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近
代
中
園
の
政
治
と
思
想

野

村

箸

浩

昭
和
三
十
九
年
九
月

A
5版
二

五
三
頁

筑
師
陣
書
房

附
人
名
索
引

本
書
は
、

ア
ヘ
ン
戟
字
以
後
、
辛
亥
革
命
に
い
た
る
中
国
近
代
の
思
想
史

を
、
「
近
代
政
治
事
」
の
立
場
か
ら
あ
と
つ
け
、
そ
の
内
面
的
論
理
の
展
開
過

程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
野
村
浩

一
氏
は
、
東
京
大

摩
法
鼠
宇
部
卒
、
丸
山
真
男
氏
の
門
に
政
治
思
想
史
を
謬
ば
れ
た
。

丸
山
真
男
氏

は
、
か
つ
て
「
日
本
政
治
思
想
史
研
究
」
に
お
い
て
、
但
係
撃
の
特
質
を
追
求

さ
れ
、
そ
こ
に
聖
人
概
念
の
嶋
田
、
公
私
の
分
裂
、
「
自
然
」
に
封
す
る

「作

局
」
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
儒
数
の
自
己
分
解
と

主
健
的
自
我
形
成
の
過
程
を
明
快
に
論
理
づ
け
ら
れ
た
。
著
者
も
同
様
な
問
題

視
角
か
ら
中
園
の
近
代
思
想
史
を
再
構
成
す
る
た
め
に
、
こ
の
書
物
の
も
と
と

な
っ
た
三
篇
の
論
文
を
著
わ
さ
れ
た
よ
う
で
、

本
書
は
す
で
に
畿
表
さ
れ
た
こ

の
三
篇
の
論
文
を
収
録
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
近
代
政

治
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
小
野
川
秀
美
氏
の
労
作

「
清
末
政
治
思
想
研
究
」
を

の
ぞ
い
て
、
系
統
的
な
著
述
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
個
別
研
究
も
き
わ
め
て

少
い
。
こ
の
よ
う
な
祭
界
情
況
の
な
か
で
、
著
者
が
「
近
代
政
治
翠
」
の
立
場

か
ら
す
る
涜
自
の
一
貫
し
た
歴
史
像
を
構
成
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
ヨ

ー
ロ

ッパ

の
政
治
思
想
と
の
外
面
的
類
比
に
お
い
て
で
な
く
、
そ
の
内
面
的
論

理
の
展
開
を
追
求
す
る
と
い
う
困
難
な
作
業
を
通
じ
て
な
さ
れ
た

h

」
と
に
封
し

て
は
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

た
し
か
に
こ
の
書
に
お
け
る
論
理
的
構
築
の
み
ご
と
さ
は
、
政
治
間
半
的
素
養

に
紋
け
る
私
た
ち
の
目
を
奪
わ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
論
理
的
整
合
性
は
、

一
面
で
歴
史
性
を
歓
く
と
い
う
紋
陥
と
も
な
っ

て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
書
物
に
よ
っ

て
、
中
国
の
近
代
史
だ
け
は
論
理
的
整
合
的
に

説
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
過
去
と
未
来
へ

ど
う
連
綴
し
て
い
く

の
か
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
断
層
を
す
ら
著
者
は
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。著

者
は
マ

ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
l
バ
l
に
導
か
れ
て
沓
中
閣
の
特
質
を
、
家
産
官

僚
制
の
支
配
す
る
世
界
帝
国
、
恭
順
倫
理
を
根
幹
と
す
る
持
績
の
帝
園
で
あ
っ

た
と
考
え
、

こ
の
奮
中
闘
が
西
欧
の
衝
撃
に
よ
っ

て
音
を
た
て
て
溺
れ
て
い
く

過
程
こ
そ
、
中
園
の
近
代
史
に
他
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
中
閣
は

「
己
れ
を
己
れ
自
身
か
ら
嬰
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
持
績
の
帝
園
で
あ

っ
て
、
西
欧
の
衝
撃
が
奮
中
園
の
崩
媛
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
中
園
近
代
史
の
過
去
と
未
来
は

一
種
ど
う
連
績

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
は
な
る
ほ
ど
鼠
擾
す
べ
き
奮
中
園
と
し
て
連
績
し

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

「
新
鮮
な
空
気
に
燭
れ
た
木
乃
伊
」

(
谷
頭
マ
ル

ク
ス
の
引
用
)
と
し
て
一

方
的
に
崩
壊
し
て
い
く
ば
か
り
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
西
欧
の
衝
撃
を
う
け
と
め
て
い
く
中
園
自
身
の
内
部
的
主
種
的

篠
件
は
十
分
に
許
債
さ
れ
な
い
。
そ
の
い
み
で
野
村
氏
の
中
園
近
代
史
は
過
去

と
の
断
紹
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
ま
た
あ
と
が
き
の
な
か
で
つ
ぎ

の
よ
う
に
い
う
。

「
中
園
の
近
代
史
は
、
レ
わ
ゆ
る
『
近
代
化
』
の
こ
こ
ろ
み

が
強
固
な
封
建
反
動
勢
力
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
外
国
帝
国
主
義
勢
力
に

よ
っ
て
こ
と
ご
と
に
無
意
味
に
化
せ
ら
れ
て
い
く

歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
ま
た
、
や
が
て
中
園
共
産
黛
に
指
導
さ
れ
る
勢
力
は
、
む
し
ろ
こ

う
し
た
方
向
を
見
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
封
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
中
国
史
上
に
あ
ら
た
な
地
卒
線
を
ひ
ら
き
得
た
の
で
あ
る
」
と
。

そ
し
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て
「
沓
中
園
の
鼠
嬢
と
新
中
園
の
建
設
の
聞
に
は
巨
大
な
断
層
の
あ
る
こ
と
」

を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
は
失
敗

し
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の
こ
こ
ろ
み
と
そ
の
失
敗
の
歴
史
が

中
園
近
代
史
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
中
華
人
民
共
和
園
は
、

中
園
近
代
史
と
の
「
巨
大
な
断
層
」
の
上
に
、
あ
る
日
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
よ
う
に
中
関
近
代
史
を
奮
中
園
の
厨
嬢
過
程
と
し
て
抱

え
て
い
く
か
ぎ
り
、
歴
史
の
な
か
に
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
そ
う
し
た
断
紹
が
お

こ
っ
て
く
る
の
は
む
し
ろ
笛
然
で
あ
る
。
阿
片
戟
字
、
太
卒
天
国
、
戊
戊
製

法
、
義
和
圏
、
辛
亥
革
命
な
ど
、
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
が
「
い
わ
ゆ
る
近
代
化
」

の
こ
こ
ろ
み
で
も
な
か
っ
た
し
、
「
こ
と
ご
と
に
無
意
味
に
化
せ
ら
れ
て
い
っ

た
」
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
は
現
象
的
に
は
敗
北
の
歴
史
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
運
動
が
反
帝
反
封
建
の
果
敢
な
闘
争

を
展
開
し
た
れ
ば
こ
そ
、
中
園
は
列
強
の
完
全
な
植
民
地
と
な
る
こ
と
を
ま
ぬ

が
れ
、
イ
ン
ド
や
日
本
と
も
異
っ
た
人
民
共
和
園
へ
の
途
を
切
り
拓
き
得
た
。

そ
し
て
そ
の
過
程
が
半
値
民
地
牢
封
建
中
園
に
お
け
る
近
代
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
中
闘
の
近
代
史
は
奮
中
園
の
嵐
嬢
過
程
で
あ
る
と
と
も
に

新
中
闘
の
成
立
過
程
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
太
卒
天
国
に
お
け
る
「
異
質
の
倫

理
」
、
義
和
国
に
お
け
る
清
朝
の
「
一
君
恵
民
」
原
理
な
ど
の
理
解
に
典
型
的

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
園
の
近
代
史
を
も
っ
ぱ
ら
「
闘
療
の
過
程
」
と
し
て

み
る
野
村
氏
の
観
黙
か
ら
は
、
中
閣
の
濁
立
と
解
放
を
求
め
て
立
上
っ
て
い
く

人
民
の
武
袋
関
手
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
中

園
現
代
史
へ
の
歴
史
的
展
望
を
不
可
能
に
し
た
理
由
で
あ
り
、
本
書
の
最
大
の

難
貼
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ぎ
に
本
論
に
そ
っ
て
話
を
す
す
め
よ
う
。

第
一
論
文
は
「
清
末
に
お
け
る
公
羊
事
源
の
形
成
と
康
有
錆
皐
の
歴
史
的
意

義
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
戴
震
・
章
事
裁
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

康
有
震
に
お
い
て
極
限
に
逮
す
る
儒
教
の
解
慢
過
程
と
康
有
食
事
の
歴
史
的
意

義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る。

す
な
わ
ち
、
清
朝
数
皐
政
策
に
よ
っ
て
考
査
撃
が
華

や
か
な
開
花
を
と
げ
て
い
る
と
き
に
、
家
産
官
僚
制
の
精
一
脚
的
支
柱
を
な
し
て

い
た
儒
教
は
徐
荷
に
解
韓
を
は
じ
め
る
。
戴
震
は
、
情
|
気
質
の
性
の
市
民
権

を
回
復
し
、
理
の
超
越
的
規
範
性
を
奪
っ
た
。
ま
た
章
祭
誠
の
「
六
経
皆
史
」

は
、
歴
史
意
識
と
現
状
に
劃
す
る
客
観
的
認
識
を
導
き
出
し
た
。
つ
い
で
貌
源

は
、
阿
片
戟
字
と
い
う
王
朝
の
危
機
に
直
面
し
て
現
寅
世
界
の
透
徹
せ
る
認
識

の
上
に
た
つ
政
治
的
客
観
主
義
を
生
み
出
し
た
。
彼
は
私
的
道
徳
を
政
治
か
ら

直
別
し
、
政
治
性
の
契
機
を
超
出
せ
し
め
た
が
、
そ
こ
で
は
し
か
し
政
治
的
作

篤
の
主
穫
が
鉄
如
し
て
い
た
。
つ
ま
り
聖
人
概
念
が

倣
落
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
封
し
て
太
一中
天
国
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
異
質
の
倫
理
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
力
な
臣
民
が
全
能
の
政
治
的
主
慢
と
な
る
途
を
志
向

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
運
動
は
客
観
的
篠
件
の
未
成
熟
の
ゆ
え
に
瓦

解
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
づ
い
て
洋
務
運
動
は
、
異
質
の
倫
理
に
よ
っ
て

異
二
つ
に
引
裂
か
れ
た
侍
統
的
祉
曾
秩
序
を
再
建
し
よ
う
と
し
て
西
洋
の
機
器

を
先
取
し
た
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
鬼
子
と
し
て
察
法
論
を
生
み
出
し
て
い

っ

た
の
で
あ
る
。
康
有
震
は
こ
こ
に
お
い
て
製
法
の
政
治
的
主
慢
を
追
求
し
て
い

っ
た
。
彼
は
創
法
者
と
し
て
孔
子
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
法
の
主
種

と
し
て
の
聖
人
M
H
孔
子
を
前
面
に
浮
び
上
ら
せ
た
。
か
く
て
康
有
潟
率
は
愛
革

の
そ
の
も
の
の
儒
教
と
な
る
。
さ
ら
に
孔
子
数
は
宗
教
と
し
て
政
治
か
ら
分
離

せ
し
め
ら
れ
、
園
民
の
義
創
出
の
た
め
の
統
治
の
手
段
と
な
っ
た
。
ま
た
彼
の

「
大
同
書
」
は
、
男
女
卒
等
、
各
自
濁
立
、
天
橡
人
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
恭
順
原
理
を
否
定
し
、
僅
制
致
事
と
し
て
の
儒
教
の
全
面
的
な
解
穫
を
招

い
た
。
か
く
て
康
有
盛
岡
は
ア
ト
ム
的
個
人
の
析
出
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。輔却

嗣
同
は
こ
の
康
有
食
事
の
正
統
の
嫡
出
子
で
あ
っ
た
。

「
仁
摩
」
は
康
有
震
の
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思
想
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
ウ
て
徹
底
的
な
名
数
の
否
定
を
導
き
だ
し
た
。
ま

た
、
朋
友
の
倫
を
強
調
し
、
自
主
的
結
祉
を
重
視
し
て
天
民
を
皐
な
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
し
な
い
た
め
の
論
理
的
保
謹
と
し
た
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
ま
た
民
権

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
圏
構
を
主
張
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
国
民
を
析
出
し
よ
う
と

し
た
が
、
彼
に
つ
い
て
は
第
二
論
文
で
考
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
は
、
す
で
に
貌
源
な
ど
に
お
い
て
近
代
的
政
治

思
惟
す
ら
そ
の
筋
芽
を
み
せ
て
い
る
が
、
政
治
的
主
観
は
姐
上
に
の
ぼ
り
得

。
す
、
恭
順
原
理
に
基
く
家
産
官
僚
制
的
闘
家
額
制
の
も
と
で
は
西
欧
的
な
近
代

化
の
途
は
全
く
関
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
決
定
的
な

一
撃
を
輿
え
た
の
が
ウ

エ

ス
タ
ン
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
か
く
て
康
有
潟
皐
は
儒
敬
の
も
つ
思
想
的
可
能

性
を
極
限
に
ま
で
凝
縮
し
た
も
の
と
し
て
出
現
し
た
。
そ
の
一
線
を
こ
え
る

と
、
儒
数
そ
の
も
の
を
の
り
こ
え
、
中
園
の
近
代
思
想
が
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い

う
の
が
、
そ
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
論
文
は
、
阿
片
戟
字
以
後
の

儒
教
の
崩
境
過
程
の
な
か
に
近
代
的
政
治
思
惟
の
成
立
を
さ
ぐ
っ
て
い
っ
た
も

の
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
著
者
が
そ
の
内
面
的
論
理
に
沈
潜
し

つ
つ
、
中
園
に
お
け
る
近
代
を
追
求
し
て
い
か
れ
た
そ
の
努
力
に
謝
し
て
は
深

甚
の
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
阿
片
戦
争
以
後
の
中
閣
の
祉
舎

は
、
も
は
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
に
お
け
る
が
如
き
近
代
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。
外
闘
資
本
主
義
の
侵
略
は
、
中
闘
の
自
給
自
足
的
自
然
経
済
を
破
植
樹

す
る
と
と
も
に
、
自
生
的
な
資
本
主
義
の
設
展
を
阻
害
し
、
ま
た
封
建
勢
力
と

結
び
つ
い
て
地
主
|
農
民
的
生
産
閥
係
を
温
存
し
て
い
っ
た
。
す
で
に
先
進
諸

国
に
お
け
る
近
代
化
H
資
本
主
義
化
の
進
行
が
、
中
閣
の
「
い
わ
ゆ
る
近
代

化
」
を
不
可
能
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
枇
曾
の
な
か
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
な
青
山
味
で
の
近
代
的
政
治
思
惟
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
ど
の
よ
う
な

意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
彼
ら
の
な
か
に
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
存
在

し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
彼
ら
の
現
賓
匝
避
、
あ
る
い
は
主
種
紙

如
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
も
い
わ
れ
る
通
り
、
い
わ
ゆ

る
近
代
化
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
見
事
な

近
代
的
政
治
思
惟
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
あ
だ
花
に
す
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
私
は
著
者
が
何
か
中
園
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
さ
が
し

求
め
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
だ

が
、
す
で
に
エ
寸
ノ
ミ
ス
ト
紙
上
で
須
回
顧

一
氏
も
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
通

り
、
こ
の
章
は
嘗
然
、
明
末
清
初
の
策
宗
義

・
顧
炎
武
・
互
夫
之
か
ら
書
き

出
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
に
清
末
愛
法
汲
の
政
治
思

想
に
輿
え
た
彼
ら
の
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
か

っ
た

〔
た
と
え
ば
寅
宗
義
の
撃

校
篇
)
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
の
で
な
く
、
彼
ら
を
そ
の
前
史
に
お
い
て
ど

う
許
償
し
て
い
く
か
が
、
中
国
の
前
近
代
と
近
代
を
ど
う
連
績
さ
せ
て
い
く
か

と
い
う
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
太
卒
天
国
に
つ

い
て
異
質
の
文
化
の
外
か
ら
の
衝
撃
が
、
中
華
帝
園
の
停
統
的
思
想
の
統
一
健

の
な
か
に
全
く

「
異
質
の
倫
理
」
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
太
平
天

国
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
数
と
い
う
「
異
質
の
倫
理
」
が
あ
っ
た
の
は
事
賓
で
あ

る
が
、
「
異
質
の
倫
理
」
を
闘
い
の
武
様
、
組
織
の
武
器
と
し
た
主
種
が
、
そ

れ
を
う
け
と
め
得
た
れ
ば
こ
そ
、
得
統
的
な
祉
曾
秩
序
を
引
裂
く
物
質
的
な
力

と
な
り
得
た
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
た
と
い
「
異
質
の
倫
理
」
が
な
か

っ
た
と

し
て
も
、
彼
ら
は
彼
ら
の
倫
理
を
創
造
し
、
停
統
的
な
祉
曾
秩
序
に
員
向
う
か

ら
挑
戦
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
西
洋
の
衝
撃
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ

た
と
し
て
も
、
西
洋
が
中
園
の
近
代
を
創
造
し
た
の
で
は
な
い
。
中
国
自
慢
が

主
健
的
に
近
代
を
生
み
出
し
て
い
く
力
を
ど
の
よ
う
に
も
ち
、
西
洋
の
衝
撃
を

ど
う
う
け
と
め
て
い
っ
た
か
、
よ
り
具
纏
的
に
い
え
ば
、
彼
ら
恩
想
家
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思
想
の
影
響
を
と
う
主
慢
的
に
う
け
と
め
、
中
園
の
宇
植
民
地
、
中
十
封
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建
吐
曾
と
い
う
現
賓
を
ど
う
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
中
闘
に
お
け
る
近
代
的
政
治
思
惟
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で

あ
っ
た
と
思
う
。

つ
ぎ
に
第
二
論
文
、
民
族
革
命
思
想
の
形
成
は
、
新
民
叢
報
に
よ
る
梁
啓
超

と
民
報
に
よ
る
在
精
衡
の
思
想
を
分
析
し
、
辛
亥
革
命
の
も
つ
思
想
史
的
意
義

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
中
閣
の
維
新
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
中

園
人
民
の
維
新
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
専
制
支
配
に
屈
従
す
る
中

園
人
民
の
奴
性
を
き
び
し
く
批
判
し
、
民
権
に
裏
付
け
ら
れ
た
園
民
の
創
出
と
、

園
民
闘
家
の
形
成
の
必
要
を
説
い
た
。
彼
は
嘗
時
、
専
制
政
慢
の
も
つ
矛
盾
と

異
族
統
治
に
よ
る
矛
盾
を
相
互
連
閥
的
に
正
し
く
把
鐘
し
、
革
命
に
す
べ
て
の

解
決
策
を
見
出
し
て
い
た
が
、
人
民
の
未
成
熟
と
、
分
裂
H
亡
園
へ
の
危
機
感

か
ら
、
や
が
て
「
民
約
論
」
を
す
て
て
開
明
専
制
論
に
は
し
る
。
園
民
の
創
出

と
い
う
新
民
叢
報
の
課
題
に
封
し
て
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
在
精
衡
に
お
い
て
は
専
制
政
健
に
封
す
る
園
民
主
義
と

異
族
統
治
に
劃
す
る
民
族
主
義
の
歴
史
的
な
結
合
が
行
わ
れ
た
。
彼
は
革
命
と

教
育
を
と
り
あ
げ
権
力
の
奪
取
と
い
う
事
賓
過
程
と
闘
民
心
理
の
襲
蓬
と
い
う

心
理
過
程
を
結
合
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
革
命
の
戦
略
論
を
基
礎

ε
つ
け
て
い
っ

た
。
革
命
は
「
革
命
の
主
義
L

と
「
革
命
の
紀
律
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自

然
的
暴
動
か
ら
組
織
的
革
命
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
辛
亥

革
命
は
、
新
民
叢
報
と
民
報
の
二
路
線
に
封
し
て
歴
史
的
審
判
を
下
し
た
。
し

か
し
民
報
の
「
恢
復
中
華
」
は
質
現
し
た
け
れ
ど
も
、
新
民
叢
報
の
「
群
雄
割

接
」
と
い
う
務
言
も
ま
た
適
中
し
た
。
民
報
の
路
線
は
流
動
す
る
現
賓
に
封
し

て
無
力
で
あ
り
、
有
効
な
指
針
を
提
出
し
得
な
か

っ
た
。

そ
こ
に
は
階
級
の
硯

貼
が
飲
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
民
報
に
結
集
し
た
勢
力
は
奮
中

国
の
打
倒
に
成
功
し
た
け
れ
ど
も
新
中
園
建
設
の
原
理
は
提
示
し
得
ず
、
奮
中

園
の
出
間
援
と
新
中
国
の
建
設
の
間
に
は
巨
大
な
断
層
が
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ

る
ο著

者
は
、
こ
こ
で
梁
啓
超
の

一
九

O
二
・
三
年
以
後
の
碕
換
の
要
因
を
さ
ぐ

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
時
間
的
な
縁
起
と
政
治
的
立
場
の
移
行
に
お
い
て

と
ら
え
ず
、
縛
換
以
前
と
以
後
を
一
つ
の
論
理
構
造
の
な
か
で
説
明
し
て
い
ら

れ
る
と
思
う

d

つ
ま
り
梁
啓
超
は
専
制
主
義
と
異
族
支
配
に
封
す
る
十
分
な
認

識
を
も
ち
な
が
ら
、
可
能
性
へ
の
幻
想
と
分
裂
へ
の
危
機
感
か
ら
開
明
専
制
を

主
唱
し
た
の
だ
と
し
て
、
梁
啓
超
の
改
良
主
義
的
立
場
を
合
理
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
で
は
鱒
換
の
要
因
は
論
理
的
に
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
歴
史
的
に
は

説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
彼
自
身
も
い
う
よ
う
に
こ
の
鱒
向
を
鞠
向
と
し

て
把
握
し
、
そ
の
要
因
と
そ
の
こ
と
が
現
賓
に
も
っ
た
意
味
と
を
歴
史
的
に
説

明
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
梁
啓
超
自
身
の
階
級
的
立
場
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
著
者
は
梁
啓
超
が
辛
亥
革
命
前
後
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
思
想
史
的
意

義
を
従
来
の
研
究
史
以
上
に
高
く
許
債
す
る
と
と
も
に
、
民
報
の
路
線
が
辛
亥

革
命
以
後
の
割
嬢
紋
態
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
も
ち
得
な
か
っ
た
無
力
を
つ
く

こ
と
に
よ
っ
て
雨
者
の
路
線
の
も
つ
歴
史
的
意
義
を
い
さ
さ
か
相
射
的
な
も
の

に
し
て
し
ま
わ
れ
た
感
が
あ
る
。
や
は
り
省
時
の
主
要
な
矛
盾
に
劃
し
て
彼
ら

が
ど
う
釘
庭
し
よ
う
と
し
た
か
を
ぬ
き
に
し
て
同

一
卒
面
で
並
列
的
に
論
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
論
文
、

義
和
国
前
後
の
政
治
・
思
想
吠
況
|
帝
国
主
義
一
と
中
園
ー
は
、

帝
園
主
義
に
よ
る
中
闘
の
分
割
H
中
国
の
分
裂
の
構
造
的
連
闘
を
、
中
国
の
特

質
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
追
究
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
づ

義
和
圏
が
清
朝
の
側
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
清
王
朝
の
支
配
原
理
は
ご
君
諸

民
」

「
民
・
数

(
民
〉
ハ
皆
赤
子
」
で
あ
っ
て
、
天
命
に
よ
っ
て
仮
託
さ
れ
た
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天
子
は
、
高
民
の
意
志
H
民
舗
が
清
朝
に
叛
い
て
自
ら
意
士
山
表
示
す
る
こ
と
を

恐
れ
た
。
そ
の
た
め
の
手
段
は
徳
治
主
義
以
外
に
な
い
。
人
心
を
離
反
さ
せ
る

こ
と
は
一
君
高
民
僅
制
の
磁
波
で
あ
る
。
か
く
て
清
朝
は
人
心
を
た
の
ん
で
王

朝
強
制
に
ふ
さ
わ
し
く
外
国
と
一
戦
を
交
え
る
道
を
え
ら
ん
だ
。

つ
ぎ
に
自
立
軍
は
、
戊
戊
安
法
が
天
下
の
闘
家
化
を
め
ざ
し
た
の
に
封
し
、

高
園
公
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
、
自
立
園
の
創
立
と
い
う
異
っ
た
路
線
を
打
出

し
た
。
つ
ま
り
圏
内
的
に
は
天
下
と
い
う
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
を
内
部
か
ら
分
裂

さ
せ
て
い
く
路
線
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
中
園
近
代
化
の
た
め
の
不
可
避
の
通

路
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
園
の
分
割
と
い
う
外
来
的
運
命
は
、
そ
れ
に
封
感
せ

ん
が
た
め
の
中
園
の
自
己
分
裂
と
い
う
内
毅
的
事
態
を
惹
起
し
た
が
、
こ
の
雨

者
は
清
王
朝
僅
制
と
い
う
一
鮎
を
核
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
園
の
政
治
構
造

を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
立
寧
笛
時
、
す
で
に
李
鴻
章
、
張
之
洞
ら
地

方
督
撫
屠
が
権
力
を
に
ぎ
り
、
王
朝
櫛
力
の
な
か
に
地
方
的
な
楢
力
核
が
生
れ

て
い
た
が
、
革
命
以
後
は
軍
閥
の
存
在
が
自
立
園
の
理
念
と
は
程
遠
い
情
況
の

も
と
に
現
質
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
鮎
に
お
け
る
特
徴
と

し
て
川
政
治
楢
力
が
衰
微
し
て
い
く
に
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
値
制
が
タ
テ

マ
エ

と
し
て
の
支
配
原
理
の
強
固
さ
を
保
持
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
、
問
王
朝
的
原

理
を
近
代
国
家
的
原
理
に
よ
っ
て
克
服
す
る
必
要
、
す
な
わ
ち
中
華
帝
闘
の
近

代
化
は
帝
国
の
解
飽
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
川
原
理
的
路
線
の

現
寅
化
の
可
能
性
と
し
て
地
方
督
撫
層
に
注
意
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
指
摘

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
づ
義
和
園
と
清
朝
に
つ
い
て
い
え
ば
、
著
者
は
こ
こ
で
こ
と
が
ら
の
本
末

を
顛
倒
し
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
義
和
国
の
損
大
と
、
守
奮
振
の
階

級
的
基
礎
で
あ
る
地
主
階
級
に
お
い
で
す
ら
、
帝
国
主
義
と
の
聞
に
矛
盾
を
生

じ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
愈
が
清
朝
に
そ
う
い
う
政
策
を
と
る
こ
と
を
迫
っ
た

の
で
あ
っ
て
、
清
朝
が
自
ら
の
奇
笹
山
を
選
揮
的
に
決
定
し
、
義
和
閣
に
同
調
し

た
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
一
君
諸
民
」
、

「民

・
数
(
民
)
ハ
皆
赤
子
」
と

い
う
支
配
原
理
に
し
た
が
っ
て
|
|
そ
れ
が
清
朝
の
支
配
原
理
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
別
問
題
と
じ
て

l
|そ
う
い
う
政
策
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
て
、

彼
ら

の
常
套
文
句
で
あ
る
こ
う
し
た
言
葉
を
持
出
し
て
あ
た
か
も
彼
ら
が
主
導
性
を

も
っ
て
人
民
の
意
志
に
し
た
が
っ
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
と

っ
て
い
る
だ
け
の

こ
と
で
は
な
い
か
。
人
民
の
意
志
が
、

義
和
圏
の
よ
う
な
時
黙
で
、
義
和
闘
の

よ
う
な
か
た
ち
で
爆
載
し
た
と
き
、
も
は
や
支
配
階
級
は
自
ら
の
支
配
を
貫
徹

し
得
な
く
な
っ
て
、
人
民
の
意
志
に
支
配
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
支
配
階
級
の
支
配
原
理
が
何
で
あ
っ
た
か

を
迫
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
苛
謀
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
野
村
氏
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
清
朝
が
や
が
て
義
和
国
を
裏
切
っ
て
八
園
聯
合
軍
と

と
も
に
「
我
ガ
赤
子
」
を
郵
墜
し
た
こ
と
を
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
ま
た
義
和
闘
が

「
扶
高
削
減
洋
」

か
ら

「掃
清
滅
洋
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
打
出
し
た
と
き
、
清
朝
は
人
民
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
退
位
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
ば
な
い
か
、
私
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
自
立
軍
の
起
義
|
中
園
の
分
裂
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
清
末
地
方

督
撫
屠
が
地
方
的
な
機
力
核
を
形
成
し
つ

つ
あ
っ
た
の
は
事
責
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
原
理
的
路
線
(
王
朝
的
原
理
を
近
代
国
家
的
原
理
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い

く
〉
の
現
質
化
の
可
能
性
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
自

立
園
」
と
い
う
愛
想
は
、

督
撫
層
に
よ
る
地
方
割
搬
を
現
賞
的
基
礎
と
し
て
出

て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
強
襲
し
た
の
も
ま
た
督
撫
層
で
あ
っ
て
、

督
旅
唐
の
地
方
割
掻
を
自
立
軍
と
同
次
元
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

し
て
の
ち
の
軍
閥
を
、
自
立
園
の
現
質
化
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
た
と
い

「
自
立
園
の
理
念
と
は
あ
ま
り
に
も
程
遠
い
情
況
の
も
と
に
お
い
て
」
と
し
い
う

。，u
唱

i
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但
し
書
つ
き
で
あ
っ
て
も
完
全
な
譲
り
で
あ
ろ
う
。
地
方
督
撫
層
あ
る
い
は
軍

閥
、
が
、
帝
国
主
義
の
侵
略
と
農
民
支
配
に
お
い
て
果
し
た
歴
史
的
役
割
を
ぬ
き

に
し
て
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

以
上
、
近
代
史
の
専
門
家
で
も
な
い
わ
た
し
が
、
大
幾
口
は
ば
っ
た
い
批
剣

を
重
ね
て
き
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
い
く
ら
か
思
想
史
に
近
い
こ
と
を
や
っ
て
き

た
私
自
身
に
封
す
る
自
己
批
剣
も
ふ
く
め
て
思
障
な
い
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
思
想
史
を
や
っ
て
い
る
と
、
つ
い
思
想
が
ひ
と
り
歩
き
を
は
じ

め
、
西
洋
の
近
代
が
到
達
し
た
地
鮎
か
ら
、
西
洋
近
代
の
論
理
で
も
っ
て
過
去

を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
思
う
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
、
公
私
の
分
裂
、
内
面
的
領
域
の
確
立
、
近
代
的
両
日
我
の
成
立
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
、
資
本
主
義
的
機
械
制
生
産
の
も
と
で
、
人
間
疎
外
が
進
行

し
、
形
式
的
な
民
主
々
義
の
存
在
が
、
人
々
の
政
治
的
関
心
の
領
域
を
極
限
し

て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
、
中
十
植
民
地
、
宇
封
建
的
篠
件
の
も
と
で
政
治
を

ぬ
き
に
し
て
は
個
人
が
存
在
し
得
な
か
っ
た
中
関
と
で
は
、
近
代
的
個
人
そ
の

も
の
の
様
相
を
異
に
す
る
の
は
至
極
笛
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
の

中
華
人
民
共
和
闘
に
お
い
て
は
、
公
私
の
分
裂
と
い
う
こ
と
は
原
理
的
に
存
在

せ
ず
、
公
日
私
と
し
て
、
ま
た
か
く
あ
る
こ
と
が
倒
人
の
全
面
的
な
開
花
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
ヨ
l
ロ
y

パ
と
異
っ
た
あ
ら
た
な
個

人
が
生
れ
つ
つ
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
公
私
の
分
裂
は
も
は
や
克
服
さ

る
べ
き
不
幸
な
分
裂
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
闘

の
近
代
は
、
中
国
の
現
代
に
連
鎖
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
は
ま
た
創
造
さ
る

べ
き
未
来
の
究
極
的
な
償
値
l
|そ
れ
は
ま
た
我
々
の
創
進
し
よ
う
と
す
る
未

来
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
|
|
に
連
ら
な
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

私
は
今
ま
で
丸
山
異
男
氏
や
野
村
浩
一
氏
の
論
著
か
ら
多
く
の
も
の
を
皐
ば

せ
て
い
た
だ
い
た
。
い
わ
ゆ
る
中
園
事
以
外
の
分
野
九
山
内
り
す
る
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
中
闘
事
の
分
野
に
お
い
て
き
わ
め
て
貴
重
な
管
一
芸
務
を
も
っ
て
い
た

と
思
う
。
こ
う
し
た
思
想
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
私
な
り
に
検
討
し
批
剣
す
る

機
曾
を
奥
え
て
い
た
だ
い
た
わ
け
だ
が
、
野
村
氏
の
「
近
代
政
治
皐
L

特
有
の

用
語
と
陰
影
に
富
む
文
章
は
、
た
え
ず
私
な
り
の
推
測
を
ま
じ
え
て
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
が
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
論
旨
を
誤
解
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。(

小
野

和
子
)

一
川
崎
山
回
数
の
停
来
と
そ
の
弘
通

上
下
二
谷

回

坂

著

興

道

昭
和
三
十
九
年
=
一
月

東
洋
文
庫

A
5剣
一
七
二
六
頁
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本
書
の
著
者
田
坂
輿
道
氏
は
、
昭
和
十
四
年
東
京
帝
大
を
卒
業
、
ひ
き
つ
づ

き
東
方
文
化
事
院
に
あ
っ
て
中
闘
回
数
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
、
そ
の
五
ヶ
年

に
わ
た
る
研
績
の
成
果
は
、
昭
和
十
八
年
、

「支
那
に
於
け
る
回
数
の
侍
来
と

其
の
弘
通
」
と
題
し
、
別
篇
「
回
回
館
謬
語
の
研
究
」
と
共
に
同
皐
院
に
提
出

さ
れ
た
。
爾京市、

著
者
並
び
に
関
係
諸
氏
の
、
問
書
出
版
に
つ
い
て
の
紹
え
ざ

る
希
望
と
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
出
版
は
容
易
に
賀
現
を
見
ず
、

著
者

は
不
幸
に
も
、
去
る
昭
和
三
十
二
年
急
逝
せ
ら
れ
た
。
そ
の
問
、
著
者
は
右
書

を
基
に
い
く
つ
か
の
論
文
を
諸
誌
に
後
表
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、

綜
合
的
な
中

国
回
数
史
を
後
表
す
る
用
音
山
の
あ
る
事
を
、
論
文
の
は
し
は
し
に
表
明
し
て
お

ら
れ
た
の
で
、
我
々
後
進
は
、
そ
の
設
表
の
一
日
も
早
か
ら
ん
事
を
願
い
績
け


