
第

二
巻

　

自
由

民
権

運
動

と

そ

の
思
想

民
権
運
動
に
お
け
る
急
進
主
義

に
つ
い
て

こ
の
巻
を
通
観
し
て
先
ず
気
付
く
こ
と
は
、
副
題
が
自
由
民
権
運
動
と
そ
の

思
想
と
な

っ
て
い
る
が
、
運
動
全
体
を
扱

っ
た
論
は
無
く
、
大
半
が
運
動
の

思
想
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
し
た
時
期

を
見
る
と
、　
一
九
四
七
年
末
か
ら
五
八
年
に
か
け
て
の
時
期
と
七
四
年
以
降
の

時
期
と
に
分
れ
、
そ
の
間
、　
三
ハ
年
間
の
自
由
民
権
運
動
と
そ
の
思
想
に
関
す

る
論
稿
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
間
、
著
者
の
自
由
民
権
運
動
に
関
す
る

論
稿
は
、
①
六
七
年
五
月
の
岩
波
講
座

「日
本
歴
史

一
四
近
代

一
」
。
所
収
の

「近
代
史
概
説
」

（本
著
作
集
第
四
巻
所
収
）
、
翌
六
八
年
、
②
岩
波
新
書

『明
治
維
新
と
現
代
１
』
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
。
ま
た
七
五
年
に
は
③
岩
波

全
書

『
日
本
近
代
史
』
で
、
最
近
で
は
九

一
年
に
、
④

「明
治
維
新
と
天
皇
」

の
な
か
で
自
由
民
権
運
動
を
論
じ
て
い
る
。
著
者
の
自
由
民
権
運
動
に
関
す
る

見
解
は
本
巻
と
共
に
こ
れ
等
の
著
作
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
自

由
民
権
運
動
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
は
③
岩
波
全
書

『
日
本
近
代
史

１
』
に
は
ぼ
集
約
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
②
岩
波
新
書

『明
治
維
新

と
現
代
」
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
、
そ
の
時
代
の
研
究
史
の
厚
み
に
よ
る
相

連
と
は
別
の
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
③
で
運
動
の
発
展
過

程
と
そ
の
意
義
に
関
す
る
著
者
の
基
本
的
見
解
を
概
観
し
、
つ
い
で
②
と
の
関

連
を
検
討
し
、
②
の
問
題
意
識
が
本
巻
収
録
の

「自
由
民
権
思
想
と
共
和
制
」

に
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）

自
由
民
権
運
動
の
最
大
の
意
義
は
、
国
民
的
な
規
模
の
運
動

へ
の
発
展
方
向

を
示
し
な
が
ら

「政
社
政
党

へ
の
団
結
と
大
衆
的
な
請
願
運
動
の
力
に
よ
っ
て
、

政
府
を
し
て
最
終
的
に
立
憲
制
の
採
用
に
ふ
み
き
ら
し
め
た
」
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
歴
史
的
性
格
を

「早
熟
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
運
動
」
と
規
定
す
る
。

「早
熟
的
と
い
う
の
は
、
経
済
的
に
も
、
階
級
的
に
も
、
思
想
的
に
も
そ
れ
を

成
立
し
め
る
条
件
が
未
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
的
矛
盾
の
特
殊
的
な
増

内

田

修

道

大
と
、
産
業
資
本
主
義
の
成
熟
期
と
い
う
世
界
史
的
な
条
件
と
に
規
定
さ
れ
て

起

っ
た
と
い
う
意
味
」
な
の
で
あ
る
。

「国
内
的
矛
盾
の
特
殊
的
増
大
」
は

「本
来
絶
対
主
義
の
社
会
的
基
盤
で
あ
る
は
ず
の
地
主
層
を
、
政
府
批
判
の
立

場
に
ま
わ
ら
せ
た
」
の
で
あ
る

（
一
一
〇
～

一
一
一
頁
）
。
著
者
は
こ
こ
に
運

動
主
体
の
特
殊
歴
史
的
性
格
と
そ
の
性
格
が
ゆ
え
に
、
運
動
の
急
速
な
発
展
と

同
時
に
衰
頼
の
鍵
を
見
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
運
動
担
い
手
の

特
殊
歴
史
的
性
格
と
同
時
に
運
動
に
幅
広
な
性
格
を
与
え
、
そ
の
急
速
な
発
展

を
も
た
ら
す
条
件
と
し
て
、
八
〇
年
代
運
動
が
二
つ
の
政
治
的
潮
流

―
―

（
ｉ
）

天
皇
制
国
家
体
制
の
弱
体
を
補
正
強
化
す
る
動
き
、

（
五
）
官
僚
専
制
権
力

を

一
気
に
変
革
し
ブ
ル
ジ
ョ
ア
権
力
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
動
き

――
を
包
含

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘

（
一
一
一
～

一
一
二
頁
）
、
運
動
が
士
族
の
反
政
府
運

動
か
ら
豪
農
を
中
心
と
し
た
運
動

へ
発
展
し
、
運
動
主
体
が
陶
冶
さ
れ
る
過
程

と
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
初
期
に
お
い
て
は
七
五
年
六
月
の
第

一
回
地
方
官
会
議
で
、
公
選
民
会

の
可
否
が
論
ぜ
ら
れ
た
以
来
、
民
権
派
は
国
会
開
設
の
前
提
と
し
て
公
選
民
会

を
主
張
し
、　
一
部
の
県
で
は
実
施
を
見
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も

一
面
で
は

こ
れ
を
も

っ
て
、
人
民
の
政
治
意
識
を
啓
蒙
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
他
面
で
は

民
心
を
慰
撫
し
て
税
徴
収
に
協
力
さ
せ
る
意
図
し
た
点
で
開
明
官
僚
と
地
方
豪

農
と
の
立
場
は
基
本
的
に
は

一
致
し
て
お
り
、
士
族
民
権
の
政
社
や
豪
農
層
中

心
の
政
社
は
、
こ
う
し
た
地
方
官
の
施
政
に
の
り
、
あ
る
い
は
推
進
す
る
こ
と

で
勢
力
を
仲
ば
し
た
の
で
あ
る
。
三
新
法
が
施
行
さ
れ
、
府
県
会
が
開
か
れ
る

と
、
県
会
の
予
算
審
議
を
通
じ
て
、
官
僚
の
支
配
を
摯
肘
す
る
よ
う
な
力
を
示

し
、
こ
の
活
動
を
通
じ
て
民
権
結
社
の
組
織
は
拡
大
し
、
県
会
の
開
争
を
経
過

す
る
中
で
運
動
の
担
い
手
が
広
範
な
農
民
各
層
を
背
景
と
す
る
豪
農
層
中
心
の

も
の
へ
転
換
し
た
の
で
あ
る

（五
三
～
五
五
頁
）
。
運
動
の
中
核
と
な
っ
た
地

主
＝
戸
長

・
豪
農
層
は
人
民
に
敵
対
す
る
在
地
権
力
者
と
も
な
り
う
る
し
、
人
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民
の
側
に
立

つ
指
導
者
と
も
な
り
う
る
複
雑
な
過
度
的
性
格
を
も

っ
て
い
た

（六
三
頁
）
。
村
落
共
同
体
の
有
力
者
で
あ
る
彼
ら
は
、　
一
面
で
は
中
下
層
農

民
の
不
満

。
反
抗
に
す
る
ど
い
危
機
感
を
も
ち
、
他
面
で
そ
の
不
満
を
背
景
に
、

地
方
政
治
、
国
政

へ
の
発
言
権
と
そ
の
改
良
を
政
府
に
要
求
し
た
。
彼
ら
は
農

事
改
良
の
団
体
の
指
導
者
と
な
り
、
商
工
業
の
同
業
組
織
の
結
成
を
は
か
り
、

経
済

。
政
治
の
学
習
サ
ー
ク
ル
を
組
織
し
、
自
由
民
権
政
社
を
作
り
あ
る
い
は

参
加
し
た
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
落
共
同
体
、
そ
の
連
合
と
し
て
の

地
域
社
会
で
の
指
導
権
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
た

（五
六
頁
）
。
か
れ
ら
が

そ
の
地
域
社
会

へ
の
支
配
力
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
短
時
日
に
国
会
開
設

請
願
の
大
量
署
名
を
可
能
に
し
た

（
五
七
頁
）
。

（
二
）

②
岩
波
新
書

『明
治
維
新
と
現
代
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
ｉ
）

「
『自
由
」

・

『平
等
』

・

『民
権
』
の
思
想
は
、
明
治
政
府
の
啓
蒙
政
治
に

お
い
て
用
い
ら
れ
た
似
而
非
な
る
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、

「革
命
」
及
び

「共
和
」
の
思
想
と
の
結
合
と
い
う
本
来
の
思
想
内
容
に
お
い
て
、
士
族

・
地

主

・
農
民
の
知
識
分
子
に
う
け
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
民
心
の
変
化

は
、
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
」

（
一
九
七
頁
）
。

（
五
）

「地
主
の
政

治
要
求
は
、
結
局
は
権
力
の
保
護
、
権
力
と
の
結
托
を
求
め
る

『自
由
」
と

『平
等
」
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
地
主

の
改
良
要
求
さ
え
、

『革
命
』

・

『共
和
」
の
民
主
主
義
思
想
を
武
器
と
す
る

闘
争
な
し
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
」

（
二
〇
〇
頁
）
。

（
Ｉ
）

「自
由
民
権

運
動
の
主
流
が
…
…
立
憲
君
主
制
を
め
ざ
し
た
に
と
ど
ま

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
運
動
の
革
命
性
の
低
さ
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
皇

制
が
権
力
が
な
お
官
僚
専
制
で
し
か
な
く
、
権
力
を
支
え
る
社
会
層
が
未
確
立

の
状
態
で
あ

っ
た
と
き
、
そ
の
有
司
専
制
の
体
制
を
打
破
し
て
、
権
力
を
国
民

的
基
盤
の
上
に
す
え
よ
う
と
す
る
立
憲
君
主
制
の
要
求
は
、
現
実
に
可
能
な
進

歩
の
道
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
立
憲
君
主
制
の
主
張
も
官
僚
の
側
か
ら
見

れ
ば
、
君
権
を
制
限
し
民
権
を
伸
長
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
共
和
制
の
思
想
と

類
を
同
じ
く
す
る
と
見
な
さ
れ
て
、
圧
迫
を
う
け
た
。
自
由
民
権
派
の
側
か
ら

す
れ
ば
、
共
和
制
思
想

へ
の
接
近
な
く
し
て
、
立
憲
君
主
制
を
た
た
か
い
と
る

こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
」
。
評
価
の
機
軸
が
急
進
主
義
＝

「革
命
」

。

「共
和
」

の
思
想
と
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
漸
進
主
義
も
急
進
主
義
と
の
関
連
で
評

価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
急
進
主
義
と
の
関
連
で
運
動
を
評
価
す
る
方
法
が
、
③

岩
波
全
書

『
日
本
近
代
史
Ｉ
』
で
は
見
え
な
い
。
急
進
主
義
は

「例
外
的
」
と

い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
、
運
動
の
記
述
は
も

っ
ば
ら
過
去
の
歴
史
過
程
と
し
て

叙
述
に
徹
し
て
い
る
。
こ
の
落
差
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
〇
年

代
の
冒
頭
、
著
者
の
大
学
も

．紛
争
“
さ
な
か
に
あ
り
、
大
学
の
混
乱
し
た
情

況
は
、
著
者
自
身
に
と

っ
て
も
最
大
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

著
者
が
再
び
急
進
主
義
を
取
り
上
げ
る
の
は
七
九
年
で
、
本
巻
収
録
の

「自

由
民
権
思
想
と
共
和
制
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
自
由
民
権
派
が
啓

蒙
思
想
を
継
承
し
、
そ
れ
を
質
的
に
ど
れ
だ
け
発
展
せ
じ
め
た
か

「焦
点
」
を

あ
て
、
植
木
枝
盛

・
中
江
兆
民
ら
の
思
想
に
つ
い
て
、

「共
和
制
」

。

「革
命
」

の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
深
ま
っ
た
か
を
検
討
し
、
坂
本
直
寛
に
い
た
っ
て

「革

命
」
主
義
の
見
事
な
結
実
を
語

っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
は
じ
め
に
、
後
藤
靖

の
所
説
を
取
上
げ

「自
由
民
権
派
の
め
ざ
す

『君
民
共
治
の
立
憲
政
体
と
い
う

具
体
的
国
家
像
は
、
絶
対
主
義
国
家
の
、
近
代
的
国
家

へ
の
構
造
的
変
革
像
に

ち
が
い
な
か
っ
た
が
、
現
実
に
は
伝
統
的

「国
体
」
観
、
し
た
が
っ
て

「国
体
」

を
根
底
か
ら
破
壊
す
る

「政
体
」
構
想
に
ま
で
昇
華
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
く

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「豪
農
民
権
」
の
志
向
す
る
具
体
的
国
家
は
、
そ
の
理
論

と
い
ち
じ
る
し
く
異
な

っ
た
、
き
わ
め
て
不
徹
底
な
プ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
像
だ

っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
べ
た
。

『そ
の
理
論
と
い
ち
じ
る
し
く
異
な

っ
た
」
云
々
と
は
、
抽
象
的
理
論
的
次
元
で
は
君
と
民
と
の
平
等
と
い
う
絶
対

的
平
等
観
を
説
く
が
、
具
体
的
次
元
で
は
、
人
民
に
超
越
し
た
天
皇
の
権
威
を

み
と
め
、
天
皇
の
も
と
で
の
平
等
観
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
限
界
を
指
摘
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
結
論
も
右
の
後
藤
氏
の
説
を
で
る
も
の
で
は
な
い
」

と
。

「
で
る
も
の
で
は
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
は
こ
の
問
題
を
論
じ
た

の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
後
藤
が
運
動

へ
の
具
体
的
な
影
響
力
と
い

う
評
価
機
軸
で
歴
史
の
可
能
性
を
否
定
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
が

『
日
本
近
代
史
Ｉ
」
で
急
進
主
義
を

「例
外
」
と
し
て
扱
い
、

「自
由
民
権
思

想
の
包
蔵
す
る
可
能
性
の
豊
か
さ
」
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
が
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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