
書

需

Tz=ロ

曾
田
三
郎
著

立
憲
園
家
中
園
へ
の
始
動

|
|
明
治
憲
政
と
近
代
中
園
|
|

松横

直宏

之 章

井山

本

書

の

概

要
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ま
も
な
く
辛
亥
革
命
か
ら
百
年
(
二

O
一
一
年
)
を
迎
え
る
。
革
命
に
よ

っ
て
、
中
園
は
長
い
王
朝
健
制
が
崩
壊
し
、
ア
ジ
ア
最
初
の
共
和
園
家
が
誕

生
し
た
と
、
そ
の
革
命
の
書
重
一
期
的
音
意
山
義
が
い
わ
れ
て
き
た
O

革
命
的
音

強
調
は
、
革
命
に
よ
っ
て
奮
(
清
朝
)
と
新
(
中
華
民
国
)
は
断
絶
さ
れ
た

と
い
う
覗
貼
が
濃
厚
と
な
っ
て
く
る
。

本
書
は
こ
う
し
た
歴
史
の
断
絶
に
批
判
的
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
を
跨
い
だ

憲
政
に
見
ら
れ
る
連
績
性
を
取
り
扱
っ
た
本
書
の
音
堂
我
を
次
の
よ
う
に
強
調

し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
辛
亥
革
命
史
的
歴
史
観
の
克
服
」
で
あ
る
と
い
う
。

「
君
主
制
か
共
和
制
か
と
い
っ
た
園
家
の
形
態
に
着
服
し
て
歴
史
を
描
け
ば
、

辛
亥
革
命
の
前
後
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。
し
か
し
近
代
中
園
に
お
け
る

憲
政
と
い
う
憲
法
を
基
本
と
す
る
法
制
の
下
で
の
政
策
の
立
案
と
執
行
に
閥

心
を
も
っ
て
歴
史
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
断
絶
よ
り
は
連
績
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
」
o

わ
れ
わ
れ
中
華
民
国
史
研
究
者
も
、
早
く
か
ら
中
国
共
産
黛
歴
史
観
を
中

心
と
す
る
「
革
命
史
観
」
の
克
服
を
唱
え
、
際
史
の
連
績
性
を
見
出
そ
う
と

し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
の
目
指
そ
う
と
し
た
音
川
園
は
、
き
わ
め

て
現
代
的
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
貼
、
本
書
が
強
調
し
た
か
っ
た
黙
は
、
「
常
該
の
時
期
の

日
中
関
係
が
異
例
に
濃
密
だ
っ
た
」
と
し
、
「
日
本
の
政
治
家
や
法
的
学
者
お

よ
び
彼
ら
の
著
作
を
通
し
た
憲
政
局
間
授
の
過
程
を
分
析
し
て
こ
そ
、
中
園
に

お
け
る
立
憲
図
家
形
成
へ
の
日
本
の
影
響
を
語
り
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

慰
で
あ
る
。
い
わ
ば
中
岡
の
憲
政
史
研
究
を
通
し
た
も
う
一
つ
の
日
中
関
係

史
、
日
中
交
流
史
で
も
あ
る
。

本
書
の
主
役
で
も
あ
る
と
い
う
べ
き
有
賀
長
雄
を
は
じ
め
、
穂
積
八
束
、

金
子
堅
太
郎
、
青
柳
篤
恒
、
伊
藤
博
文
、
伊
東
巳
代
治
、
大
限
重
信
な
ど
が
、

日
本
か
ら
中
園
へ
の
「
憲
政
惇
授
の
過
程
」
で
、
中
国
の
憲
政
の
歩
み
に
大

き
く
貢
献
し
た
、
と
い
う
親
黙
で
あ
る
。
と
く
に
有
賀
長
雄
の
役
割
は
大
き

い
。
清
末
に
外
国
の
憲
政
を
覗
察
す
る
た
め
の
海
外
政
治
覗
察
園
・
憲
政
覗

察
関
が
各
岡
に
泳
遣
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
た
い
し
、
有
賀
長
雄
は
穂
積
八
束

と
と
も
に
「
憲
政
講
義
」
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
華
民
凶
が
誕
生
す
る

と
衰
世
凱
政
権
に
招
か
れ
、
憲
法
顧
問
と
し
て
、
中
華
民
国
憲
法
案
の
起
草

に
活
躍
し
て
い
る
。
清
朝
の
憲
政
準
備
段
階
か
ら
、
中
華
民
凶
の
憲
法
制
定

過
程
ま
で
、
有
賀
長
雄
は
会
貫
し
て
関
係
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る

の
は
革
命
に
よ
る
断
絶
で
は
な
く
、
連
積
で
あ
る
。
中
華
民
国
初
期
は
日
本

の
大
正
期
に
首
た
る
が
、
明
治
憲
政
の
精
華
が
清
末
、
中
華
民
岡
に
も
多
大

な
影
響
を
輿
え
て
い
る
と
い
う
音
山
味
で
、
副
題
を
「
明
治
憲
政
と
近
代
中
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凶
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
近
代
中
園
に
お
け
る
憲
政
導
入
の
模
索

第
一
章
日
露
講
和
問
題
と
海
外
政
治
覗
察
圏
の
汲
遣

第
二
章
海
外
政
治
・
憲
政
嗣
察
圏
の
汲
遣
と
日
本

第
三
章
編
纂
官
制
館
・
憲
政
編
査
館
と
官
制
改
革
案
の
作
成

第
四
章
官
制
改
革
の
推
移
と
日
本
・
日
本
人

第
五
章
地
方
官
制
改
革
と
省
行
政
組
織
の
改
編

第
六
章
地
方
行
政
組
織
の
改
編
と
諮
議
局
創
設
へ
の
着
手

第
七
章
諮
議
局
の
創
設
と
園
舎
開
設
期
限
短
縮
後
の
宵
制
改
革

第
八
章
中
華
民
国
憲
法
案
の
起
草
と
外
国
人
顧
問

第
九
章
中
華
民
国
初
年
に
お
け
る
地
方
制
度
改
革
案
の
審
議
と
挫
折

第
十
章
中
華
民
国
成
立
後
の
憲
法
案
と
地
方
制
度
改
革
論

終
章
明
治
憲
政
と
近
代
中
園
|
|
同
時
代
日
本
人
の
観
察
|
|

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
岡
民
窯
、
と
く
に
宋
数
仁
、
参
議
院
が
中
心
と

な
っ
て
策
定
さ
れ
た
中
華
民
園
臨
時
約
法
、
あ
る
い
は
園
舎
の
椎
限
が
強
か
っ

た
天
壇
憲
法
草
案
の
策
〔
厄
過
程
に
つ
い
て
は
、
分
析
の
針
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

従
来
の
「
辛
亥
革
命
史
的
歴
史
観
」
に
よ
る
憲
政
研
究
の
立
場
で
は
、
革

命
汲
の
宋
数
仁
が
中
心
と
な
っ
て
南
京
政
府
の
主
導
で
策
定
さ
れ
た
中
華
民

国
臨
時
約
法
が
高
く
許
債
さ
れ
、
他
方
で
は
哀
世
凱
政
権
の
登
場
で
進
め
ら

れ
た
憲
法
策
定
過
程
は
、
天
壇
憲
法
草
案
を
含
め
て
北
洋
軍
閥
の
悪
政
の
結

果
で
あ
る
と
し
て
、
一
括
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
た
だ
個

人
的
な
見
解
で
い
え
ば
、
こ
の
臨
時
約
法
に
つ
い
て
は
、
革
命
一
以
主
導
の
作

業
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
車
純
で
は
な
い
。
憲
政
構
想

を
孫
文
と
は
異
に
す
る
宋
数
仁
の
主
導
で
策
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
孫

文
は
後
に
「
『
中
華
民
岡
の
主
権
は
園
民
全
健
に
所
属
す
る
』
と
い
う
一
候

だ
け
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
他
は
す
べ
て
私
の
音
山
思
で
は
な
い
か
ら
、

私
は
そ
れ
に
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
、
臨
時
約
法
の
音
山
義
を
否
定
し
た
こ
と

か
ら
、
国
民
黛
正
統
史
観
に
と
っ
て
も
厄
介
な
存
在
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
で
は
憲
政
観
の
連
績
性
、
日
本
の
協
力
と
い
う

意
味
か
ら
、
宋
救
仁
の
臨
時
約
法
は
異
物
と
し
て
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
清
朝
最
後
の
一

0
年
聞
に
お
け
る
憲
政
導
入
の
準
備
へ
の
着
手

で
あ
る
(
第
会
章
、
第
二
章
)

0

第
二
は
、
そ
の
後
の
行
政
制
度
改
革
の
歩
み
で
あ
る
(
第
三
章
j
第
七

章
'
)
0第

三
は
、
一
九
一
一
一
年
三
月
以
後
の
哀
世
凱
大
総
統
の
も
と
で
の
行
政
制

度
改
革
の
歩
み
で
あ
る
(
第
八
章
j
第
十
章
)
0

こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
は
時
系
列
に
並
び
、
各
部
分
の
な
か
で
、
日
本
と
中

園
の
関
わ
り
、
中
園
園
内
の
中
央
官
制
(
立
法
と
行
政
)
の
あ
り
方
、
中
央

官
制
と
地
方
官
制
(
立
法
と
行
政
)
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
密
接

な
連
闘
が
立
樫
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
、
「
中
園
の
憲
政
史
に
つ

い
て
研
究
す
る
場
合
、
時
系
列
的
な
タ
テ
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
園
際
的
な

契
機
と
い
う
ヨ
コ
の
闘
係
も
覗
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と

い
う
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
「
ヨ
コ
の
関
係
」
に
着

目
し
、
「
清
朝
の
憲
政
準
備
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
日
本
の
影
響

の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
」
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
「
日
本
の
影
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響
を
明
治
憲
法
の
候
文
か
ら
直
接
に
把
握
す
る
の
は
、
正
し
い
方
法
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
明
治
憲
法
の
解
稗
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に

も
規
定
さ
れ
て

H
本
の
政
治
は
愛
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
本

書
は
、
清
末
民
初
期
に
お
け
る
日
本
を
通
じ
た
、
権
力
の
組
織
と
作
用
及
び

権
力
相
互
の
関
係
を
規
律
す
る
園
家
の
統
治
の
基
本
を
定
め
た
法
と
し
て
の

憲
法
の
受
容
を
中
心
に
、
「
近
代
法
の
繕
受
」
を
具
程
的
に
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

125 

近
現
代
中
園
で
は
、
ほ
と
ん
ど
憲
法
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
園

民
黛
や
共
産
黛
の
革
命
運
動
が
重
視
さ
れ
、
政
治
が
法
の
権
威
を
上
回
り
、

法
治
枇
舎
が
出
現
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
革
命
史
研
究
で
は
、

憲
法
制
定
史
が
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

評
者
は
一
般
護
者
か
ら
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

「
辛
亥
革
命
の
後
、
憲
法
が
作
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
知
ら

な
か
っ
た
な

1
」o

こ
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
末
の
「
憲
法
大

綱
」
、
一
九
一
一
一
(
中
H

羊
民
園
元
)
年
の
「
中
華
民
国
臨
時
約
法
」
、
会
九
一

四
年
の
「
中
華
民
国
約
法
」
な
ど
が
制
定
さ
れ
た
り
、
一
九
一
一
一
一
年
の
「
天

壇
憲
法
草
案
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
日
本
人
は
多
い
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
国
民
黛
政
権
の
も
と
で
も
憲
法
作
成
が
重
要
課
題
で
あ
り
、

「
五
五
憲
草
」
と
い
わ
れ
る
一
九
三
六
年
の
「
中
華
民
同
憲
法
草
案
」
、
そ

し
て
園
民
選
拳
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
園
民
大
舎
を
通
過
し
て
一
九
四
七
年
に

公
布
さ
れ
た
「
中
華
民
国
憲
法
」
の
存
在
も
知
る
人
は
少
な
い
。
形
式
的
に

は
合
法
的
な
手
績
き
を
経
て
誕
生
し
た
最
後
の
「
中
華
民
国
憲
法
」
は
、
不

幸
に
も
園
共
内
戦
と
い
う
非
常
時
に
成
立
し
た
園
民
黛
版
憲
法
で
あ
っ
た
か

ら
、
慶
く
園
民
的
正
統
性
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
。

二
年
後
に
は
共
産
黛
が
天
下
を
掌
握
す
る
と
い
う
大
韓
換
に
直
面
す
る
こ

と
で
、
こ
う
し
た
憲
政
の
這
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
と
一
括
し
て
否
定
さ

れ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
「
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
」
で
あ

っ
た
が
、
一
議
合
同
政
治
が
共
産
黛
政
治
に
探
摘
さ
れ
て
機
能
し
な
く
な
り
、
憲

法
は
お
題
目
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。
改
革
開
放
政
策
が
始
ま
っ
た
蛍
初
、

滑
稽
に
も
「
共
産
量
…
員
も
憲
法
を
守
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
唱
え
ら

れ
る
ほ
ど
、
憲
法
は
形
骸
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
政
治
状
況
を
反
映
し
て
、
円
本
で
は
本
格
的
な
中
国
憲
政
史
の
研

究
は
遅
れ
て
い
た
。
近
年
、
よ
う
や
く
中
園
近
代
化
に
と
っ
て
の
憲
政
作
業
の

役
割
が
そ
れ
な
り
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
過
去
の
研
究
史
の
弱
黙
を

梯
拭
し
、
こ
れ
か
ら
は
中
岡
憲
政
史
研
究
が
正
嘗
な
地
位
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
書
は
そ
う
し
た
先
駆
的
役
割
を
背
負
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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憲
法
に
闘
す
る
研
究
で
あ
る
と
い
う
と
、
法
問
字
、
憲
法
撃
的
研
究
の
よ
う

に
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
法
向
学
的
な
分
析
で
は
な
い
。
「
本

書
が
な
か
で
も
注
目
し
て
い
る
の
は
、
官
制
の
改
革
で
あ
り
、
立
憲
園
家
形

成
の
た
め
の
準
備
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
中
央
官
制
と
地
方

官
制
の
改
革
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
中
央
省
関
係
の
調

整
を
重
頑
し
て
い
る
」
o

こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
憲
法
そ
の
も
の
の

法
制
史
的
研
究
で
は
な
い
。
む
し
ろ
憲
法
に
よ
っ
て
作
り
附
そ
う
と
し
て
い

る
政
治
制
度
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
の
研
究
で
あ
る
。

意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中
園
は
近
代
的
な
立
憲
的
園
民
園

家
建
設
を
目
指
し
た
と
も
い
え
る
。
だ
と
し
て
も
、
も
と
も
と
庚
大
な
帝
園

的
版
園
を
も
っ
園
家
で
あ
る
か
ら
、
近
代
園
家
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、

集
権
的
で
あ
る
か
、
分
権
的
で
あ
る
か
が
、
園
造
り
の
争
賠
と
な
る
。
異
民
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族
も
含
め
た
中
H

幸
世
界
を
統
合
す
る
中
園
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
永
遠

の
課
題
で
あ
っ
て
、
近
代
国
家
建
設
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

中
国
で
い
う
地
方
と
は
、
基
本
的
に
は
《
省
》
を
基
礎
と
す
る
車
位
で
あ

る
が
、
一
九
二

0
年
代
で
は
「
聯
省
自
治
」
運
動
が
高
ま
っ
て
、
各
省
が
濁

白
な
「
省
憲
法
」
を
制
定
し
、
そ
の
連
邦
と
し
て
の
「
聯
省
憲
法
」
が
中
央

の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
構
想
す
ら
生
ま
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
議
論
で
は

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
政
府
、
連
邦
憲
法
を
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ほ

ど
多
核
な
憲
法
構
想
が
中
園
を
席
巻
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
中
央
官

制
と
地
方
官
制
の
改
革
」
「
中
央
省
関
係
の
調
整
」
は
、
帝
図
的
債
が
り

を
も
っ
た
中
園
に
と
っ
て
、
「
大
一
統
」
を
め
ぐ
る
、
水
遠
の
課
題
で
あ
る
。

2 

中
央
官
制
に
つ
い
て

近
代
国
家
の
政
治
髄
制
(
中
山
人
官
制
)
改
革
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
立
法
府

と
行
政
府
の
微
妙
な
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
あ
る
。
園
舎
重

視
の
議
院
内
閣
制
を
採
用
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
行
政
府
指
導
型
を
採
用
す

る
の
か
。
そ
れ
は
中
園
だ
け
が
直
面
し
た
問
題
で
は
な
い
。
一
九

O
五
年
か

ら
始
ま
っ
た
載
浮
を
中
心
と
す
る
海
外
政
治
覗
察
園
の
報
告
を
も
と
に
、
本

格
的
な
立
憲
樫
制
へ
の
這
が
聞
か
れ
た
。
嗣
察
国
は
日
本
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ

リ
ス
に
汲
遣
さ
れ
た
が
、
「
載
淳
は
日
本
で
の
覗
察
結
呆
が
最
も
参
考
に
な

る
と
考
え
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
蛤
は
五
人
全
員
の
大
臣
に
共
通
し
て
い

た
よ
う
で
、
立
憲
園
'
家
移
行
の
手
順
と
し
て
、
憲
法
の
制
定
と
官
制
の
改
革

に
着
手
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
日
本
の
制
度
を
参
照
す
る
貼
で
、
彼
ら
の
考

え
は
一
致
し
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
で
は
、
一
九

O
六
年
か
ら

O
九
年
に
か
け
て
、
有
賀
長
雄
、
穂
積
八
束
が
達
喜
一
吋
、
李
家
駒

に
た
い
し
、
長
期
の
講
義
を
授
け
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
有
賀
は
、
園
民
黛
が
主
張

す
る
よ
う
な
園
舎
が
優
位
に
立
っ
た
議
院
内
閣
制
の
採
用
に
は
極
力
反
封
し

た
が
、
そ
う
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
大
総
統
制
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
明
治
憲
政
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
中
園
で
も
超
然
内
閣
と
い
う
形
態
で

の
責
任
内
閣
制
の
樹
立
を
勧
め
て
い
た
」

0

「
立
憲
岡
家
中
園
の
中
火
行
政
は

内
閣
を
中
心
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
内
閣
は
持
績
性
と
安

定
性
を
得
る
た
め
に
、
閥
舎
か
ら
の
拘
束
に
で
き
る
だ
け
自
由
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
」

0

中
園
で
は
園
舎
開
設
の
請
願
運
動
も
あ
り
、
清
朝
政
府
は
一
九

O
六
年
に

は
立
憲
政
龍
を
準
備
す
る
約
束
を
上
識
し
、
官
制
改
革
を
審
議
す
る
編
纂
官

制
館
が
置
か
れ
た
。
次
い
で
一
九

O
八
年
に
九
年
間
の
準
備
期
間
を
お
い
て

園
舎
を
開
設
す
る
こ
と
を
決
め
、
立
憲
図
家
へ
の
移
行
を
困
る
た
め
に
憲
政

編
査
館
を
設
置
し
た
。
編
纂
官
制
館
、
憲
政
編
査
館
で
活
躍
し
た
人
物
は
楊

度
、
あ
る
い
は
日
本
官
事
組
の
'
主
[
一
夜
昨
、
正
楽
賓
、
陸
宗
輿
、
苗
日
汝
震
と
い
う

「
四
大
金
剛
」
で
あ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
章
宗
群
、
陸
宗
輿
、
苗
日
汝
森
の
一
一
一

人
は
、
後
の
「
五
回
運
動
」
で
は
、
日
本
に
協
力
し
た
「
責
園
三
官
僚
」
と
し

て
罷
克
、
排
斥
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
革
命
運
動
の
観
貼
か
ら
み
れ
ば
、
憲
政

導
入
へ
の
貢
献
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
高
く
は
評
債
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
「
中
央
官
制
改
革
と
し
て
こ
の
雨
舘
で
提
示
さ
れ
た
責
任
内
閣
制

の
採
刷
は
、
留
向
学
や
講
義
の
聴
講
と
い
う
形
態
で
の
明
治
末
期
の
日
本
憲
政

の
経
験
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
」
と
い
う
。
憲
政
編
査
館
の
構
成
職

員
を
紹
介
し
な
が
ら
、
六
六
%
を
占
め
る
留
皐
経
験
者
の
う
ち
、
八
四
%
が

日
本
留
皐
経
験
者
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
の
憲
政
の
経
験
は
、
日
本
山
田
島
ナ
組

を
通
し
て
中
国
へ
浸
透
し
た
こ
と
の
意
義
は
高
い
と
い
う
頑
貼
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
第
四
章
で
は
、
官
制
改
革
に
影
響
を
輿
え
た
日
本
・
日
本
人
の

役
割
、
日
本
人
の
見
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
服
部
宇
之
吉
、

大
隈
重
信
、
有
賀
長
雄
、
青
柳
篤
恒
を
あ
げ
、
「
清
朝
が
海
外
に
汲
遣
し
た

政
治
・
憲
政
覗
察
大
臣
や
日
本
に
留
学
し
憲
政
準
備
の
事
務
を
捨
賞
し
た

人
々
の
改
革
論
は
、
明
治
憲
法
そ
の
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、

自
園
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
日
本
の
政
治
家
や
撃
者
の
講
演
、
講
義
、
著
書
お
よ

び
論
文
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導

き
出
し
て
い
る
。
日
本
側
も
、
集
権
的
な
君
主
大
権
を
強
調
す
る
説
も
あ
れ
ば
、

責
任
内
閣
制
を
訴
え
る
説
も
あ
り
、
地
方
分
権
説
、
連
邦
制
を
唱
え
る
説
も
あ

っ
た
。
「
常
時
の
中
園
の
立
憲
主
義
者
た
ち
は
、
政
権
内
部
の
人
々
も
含
め
て
、

一
般
に
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
日
本
モ
デ
ル
を
首
然
の
前
提
と
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
豊
か
な
選
揮
肢
の
な
か
で
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
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も
と
も
と
明
治
憲
法
に
は
内
閣
に
闘
す
る
規
定
が
な
く
、
清
朝
が
海
外
政

治
副
察
関
・
憲
政
視
察
園
を
採
遣
し
た
頃
の
日
本
で
は
「
内
閣
政
治
」
的
な

憲
法
解
樺
が
強
く
な
り
、
内
閣
に
つ
い
て
も
総
理
大
臣
を
中
心
と
す
る
連
帯

性
の
強
化
に
向
け
て
制
度
改
革
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
法
撃

者
を
通
じ
て
停
授
さ
れ
た
内
閣
制
度
も
一
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
海
外

政
治
覗
察
圏
・
憲
政
覗
察
圏
に
封
し
て
講
義
を
行
っ
た
穂
積
八
束
に
と
っ
て
、

行
政
権
は
天
皇
親
政
と
し
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

機
闘
が
国
務
大
臣
で
あ
り
極
需
院
で
あ
っ
た
。
行
政
権
が
君
主
大
権
と
同
一

視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
有
賀
長
雄
に
と
っ
て
、
国
務
大
臣
は
天
皇
の
命
令
に
紹
封
に
服

従
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
の
命
令
に
針
し
て
責
任
の
負
捨
が
可
能
で
は

な
い
場
合
に
は
背
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
辞
職
す
る
自
由
を
有
す
る
の

で
「
立
憲
政
樫
ノ
賓
」
が
備
わ
る
こ
と
に
な
り
、
岡
務
の
責
任
を
内
閣
に
負

わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
皇
位
へ
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
(
間
接
統
治

ノ
妙
用
)
、
君
主
が
年
少
の
場
合
や
君
主
に
才
徳
が
無
い
場
合
で
も
図
が
乱

れ
る
こ
と
が
な
い
(
間
接
統
治
ノ
一
徳
)
と
し
た
。
君
主
は
消
極
的
に
園
務

に
閥
奥
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
二
つ
の
行
政
シ
ス
テ
ム
が
、

税
察
闘
に
よ
っ
て
肖
質
的
に
匝
別
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
と
も
か

く
と
し
て
、
政
治
頑
察
圏
が
婦
園
し
た
後
の
中
凶
で
、
立
憲
凶
家
移
行
の
二

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
『
園
舎
』
と
『
責
任
内
閣
』
の
う
ち
、
後
者
は

有
賀
と
の
接
鰯
に
よ
っ
て
こ
そ
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
o

「
近
代
法
の
継
受
」
と
い
う
覗
黙
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
日
本
を
通
じ
て

内
閣
制
度
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
中
国
の
園
情
な
ど
に
合
わ
せ
て

ど
こ
を
愛
容
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
政
編
査
官
の
行
走
に
任

命
さ
れ
た
楊
度
は
、
全
岡
の
利
害
を
調
整
で
き
る
岡
舎
を
開
設
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
集
権
的
性
格
を
有
す
る
内
閣
制
の
創
設
を
賓
現
し
よ
う
と
し
た
。

も
っ
と
も
楊
度
は
、
中
央
集
権
を
追
求
す
る
傾
向
が
強
く
、
地
方
官
制
へ
の

関
心
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
楊
度
に
代
わ
り
指
導
力
を
後
揮
し
た
李

家
駒
は
、
有
賀
の
講
義
か
ら
不
唆
を
得
て
い
た
。
有
賀
は
内
閣
政
治
の
重
要

性
を
説
い
て
い
た
が
、
明
治
憲
政
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
を
勧
め
た
の

で
は
な
く
、
中
国
の
省
制
の
歴
史
的
由
来
に
注
意
を
挽
い
、
日
本
の
よ
う
な

集
権
的
立
憲
政
治
の
採
用
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
有

賀
の
示
唆
を
受
け
て
、
李
家
駒
は
官
制
改
革
案
を
提
示
し
た
。
清
末
民
初
期

に
は
、
日
本
人
法
皐
者
と
の
交
流
な
ど
を
通
じ
て
、
日
本
か
ら
の
内
閣
制
度

な
ど
に
閲
す
る
且
ハ
躍
的
な
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
君
主
に
到
す
る
輔
弼
の
あ
り
方
、
総
理
大
臣
の
位
置
付
け
、
園

務
大
臣
の
副
署
の
音
信
少
な
ど
内
閣
の
責
任
の
所
在
な
ど
に
闘
し
て
慶
親
王
突
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助
に
よ
り
上
奏
さ
れ
た
「
内
閣
官
制
草
案
」
に
謝
し
て
、
地
方
官
で
あ
る
御

史
の
越
伺
麟
は
「
官
制
改
革
案
が
十
数
人
の
若
輩
の
日
本
留
皐
経
験
者
に
よ

っ
て
立
案
さ
れ
た
経
緯
」
を
批
判
し
、
「
集
権
的
な
内
閣
の
設
置
に
よ
っ
て

君
主
権
が
形
骸
化
す
る
」
と
強
力
に
反
封
し
た
。
御
史
の
意
見
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
清
朝
の
君
主
権
が
「
中
央
の
内
部
の
あ
る
い

は
中
火
と
地
方
の
官
僚
が
相
互
に
牽
制
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

い
た
」
か
ら
で
あ
る
。

3 

地
方
官
制
に
つ
い
て

清
朝
末
期
、
各
省
を
軍
事
的
に
も
統
率
す
る
線
督
、
巡
撫
の
地
方
官
の
力

が
そ
れ
ぞ
れ
墓
一
顕
し
て
い
た
。
近
代
統
一
岡
家
と
し
て
は
、
い
か
に
地
方
宵

を
中
心
人
に
総
合
す
る
か
、
他
方
、
地
方
議
舎
の
導
入
に
よ
る
地
方
自
治
制
度

を
築
き
上
げ
る
か
、
地
方
官
制
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
と
こ
ろ
は
多
か
っ
た
。

特
に
省
行
政
組
織
を
い
か
に
編
成
し
、
い
か
な
る
権
限
を
付
輿
す
る
か
は
中

華
民
国
の
建
設
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
は
清
朝
の
権

力
の
中
植
を
暴
力
的
に
破
壊
し
た
わ
け
で
な
く
、
各
省
が
「
調
立
」
を
宣
言

し
、
地
方
が
清
朝
の
統
治
機
構
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
事
態
を
前
提
と
し
て

い
た
か
ら
だ
。

中
山
火
と
地
方
の
行
政
権
限
の
調
整
を
本
格
的
に
議
論
し
た
の
は
、
李
家
駒

で
あ
る
。
李
家
駒
が
提
調
に
就
任
し
た
後
、
憲
政
編
査
館
で
構
想
さ
れ
た
地

方
官
制
は
、
省
制
の
存
績
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
長
官
の
行
政
権
限
を
内

務
行
政
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
で
は
名

稽
の
愛
更
と
い
っ
た
程
度
の
行
政
機
関
の
改
組
が
行
わ
れ
、
集
権
的
行
政
府

が
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
地
方
官
制
改
革
案
の
作

成
が
始
め
ら
れ
た
の
で
、
中
央
と
地
方
の
行
政
権
限
の
調
整
は
非
常
に
難
し

か
っ
た
。
督
撫
の
な
か
に
は
、
中
央
政
府
が
地
方
官
制
改
革
に
よ
り
凶
牧
し

た
地
方
の
行
政
権
限
を
有
数
に
行
使
で
き
る
と
い
う
信
頼
性
が
鉄
如
し
て
い

た
。
初
め
て
創
設
さ
れ
た
内
閣
は
「
皇
族
内
閣
」
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
た
政

策
遂
行
と
連
帯
し
た
責
任
負
捨
と
い
う
内
賓
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
中

央
に
お
け
る
責
任
内
閣
の
飲
如
は
、
省
政
の
遂
行
を
め
ぐ
る
制
度
の
安
定
的

運
用
を
困
難
に
す
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
っ
た
。

一
九

O
七
年
、
「
各
省
官
制
通
則
」
が
公
布
さ
れ
、
地
方
官
制
改
革
が
着

手
さ
れ
た
。
し
か
し
焦
黙
は
、
地
方
議
舎
の
開
設
で
あ
る
。
省
レ
ベ
ル
の
立

法
機
関
と
し
て
の
「
諮
議
局
」
は
、
そ
の
後
に
辛
亥
革
命
の
一
翼
を
捨
っ
た

こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
各
省
で
諮
議
局
開
設
の
動
き
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
う

し
た
各
省
の
自
立
的
な
動
き
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
中
央
政
府
で
は
統
一
的

な
諮
議
局
章
程
の
制
定
を
念
い
だ
。
と
こ
ろ
が
、
辛
亥
革
命
が
勃
愛
し
た
清

朝
末
期
、
清
の
中
央
政
府
に
は
各
省
を
統
率
で
き
る
集
権
的
な
パ
ワ
ー
は
な

く
、
各
省
が
ば
ら
ば
ら
に
濁
立
を
宣
言
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
は

地
方
か
ら
始
ま
っ
た
叛
乱
で
あ
っ
た
。
叛
乱
の
主
役
の
一
つ
が
諮
議
局
で
あ

っ
た
。
省
政
に
関
わ
る
立
法
機
関
と
し
て
開
設
さ
れ
た
諮
議
局
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
到
時
し
て
省
行
政
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
個
々
の
地
方
官
で
は
な
く
、

組
織
的
に
統
一
的
に
政
治
意
思
を
形
成
し
、
遂
行
す
る
省
政
府
を
編
成
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

「
各
省
官
制
通
則
」
に
は
、
「
行
政
舎
議
厩
」
と
い
う
名
稽
で
の
、
督
撫

を
中
心
と
す
る
合
議
制
の
形
態
を
有
し
た
行
政
組
織
の
設
置
が
規
定
さ
れ
た
。

賓
際
、
一
部
の
省
で
は
、
省
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
と
し
て
の
「
行
政
令
議

鷹
」
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
「
束
三
省
、
直
隷
省
、
江
蘇
省
で
は
諮
議
局

の
開
局
に
先
立
っ
て
舎
議
聴
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
に
ほ
ぼ
共
逼
し
て
み
ら

れ
る
動
機
は
、
疑
似
機
関
の
開
設
に
備
え
た
省
内
行
政
の
組
織
化
で
あ
り
統
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一
化
で
あ
っ
た

0

・
:
・
む
し
ろ
省
政
の
組
織
化
と
統
一
化
が
中
央
に
先
行
し

て
進
ん
で
い
た
こ
と
を
不
し
て
い
る
」
o

舎
議
磨
の
念
速
な
設
置
の
背
景
に

は
、
省
の
議
舎
に
相
嘗
す
る
諮
議
局
の
創
設
に
封
峠
し
て
、
省
行
政
の
組
織

的
整
備
を
促
準
し
よ
う
と
す
る
督
撫
た
ち
の
意
園
が
あ
っ
た
。
各
省
で
は
行

政
合
同
議
一
憾
の
整
備
が
進
み
、
そ
れ
が
諮
議
局
と
制
度
的
に
封
峠
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
省
政
の
組
織
的
展
開
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
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行
政
と
は
、
す
べ
て
の
園
家
作
出
の
う
ち
『
止
法
と
司
法
を
除
い
た
残
り
の

作
用
で
あ
る
と
解
す
る
控
除
説
(
消
極
説
)
を
踏
ま
え
る
と
、
清
末
民
初
期

に
お
け
る
行
政
と
司
法
の
闘
係
は
、
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慶
親
王
ら
に
よ
っ
て
上
奏
さ
れ
た
官
制
改
革
案
で
は
、

行
政
、
立
法
、
司
法
の
重
複
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、

湖
慶
総
督
・
張
之
洞
は
、
省
行
政
の
改
革
に
関
し
て
「
州
牒
等
の
行
政
官
が

司
法
に
閥
奥
し
な
い
状
態
で
は
、
放
呆
的
な
行
政
の
運
管
は
困
難
で
あ
」
り
、

「
行
政
と
司
法
の
分
離
も
す
ぐ
に
着
手
す
る
の
は
困
難
だ
」
と
い
う
。
と
こ

ろ
が
「
各
省
官
制
通
則
」
に
添
付
さ
れ
た
地
方
官
制
改
革
案
作
成
の
基
本
方

針
の
な
か
で
は
、
州
牒
に
審
判
躍
を
設
置
し
て
州
際
の
長
官
を
訴
訟
事
務
か

ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
行
政
事
務
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
の
で
あ

る
、
と
述
べ
ら
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
中
心
人
に
お
け
る
行
政
と
司
法
の
関
係
、
地
方
に
お
け
る
そ
れ

ら
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
行

政
と
司
法
の
権
限
の
分
離
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
中
央
の
司
法
と
地
方
の
そ
れ
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
司
法
も
紛
争
解
決
な
ど
を
通
じ
て

行
政
の
行
潟
を
統
制
で
き
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
集
権
的
な
強
い
政

府
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
清
末
民
初
期
に
お
け
る
行
政
と
司
法
の
関
係
も

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

4 

中
華
民
国
誕
生
後
の
哀
世
凱
政
権
の
憲
政
状
況

本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
、
憲
政
運
動
に
お
け
る
辛
亥
革
命
、
す
な
わ
ち
帝

制
園
家
か
ら
共
和
園
家
へ
の
轄
換
の
意
義
を
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
立
憲
君
主
制
で
あ
る
か
、
立
憲
共
和
制
で
あ
る
か
、

そ
の
遠
い
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帝
制
園

家
で
あ
ろ
う
が
、
共
和
岡
家
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
省
を
抱
え
た
帝
図
的
底

が
り
を
も
っ
た
中
園
を
い
か
に
統
治
し
、
安
定
し
た
新
園
家
を
築
き
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
関
心
は
愛
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
八
立
早
か
ら
は
、
表
世
凱
が
招
聴
し
た
外
園
人
顧
問
の
役
割
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
有
賀
長
雄
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
よ

く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
京
に
呼
ば
れ
た
有
賀
は
憲
法
研
究
談
話
舎
を

聞
い
て
、
憲
法
制
定
作
業
を
始
め
た
。
そ
こ
に
参
加
し
た
の
は
、
「
大
理
院

院
長
の
章
宗
群
、
参
議
院
議
員
の
曹
汝
森
、
財
政
部
顧
問
の
陸
宗
輿
、
衆
議

院
議
員
の
迂
築
賓
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
有
賀
長
雄
と
い
い
、
奮
「
回
大
金

剛
」
と
い
い
、
時
代
は
愛
わ
っ
て
も
役
者
は
総
長
わ
ら
な
か
っ
た
。

中
華
民
同
初
期
の
激
動
は
、
衰
世
凱
の
大
総
統
就
任
で
、
孫
文
ら
の
革
命

理
念
が
挫
折
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
善

悪
二
一
冗
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
今
や
蛍
然
で
あ
る
。
孫

文
ら
革
命
汲
も
合
め
て
、
こ
の
時
代
の
一
致
し
た
考
え
は
、
「
現
代
の
中
園

が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
強
力
な
政
府
の
創
出
に
求
め
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
政
府
を
作
り
だ
す
た
め
に
、
憲
法
が
い
か
な
る
政

治
飽
制
を
保
詮
す
る
か
が
、
焦
眉
の
議
論
で
あ
っ
た
。
大
総
統
主
導
か
、
園
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務
院
首
相
主
導
か
、
そ
し
て
岡
舎
の
牽
制
力
を
い
か
に
定
め
る
か
、
こ
う
し

た
政
治
問
題
が
、
ま
さ
に
憲
政
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
論
争
で
あ
っ
た
。

「
憲
法
の
起
草
を
め
ぐ
る
意
見
の
遣
い
は
、
結
局
は
行
政
権
が
大
総
統
に

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
園
務
院
に
あ
る
の
か
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
が

解
決
す
れ
ば
、
他
の
問
題
は
自
ず
か
ら
解
決
す
る
。
ま
た
新
た
に
組
織
さ
れ

る
内
閣
が
『
政
黛
的
』
か
『
超
然
的
』
か
も
憲
法
の
内
容
に
よ
る
。
憲
法
が

臨
時
約
法
と
同
一
の
性
格
を
有
し
て
お
れ
ば
、
内
閣
は
前
者
に
な
る
が
、
大

い
に
異
な
れ
ば
後
者
と
な
る
」
o

こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
顧
問
の
グ
ッ
ド
ナ
ウ
、
フ
ラ
ン
ス
人
顧
問
の
パ

ラ
ウ
ド
、
イ
ギ
リ
ス
人
顧
問
の
ピ
ゴ
ッ
ト
、
そ
し
て
日
本
人
顧
問
の
有
賀
長

雄
の
異
な
っ
た
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
外
国
人
顧
問
に
共
通
し
て
い
た

の
は
、
強
力
で
持
績
的
な
政
府
の
重
頑
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
を
求

め
る
背
景
に
は
、
釘
外
的
信
用
の
確
保
で
あ
り
、
中
華
民
国
成
立
か
ら
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
内
閣
の
交
替
に
見
ら
れ
る
不
安
定
な
政
治
の
克
服
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
強
固
で
安
定
し
た
政
府
を
い
か
に
し
て
賓
現
す
る
か
と
い
う
貼
で
、

外
岡
人
顧
問
の
聞
で
の
考
え
方
は
異
な
っ
て
い
た
。
有
賀
の
中
華
民
国
憲
法

制
定
に
関
す
る
基
本
的
態
度
は
、
「
革
命
」
の
歴
史
と
祉
舎
の
賓
情
を
尊
重

す
べ
き
で
、
車
純
に
欧
米
の
憲
法
、
具
程
的
に
は
米
悌
の
制
度
を
員
似
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
を
み
る
と
、
あ
る
意
味
で
憲

政
を
め
ぐ
る
百
家
争
鳴
状
況
で
あ
り
、
哀
世
凱
が
民
主
的
な
憲
政
運
動
を
弾

匿
し
、
園
舎
を
解
散
さ
せ
て
帝
制
を
復
活
さ
せ
た
「
悪
玉
」
と
し
て
語
る
の

は
、
結
果
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
そ
こ
に
至
る
過
程
を
無
親
し
た
暴
論
で
あ

る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。

中
華
民
岡
の
成
立
以
後
、
大
総
統
制
と
内
閣
制
と
い
う
行
政
組
織
の
編
成

方
針
、
そ
の
行
政
組
織
と
園
舎
と
の
閥
係
等
、
中
央
の
政
治
制
度
を
め
ぐ
る

議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
川
幸
民
園
建
国
以
来
、
行
政
権
限
を
め
ぐ

っ
て
総
統
府
と
園
務
院
は
安
定
性
を
放
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
辛
亥
革
命
は

清
朝
の
権
力
の
中
植
を
暴
力
的
に
破
壊
し
た
わ
け
で
な
く
、
各
省
が
「
濁

立
」
を
宣
言
し
、
地
方
が
清
朝
の
統
治
機
構
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
事
態
を

前
提
と
し
て
い
た
の
で
、
中
華
民
国
の
新
た
な
制
度
的
整
備
も
各
省
ご
と
に

ま
ず
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
中
央
行
政
府
の
意
思
決
定
に

地
方
の
意
向
が
動
員
さ
れ
や
す
い
と
い
う
制
度
上
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
建
国
し
た
ば
か
り
の
中
H

幸
氏
園
に
と
っ
て
、
中
央
と
地
方
の
行

政
権
限
の
配
分
の
問
題
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
地
方
行
政
に
つ
い

て
は
官
職
名
や
権
限
が
多
様
で
あ
り
、
遁
以
下
の
行
政
匝
域
に
つ
い
て
は
任
意

に
存
廃
・
改
駁
が
行
わ
れ
、
き
わ
め
て
混
乱
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
だ
け
で
な
く
、
政
治
意
思
の
決
定
構
造
に
も
大
き

な
問
題
が
見
ら
れ
た
。
正
式
な
政
府
と
園
舎
が
成
立
す
る
ま
で
の
臨
時
政
府
と

参
議
院
の
時
期
か
ら
、
地
方
制
度
の
策
定
と
中
央
と
の
聞
に
お
け
る
有
効
な
連

携
を
可
能
に
す
る
法
制
面
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
強
力
な
権
力

的
中
枢
が
生
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
動
機
に
基
づ
き
清
朝
の
統

治
か
ら
離
脱
し
て
い
っ
た
地
方
の
同
意
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。

地
方
制
度
の
編
成
が
い
か
に
難
題
で
あ
っ
た
か
は
、
「
総
統
府
・
閥
務
院

と
参
議
院
お
よ
び
そ
の
内
部
の
各
黛
汲
、
都
督
等
軍
事
・
行
政
長
官
と
省
議

合
同
と
い
っ
た
中
央
・
地
方
の
行
政
・
立
法
組
織
聞
に
お
け
る
合
憲
形
成
の
見

通
し
が
立
た
な
い
ま
ま
に
、
法
制
局
を
中
心
に
制
度
案
が
繰
り
返
し
起
草
さ

れ
た
」
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
地
方
制
度
案
を
め
ぐ
る
封
立
の
争
貼
と
し

て
、
根
本
に
あ
っ
た
問
題
は
、
省
制
維
持
の
可
否
と
地
方
に
お
け
る
「
官
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治
」
と
「
自
治
」
の
関
係
で
あ
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
新
た
な
地
方
制
度
は
一
九
一
一
一
年
中
に
は
賓
現
せ
ず
、

翌
年
一
月
に
な
っ
て
、
現
朕
を
前
提
に
官
職
名
等
の
形
式
的
統
一
だ
け
を
園

る
「
暫
行
書
二
地
方
官
制
令
」
な
ど
が
大
線
統
令
と
し
て
出
さ
れ
た
。
本
書

は
、
内
閣
の
脆
弱
さ
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
政
策
決
定
過
程
の
複
雑
化
・
不

安
定
化
、
表
世
凱
が
各
省
に
代
表
の
汲
遣
を
求
め
行
政
諮
拘
庭
を
設
置
し
た

こ
と
が
地
方
制
度
を
書
一
定
で
き
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
政
策
決
定

過
程
が
複
雑
化
し
、
そ
こ
に
作
用
す
る
様
々
な
政
治
的
意
思
が
相
互
に
制
約

し
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
調
整
し
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
を
「
政
務

を
嫡
総
覧
す
る
」
大
総
統
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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本
書
の
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
有
賀
は
、
岡
民
黛
が
主
張
す
る
よ
う
な
園
舎
が
優
位
に
立
っ
た
議
院
内

閣
制
の
採
用
に
は
極
力
反
針
し
た
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
大
線
統
制
を

主
張
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
明
治
憲
政
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
中

国
で
も
超
然
内
閣
と
い
う
形
態
で
の
責
任
内
閣
制
の
樹
立
を
勧
め
て
い
た
。

:
:
立
憲
園
家
中
園
の
中
央
政
府
は
内
閑
を
中
心
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
内
閣
は
持
績
性
と
安
定
性
を
得
る
た
め
に
、
園
舎
か
ら
の
拘

束
に
で
き
る
だ
け
白
白
で
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

0

中
国
の
憲
政
史
上
、
日
本
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
の
経
緯
と
所
以

に
つ
い
て
、
本
書
で
つ
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
憲
政
運
動
は
革
命
運
動
に
翻
弄
さ
れ
て
十
分
な
成
果
を
L
L
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
現
賓
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
の
経
緯
の
説
明
が
欲
し
か
っ
た
。

著
者
は
、
そ
れ
は
革
命
史
研
究
が
捨
う
役
割
で
あ
っ
て
、
「
明
治
憲
政
と
近

代
中
園
」
と
い
う
副
題
の
研
究
で
は
、
領
域
外
で
あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
一
九
一
一
一
年
一
月
に
中
華
民
国
が
誕
生
し
、
孫
文
が
就
任
し

た
の
は
南
京
臨
時
政
府
の
臨
時
大
総
統
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
月
に
孫
文
は

臨
時
大
総
統
を
僻
職
し
、
哀
世
凱
に
そ
の
地
位
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大

総
統
制
の
も
と
で
、
憲
政
へ
の
志
向
と
逆
流
が
進
め
ら
れ
た
。
で
は
中
華
民

国
建
園
心
田
初
、
内
閣
制
で
は
な
く
、
大
総
統
制
が
採
用
さ
れ
た
の
は
何
故
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
大
総
統
制
と
内
閣
制
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
説
明
が
加
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
立
法
権
と
行
政
権
の
閥
係
な
ど
に

関
す
る
議
論
が
な
お
豊
か
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
央
官
制
や
地
方
官
制
の
改
革
に
着
目
す
る
と
、
君
主

権
の
な
か
か
ら
立
法
権
と
行
政
権
(
中
央
政
府
及
び
地
方
政
府
)
を
分
離
す

る
た
め
の
粁
絵
曲
折
の
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
清
末
民

初
期
に
お
け
る
近
代
岡
家
形
成
の
際
の
図
家
作
用
の
分
化
の
過
程
を
具
躍
的

に
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
清
朝
の
園
政
上
の
諸
問
題
や

そ
の
後
の
中
園
が
追
求
し
績
け
た
政
治
課
題
と
の
閥
連
性
に
着
目
す
る
な
ら

ば
、
清
朝
に
代
わ
る
新
た
な
園
家
形
成
こ
そ
が
重
要
な
テ
l
マ
で
あ
っ
た
。

新
た
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
権
内
外
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
期
待
さ

れ
た
の
が
、
君
主
制
か
共
和
制
か
と
い
っ
た
形
態
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
憲

法
に
よ
り
岡
家
の
統
治
の
基
本
が
定
め
ら
れ
る
立
憲
園
'
家
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
間
違
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
治
末
民
初
期
に
お
け
る
政
治
課
題
を
「
革

命
」
で
は
な
く
立
憲
凶
家
の
形
成
に
設
定
し
て
政
治
史
を
描
く
こ
と
で
、
二

O
世
紀
最
初
の
一

0
年
間
の
歴
史
と
中
華
民
国
史
を
連
績
的
に
捉
え
る
と
い

う
こ
と
は
充
分
に
達
成
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
過
去
を
離
れ
た
現
在

は
な
く
、
経
験
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
過
去
は
現
在
に
生
き
る
。
問
題
は
、

経
験
の
は
た
ら
き
を
曇
り
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
」
(
大
石
異
『
日
本
憲
法
史
』
)

0

過
去
と
現
在
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
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忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二
O
O九
年
五
月
京
都

A
五

判

四

0
0頁
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