
第
一
章
「
学
鐙
」
再
刊
と
社
史
発
行

第
三
部
再
建
の
姿
勢
整
う

1279

終
戦
以
後
、
窮
乏
の
ど
ん
底
で
、
政
治
・
経
済
。
教
育
い
ず
れ
の
面
で
も
、
未
曾
有
の
変
革
を
経
験
し
て
き
た
我
が
国
は
、
昭
和
一
一

十
六
年
を
迎
え
た
。
そ
し
て
漸
く
進
路
を
規
定
さ
れ
た
。

東
京
裁
判
の
決
定
、
追
放
の
解
除
、
対
日
講
和
条
約
の
締
結
、
進
駐
軍
の
撤
退
等
が
つ
づ
い
た
。
結
果
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
当

初
の
過
激
な
日
本
改
革
策
は
改
廃
さ
れ
て
、
資
本
主
義
的
民
主
国
家
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
ｋ
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
は
共
産
圏

諸
国
と
英
。
米
資
本
主
義
国
と
の
間
に
は
さ
ま
り
、
国
際
的
に
困
難
な
立
場
に
置
か
れ
た
。

し
か
し
、
我
が
国
と
し
て
は
、
ま
ず
経
済
的
自
立
を
達
成
す
る
こ
と
が
最
も
緊
急
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
万
人
均
し
く
認
め
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
技
術
の
革
新
と
企
業
組
織
の
合
理
化
が
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
は
早
急
に
経
済
自
立
の
策
を

立
て
、
強
引
に
之
が
実
現
を
は
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
朝
鮮
戦
争
の
終
結
で
、
民
間
企
業
の
不
振
、
失
業
者
の
増
加
等
の
苦
境
に
立
っ
た



他
方
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
基
づ
く
教
育
制
度
の
改
革
は
次
第
に
進
ん
で
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
に
は
新
制
高
等
学
校
が
発
足
、
ま
た

キ
リ
ス
ト
教
系
。
女
子
系
を
中
心
に
公
・
私
立
大
学
十
三
校
の
新
設
を
見
、
昭
和
二
十
四
年
に
は
既
設
の
六
年
制
大
学
（
私
立
・
国
立
）

の
新
制
大
学
へ
の
移
行
も
了
り
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
新
制
大
学
院
も
開
か
れ
た
。
同
時
に
文
科
系
。
理
工
科
系
の
研
究
所
が
、
国
。

公
立
を
初
め
と
し
て
企
業
内
に
も
設
置
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
学
理
・
実
際
両
面
に
亙
っ
て
の
長
い
間
の
遅
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
の

気
運
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
昭
和
二
十
五
年
七
月
に
は
第
一
回
渡
米
留
学
生
三
四
○
余
名
が
出
発
し
た
。
日
本
の
著
名
な
学

者
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
招
鴫
も
始
ま
り
、
米
・
英
。
仏
と
の
間
に
交
換
教
授
派
遣
も
起
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
に

理
工
系
の
学
科
・
技
術
の
発
達
に
お
い
て
、
世
界
最
高
の
水
準
を
示
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
留
学
者
が
多
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
気
運
は
、
当
社
の
み
な
ら
ず
、
洋
書
取
扱
業
者
に
と
っ
て
、
非
常
に
幸
い
し
た
。

を
見
出
し
た
。

が
、
政
策
面
で
の
政
府
の
配
慮
、
企
業
の
合
同
、
ソ
ビ
エ
ト
。
中
共
両
国
と
の
貿
易
取
り
極
め
等
で
、
そ
の
不
況
を
転
回
さ
せ
る
曙
光

「
学
鐙
」
再
刊

1280

当
社
の
諸
般
の
態
勢
も
整
い
、
社
会
も
次
第
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
き
た
の
を
期
に
、
社
内
に
「
学
鐙
」
を
再
刊
し
よ
う
と
の

希
望
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
学
鐙
」
を
再
刊
せ
よ
と
の
声
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
か
ら
、
当
社
を
知
る
多
く
の
方

方
か
ら
、
し
き
り
と
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
洋
書
の
輸
入
が
恒
常
化
す
る
こ
と
が
第
一
要
件
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
漸
く
そ
の
機
運
が
熟
し
て
来
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
一
一
十
四
年
に
入
る
と
、
こ
の
こ
と
を
社
内
決
定
し
、
同
年



村
毅
の
説
明
を
参
照
）
。

復
刊
の
言
葉
の
中
で
、

と
、
述
べ
て
い
る
。

休
刊
既
に
七
星
霜
、
わ
れ
わ
れ
は
百
年
と
も
感
じ
ら
れ
る
永
い
空
白
時
で
あ
っ
た
。
今
日
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
再
び
使
命
の
灯

を
点
じ
得
る
に
至
る
。
た
と
え
光
度
は
蛍
火
の
程
度
で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
は
僅
々
た
る
灯
と
し
て
、
文
運
復
興
、
延
い
て
は
将

来
進
歩
の
一
翼
と
な
り
た
い
念
願
で
あ
る
。

戦
火
に
焼
け
落
ち
た
国
土
は
、
徒
か
に
一
応
の
復
興
を
見
た
が
、
未
だ
物
的
復
興
の
域
を
脱
し
な
い
と
見
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
目
指
す
彼
岸
は
実
に
精
神
面
の
復
興
に
あ
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
遇
う
試
練
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

「
学
鐙
」
は
、
）
）
の
試
練
の
荒
波
に
た
だ
よ
う
船
舟
に
燈
台
と
し
て
の
役
目
を
果
し
た
い
。
然
し
こ
の
大
切
な
役
務
は
大
方
江

湖
の
高
庇
を
受
け
て
こ
そ
達
成
さ
れ
る
も
の
と
信
ず
る
。

翼
く
ば
従
前
の
如
く
厚
き
御
支
援
を
懇
願
す
る
次
第
で
あ
る
。

1281

秋
か
ら
学
鐙
編
集
部
を
設
け
、
田
中
辰
治
郎
を
部
長
と
し
て
、
諸
般
の
準
備
を
進
め
た
。

ま
な
び
と
も
し
び

創
刊
時
の
「
学
の
燈
」
が
「
学
燈
」
と
な
り
、
つ
い
で
「
堅
十
鐙
」
と
な
っ
て
戦
争
中
の
休
刊
時
に
至
っ
た
の
で
、
復
刊
に
当
っ
て

は
「
学
燈
」
と
い
う
文
字
を
使
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
後
間
も
な
く
、
保
坂
弘
司
が
、
学
燈
社
を
起
し
「
学
燈
」
と
い
う
受
験

雑
誌
を
既
に
発
行
し
て
い
た
た
め
、
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
社
は
戦
前
使
用
し
た
「
学
鐙
」
を
表
題
と
し
て
、

昭
和
二
十
六
年
一
月
復
刊
第
一
号
を
創
刊
し
た
（
「
学
鐙
」
が
「
学
燈
」
と
同
じ
意
味
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
四
九
五
頁
の
木

村
毅
の
説
明
を
参
照
）
。
昭
和
十
八
年
十
二
月
に
休
刊
し
て
か
ら
丁
度
七
年
で
あ
っ
た
。



た
の
で
は
な
か
っ
た
。
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
専
門
の
学
者
、
研
究
家
、

鼠認職蕊蕊識;識識譲一

鍵
議
蕊
灘
繕
溌
龍
潔
難
蕊
鍵
輪
製
織
貸
錐
灘
と
こ
ろ
で
「
学
鐙
」
は
単
な
る
内
外
新
刊
害
の
紹
介
を
以
て
満
足
し
て
き

1２８２



寄
稿
を
得
た
。

京
大
の
法
科
に
進
ん
だ
私
の
昔
の
一
友
人
は
、
将
来
丸
善
の
独
占
的
企
業
を
粉
砕
す
る
た
め
に
俺
は
勉
強
す
る
と
い
き
ま
い
て

ゐ
た
が
、
よ
し
実
体
が
何
で
あ
ら
う
と
、
私
は
昔
も
今
も
、
丸
善
を
一
個
営
利
の
店
舗
と
は
考
へ
て
ゐ
な
い
し
、
ま
た
考
へ
た
く

な
い
。
」
（
「
学
鐙
」
昭
和
二
十
六
年
十
月
号
）

当
社
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
肝
に
銘
じ
て
服
麿
し
て
行
き
た
い
忠
告
で
あ
る
。

復
刊
当
時
の
担
当
者
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
復
刊
当
初
か
ら
月
女
一
万
部
を
印
刷
し
て
い
た
と
い
う
。

明
治
政
府
の
方
針
に
禍
さ
れ
て
、
と
か
く
中
央
集
権
的
に
な
り
や
す
か
っ
た
日
本
の
文
化
を
、
少
く
と
も
西
洋
文
化
と
の
交
流

面
に
於
い
て
国
内
全
般
の
関
心
事
と
し
て
く
れ
た
功
労
は
、
け
だ
し
丸
善
の
大
い
に
誇
っ
て
よ
い
輝
か
し
い
歴
史
的
事
実
な
の
で

あ
る
。
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こ
の
前
年
に
バ
ァ
ナ
ー
ド
。
シ
ョ
ウ
（
国
①
旨
煙
ａ
の
冨
尋
》
届
忠
ｌ
］
器
ｅ
が
長
逝
し
て
い
た
の
で
、
福
原
鱗
太
郎
、
西
脇
順
三
郎
、

梶
木
隆
一
の
三
氏
に
は
、
シ
ョ
ウ
に
就
い
て
の
回
想
記
を
依
頼
し
寄
稿
を
得
た
。
そ
し
て
、
当
時
取
り
寄
せ
可
能
な
シ
ョ
ウ
関
係
の
書

名
を
掲
げ
て
、
更
め
て
新
し
い
シ
ョ
ウ
研
究
家
へ
の
案
内
と
し
た
。

「
学
鐙
」
の
復
刊
は
、
当
社
を
知
っ
て
い
る
凡
ゆ
る
層
の
方
女
か
ら
洋
書
の
窓
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
し
て
第
二
号
以
下
に
お
い

て
も
各
界
の
先
覚
・
新
進
か
ら
励
ま
し
や
注
文
の
文
を
戴
い
た
。

京
都
の
寿
岳
文
章
か
ら
は
「
丸
善
京
都
店
」
と
題
し
た
、
中
学
初
級
時
代
か
ら
、
こ
の
時
に
至
る
ま
で
を
追
懐
し
た
珠
玉
の
文
章
の



た

､-９
「
マ
ル
ゼ
ン
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
」
や
「
学
鐙
」
で
用
い
ら
れ
た
戦
前
の
輸
入
洋
書
の
ま
と
ま
っ
た
分
類
表
は
、
残
っ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、
既
述
の
よ
う
に
第
三
編
執
筆
者
中
西
敬
一
一
郎
は
、
当
時
の
「
学
鐙
」
や
「
マ
ル
ゼ
ン
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
」
を
追
っ

て
、
分
類
表
を
復
元
す
る
労
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
最
初
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
あ
っ
た
が
、
大
正
十
年
以
後
は
現
在
の
十
進
分
類
法

に
近
い
も
の
と
な
っ
た
。
（
分
類
の
基
本
原
則
は
既
記
の
よ
う
に
ｍ
○
画
旨
ｇ
ｍ
ｇ
①
甘
社
の
《
《
自
営
①
園
の
普
国
８
房
こ
の
分
類
法
に
ょ
っ

二
丸
善
十
進
分
類
法
の
採
用

1２８４

終
戦
後
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
図
書
館
に
通
い
目
録
作
成
を
し
て
い
た
過
程
で
、
従
来
の
当
社
の
分
類
法
を
改
め
る
必
要
を
認
め
た
が
、
戦
後
昭

和
二
十
四
。
五
年
ま
で
は
こ
の
分
類
法
に
拠
っ
て
い
た
。
洋
書
の
輸
入
再
開
が
実
現
し
、
輸
入
量
が
多
く
な
り
、
な
か
で
も
米
国
害
が

過
半
を
占
め
、
ま
た
一
方
日
本
の
図
書
館
界
が
概
ね
日
本
十
進
分
類
法
を
採
用
、
し
か
も
口
①
笥
旦
の
十
進
分
類
法
と
共
通
さ
せ
る

と
い
う
状
勢
で
あ
っ
た
の
で
、
当
社
と
し
て
も
ロ
の
尋
亀
の
十
進
分
類
法
に
近
い
分
類
法
に
変
更
す
る
方
が
便
利
と
考
え
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
分
類
法
の
変
更
を
決
し
、
そ
の
際
、
飽
く
ま
で
も
洋
書
販
売
店
の
特
性
を
考
慮
し
た
新
し
い
分
類
法

を
編
成
す
る
こ
と
と
し
、
当
時
、
外
国
部
嘱
託
で
あ
っ
た
斎
藤
哲
郎
を
新
し
い
分
類
法
作
成
者
に
選
ん
だ
。
斎
藤
は
、
懸
命
に
こ
の
仕

事
に
取
り
組
ん
で
、
昭
和
二
十
八
年
、
へ
冒
胃
目
①
ロ
ロ
①
ｏ
冒
巴
Ｑ
四
の
の
葛
○
員
○
口
目
煙
匡
①
》
》
を
完
成
、
抄
略
表
一
冊
を
印
刷
発
表
し
た
。

内
容
は
大
項
目
と
し
て
は
以
下
の
十
項
目
、
の
ｇ
の
邑
言
。
鳥
の
》
弔
巨
ｏ
の
。
む
ご
》
閏
の
ｓ
ご
》
の
Ｃ
Ｏ
巨
の
。
§
。
①
の
》
ｚ
四
冨
邑
の
。
§
。
①
の
》

両
品
甘
①
①
己
品
》
言
四
目
甘
鼻
目
①
の
》
缶
偶
旨
巳
冒
馬
》
珂
旨
の
少
尉
賦
巨
侭
日
の
胃
の
』
巨
庁
曾
鼻
目
①
を
定
め
た
。
そ
し
て
こ
の
各
大
項
目



ｊ
識
皿
こ
の
分
類
法
は
、
改
善
す
べ
き
点
が
多
か
っ
た
の
で
、

歩
．
、
辞
記
・
巳
勺
・
唖
‐
‐
辞
骨
屯
‐

廿
品
・
・
．
、
”
，
§
須

涜
惑
湾
謀
：
鱗
＃
１
Ｆ
》
岬
そ
そ
ぎ
、
昭
和
一
一
一
十
五
年
改
訂
増
補
し
た
《
冒
胃
目
目

‐
．
・
電
‐
・
諏
冷
，
‐
‐

．
静
溌
．

；
ｊ
気
謬
（
ｆ
、
“

目
煙
匡
の
、
画
目
両
○
蔵
○
口
》
》
を
発
表
し
た
。
こ
の
版
で
は
、

蕊
‐
串
ご
蕊
露
貯
封

撚
》
》
》
評
騨
渉
箪
驚
・

》
①
９
局
目
の
〆
を
附
し
た
。
Ｂ
五
判
の
大
冊
で
あ
っ
た
。

と
に
よ
っ
て
、
当
社
洋
書
取
り
扱
い
の
能
率
は
可
成
り
に
増
進
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

「
学
鐙
」
の
復
刊
と
共
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
に
「
丸
善
社
史
」
を
出
版
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
業

の
経
過
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
詳
し
い
し
、
ま
た
本
書
に
お
い
て
も
記
述
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。

識

聾

＊

三
「
丸
善
社
史
」
発
行

1２８５

鶴 識

ClassificationTable,,'MamzenDecimal

の
各
食
を
そ
れ
ぞ
れ
十
中
項
目
に
分
ち
、
各
中
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
十
小
項
目
に
分
け
、

合
計
一
、
○
○
○
小
項
目
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
営
業
用
で
あ
っ
て
、
斎
藤
は
更

に
一
、
○
○
○
項
目
の
展
開
法
を
定
め
て
、
完
全
な
《
《
旨
胃
烏
①
ロ
ロ
の
ｏ
自
己
Ｑ
四
世
‐

ｍ
８
武
目
弓
号
］
①
ご
を
昭
和
三
十
年
に
作
成
、
翌
年
印
刷
公
表
し
た
。
五
九
一
一
一
頁
の
大

冊
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ロ
①
言
昌
や
日
本
十
進
分
類
表
を
主
な
る
参
考
と
し
な
が
ら
、

当
社
が
多
年
の
経
験
か
ら
見
て
便
利
と
考
え
た
分
類
を
加
味
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て

い
る
。こ

の
分
類
法
は
、
改
善
す
ぺ
き
点
が
多
か
っ
た
の
で
、
斎
藤
は
、
更
に
補
正
に
力
を

そ
そ
ぎ
、
昭
和
一
一
一
十
五
年
改
訂
増
補
し
た
《
冒
胃
目
２
口
の
。
自
己
Ｑ
儲
の
葛
８
９
口

目
号
］
の
、
画
目
両
○
蔵
○
口
》
》
を
発
表
し
た
。
こ
の
版
で
は
、
初
版
に
は
な
か
っ
た
の
号
‐

一
①
９
局
目
の
〆
を
附
し
た
。
Ｂ
五
判
の
大
冊
で
あ
っ
た
。
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
附
す
る
こ
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１２８７

社
史
が
出
来
上
が
る
と
、
当
社
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
指
導
、
御
愛
顧
を
う
け
た
諸
氏
を
初
め
、
関
係
各
方
面
へ
贈
呈
し
た
。
幸

い
に
、
各
方
面
か
ら
賛
辞
を
い
た
だ
き
、
面
目
を
ほ
ど
こ
し
た
次
第
で
あ
っ
た
。

寄
せ
ら
れ
た
感
想
に
よ
っ
て
、
当
社
が
過
去
八
十
年
に
亙
っ
て
外
国
文
化
の
紹
介
に
尽
し
た
功
を
認
め
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
何

に
も
か
え
が
た
い
光
栄
と
今
日
で
も
感
謝
し
て
い
る
。
朝
日
新
聞
は
「
天
声
人
語
」
欄
で
、
丸
善
は
「
洋
書
の
輸
入
に
よ
っ
て
西
欧
文

明
を
日
本
に
吸
収
す
る
文
化
的
役
目
を
果
し
な
が
ら
、
商
売
と
し
て
も
四
分
の
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
繁
盛
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
意
義
が

あ
る
。
福
沢
諭
吉
門
下
の
早
矢
仕
有
的
（
ハ
ャ
シ
ュ
ウ
テ
キ
）
が
初
代
社
長
と
な
り
、
福
沢
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
偉
才
た
ち
が
後

押
し
を
し
て
、
い
わ
ゆ
る
士
魂
商
才
な
が
ら
士
族
の
商
法
に
堕
せ
ず
、
早
く
か
ら
西
洋
帳
合
の
法
（
簿
記
）
や
株
式
組
織
を
と
り
入
れ

て
近
代
的
経
営
の
草
分
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
近
代
的
経
営
法
採
用
に
好
意
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
や
が
て
当
社
を
し
て
事
務
用

品
の
改
革
か
ら
洋
服
の
採
用
に
ま
で
向
わ
せ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
丸
屋
商
社
之
記
」
の
「
損

失
ア
ル
時
ノ
心
得
」
の
「
商
人
は
一
旦
の
利
に
誇
る
こ
と
な
く
一
旦
の
損
に
驚
く
こ
と
な
か
れ
、
た
Ｆ
恐
れ
慎
し
む
べ
き
は
、
日
食

月
六
軽
々
の
損
で
、
一
旦
の
損
は
連
綿
軽
☆
の
利
を
以
て
救
ふ
ぺ
け
れ
ど
も
連
綿
軽
々
の
損
は
一
時
の
利
を
以
て
補
い
難
し
」
を
引
い

て
、
「
な
ん
と
戦
後
派
の
商
人
な
ど
に
は
薬
に
な
る
金
言
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
結
ん
で
い
る
。

現
在
当
社
社
員
た
る
も
の
、
ま
た
心
に
銘
じ
て
社
業
に
励
み
た
い
と
思
う
。




