
触
れ
る
戯
画
の
増
加
と
、
発
行
部
数
の
増
加
に
お
け
る
読
者
の
拡
大
と
、

と
も
に
比
例
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
双
方
は
全
く
の
無
関
係
と
は
い
え
ず
、
何
か

し
ら
の
要
因
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
な
理
由
が
現
段
階
で
不

明
瞭
な
た
め
、
こ
れ
を
内
在
的
要
因
と
表
現
し
た
。

⒠　

は
じ
め
か
ら
、
政
府
の
弾
圧
の
処
分
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か

政
府
の
取
り
締
ま
り
に
関
し
て
、
興
津
︵
一
九
九
七
・
７
Ｐ
︶
に
よ
れ
ば
旧
幕
臣

の
福
地
桜
知
︵
福
地
源
一
郎
︶
が
慶
応
四
年
に
﹃
江
湖
新
聞
﹄
を
創
刊
し
発
行
す
る

が
、
こ
の
新
聞
の
十
六
号
に
掲
載
し
た
﹁
強
弱
論
﹂
と
い
う
記
事
を
書
き
筆
禍
に

あ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旧
幕
府
側
の
発
行
し
た
新
聞
が
す
ぐ
に
発
行
禁
止
に
な
る
な

ど
、
は
じ
め
か
ら
政
府
の
取
り
締
ま
り
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

官
許
が
な
け
れ
ば
、
新
聞
の
発
行
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
八
年
に
施
行
さ

れ
た
新
聞
紙
条
例
に
よ
り
、
新
聞
紙
の
発
行
に
関
し
て
、
官
員
が
チ
ェ
ッ
ク
し
、
監

視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
知
る
限
り
、
政
府
の
取
り
締
ま
り

は
抑
圧
的
で
あ
り
、
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⒡ 

政
府
の
取
り
締
ま
り
が
次
第
に
過
剰
に
な
っ
て
い
っ
た
た
め
か
。

前
述
で
、﹁
激
権
﹂
の
戯
画
等
を
紹
介
し
て
い
っ
た
が
、
激
剣
直
後
、
戯
画
の
内

容
は
ま
た
、
政
府
に
抑
圧
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
戯
画
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
［
図
６
］

十
三
年
五
月
一
日
第
一
五
八
号
の
﹁
民
に
竈
勇
氣
の
焚
付
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と 　
﹁
金
で
鳴
く
是
ハ
山
木
で
拵
へ
た
錠
鈴
だ
か
ら
火
の
手
を
禁
止
す
れ
バ
為
ほ
ど

燃
上
が
り
國
粥
や
集
粥
が
下
の
方
か
ら
愚
頭
々
々
言
て
沸
た
つ
ぞ
も
つ
と
色
々
な
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も
の
を
へ
し
く
べ
焚
附
け
ろ
焚
附
け
ろ
﹂

 　
﹁
壓
バ
壓
は
ど
持
上
ッ
て
来
る
と
い
ふ
と
自
己
の
股
ぐ
ら
の
何
か
を
見
た
様
で

エ
ヘ
ン
御
座
候
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
木
と
は
﹁
参
議
﹂
の
こ
と
、
錠
鈴
は
﹁
条
例
﹂
と
い
う
意

味
が
そ
れ
ぞ
れ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
画
面
手
前
に
は
、
政
府
も
し
く
は
政
治
を
象
徴

す
る
上
着
を
着
た
人
物
が
、
民
権
釜
に
新
聞
紙
条
例
等
と
書
か
れ
た
木
を
く
べ
て
お

り
、
新
聞
紙
条
例
等
に
お
け
る
民
権
運
動
の
禁
止
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
後
の
﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
紙
面
上
で
は
、
集
会
禁
止
の
法
律
に
関
す
る
戯
画
も
描

か
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
十
六
年
に
は
、
三
島
通
庸
が
自
由
民

権
運
動
の
弾
圧
を
更
に
顕
著
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
政

府
の
取
り
締
ま
り
は
次
第
に
、
過
剰
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⒢　

弾
圧
の
処
遇
が
他
の
新
聞
や
戯
画
と
比
べ
て
重
い
の
か
軽
い
の
か

前
出
の
福
地
桜
知
が
、﹁
強
弱
論
﹂
を
掲
載
し
、
筆

と
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
た
時

は
興
津
︵
一
九
九
七
・
７
Ｐ
︶
に
よ
る
と
﹁
福
地
源
一
郎
は
、
糺
問
所
に
連
行
さ
れ

て
、
二
十
日
あ
ま
り
の
獄
中
生
活
の
の
ち
に
、
よ
う
や
く
放
免
に
な
っ
た
。﹂
と
い

う
。
ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
明
治
十
四
年
ご
ろ
か
ら
、﹃
團
團
珍
聞
﹄
で
、
戯
画

を
書
き
始
め
る
小
林
清
親
も
ま
た
、
何
度
か
描
い
た
戯
画
が
政
府
よ
り
処
罰
を
受
け

て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
十
七
年
の
三
月
八
日
の
﹃
團
團
珍
聞
﹄
で
の
戯
画
﹁
飛
ん

だ
嫁
子
﹂
を
描
き
、
持
ち
主
と
編
集
人
に
各
々
五
十
円
の
罰
金
刑
を
受
け
た
と
述
べ

て
い
る
。
清
水
︵
一
九
九
七
︶
ま
た
、
清
親
の
書
い
た
絵
に
関
し
て
、﹁
転
覆
六
家
撰
﹂

と
い
う
浮
世
絵
が
発
禁
処
分
に
あ
い
、
絵
の
依
頼
を
し
た
絵
草
紙
屋
原
胤
昭
が
﹁
罰

金
三
千
円
、
軽
禁
固
三
箇
月
の
刑
を
う
け
た
︵
以
下
略
︶﹂
酒
井
︵
二
〇
〇
八
・
91
Ｐ
︶

と
い
う
。

ま
た
、
明
治
十
六
年
に
小
林
清
親
は
﹁
天
副
六
歌
仙
﹂
と
い
う
題
の
浮
世
絵
を
出

し
て
依
頼
者
の
原
発
行
禁
止
と
、
罰
金
刑
、
な
ら
び
に
半
年
ほ
ど
の
禁
獄
刑
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
み
を
み
る
限
り
で
も
、﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
禁
獄
刑

は
重
い
こ
と
が
わ
か
る
。
時
代
背
景
を
も
と
に
考
え
て
み
て
も
、
実
際
に
国
会
が
設

立
す
る
の
は
明
治
二
十
年
代
と
時
代
が
下
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

ま　

と　

め

新
聞
は
官
許
に
お
い
て
言
論
は
監
視
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
﹃
團
團
珍
聞
﹄
は

戯
画
を
中
心
と
し
て
雑
録
や
川
柳
、
狂
歌
、
寄
書
︵
投
書
︶
等
の
掲
載
を
し
て
い
た

が
、
明
治
十
年
代
は
士
族
の
反
乱
や
西
郷
隆
盛
の
批
判
戯
画
を
頻
繁
に
記
事
に
し
て

　　［図6］民に竈勇氣の焚付
� 明治13年5月1日第158号　　
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い
た
が
、
其
の
後
は
、
政
府
に
対
し
て
の
批
判
や
窮
状
を
記
す
戯
画
を
よ
く
描
く
よ

う
に
な
り
﹁
激
権
﹂
と
い
う
よ
う
な
戯
画
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
更

に
、
弾
圧
は
新
聞
紙
条
例
等
の
形
で
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
上
で
、
戯

画
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
に
見
ら
れ
る
表
現
は
、
政
府
の
批
判
を
次
第
に
強
め
た
上
で
描

か
れ
た
批
判
戯
画
で
あ
り
、
経
済
危
機
、
丸
太
に
描
か
れ
る
よ
う
に
不
安
定
な
政
府

の
姿
を
鮮
明
に
し
、
国
会
開
設
を
要
求
す
る
と
い
う
重
層
的
な
表
現
が
見
開
き
と
い

う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
で
表
現
さ
れ
た
た
め
、
筆
禍
と
さ
れ
処
罰
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

︻
注
︼

［
注
１
］ ﹃
團
團
珍
聞
﹄
の
体
裁
は
現
代
︵
二
〇
〇
九
年
度
現
在
︶
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、﹁
雑
誌
﹂

の
形
態
に
近
い
た
め
、
風
刺
雑
誌
な
ど
と
表
記
す
る
先
行
研
究
者
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、

創
刊
号
明
治
十
年
三
月
十
四
日
の
中
で
、
自
ら
を
﹁
新
聞
﹂
と
定
義
づ
け
て
い
る
た

め
、
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。

［
注
２
］ 

本
論
で
は
戯
画
﹃
国
会
願
猛
蛇
﹄
と
称
す
る
こ
の
戯
画
に
は
題
名
は
付
い
て
お
ら
ず
、

茨
木
正
治
︵
二
〇
〇
七
・
ｐ
50
︶
の
よ
う
に
難
渋
経
犀
と
表
現
す
る
研
究
者
も
い
る

が
、
筆
者
は
清
水
一
九
八
〇
の
表
記
︵
ｐ
32
︶
を
参
考
に
し
、
ま
た
、
実
際
獣
の
名

を
大
き
く
﹁
願
猛
蛇
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
国
会
願
猛
蛇
﹂
と
表
記
す
る
こ
と

に
し
た
。

  

参
照
・
参
考
文
献
一
覧

⑴　

相
賀
徹
夫
︵
編
︶﹃
日
本
大
百
科
全
書
18
﹄︵
小
学
館
・
一
八
六
七
・
ｐ
178
︶

⑵　

茨
木
正
治
﹁
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
マ
ン
ガ
﹂︵
臨
川
書
店
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
文
化
シ
リ
ー
ズ
・

二
〇
〇
七
︶。

⑶　

石
子
順
﹃
日
本
漫
画
史
﹄︵ ［
現
代
教
養
文
庫
一
二
一
〇
］・
社
会
思
想
社
・
一
九
八
八)

。

⑷　

川
井
良
介
︵
編
︶﹁
出
版
メ
デ
ィ
ア
入
門
﹂︵
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
六
︶。

⑸　

興
津
要
﹃
明
治
新
聞
事
始
め
︱
［
文
明
開
化
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
］﹄︵
大
修
館
書
店
・

一
九
九
七
︶。

⑹　

酒
井
忠
康
﹃
開
化
の
浮
世
絵
師
清
親
﹄︵
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
平
凡
社
・

二
〇
〇
八
︶。

⑺　
﹁
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
雑
誌
目
次
総
覧　

芸
術
編　

第
61
巻
﹂︵
東
京
大
学
法
学
部

付
属
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
・
大
空
社
・
一
九
九
五
︶。

⑻　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
一
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⑼　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
二
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⑽　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
三
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⑾　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
四
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⑿　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
五
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⒀　

北
根
豊
［
監
］ ﹁
團
團
珍
聞
﹂︵
六
巻
・
本
邦
書
籍
・
一
九
八
一
︶。

⒁　

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
︵
編
︶﹃
国
史
大
辞
典
﹄︵
七
巻
・
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
六
・

293
ｐ
︶。

⒂　

産
経
新
聞
・
二
〇
〇
九
・
六
月
二
十
九
日

⒃　

清
水
勲
﹃
明
治
ま
ん
が
遊
覧
船
﹄︵
文
藝
春
秋
・
一
九
八
〇
︶
ｐ
26
︱
ｐ
32
︶

⒄　

清
水
勲
・
湯
本
豪
一
﹃
明
治
万
葉
集
﹄︵
文
藝
春
愁
・
一
九
八
九
︶。

⒅　

清
水
勲
﹃
マ
ン
ガ
誕
生
大
正
デ
モ
グ
ラ
シ
ー
か
ら
の
出
発
﹄︵
吉
川
弘
文
館
・

一
九
九
九
・
ｐ
69
︶。

⒆　

清
水
勲
﹃
近
代
漫
画
の
誕
生
﹄︶︵
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
55
・
山
川
出
版
社
・
二
〇
〇
一
︶。

⒇　

下
中
直
人
︵
編
︶﹃
世
界
大
百
科
事
典
﹄︵
七
巻
・
平
凡
社
・
一
九
八
八
︶。

�　

青
少
年
白
書
目
次
総
覧
Ⅱ
［
政
府
白
書
目
次
総
覧　

第
七
巻
］︵
一
九
九
九
年
十
二
月

二
十
五
日
第
一
刷　

初
出
﹃
青
少
年
白
書
﹄︵
昭
和
五
十
六
年
版
～
昭
和
五
十
八
年
版
・

総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
編
︶︵
昭
和
五
十
九
年
～
平
成
十
年
度
版
・
青
少
年
対
策
本

部
・
編
青
少
年
の
問
題
の
現
状
と
対
策
︵
昭
和
六
十
一
年
度
版　

青
少
年
白
書
︶　

第
一

部
︵
３
︶
①
マ
ン
ガ
︶
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　
ｐ
775
。

�　
﹃JAPAN

 PUN
CH

﹄(

一
巻
・
雄
松
堂
出
版
・
一
九
七
五)

。

�　
﹃JAPAN

 PUN
CH

﹄(

六
巻
・
雄
松
堂
出
版
・
一
九
七
五)

。

�　

杉
本
邦
子
著
﹃
明
治
の
文
芸
雑
誌
︱
そ
の
軌
跡
を
辿
る
︱
﹄︵
明
治
書
院
・
一
九
九
九
︶。

�　

木
下
直
之
・
吉
見
俊
哉
︵
編
集
︶﹃
ニ
ュ
ー
ス
の
誕
生
か
わ
ら
版
と
新
聞
錦
絵
の
情
報
世

界
﹄︵
東
京
大
26
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅸ
・
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
・
一
九
九
九
︶

�　

土
屋
礼
子
﹁
大
衆
紙
の
源
流
︱
明
治
小
新
聞
の
研
究
︱
﹂︵
世
界
思
想
社
・
二
〇
〇
二
︶。



76

戯画「国会願猛蛇」が弾圧を受けた原因―明治初期の政治と文化の一断面―

�　

羽
島
知
之
︵
編
著
︶﹃
写
真
・
絵
画
構
成　

新
聞
の
歴
史
﹄︵
一
巻
・
新
聞
の
誕
生
・
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
一
九
九
七
︶。

�　

フ
レ
デ
リ
ッ
ク　

Ｌ
．
シ
ョ
ッ
ト
／
訳　

樋
口
あ
や
こ
﹃
ニ
ッ
ポ
ン
マ
ン
ガ
論　

︱
日

本
マ
ン
ガ
に
は
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
熱
血
マ
ン
ガ
論
︱
﹄︵
マ
ー
ル
社
・
一
九
九
八
︶

�　

毎
日
新
聞
・
二
〇
〇
九
・
八
月
二
十
九
日　

朝
刊

�　

山
本
武
利
﹁
近
代
日
本
の
読
者
層
﹂︵
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
八
一)

�　

湯
本
豪
一
﹃
図
説
明
治
事
物
起
源
事
典
﹄︵
柏
書
房
・
一
九
九
六
︶

　
　
　
　
︵
た
か
せ　

は
る
か　

あ
れ
き
さ
ん
ど
ら
・

 

本
学
本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
国
際
文
化
専
攻
︶


