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講
座
中
園
近
現
代
史

第
五
巻

中
園
革
命
の
展
開

野
;畢

盤
-
田
中
正
俊

昭
和
五
十
三
年
八
月
東
京
東
京

大
息
出
版
禽

A
5
剣
一
一
一
一
九
頁

さ
き
ご
ろ
野
浮
腫

・
田
中
正
俊
の
雨
氏
を
中
心
と
し
て
、
全
七
を
か
ら
な
る

論
文
集
|
講
座
「
中
園
近
現
代
史
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
第
五
巻
で

あ
る
。
ち
な
み
に
論
文
集
全
鎧
は
、
第
一
巻
の

『中
園
革
命
の
起
貼
』
か
ら
第

七
巻
の

『中
園
革
命
の
勝
利
』
ま
で
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
一
九
世
紀
な
か
ば

か
ら
中
華
人
民
共
和
園
の
成
立
ま
で
が
時
期
ご
と
に
区
分
さ
れ
、
各
を
ご
と
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
容
で
あ
る
本
書
は
、
一
九
二

0
年
代
初
頭
か
ら
一

九
三

0
年
代
な
か
ば
ま
で
を
針
象
と
し
て
い
る
。
普
通
こ
の
時
期
は
、
園
民
革

命
期
(
第
一
次
園
共
合
作
期
H
H

一
九
二
四
|
二
七
年
)
と
、
ソ
ビ
エ
ト
革
命
期

(
園
共
内
戦
期
H
H

一
九
二
七
|
三
七
年
〉
の
二
つ
の
時
期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
が
、
本
書
の
場
合
も
こ
の
時
代
区
分
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
第
一
次
園
共
合
作
の
成
立
に
よ
り

開
始
さ
れ
た
園
民
革
命
は
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
-
地
主
勢
力
を
代
表
す
る
蒋
介

石
グ
ル

ー
プ
の
反
共
と
離
反
に
よ
り
、
そ
の
可
能
性
を
た
た
れ
た
と
か
ん
が
え

ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
反
帝
園
主
義
お
よ
び
反
封
建
主
義
と
い

う
圏
民
革
命
の
残
さ
れ
た
課
題
を
に
な
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
る
毛
津

東
の
井
嗣
山
ソ
ビ
エ
ト
権
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
井
筒
山
ソ

ビ
エ
ト
に
の
み
今
日
の
中
華
人
民
共
和
園
の
原
黙
を
み
い
だ
す
反
面
、
蒋
介
石

編

の
ひ
き
い
る
南
京
政
府
に
つ
い
て
は
、
ソ
ビ
エ
ト
権
力
に
た
い
す
る
敵
針
物
で

あ
る
と
い
う
槻
貼
か
ら
否
定
的
な
と
ら
え
か
た
し
か
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
本
書
に
お
け
る
研
究
で
は
、
南
京
政
府
も
程
度
の

差
は
あ
る
に
し
て
も
園
民
革
命
の
課
題
を
ひ
き
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

肯
定
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鮎
が
本
書
の

も
つ
最
大
の
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
e

も
っ
と
も
所
牧
論
文
の
す
べ
て
が
こ

の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
共
通
意
識
と
し
て
以
上
の
よ

う
な
観
黙
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

巻
頭
の
「
総
論
」
で
、
姫
田
光
義
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
姫
田

氏
は
ま
ず
、
園
民
革
命
期
に
あ
ら
わ
れ
た
慶
東
園
民
政
府
、
武
漢
政
府
、
上
海

市
政
府
、
お
よ
び
湖
南
省
に
お
け
る
郷
村
政
権
を
一
律
に
、
民
族
的
か
つ
民
主

的
な
性
格
を
も
っ
た
権
力
で
あ
っ
た
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
園
民
革
命
が

反
帝
園
主
義
お
よ
び
反
封
建
主
義
を
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
う
ら
が
え
し
て

か
ん
が
え
れ
ば
、
首
然
み
ち
び
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
姫
田
氏
は
、

ソ
ビ
エ
ト
革
命
期
に
あ
ら
わ
れ
る
ソ
ビ
エ
ト
権
力
と
南
京
政
府
の
関
係
に
つ
い

て
、
こ
の
二
つ
の
権
力
は
圏
民
革
命
期
に
あ
ら
わ
れ
た
権
力
の
性
格
を
そ
れ
ぞ

れ
に
縫
承
し
て
い
る
の
で
あ
り
(
南
京
政
府
は
慶
東
園
民
政
府
お
よ
び
武
漢
政

府
を
、
ソ
ビ
エ
ト
権
力
は
上
海
市
政
府
お
よ
び
湖
南
省
の
郷
村
権
力
を
)
、
お

な
じ
課
題
を
に
な
い
つ
つ
も
ハ
民
族
的
か
つ
民
主
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
か
)
、
そ
の
方
法
、
階
級
、
将
来
へ
の
展
望
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
、
針
立
す

る
こ
と
に
な
っ
た
ふ
た
ご
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

姫
田
氏
の
南
京
政
府
に
た
い
す
る
肯
定
的
評
債
は
お
お
む
ね
、
経
済
象
者
で

あ
る
メ
リ
ク
セ
ト
フ
や
中
馬
太
一
氏
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
二
人

が
、
南
京
政
府
を
さ
さ
え
た
園
民
集
官
僚
資
本
が
園
家
資
本
主
，設
と
し
て
の
性

格
を
そ
な
え
て
お
り
、
こ
の
熱
か
ら
南
京
政
府
の
民
族
的
、
反
帝
圏
主
義
的
な

-114-
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側
面
を
も
つ
こ
と
を
評
債
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
し
ら
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
南

京
政
府
が
慶
東
園
民
政
府
や
武
漢
政
府
な
ど
の
園
民
革
命
期
の
権
力
に
つ
な
が

る
と
い
う
観
黙
は
、
主
と
し
て
山
田
辰
雄
氏
の
研
究
が
よ
り
ど
こ
ろ
に
さ
れ
て

い
る
。
山
田
氏
の
研
究
は
狂
精
衡
の
思
想
と
行
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
園
民
黛
左
振
の
も
っ
て
い
た
貧
質
と
可
能
性
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
一
般
に
園
民
黛
左
源
は
政
治
的
展
望
が
あ
い
ま
い
な

貧
力
に
と
ぼ
し
い
小
集
閣
と
し
て
し
か
許
債
き
れ
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。)

も
っ
と
も
山
田
氏
は
そ
の
研
究
を
、
南
京
政
府
の
積
極
的
評
債
に
ま
で
設
展
さ

せ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
姫
田
氏
の
山
田
訟
の
援
用
の
し
か
た
に
は
若
干

の
疑
問
が
の
こ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
小
杉
修
二
氏
が
所
枚
論
文
の
な
か
で

検
討
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
く
わ
し
く
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

以
上
が
「
総
論
」
で
か
た
ら
れ
て
い
る
本
書
に
お
け
る
中
心
的
な
研
究
課
題

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
配
置
さ
れ
て
い
る
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論

文
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ご
九
二

0
年
代
権
力
構
造
の
出
現
動
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
西
村
成
雄
。

西
村
論
文
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
動
向
を
南
京
政
府
と
の
関

係
に
お
い
て
、
た
ん
ね
ん
に
あ
と
づ
け
た
貼
に
あ
る
。
氏
は
本
論
を
南
京
政
府

に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
結
集
過
程
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い

る
。

「
論
文
集
」
の
中
心
課
題
が
南
京
政
府
の
肯
定
的
評
債
に
あ
る
こ
と
か
ら

か
ん
が
え
れ
ば
、
こ
の
論
文
が
最
初
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
嘗
然
と
い
え
る
。

し
か
し
西
村
論
文
は
南
京
政
府
の
も
と
で
官
僚
資
本
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程

を
事
貨
と
し
て
指
，
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
南
京
政
府
の
性
質
や
そ
の
後

の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

西
村
氏
は
ま
ず
、
一

九
二
四
年
九
月
に
ひ
ら
か
れ
た
「
全
園
質
業
曾
議
」
に

焦
熱
を
あ
て
、
そ
の
決
議
の
内
容
か
ら
軍
閥
混
戦
下
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
要
求
を
さ
ぐ
る
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
曾
議
は
中
小
の
商
工
業
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
か
れ
ら
が

「
指
税
菟
除
」
、
「
裁
厘
寅
施
」
、
「
輸
出
税
軽
減
」
な
ど
の
要
求
を
か
か
げ
、

産
業
の
振
興
を
の
ぞ
ん
で
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
つ
ぎ
に
南
京
政
府

成
立
後
に
ひ
ら
か
れ
た
三
つ
の
禽
議
、
す
な
わ
ち
一
九
二
七
年
十
二
月
の
「
各

省
商
品
闘
連
合
舎
臨
時
大
舎
」
、
二
八
年
六
月
の

「
全
園
経
済
舎
議
」、
お
よ
び
一一一

O
年
十
一
月
の
「
全
図
工
商
舎
議
」
を
と
り
あ
げ
、
同
様
の
方
法
で
そ
の
経
過

を
あ
と
づ
け
て
い
く
。
そ
し
て
上
海
の
銀
行
資
本
を
中
心
と
す
る
大
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
が
し
だ
い
に
南
京
政
府
と
む
す
び
つ
い
て
い
く
一
方
で
は
、
中
小
の
商

工
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
従
属
的
地
位
に
お
か
れ
て
い
く
過
程
を
克
明
に
あ
と
づ

け
て
い
る
。

論
文
の
結
論
と
し
て
は
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
上
層
は
南
京
政
府
の
官
僚
資

本
主
義
的
軌
道
に
く
み
こ
ま
れ
、
下
層
は
民
族
的
危
機
と
む
す
び
つ
い
て
南
京

政
府
と
針
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
結
論
は
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
よ
り
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
さ

ら
に
は
、
く
わ
し
い
記
述
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
的
な
あ
と
づ
け
に
お
わ
っ
て

し
ま
い
、
こ
の
よ
う
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
内
在
的
要
因
が
、
い
ま
ひ
と
つ
あ

き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
第
一
に
は
南
京
政
府
の
も
っ
て
い

た
政
治
理
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
政
治
理
念
が
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
を
編
成
し
て
い
く
う
え
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
と
い
う
黙
に
つ

い
て
、
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を

上
層
・
中
小
・

金
融

・
商
工
と
い
う
よ
う
な

一
般
的
分
類
だ
け
で
と
ら
え
、
か

れ
ら
の
も
っ
て
い
る
、
よ
り
中
園
的
な
要
素
(
た
と
え
ば
地
縁
、
血
縁
、
人
脈

な
ど
)
が
、
充
分
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

「
反
帝
園
主
義
革
命
に
お
け
る
中
園
園
民
総
」
小
杉
修
二
。
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小
杉
論
文
は
、
「
総
論
」
で
言
及
さ
れ
な
が
ら
も
充
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な

か
司
た
問
題
、
す
な
わ
ち
武
漢
政
府
と
南
京
政
府
が
民
族
・
民
主
と
い
う
共
通

基
盤
の
う
え
で
連
績
す
る
こ
と
を
歪
明
し
よ
う
と
い
う
意
園
の
も
と
に
か
か
れ

て
い
る
。
小
杉
氏
は
ま
ず
、
中
馬
氏
の
南
京
政
府
イ
コ
ー
ル
園
家
資
本
主
義
と

い
う
考
え
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
中
出
馬
氏
が
南
京
政
府
を
肯
定
的
に
許
償
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
武
漢
政
府
と
の
連
続
性
を
否
定
し
て
い
る
黙
に

反
論
す

る
。
こ
の
反
論
に
お
い
て
小
杉
氏
は
、
園
家
資
本
主
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
を
分
析
し
て
そ
の
非
資
本
主
義
的
設
展
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
た
メ
リ
タ
セ

ト
フ
の
考
え
を
援
用
し
て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
命
題
の
設
定
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
武
漢
政
府
と
南
京
政
府
と
の
連
繍
性
に
つ
い
て
の
分
析
は
充
分
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
論
文
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
武
漢
政
府
の
成
立

事
情
と
そ
の
課
題
、
お
よ
び
崩
腹
の
原
因
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
鮎

に
つ
い
て
小
杉
氏
は
、
主
と
し
て
山
田
辰
雄
氏
の
研
究
に
も
と

e

つ
い
て
論
を
す

す
め
る
。
そ
し
て
武
漢
政
府
に
お
い
て
は
在
精
衡
を
中
心
と
す
る
園
民
熊
左
娠

の
指
導
に
よ
り
、
一
定
の
祉
舎
革
命
と
園
家
資
本
主
義
的
方
法
に
よ
る
反
帝
図

主
義
革
命
権
力
の
樹
立
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
非
資
本
主
義
的
な
設

展
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
透
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

小
杉
氏
は
武
漢
政
府
の
南
京
政
府
へ
の
連
繍
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

論
文
の
お
わ
り
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
武
漢
政
府
の
政
治

理
念
は
一
九
=
ご
年
の
日
本
の
満
州
占
領
を
き
っ
か
け
と
す
る
在
蒋
連
立
政
権

の
成
立
に
よ
り
南
京
政
府
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
。
し
た
が

っ
て
こ
の
貼
か
ら
南
京
政
府
は
た
ん
に
貿
緋
的
、
封
建
的
な
も
の
で
は
な
か
司

た
こ
と
。
こ
の
結
果
、
革
命
の
繕
績
を
ね
が
っ
て
い
た
中
開
居
を
、
魁
刀
由
度
濁
裁

を
と
な
え
て
ソ
ビ
エ
ト
を
樹
立
し
て
い
た
共
産
禁
と
の
連
繋
に
は
む
か
わ
せ

ず
、
む
し
ろ
図
民
黛
に
よ
る
統
一
に
む
か
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
抗
日

戦
争
お
よ
び
日
本
降
伏
後
の
園
共
内
戦
と
い
う
困
難
な
情
況
を
き
り
ひ
ら
い
た

の
は
、
こ
れ
ら
の
中
関
層
を
中
心
と
す
る
都
市
か
ら
は
じ
ま
っ
た
民
族
統

一
戦

線
に
よ
る
民
主
共
和
園
建
設
の
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
氏
も
み
ず
か
ら
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
た
だ
の
指
摘
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
て
論
文
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
武
漢
政
府
の
分
析
で
あ
る
が
、
小
杉
氏
は

山
田
氏
の
研
究
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
お
お
く
の
研
究
の
な
か
か
ら
興
味

あ
る
槻
黙
を
ひ
き
だ
し
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
武
漢
政
府
の
可
能
性
を
さ
ぐ

り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
み
ず
か
ら
も
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
資
料
操
作
に
よ
る
賃
設
論
文
で
は
な
く
、
分
析
の
た
め
の
理
論
を
く
み

た
て
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
い
ま
ひ
と
つ
武
漢
政
府
の
賀

情
に
郎
し
た
説
得
性
に
か
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
武
漢
政
府
の
内
寅
を
し
め
す

質
例
と
し
て
小
杉
氏
は
、
中
央
軍
事
態
十
校
が
設
立
さ
れ
、
園
民
黛
左
波
の
主
導

の
も
と
で
の
武
装
力
の
創
設
が
は
か
ら
れ
た
事
寅
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
わ
ず

か
に
(
注
)
で
ふ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
か
ぎ
ら
ず
、
目
穴陸
的
な

事
貧
関
係
を
も
っ
と
つ
っ
こ
ん
で
し
ら
べ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
結
論
に
お

い
て
小
杉
氏
は
、
武
漢
政
府
が
挫
折
し
た
最
大
の
原
因
を
、
一
部
の
共
産
黛
員

の
は
ね
あ
が
り
(
農
民
運
動
に
お
け
る
毛
津
東
・
品
目働
運
動
に
お
け
る
劉
少

奇
)
に
も
と
め
て
い
る
と
い
え
る
。

「
質
東
図
民
政
府
と
民
圏
」
栃
木
利
夫
。

栃
木
論
文
は
、
庭
東
省
に
お
け
る
「
民
闘
」
の
貸
態
と
、
勝
東
園
民
政
府
の

「
民
園
」
針
策
を
考
察
し
て
い
る
。

「
民
圏
」
と
は
地
主
の
指
揮
す
る
自
衛
武

装
組
織
で
あ
り
、
地
方
行
政
の
最
小
畢
位
と
い
う
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
園
民

政
府
下
で
あ
た
ら
し
く
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
農
民
協
舎
の
最
大
の
封
立

物
で
あ
り
、
農
民
協
曾
と
ひ
ん
ぱ
ん
に
衝
突
を
く
り
か
え
し
た
。
し
た
が
っ
て
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民
園
の
慮
理
は
農
民
問
題
の
解
決
に
お
け
る
最
大
の
焦
黙
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
栃
木
氏
の
ね
ら
い
は
、
「
民
圏
」
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
慶
東

園
民
政
府
の
革
命
政
府
と
し
て
の
寅
質
を
と
う
こ
と
に
あ
る
。

最
初
に
我
田
引
水
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
か
た
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、

わ
た
く
し
(
北
村
)
が
「
第
一
次
園
共
合
作
時
期
の
庚
東
省
農
民
運
動
」
(
史

林
|
五
八
巻
六
務
、
一
九
七
五
年
十
一
月
〉
で
論
じ
た
問
題
を
繍
大
し
、
よ
り

詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
栃
木
氏
も
論
文
の
な
か
で
拙
稿
に
言
及
し
て
お

ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
断
言
し
て
も
諒
と
解
さ
れ
る
と
お
も
う
。

拙
稿
で
は
、
園
民
政
府
が
「
民
圏
」
の
問
題
を
積
板
的
に
解
決
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
こ
と
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
地
方
行
政
の
末
端
組
織
に
く
み
こ
ん
で
存

績
を
は
か
っ
た
事
寅
な
ど
を
指
摘
し
て
、
度
東
園
民
政
府
の
園
民
革
命
途
行
に

お
け
る
限
界
性
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
栃
木
氏
は
こ
れ
ら
の
事
賞
を
み

と
め
つ
つ
も
、
な
ん
と
か
し
て
慶
東
園
民
政
府
の
可
能
性
を
肯
定
的
に
評
債
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
陣
聞
東
園
民
政
府
に
は
農
民
問
題
を
解
決
す
る
意

欲
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
種
々
の
困
難
の
た
め
に
貧
現
し
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
徹
底
し
た
農
村
革
命
が
お
こ
な
わ
れ
た
湖
南
の
農
民
運
動

に
慶
東
園
民
政
府
の
も
っ
て
い
た
可
能
性
の
寅
現
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
黙
は
小
杉
論
文
と
お
な
じ
く
、
園
民
業
左
波
を
積
極
的
に
評

償
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
総
論
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
南
京
政
府

に
連
綬
す
る
存
在
と
し
て
の
圏
民
革
命
期
の
権
力
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

結
論
の
部
分
で
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
民
主
主
義
革
命
に
お
い
て
民
族
民
主
的
な
政
権

が
労
農
勢
力
の
民
主
的
な
革
命
的
権
力
に
師
開
化
す
る
寅
存
的
可
能
性
は
存
在
し

た
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

栃
木
氏
の
ね
ら
い
が
、
民
族
・
民
主
を
に
な

う
存
在
と
し
て
園
民
黛
左
振
を
評
債
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か

る
。
し
か
し
園
民
黛
左
振
に
た
い
す
る
肯
定
的
評
債
が
最
初
か
ら
自
明
の
前
提

と
さ
れ
て
お
り
、
叙
述
全
慢
に
分
析
的
な
視
黙
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
論
文
と

し
て
は
卒
坦
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
民
圏
」
の

貧
情
を
は
じ
め
と
し
て
、
事
賓
の
記
述
に
か
ん
し
て
は
克
明
で
あ
る
。

以
上
の
三
篇
の
論
文
が
「
総
論
」
で
提
起
さ
れ
た
、
庚
東

・
武
漢
・
南
京
の

三
つ
の
園
民
政
府
が
共
通
の
課
題
を
も
ち
質
的
に
連
績
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
充
分

に
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
あ
と
に
は
農
民
運
動
や
労
働
運
動
を

は
じ
め
と
す
る
個
別
の
情
況
に
焦
黙
を
あ
て
た
論
文
が
つ
づ
い
て
い
る
。

「
博
統
的
農
民
闘
争
の
新
展
開
」
三
谷
孝
。

三
谷
氏
は
は
じ
め
に
こ
れ
ま
で
の
農
民
運
動
研
究
が
庚
東
、
湖
南
に
集
中
し

て
お
り
、

農
民
は
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
べ
き
封
象

(
客
鐙
)
と
し
て
し
か
あ

っ
か
わ
れ
ず
、
自
律
的
な
主
践
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
な
か
っ
た

黙
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二

つ
の
黙
を
お
ぎ
な
う
も
の
と
し
て
、
一
九

二
六
年
か
ら
三

O
年
に
か
け
て
華
北
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、

農
民
み
ず
か
ら
が

主
控
と
な
っ
て
活
擁
し
た
「
天
門
舎
」
の
活
動
を
と
り
あ
げ
る
。

三
谷
氏
の
ね
ら
い
は
表
題
に
あ
る
と
お
り
、
停
統
的
な
農
民
運
動
が
ど
の
よ

う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
あ
た
ら
し
い
革
命
運
動
と
し
て
設
展
し
て
い
っ
た
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
三
谷
氏
は
ま
ず
、
「
天
門
舎
」
の
創
始
者
で
あ
る

韓
根
が
、
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
神
仙
の
お
っ
げ
に
よ
り
舎
の
創
立
を
決
意
し
た
黙

を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
農
民
に
と
っ
て
、

夢
は
世
俗
と
聖
な
る
世
界
を
媒
介

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
夢
の
分
析
か
ら
か
れ
ら
の
意
識
形
態
を
さ
ぐ
ろ
う

と
す
る
。
こ
う
し
て
三
谷
氏
は
農
民
た
ち
を
「
天
門
禽
」
へ
の
加
入
に
か
り
た

て
た
一
つ
の
原
因
が
、
聖
な
る
世
界
へ
の
願
望
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に

し
、
そ
の
讃
録
に
「
天
門
倉
」
の
曾
員
た
ち
が
非
日
常
的
な
異
援
を
こ
ら
し
て

い
た
こ
と
や
、
一
切
秘
的
な
ふ
ん
い
き
が
品
目
全
陸
を
支
配
し
て
い
た
事
貨
を
指
摘

勾，



276 

し
て
い
る
。
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
こ
の
あ
た
り
の
論
の
す
す
め
か
た

は
ハ
イ
カ
ラ
な
感
じ
が
す
る
。
さ
ら
に
、
現
貧
的
に
は
「
天
門
禽
」
が
農
民
に

と
っ
て
、
土
匪
や
民
固
か
ら
自
分
た
ち
を
保
護
す
る
寅
力
袋
置
と
し
て
の
魅
力

を
も
っ
て
い
た
貼
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
性
格
を
も
っ
た
「
天

門
曾
」
が
設
展
し
て
い
く
過
程
を
、
政
治
的
、
経
済
的
背
景
を
ふ
ま
え
て
く
わ

し
く
あ
と
づ
け
て
い
る
。

本
論
は
表
題
に
卸
し
て
い
え
ば
、
農
民
運
動
の
侍
統
的
設
展
に
か
ん
し
て

は
、
す
ぐ
れ
た
貨
詮
論
文
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
論
文
の
か
な
め
で
あ
る
は

ず
の
、
俸
統
的
な
農
民
運
動
が
あ
た
ら
し
い
質
を
そ
な
え
た
組
織
と
し
て
設
展

し
て
い
く
過
程
に
つ

い
て
は
、
資
料
の
と
.
ほ
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
不
充
分

な
検
討
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
三
谷
氏
は
、

「
天
門
舎」

が
結
局
は
解
鐙
し
て
し
ま
い
、
そ
の
残
篤
と
お
も
わ
れ
る
人
び
と
を
、
共
産
黛

員
た
ち
が
組
織
化
し
た
こ
と
、
そ
の
さ
い
に
い
き
な
り
急
進
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
も
ち
こ
む
の
で
は
な
く
、
論
文
の
前
半
で
指
摘
さ
れ
た
た
ぐ
い
の
、
農
民

た
ち
の
内
的
な
関
心
に
迎
合
す
る
か
た
ち
で
組
織
化
が
す
す
め
ら
れ
た
事
寅
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
表
面
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

「鴎
換
期
の
農
民
運
動
と
革
命
権
力
」
坂
野
良
土
口
。

坂
野
論
文
は
、
園
民
革
命
期
か
ら
ソ
ビ
エ
ト
革
命
期
を
つ
う
じ
て
、

農
民
運

動
全
般
の
概
観
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。
農
民
運
動
が
ど
う
い
う
経
過
を

た
ど

っ
て
あ
た
ら
し
い
革
命
運
動
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
な
問
題
を
か
か
え
な
が
ら
ソ
ビ
エ
ト
運
動
へ
と
む
す
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か

が
、
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
内
容
は
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
勲
は
疲
野
氏
自
身
も
み
と
め
て
い
る
と
お
も
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
氏
が
結
論
と
し
て
確
認
し
て
い
る
論
黙
の
な

か
か
ら
、
氏
の
研
究
方
向
を
も
っ
と
も
よ
く
し
め
す
も
の
を
と
り
あ
げ
て
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。

塚
野
氏
は
、
結
論
と
し
て
以
下
の
黙
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
共
中

央
は
武
漢
政
府
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
非
資
本
主
義
的
な
設
展
を
め
ざ
し
た

が
、
農
民
革
命
を
統

一
戦
線
の
一
翼
に
く
み
こ
む
の
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
。
こ
の
あ
と
成
立
し
た
ソ
ビ
エ
ト
政
権
で
は
民
主
的
任
務
と
杜
禽
主
義
的
任

務
の
混
同
が
お
お
き
な
問
題
と
し
て
の
こ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の

現
質
面
に
お
け
る
未
解
決
が
今
日
の
中
共
の
農
民
的
社
曾
主
義
論
に
反
映
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
以
上
は
氏
が
論
文
の
は
じ
め
で
、
今
日
の
中
共
は
六
全
大
舎

(
品
目
農
濁
裁
に
よ
る
ソ
ビ
エ
ト
樹
立
が
決
定
さ
れ
た
)
の
延
長
上
に
あ
る
の
で

は
な
く
七
全
大
曾
(
民
族
統
一
戦
線
に
よ
る
民
主
連
合
政
府
の
樹
立
が
決
定
さ

れ
た
)
の
設
展
上
に
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
お
も
わ

れ
る
。
し
か
し
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
本

稿
は
農
民
運
動
の
繊
細
附
が
そ
の
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
中
園
近
代
産
業
努
働
者
の
状
態
」
|
一
九
二

0
1三
0
年
代
の
中
園
'紡
績

叫
労
働
者
|
高
綱
博
文
。

高
綱
論
文
は
、
嘗
時
の
中
園
に
お
け
る
産
業
の
中
心
で
あ
っ
た
紡
績
業
の
貧

態
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
中
閤
人
労
働
者
の
賞
情

(上
海
を
例
と
し
て
い
る
)
を

分
析
し
て
い
る
。
氏
が
と
く
に
意
図
し
て
い
る
の
は
、
賃
努
働
資
本
と
い
う

資
本
主
義
社
舎
に
お
け
る
一
般
的
な
園
式
で
中
閣
の
労
働
者
問
題
を
か
ん
が
え

る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
略
説
明
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
中
園
人
努
働
者
が
中

園
革
命
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
道
を
あ
ゅ
ん
で
い
く
の
か
を
み
い
だ
そ
う
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。

吉
岡
綱
氏
は
ま
ず
、
中
園
の
民
族
資
本
に
よ
る
工
場
の
経
営
が
ル
ー
ズ
な
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
ル
l
ズ
さ
を
お
ぎ
な
い
競
争
力
を
つ
け
る
必
要
か

ら
、
苛
酷
な
労
働
と
低
賃
金
と
い
う
紋
態
が
う
み
だ
さ
れ
た
黙
を
指
摘
す
る
。
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同
時
に
民
族
資
本
、
外
圏
資
本
を
と
わ
ず
、
雇
用
制
度
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
前

近
代
的
な
労
働
請
負
制
度
が
存
在
し
て
お
り
、
開
放
さ
れ
た
努
働
市
場
が
成
立

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
自
由
な
賃
金
労
働
者
の
形
成
が
も
た
ら

さ
れ
ず
、
紡
績
労
働
者
の
階
級
的
自
賓
と
成
熟
が
は
ば
ま
れ
て
い
た
黙
を
指
摘

す
る
。こ

れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
の
分
析
は
克
明
で
あ
り
、
賃
労
働

1
資
本
と
い
う
園

式
が
中
園
に
は
単
純
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
を
充
分
に
解
明
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
分
析
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
論
と
し

て
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
存
綴
す
る
の
は
帝
園
主
義
の

支
配
が
原
因
で
あ
り
、
苛
酷
な
生
活
を
打
開
す
る
必
要
か
ら
必
然
的
に
労
働
者

が
民
族
解
放
運
動
の
主
要
勢
力
と
し
て
登
場
す
る
か
の
よ
う
に
の
べ
る
の
は
、

す
こ
し
飛
躍
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
結
論
を
い
う
た
め
に
は
、
階
級
的
自

覚
を
阻
碍
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
勢
働
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
組
織
さ
れ
、
ひ
と

つ
の
階
級
と
し
て
反
帝
闘
争
を
た
た
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
氏
は
本
稿
を
労
働
運
動
研
究
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
作
業
銀
設
と

す
る
と
の
べ
て
い
る
。

今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

補
論
「
中
園
労
働
運
動
史
の
研
究
動
向
」

古
山
隆
士
山
、
菊
地
敏
夫
。

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
研
究
動
向
が
三
つ
の
時
期
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
第

一
期
は
一
九
六

0
年
代
ま
で
で
あ
り
、
中
園
共
産
黛
の
指
導
に
よ
り
お
お
き
な

か
た
ま
り
を
み
せ
た
運
動
だ
け
を
封
象
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
た
時
期
。
第
二

期
は
一
九
六

0
年
代
後
学
か
ら
七

0
年
代
前
半
に
か
け
て
の
、
勢
働
運
動
の
寅

情
に
で
き
る
だ
け
即
し
た
個
別
研
究
が
ふ
か
ま

っ
た
時
期
。

第
三
期
は
日
本
の

労
働
運
動
史
研
究
で
え
ら
れ
た
方
法
的
成
果
が
、
中
園
の
努
働
運
動
史
研
究
に

も
適
用
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
最
近
の
時
期
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち

と
く
に
第
二
期
に

焦
黙
が
あ
て
ら
れ
、
個
々
の
研
究
業
績
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
も
小
杉
修
二
氏
の
一
研
究
が
お
お
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
小
杉
氏
の
研
究
は
、
わ
た
し
が
西
村
成
雄
論
文
の
書
評
で
必
要
性
を
指
摘

し
た
翻
黙
(
よ
り
中
図
的
な
情
況
を
ふ
ま
え
る
こ
と
)
か
ら
、
中
園
の
努
働
運

動
の
寅
態
を
解
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
は
結
論
と
し

て
、
や
は
り
生
産
黙
に
お
け
る
資
本
と
努
働
と
の
封
立
を
基
軸
と
し
た
ア
プ
ロ

ー
チ
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
以
上
の
結
論
に
よ
り
ま
さ
し
く
本

論
は
、
所
牧
論
文
で
示
さ
れ
た
翻
黙
を
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
つ
ぎ
の
こ
と
が
列
奉
さ
れ
て
い
る
。
中
園

に
お
け
る
資
本
主
義
裂
選
史
を
産
業
別
、
地
域
別
に
克
明
に
研
究
し
、
こ
れ
に

と
も
な
う
努
働
力
の
編
成
の
さ
れ
か
た
を
解
明
す
る
こ
と
。
努
使
関
係
の
諸
特

質
を
、
時
期
別
、
産
業
別
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
。
抗
日
民
族
統

一
戦
線
へ

の
結
集
過
程
で
あ
る
一
九
三

0
年
代
、
四

0
年
代
の
研
究
を
開
拓
す
る
こ
と
。

「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
園
革
命
」
松
元
幸
子
。

本
論
は
、
コ

ミ
ン
テ
ル

ン
第
七
回
線
胴
大
執
行
委
員
曾
線
曾
(
一
九
二
六
年
十

二
月
)
で
採
揮
さ
れ
た
「
中
薗
問
題
決
議
」
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
時
期
は
、
中
園
の
図
民
革

命
の
波
が
も
っ
と
も
た
か
ま
り
、
あ
ら
た
な
進
展
方
向
が
模
索
さ
れ
て
い
た
時

期
で
あ
っ
た
。
い
ち
ば
ん
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
最
高
潮
に
た
っ
し
て
い

た
湖
南
省
の
農
民
運
動
に
お
い
て
、
ソ
ビ
エ
ト
を
樹
立
す
べ
き
か
い
な
か
と
い

う
問
題
で
あ
っ
た
。
松
元
氏
は
、
こ
の
ソ
ビ
エ
ト
の
樹
立
と
い
う
問
題
に
焦
黙

を
あ
て
る
。
そ
し
て
、
農
民
協
舎
が
湖
南
省
で
寅
質
的
な
権
力
を
掌
握
し
て
い

た
と
い
う
寅
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
「
中
園
問
題
に
か

ん
す
る
決
議
」
に
お
い
て
ソ
ビ
エ
ト
の
樹
立
が
提
起
さ
れ
ず
、
か
わ
り
に
「
農

民
委
員
舎
」
な
る
も
の
の
樹
立
が
提
起
さ
れ
た
の
か
を
線
舎
で
の
ス
タ
ー
リ
ン

の
演
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
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松
元
氏
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
、
ソ
ビ
エ
ト
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
る
社
曾
主
義

革
命
の
段
階
で
樹
立
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
民
族
・
民
主
的
性
格

を
お
び
て
い
た
賞
面
の
中
園
革
命
の
段
階
に
は
不
適
首
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
か
ん
が
え
が
「
決
議
」
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
つ
づ
い
て
松
元
氏
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
樹
立
が
情
況
の
激
化
に
よ
り

現
貨
の
問
題
と
な
り
、
一
九
二
八
年
二
月
の
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
第
九
回
旗
大
執
行

委
員
舎
線
曾
の
決
議
で
正
式
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
中
閤
共
産
黛
が
こ

の
決
議
に
も
と
，
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
ソ
ビ
エ
ト
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た

の
か
を
概
観
し
て
い
る
。

松
元
論
文
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
中
閣
で
ソ
ビ
エ
ト
の
樹
立
が
ど
の
よ
う
な
曲
折

を
へ
て
賞
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
い
、
ソ
ビ
エ
ト
に
つ

い
て
の
概
念
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
獲
化
し
て
い
っ
た
の
か

を
あ
と
づ
け
た
黙
に
あ
る
。
し
か
し
演
説
や
決
議
の
字
句
を
と
り
あ
げ
る
だ
け

で
、
背
景
に
あ
っ
た
現
貨
の
情
況
と
の
関
連
が
、
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
ス
タ
ー
リ
ン
の
演
説
な
ど
、
ず
い
ぶ
ん
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ

り
、
字
面
だ
け
か
ら
で
は
正
確
な
解
俸
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
あ
い
ま
い
さ
の
背
景
に
は
、
革
命
が
激
化
し
す
ぎ
る

あ
ま
り
中
園
に
で
き
た
親
ソ
勢
力
が
解
健
し
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
る
、
現

質
的
政
治
家
と
し
て
の
立
場
が
あ
る
と
お
も
う
。
と
も
あ
れ
松
元
氏
も
、
論
文

の
末
尾
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
よ
り
多
面
的
な
角
度
か
ら
分
析
が
お
こ
な
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
筆
を
お
い
て
い
る
。

「
中
園
の
ソ
ビ
エ
ト
運
動
」
遠
藤
節
昭
、
姫
田
光
義
。

本
論
は
中
園
の
ソ
ビ
エ
ト
運
動
の
展
開
(
と
く
に
そ
の
崩
嬢
原
因
)
を
、
紅

軍
の
鎖
大
運
動
に
焦
黙
を
あ
て
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
紅
箪
鎖
大
運
動
と

は
、
園
民
濃
の
包
囲
攻
撃
の
強
化
に
劉
抗
す
る
た
め
一
九
一
一
一
一
年
か
ら
は
じ
め

ら
れ
た
紅
軍
の
整
備
と
人
員
の
繍
充
を
め
ざ
す
運
動
で
あ
る
。

筆
者
は
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
ソ
ビ
エ

ト
運
動
の
研
究
が
、
毛
津
東
の
正
し

い
路
線
と
こ
れ
に
反
針
す
る
留
ソ
波
の
あ
や
ま
っ
た
路
線
と
い
う
路
線
を
め
ぐ

る
問
題
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
正
確
な
ソ
ビ
エ
ト
像
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な

い
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
よ
り
貨
讃
的
な
研
究
の
必
要
性
を
う
っ
た
え
て
い

る
。
筆
者
は
す
で
に
み
ら
れ
る
賃
設
的
な
研
究
と
し
て
、
キ
ム

(--3aDm

』
・
百
ヨ
〉
や
オ

ッ
ト
l

・ブ
ラ
ウ

ン
ら
の
業
績
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
成
果
に
も

と
づ
き
な
が
ら
、
適
時
こ
れ
に
反
論
を
く
わ
え
る
と
い
う
方
法
で
論
を
す
す
め

て
い
く
。

筆
者
は
ま
ず
、
毛
津
東
と
留
ソ
仮
の
あ
い
だ
の
路
線
針
立
の
存
在
を
み
と
め

な
が
ら
も
、
園
民
黛
の
包
闘
攻
撃
を
た
え
ぬ
く
た
め
に
は
一
定
の
合
意
が
不
可

依
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
か
ん
が
え
か
ら
、
指
導
部
と
し
て
の
集
中

的
な
議
機
能
の
存
在
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
指
導
部
の
も
と
に
、
幹
部
の

育
成
と
大
衆
路
線
の
寅
施
を
主
な
内
容
と
す
る
あ
た
ら
し
い
指
導
，
方
法
が
確
立

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
貼
を
指
摘
す
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
前
提
に
た
っ
た
う
え

で
紅
軍
の
媛
大
運
動
に
焦
黙
を
あ
て
る
。
そ
し
て
指
導
部
と
指
導
方
法
の
確
立

に
も
か
か
わ
ら
ず
ソ
ビ
エ
ト
が
出
倒
壊
し
た
原
因
は
、
従
来
の
よ
う
に
留
ソ
汲
の

あ
や
ま
っ
た
軍
事
路
線
に
よ
る
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、
紅
軍
そ
の
も

の
を
さ
さ
え
る
下
か
ら
の
力
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
鐙
明
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

た
し
か
に
筆
者
の
指
摘
す
る
諸
事
貨
に
よ
り
、
紅
軍
の
鎖
大
運
動
が
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
抜
大
運
動
の
全
貌
が
詳
細
に

解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
表
面
的
な
概
観
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後

の
課
題
と
し
て
は
筆
者
も
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
ビ
エ
ト
の
行
政
組
織
や

政
治
改
革
な
ど
の
寅
態
を
ふ
ま
え
た
、
よ
り
多
角
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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「
穂
換
期
の
文
化
・
思
想
闘
争
」
|
蒋
光
慈
の
文
皐
を
中
心
に
|

佐
治
俊
彦
。

佐
治
論
文
は
、
五
回
以
後
か
ら
抗
日
戦
争
に
い
た
る
中
園
の
政
治
的
文
化
的

情
況
を
背
景
と
し
て
、
中
園
史
上
は
じ
め
て
の
共
産
黛
員
作
家
で
あ
っ
た
蒋
光

慈
の
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。
佐
治
氏
は
、
革
命

の
側
に
た
っ
文
皐
者
と
し
て
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
た
一
人
の
青
年
が
、
現
賓

の
は
げ
し
い
政
治
吠
況
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
文
皐
固
有
の
債

値
を
追
求
し
、
つ
い
に
は
自
己
解
偉
し
て
い
く
過
程
を
克
明
に
あ
と
.つ
け
て
い

る
。
小
生
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
政
治
史
に
ば
か
り
目
を
そ
そ
い
で
い
る
人
関
に

と
っ
て
、
政
治
的
激
動
の
な
か
に
い
き
た
一
人
の
人
開
の
い
き
ざ
ま
に
接
近
し

た
本
論
は
大
き
な
魅
力
を
も
っ
て
お
り
、
よ
み
ご
た
え
の
あ
る
論
文
と
な
っ
て

い
る
。

た
だ
し
ひ
と
つ
だ
け
わ
た
し
な
り
の
難
を
い
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
は
結
論
の
部
分
で
蒋
光
慈
の
遺
稿
と
な
っ
た
小
説
「
田
野
的
風
」
を
と
り

ジ
u

，a
n
y
n
v
ヤ
y

o

y

-

n

y

シ
ヤ
γ

あ
げ
、
そ
の
主
人
公
が
革
命
の
失
敗
の
あ
と
井
伺
山
と
お
ぼ
し
き
山
(
金
剛
山
)

に
の
ぼ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
な
り
も

っ
て
ま
わ
っ
た
い
い
か
た
を
し
な
が
ら

も
、
こ
の
こ
と
が
蒋
光
慈
の
、
(
ひ
い
て
は
中
園
文
患
の
〉
す
す
む
べ
き
道
を

暗
示
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
の
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
か
と
お
も
わ
れ

る
。
蒋
の
一
生
は
自
己
解
鐙
に
い
た
る
道
と
し
て
え
が
け
ば
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
現
賓
と
は
本
来
残
酷
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
わ
た
し
な
り
に
十
篇
の
論
文
に
つ
い
て
の
書
評
を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
。

し
か
し
な
に
ぷ
ん
に
も
多
方
面
に
わ
た
る
研
究
で
あ
り
、
す
べ
て
に
つ
い
て
的

確
に
批
評
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
的
は
ず
れ
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
紙
面
の
都
合
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
内
容
を
く
わ
し
く
検

討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
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元
代
勾
嘗
官
の
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的
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究

牧
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修

こ

著

昭
和
五
十
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年
三
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京

大
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牧
野
氏
の
新
著
は
、
元
代
官
制
の
底
迭
を
な
す
膨
大
な
流
外
の
脅
吏
組
織
に

関
す
る
制
度
史
的
解
明
を
意
闘
し
た
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
嫁
史
、
令
史
、
典

吏
、
書
吏
、
司
吏
な
ど
の
下
級
吏
員
や
、
貼
書
な
ど
の
脅
吏
見
習
い
の
も
の
が

封
象
と
さ
れ
る
。
嘗
初
科
掌
が
腹
止
さ
れ
た
元
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
中

図
的
行
政
組
織
は
い
か
に
再
編
さ
れ
た
か
、
中
園
人
士
大
夫
階
層
や
脅
吏
階
層

が
異
民
族
支
配
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
た
か
と
い
っ
た
問
題
は

従
来
人
々
の
関
心
を
惹
き
な
が
ら
、
複
雑
な
混
同
吏
層
の
研
究
に
は
あ
ま
り
手
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
牧
野
氏
に
よ
っ
て
こ
の

分
野
の
研
究
に
解
明
の
た
め
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
大
い
に
意
義
深

い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
官
と
吏
、
あ
る
い
は
儒
と
吏
と
の

交
流
を
扱
お
う
と
す
る
も
の
だ
け
に
、
宋
代
や
明
代
の
官
制
研
究
と
連
績
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
朝
史
の
範
圏
内
で
の
個
別
的
研
究
に
止
ま
ら
ず
、
中
園

史
の
遁
史
的
理
解
に
も
寄
輿
す
べ
き
テ
1
7
で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
著
者
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
概
容
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
氏


