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【
要
約
】
　
東
方
会
は
三
〇
年
代
に
籏
生
し
た
群
小
国
家
主
義
政
党
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
同
党
の
特
微
は
、
そ
の
編
成
時
に
お
け
る
指
導
的
メ
ン
バ
ー
の
大

多
数
が
二
〇
年
代
に
は
憲
政
会
1
1
民
政
党
に
属
し
、
政
治
思
想
的
に
は
民
本
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
中
野
正
剛
を
代
目
格
と
す

る
同
党
の
指
導
メ
ン
バ
ー
は
民
政
党
時
代
に
は
比
較
的
自
由
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
の
だ
が
、
大
恐
慌
と
「
満
州
事
変
」
を
経
る
過
程
で
、

そ
の
民
本
主
義
的
立
会
を
放
棄
し
、
そ
れ
に
代
え
て
「
ア
ジ
ア
・
ブ
ロ
ッ
ク
」
　
「
統
制
経
済
」
　
「
強
力
政
治
」
を
三
本
の
柱
と
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
政

治
理
念
を
う
ち
だ
し
た
。
協
力
内
閣
運
動
に
失
敗
し
て
民
政
党
を
離
れ
た
彼
等
は
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
の
成
果
に
学
ん
で
、
自
ら
大
衆
動
員
力

を
も
つ
フ
ァ
ッ
シ
a
政
党
の
組
織
化
に
の
り
だ
し
、
東
方
会
を
結
成
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
来
歴
を
も
つ
東
方
会
は
、
国
家
社
会
主

義
化
し
た
社
会
大
衆
党
と
並
ん
で
、
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
色
彩
の
最
も
尖
鋭
な
団
体
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
東
方
会
の
う
ち
に
、
二
〇
年

代
に
は
民
本
主
義
を
支
持
し
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
政
治
勢
力
の
フ
ァ
ヅ
シ
ョ
化
の
過
程
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
の
考
え
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
民
政

党
脱
党
よ
り
東
方
会
成
立
前
後
ま
で
の
彼
等
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
［
巻
四
号
　
一
九
七
八
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
東
方
会
と
は
二
・
二
六
事
件
後
に
政
党
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
、
太
平
洋
戦
争
中
に
東
条
内
閣
の
弾
圧
を
被
っ
て
壊
滅
す
る
ま
で
、
ほ
ぼ
七

年
半
に
わ
た
っ
て
活
動
を
続
け
た
国
家
主
義
政
党
で
あ
る
。
こ
の
小
政
党
の
動
向
を
実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
が
、
な

に
ゆ
え
に
か
か
る
特
殊
な
団
体
を
研
究
の
対
象
と
七
た
の
か
、
ま
ず
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
r
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
東
方
会
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
」
（
兼
近
輝
雄
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
既
成
政
党
（
民
政
党
）
を
脱
党
し
た
代
議
士
が
中
心
と

な
っ
て
結
成
し
た
団
体
と
い
う
点
で
、
他
の
国
家
主
義
政
党
に
は
み
ら
れ
ぬ
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
党
党
首
の
中
野
正
剛
の
政
治
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的
経
歴
を
み
れ
ば
そ
の
特
異
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
第
一
次
護
憲
運
動
の
時
期
に
護
憲
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
と
し
て
出
発
、

一
九
一
九
年
に
は
民
本
主
義
的
結
社
改
造
同
盟
に
参
加
し
た
。
翌
年
に
は
普
選
即
行
と
シ
ベ
リ
ア
出
兵
反
対
を
唱
え
て
代
議
士
に
初
当
選
（
無

所
属
）
す
る
が
、
の
ち
革
新
倶
楽
部
に
属
し
た
。
福
岡
に
生
ま
れ
、
幼
時
よ
り
玄
洋
社
的
気
風
の
影
響
を
受
け
つ
つ
育
っ
た
中
野
で
は
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
、
木
坂
順
一
郎
氏
も
い
う
よ
う
に
、
　
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
一
人
と
し
て
、
議
会

内
旨
左
派
の
一
人
と
し
て
、
と
き
に
は
社
会
主
義
者
と
さ
え
接
触
し
な
が
ら
社
会
に
お
け
る
罠
本
主
義
的
風
潮
の
先
頭
に
た
っ
て
活
躍
し
た
」

　
　
　
　
②

の
で
あ
っ
た
。

　
護
憲
三
派
内
閣
成
立
の
直
前
に
、
中
野
は
そ
れ
ま
で
非
難
を
し
て
や
ま
な
か
っ
た
既
成
政
党
の
ひ
と
っ
た
る
憲
政
会
へ
転
じ
、
そ
の
立
場
を

変
え
た
が
、
そ
れ
で
も
一
九
三
一
年
末
に
民
政
党
を
離
れ
る
ま
で
は
、
同
党
を
代
表
す
る
自
由
主
義
的
少
壮
代
議
士
の
一
人
と
し
て
、
同
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

イ
メ
ー
ジ
を
「
”
進
歩
的
”
な
ら
し
め
る
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。
」
こ
う
い
つ
た
傾
向
は
決
し
て
中
野
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
彼
ほ
ど
鮮
明
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
東
方
会
の
指
導
部
に
ほ
ぼ
共
通
の
傾
向
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
の
多
く
は
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

政
党
に
籍
を
置
き
、
し
か
も
「
議
会
中
心
主
義
」
に
比
較
的
忠
実
と
い
わ
れ
る
党
内
少
壮
派
に
属
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
中
野
を
は
じ
め
と
す

る
東
方
会
の
指
導
部
分
は
、
た
と
え
民
本
主
義
と
い
う
特
殊
な
形
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
一
〇
・
二
〇
年
代
に
は
近
代
的
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
政
治
理
念
を
奉
ず
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
は
政
党
フ
ァ
ヴ
シ
ョ
化
の
諸
矢
と
な
っ
た
協
力
内
閣
運
動
の
積
極
的
推
進
者
と
な
り
、
　
「
政
党
政
治
」
崩
壊
の
先

駆
け
を
は
た
し
た
ば
が
り
か
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
ナ
チ
ス
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
を
範
型
に
し
て
、
小
規
模
な
が
ら
東
方
会
と
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
党

を
組
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
民
本
主
義
↓
国
家
社
会
主
義
と
い
う
軌
跡
を
描
い
た
政
治
集
団
の
個
別
的
な
研
究
を
通
じ
て
、
一
〇
・
二
〇
年
代
に
は
民
本
主

義
的
潮
流
の
大
き
な
部
分
を
形
づ
く
っ
て
い
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
政
治
勢
力
の
、
三
〇
年
代
に
お
け
る
動
向
と
そ

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
の
類
型
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
実
は
本
稿
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
民
本
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主
義
者
が
東
方
会
の
道
を
辿
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
政
党
政
治
家
一
般
の
動
向
か
ら
み
れ
ば
、
東
方
会
な
ど
は
極
め
て
極
端
で
、
例
外
的

な
存
在
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
少
数
の
例
外
や
、
途
中
で
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
老
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
者
を
除
く
す
べ
て
の

政
治
勢
力
の
行
き
着
い
た
先
が
あ
の
大
政
翼
賛
会
だ
っ
た
と
い
う
現
実
を
思
い
や
る
な
ら
ば
、
極
端
で
、
例
外
的
で
、
特
殊
な
存
在
こ
そ
、
か

え
っ
て
其
の
他
の
一
般
的
な
動
向
を
映
し
だ
し
う
る
鏡
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
右
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
た
め
、
こ
こ
で
は
七
年
半
に
わ
た
る
東
方
会
の
全
活
動
詳
聞
に
わ
た
っ
て
全
般
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
や
め
て
、

も
っ
ぱ
ら
中
野
一
派
の
民
政
党
脱
党
か
ら
、
東
方
会
が
政
党
と
し
て
の
自
己
を
確
立
す
る
三
六
・
七
年
頃
ま
で
に
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
範
囲
で
で
き
る
だ
け
詳
し
く
東
方
会
の
組
織
・
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
後
の
時
期
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

　
①
　
兼
近
輝
雄
「
中
野
正
剛
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
思
想
ω
」
（
『
早
稲
田
政
治
経
済
雑
誌
』
　
　
　
　
　
・
軍
事
的
側
面
に
直
通
す
る
「
農
本
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
独

　
　
一
九
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
型
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
党
に
近
い
「
社
会
フ
ァ
シ
ス
ト
（
擬
似
近
代
フ
ァ
シ
ス
ト
）
」

②
　
木
坂
順
一
郎
「
中
野
誰
堅
剛
剛
論
…
口
」
　
（
『
瓢
田
谷
法
学
』
六
一
一
）
。
　
な
お
中
野
に
つ

　
い
て
は
猪
俣
敬
太
郎
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』
（
一
九
六
四
）
　
中
野
泰
雄
『
政
治
家

　
中
野
正
剛
上
・
下
』
　
（
一
九
七
一
）
の
二
つ
の
伝
記
が
あ
る
。

③
　
伊
藤
隆
『
昭
和
初
期
政
治
史
研
究
』
（
一
九
六
九
）
　
一
一
九
頁
。

④
　
民
政
党
少
壮
派
に
ヶ
い
て
は
、
伊
藤
前
掲
書
の
ほ
か
、
松
尾
尊
禿
「
政
友
会
と

　
民
政
野
心
」
　
（
岩
波
舳
講
座
『
日
本
軍
一
言
1
9
』
　
一
九
七
六
）
第
一
一
叢
果
参
照
。

⑤
　
主
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
く
。
憲
政
会
入

　
党
以
前
の
中
野
に
限
れ
ば
木
坂
前
掲
論
文
、
同
e
（
『
龍
谷
法
学
』
三
－
二
）
が

　
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
三
〇
年
代
の
中
野
ほ
東
方
会
の
政
治

　
思
想
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
吉
本
隆
明
「
日
本
フ
ァ
シ
ス
ト
の
原
像
」

　
（
『
現
代
の
発
見
三
』
一
九
六
〇
）
と
兼
近
前
掲
論
文
、
同
㈲
（
『
早
稲
田
政
治
経

　
済
雑
誌
』
一
一
三
四
）
と
が
あ
る
。
吉
本
氏
は
中
野
卸
東
方
会
を
天
皇
制
の
封
建
的

と
規
定
し
て
お
り
、
東
方
会
を
独
伊
型
に
近
い
、
よ
り
近
代
的
性
格
を
そ
な
え
た

も
の
と
み
る
点
で
は
兼
近
氏
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
東
方
会
の
運
動
・
組
織
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
「
『
挙
国
一
致
』
内

閣
期
の
政
界
再
編
問
題
㊧
」
（
『
社
会
科
学
研
究
』
二
七
－
二
）
、
有
馬
学
「
東
方

会
の
組
織
と
政
策
一
1
社
会
大
衆
党
と
の
合
同
問
題
の
周
辺
一
」
（
『
史
淵
』
一

｝
四
）
が
あ
る
。
と
く
に
後
者
で
注
齢
す
べ
き
は
、
東
方
会
の
組
織
の
か
な
り
の

部
分
が
、
同
学
に
流
入
し
た
旧
左
翼
系
分
子
に
よ
っ
て
実
体
的
に
支
え
ら
れ
て
い

た
事
実
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
な
お
春
方
会
に
流
入
し
た
旧
全
農
系

饗
民
組
合
の
動
向
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
岩
村
登
志
夫
「
戦
時
体
制

下
の
農
民
運
動
l
i
兵
庫
県
畏
畏
連
盟
の
成
立
一
」
　
（
尼
ケ
綺
市
立
地
域
研
究

史
料
館
『
地
域
史
研
究
』
山
パ
ー
一
二
）
　
が
あ
る
。
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協
力
内
閣
論
と
民
政
党
脱
党
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ω
　
二
〇
年
代
の
中
野
正
剛
と
そ
の
政
治
思
想

　
本
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
民
本
主
義
時
代
の
中
野
の
思
想
と
そ
の
政
治
的
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
以
下
中
野
に
つ
い
て
述
べ
る
事
は
、

あ
る
程
度
の
抽
象
化
を
施
せ
ば
彼
の
同
志
全
体
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
時
期
の
中
野
の
政
治
思
想
を
；
　
口
に
し
て
い
え
ば
「
内
に
民
本
主
義
、
外
に
帝
国
主
義
」
と
要
約
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内
閣

欄
を
手
本
と
し
、
天
皇
主
権
の
タ
テ
マ
エ
の
も
と
で
も
そ
れ
が
実
現
可
能
だ
と
考
え
る
点
で
、
民
本
主
義
は
近
代
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
治
理
念
の

一
特
殊
形
態
と
み
な
し
う
る
が
、
そ
れ
が
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
深
く
浸
透
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
民
本
主
義

は
帝
国
憲
法
を
法
的
根
拠
と
し
な
が
ら
も
、
天
皇
の
宗
教
的
権
威
を
政
治
的
権
威
か
ら
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
主
権
の
実
質
的
な

空
写
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
逆
に
い
う
と
民
本
主
義
が
天
皇
制
の
最
高
規
範
と
天
皇
を
宗
教
的
に
神
聖
視
す
る
国

家
イ
デ
瀬
戸
ギ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
華
や
か
な
り
し
時
に
は
、
こ
の
こ
と
は
殆
ど
問
題

に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
、
民
本
主
義
は
思
想
的
に
市
民
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
し
か
し
国
体

論
が
反
動
的
に
復
活
・
強
化
さ
れ
て
く
る
と
、
こ
れ
が
民
本
主
義
の
弱
点
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
も
中
野
の
民
本
主
義
は
吉
野
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

造
の
場
合
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
状
況
に
左
右
さ
れ
や
す
い
政
論
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
対
外
戦
略
に
お
い
て
も
ま
た
、
中
野
は
吉
野
等
、
黎
明
会
派
と
異
な
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
彼
の
外
交
論
は
鼠
本
の
「
大
陸
進
出
」
を
民

族
発
展
の
必
然
方
向
と
考
え
、
　
「
日
支
提
携
」
に
よ
っ
て
英
米
勢
力
を
東
ア
ジ
ア
か
ら
閉
め
出
す
こ
と
を
究
極
の
鼠
標
と
す
る
帝
国
主
義
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
界
戦
略
、
す
な
わ
ち
「
極
東
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
を
そ
の
根
幹
と
し
て
い
た
。
た
だ
彼
の
場
合
、
　
「
支
那
を
扶
擁
し
、
ア
ジ
ア
半
弓
の
諸
邦
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

提
げ
て
列
強
の
前
に
弱
含
を
護
る
の
楯
た
ら
ん
」
と
い
っ
た
大
国
意
識
と
裏
腹
の
形
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
白
人
優
越
の
世
界
秩
序
へ

の
敵
意
と
、
こ
の
秩
序
に
反
逆
す
る
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
共
感
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
中
野
を
し
て
軍
部
が
推
進
す
る
軍
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事
・
封
建
的
な
侵
略
政
策
へ
の
一
定
程
度
の
批
判
者
た
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
。
中
野
が
最
も
早
く
か
ら
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
反
対
の

声
を
あ
げ
た
論
者
の
一
人
だ
っ
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
事
実
で
あ
る
。

　
か
か
る
政
治
思
想
は
も
ち
ろ
ん
中
野
國
有
の
も
の
で
は
な
く
、
一
〇
」
二
〇
年
代
に
広
く
流
布
し
て
い
た
「
立
憲
帝
国
主
義
」
と
も
い
う
べ

き
も
の
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
立
憲
帝
国
主
義
」
は
護
憲
運
動
・
廃
絶
運
動
等
に
お
い
て
「
民
衆
煽
動
者
」
の
役
割
を
つ

と
め
た
一
部
急
進
派
代
議
士
・
慌
外
団
．
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
．
弁
護
士
・
学
生
な
ど
を
主
体
と
す
る
特
殊
な
政
治
勢
力
－
宮
地
正
人
氏
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
「
国
民
主
義
的
対
外
硬
派
」
が
依
拠
し
た
イ
デ
オ
地
曳
…
で
あ
り
、
中
野
も
ま
た
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
米
騒
動
に
は
じ
ま
る
戦
後
階
級
闘
争
の
昂
揚
と
戦
後
の
世
界
的
な
危
機
状
況
に
刺
激
さ
れ
た
こ
れ
ら
「
国
民
主
義
的
対
外
硬
派
」
の
多
く
は

普
選
運
動
へ
積
極
的
進
韻
を
試
み
、
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
運
動
は
二
度
目
の
昂
揚
を
む
か
え
る
こ
乏
に
な
つ
允
。
し
か
し
、
中
野
等

が
普
選
運
動
へ
進
出
し
た
動
機
に
は
、
政
治
的
自
由
の
拡
大
を
望
む
ほ
か
に
、
な
に
よ
り
も
国
民
を
挙
げ
て
「
国
際
的
革
命
の
原
動
力
」
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
め
る
手
段
と
し
て
、
ま
た
国
内
階
級
矛
盾
緩
和
の
一
方
法
と
し
て
普
選
を
と
ら
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
家
的
社
会
的
総
動
員
」
　
（
今
井
嘉

幸
）
を
は
か
ろ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
産
勢
力
の
政
治
的
階
級
形
成
が
進
み
、
社
会
主
義

思
想
が
流
布
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
等
の
保
守
化
も
進
み
、
普
選
運
動
そ
の
も
の
も
戦
争
直
後
に
み
ら
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
混
沌
状
況
か
ら
分

化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
方
で
は
長
年
彼
等
が
仇
敵
視
し
て
き
た
藩
閥
官
僚
も
往
年
の
力
を
失
っ
て
凋
落
し
、
逆
に
政
治
的
支
配

層
の
中
枢
部
に
お
い
て
す
ら
も
体
制
護
持
の
観
点
か
ら
普
選
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
現
わ
れ
、
い
ま
や
普
選
法
と
治
安
維
持
法
を
要
と
す

る
新
し
い
支
配
体
制
の
構
想
が
提
起
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
な
か
で
、
普
選
運
動
へ
結
集
し
た
中
間
層
諸
勢
力
も
徐
々
に

そ
の
政
治
的
自
立
性
を
喪
失
し
、
既
成
政
党
に
よ
る
普
選
運
動
の
系
列
化
が
進
む
と
、
今
や
藩
閥
に
か
わ
っ
て
指
導
的
政
治
集
団
と
し
て
の
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

置
を
個
め
つ
つ
あ
っ
た
既
成
政
党
と
そ
の
周
辺
部
分
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
中
野
個
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
過
程
は
無
所

属
↓
革
新
倶
楽
部
↓
憲
政
会
と
い
う
所
属
の
変
化
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
憲
政
会
入
党
後
の
中
野
は
「
か
つ
て
普
選
運
動
に
お
い
て
民
衆
の
先
頭
に
立
ち
し
「
枢
密
院
や
軍
部
大
臣
武
宮
制
の
廃
止
を
主
張
し
、
労
働
立
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弓

東方会の成立（永井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

法
・
参
政
権
拡
張
な
ど
の
鼓
吹
者
」
で
あ
っ
た
同
党
少
壮
派
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
民
本
主
義
に
比
較
的
忠
実
な
少
壮
派
は
幹
部
を
突
き

あ
げ
、
民
政
党
の
政
綱
・
政
策
の
う
ち
に
政
治
的
自
由
主
義
や
社
会
政
策
的
内
容
を
盛
り
こ
ま
せ
た
が
、
中
野
や
永
井
柳
太
郎
が
「
民
衆
煽
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

家
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
た
の
は
お
お
む
ね
宣
伝
・
煽
動
活
動
の
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
か
つ
て
普
選
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

動
に
好
意
を
寄
せ
た
都
市
中
間
層
・
農
民
・
労
働
老
の
支
持
を
政
党
に
集
め
、
新
た
に
成
立
し
た
「
擬
似
民
主
的
・
帝
国
主
義
的
支
配
体
制
」

の
も
と
に
民
衆
を
つ
な
ぎ
と
め
る
媒
介
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
政
党
政
治
」
が
絶
対
主
義
天
皇
綱
の
本
質
的
部
分
に
は
何
ら
ふ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
た
だ
そ
の
立
憲
的
外
飾
を
拡
大
再
生

産
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
真
の
議
院
内
閣
制
と
は
異
質
な
政
治
形
態
で
あ
っ
た
た
め
に
、
政
党
内
閣
と
は
い
っ
て
も
そ
れ
は
政
党
と
他
の
輔
弼
諸

機
関
に
幡
居
す
る
官
僚
勢
力
と
の
連
舎
体
と
し
て
の
み
実
存
し
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
政
党
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
民

政
党
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
元
老
・
重
臣
・
枢
密
院
・
貴
族
院
・
軍
部
・
そ
の
他
官
僚
勢
力
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、

財
閥
か
ら
の
資
金
パ
イ
プ
に
事
欠
か
ぬ
党
内
官
僚
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
「
野
党
時
代
は
自
由
主
義
的
少
壮
分
子
が
特
権
勢
力
に
気
が
ね
を

す
る
幹
部
を
お
さ
え
て
権
力
批
判
の
論
陣
を
は
る
が
、
い
ざ
政
権
に
つ
く
と
な
る
と
保
守
的
な
幹
部
が
大
臣
と
な
り
、
お
な
じ
国
家
機
軸
に
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
占
め
る
特
権
勢
力
と
妥
協
す
る
」
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
定
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
政
党
が
も
し
自
己
の
優
位
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
軍
部
を
は
じ
め
と
す
る
特
権
勢
力
の
力
を
制
限
す
る
こ
と
、
特
に
政
党
内
閣
が
輝

か
し
い
外
交
的
成
功
を
か
ち
と
り
、
帝
国
主
義
政
策
遂
行
上
の
主
導
権
を
軍
部
か
ら
奪
う
こ
と
が
必
須
の
条
件
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
官
僚
勢
力

と
の
癒
着
に
よ
り
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
政
党
首
脳
部
に
は
そ
の
意
志
も
力
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
党
内
閣
の
主
要
任
務
の
ひ
と
つ

で
あ
る
慢
性
不
況
の
克
服
に
お
い
て
す
ら
は
か
ば
か
し
い
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
恐
慌
の
発
生
は
「
政
党
政
治
」
を
出
現

せ
し
め
た
諸
条
件
を
破
壊
し
、
こ
れ
を
支
え
て
い
た
諸
勢
力
の
均
衡
関
係
に
亀
裂
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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②
　
　
「
議
会
中
心
主
義
」
か
ら
協
力
内
閣
論
へ

　
中
野
と
そ
の
同
志
の
民
政
党
脱
党
の
機
因
で
あ
る
協
力
内
閣
論
が
登
場
し
て
く
る
ま
で
に
は
、
e
政
府
の
経
済
政
策
へ
の
不
満
の
表
明
、
⇔

浜
口
総
裁
の
後
継
選
定
に
か
ら
む
党
内
闘
争
、
⇔
「
満
州
黒
変
」
直
前
に
お
け
る
対
中
強
硬
論
の
拾
頭
、
と
い
う
三
つ
の
前
提
段
階
を
経
過
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
浜
口
内
閣
に
対
し
強
力
な
不
況
対
策
の
実
施
と
経
済
政
策
の
再
検
討
を
の
ぞ
む
声
が
与
党
の
、
そ
れ
も
少
壮
代
議
士
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
に
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
不
況
の
深
刻
さ
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
一
九
三
〇
年
の
六
月
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
要
求
の
背
後
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
と
え
ば
中
野
が
同
年
七
月
に
執
筆
し
た
「
国
家
統
制
の
経
済
的
進
出
」
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
種
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
経
済
政
策
が

存
在
し
て
い
た
。
古
典
自
由
主
義
を
否
定
し
た
中
野
は
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
需
要
の
拡
大
・
雇
用
の
促
進
を
め
ざ
す
「
積
極
的
産
業
政
策
」

の
断
行
や
保
護
主
義
の
採
用
を
説
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
緊
縮
財
政
方
針
や
非
募
債
主
義
の
放
棄
も
認
む
得
な
い
と
述
べ
て
、
浜
口
内
閣
の
基

本
政
策
へ
の
挑
戦
を
試
み
て
い
た
。
国
際
均
衡
よ
り
も
国
内
均
衡
を
重
視
す
る
こ
の
中
野
の
提
言
に
は
、
不
況
に
あ
え
ぐ
中
小
資
本
や
零
細
小

工
業
の
広
汎
な
る
社
会
層
、
生
産
の
拡
大
を
希
求
す
る
産
業
資
本
の
利
益
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
大
恐
慌
は
民
政
党
内
に
政
策
論
上
の
異
端
分
子
を
発
生
せ
し
め
た
。
政
策
番
上
の
異
和
は
、
浜
口
首
相
狙
撃
事
件
後
、
約
五
ケ
月
に
わ
た
っ

て
民
政
党
を
混
乱
に
導
い
た
党
内
闘
争
を
経
験
す
る
う
ち
に
、
党
人
派
対
官
僚
派
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
と
不
可
分
の
関
係
を
も
つ
に
い
た

　
⑰つ

た
。
後
継
総
裁
と
次
期
首
班
の
選
定
を
め
ぐ
る
こ
の
党
内
闘
争
に
お
い
て
、
先
に
政
策
的
異
論
を
提
出
し
た
少
壮
派
代
議
士
の
多
数
は
党
人

派
の
領
袖
安
達
謙
蔵
内
相
を
推
し
、
官
僚
派
と
対
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
安
達
擁
立
に
ま
わ
っ
た
少
壮
代
議
士
は
約
四
〇
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
の
リ
ー
ダ
ー
格
は
中
野
、
杉
浦
武
雄
、
田
中
養
達
、
風
見
章
の
各
代
議
士
だ
っ
た
。
党
内
闘
争
の
帰
趨
は
結
局
の
と
こ
ろ
若
槻
前
総
裁
の
返

り
咲
き
1
1
安
達
派
の
敗
北
と
い
う
形
に
決
し
た
わ
け
だ
が
、
安
達
派
と
主
流
グ
ル
ー
プ
と
の
反
厨
・
対
立
は
容
易
に
解
消
さ
れ
う
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
経
済
政
策
上
の
対
立
も
依
然
と
し
て
変
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
三
一
年
五
月
の
党
機
関
誌
『
民
政
』
に
は
、
　
「
積
極
的
に
不
景
気
を

景
気
に
転
回
せ
し
め
ん
と
す
る
如
き
人
為
的
の
方
策
あ
る
べ
き
筈
は
な
く
、
又
斯
る
方
策
は
皆
百
害
あ
っ
て
一
利
な
き
も
の
」
と
き
め
つ
け
る
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写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

井
上
蔵
椙
の
方
針
演
説
と
、
　
「
数
大
経
済
政
策
の
計
画
的
拡
大
を
高
調
す
る
」
中
野
の
論
説
と
が
肩
を
な
ら
べ
て
掲
載
さ
れ
る
有
様
だ
っ
た
。

　
し
か
も
三
一
年
の
夏
に
な
る
と
、
軍
部
・
右
翼
・
政
友
会
の
「
満
蒙
危
機
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
民
話
党
の
内
部
で
も
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

中
強
硬
論
が
拾
頭
し
は
じ
め
た
。
中
野
は
こ
の
面
で
も
急
先
鋒
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
主
張
は
同
年
六
月
末
執
筆
の
「
対
支

関
係
の
再
組
織
」
な
る
一
文
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
従
来
の
「
極
東
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
を
「
ア
ジ
ア
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
」
と
い
う
形
で
再

度
強
調
し
た
中
野
は
、
e
中
国
の
国
権
回
収
運
動
が
「
満
蒙
権
益
」
の
返
還
を
求
め
て
く
れ
ば
、
　
「
国
運
を
賭
し
て
峻
拒
す
べ
き
」
で
あ
る
、

◎
国
民
政
府
の
満
鉄
競
争
線
計
画
は
「
明
白
に
条
約
違
反
な
る
と
共
に
、
権
益
の
躁
調
」
で
あ
る
か
ら
、
速
や
か
に
適
当
な
措
置
を
と
る
べ
き

で
あ
る
と
、
政
府
の
対
応
を
促
が
し
た
あ
と
、
　
「
支
那
に
お
け
る
非
ア
ジ
ア
的
傾
向
を
一
掃
す
る
に
逸
し
て
は
な
ら
ぬ
。
経
済
は
レ
・
セ
・
フ

ェ
ア
、
外
交
は
無
関
心
、
そ
れ
は
旧
時
代
泰
平
の
夢
で
あ
る
」
と
結
ん
で
、
対
中
強
硬
論
の
立
場
か
ら
暗
に
幣
原
外
交
へ
の
不
満
を
表
文
し
た

　
　
　
　
⑳

の
で
あ
っ
た
。

　
「
極
東
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
の
追
求
と
い
う
点
で
中
野
の
外
交
論
は
一
貫
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
『
朝
日
新
聞
』
の
一
記
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
辛
亥
革
命
擁
護
の
筆
を
と
っ
て
以
来
、
田
中
外
交
批
判
ま
で
の
中
野
が
中
国
の
国
民
的
統
一
を
歴
史
的
進
歩
の
方
向
に
沿
う
も
の
と
考
え
、

肯
定
し
て
い
た
こ
と
は
争
え
ぬ
事
実
で
あ
る
。
　
「
国
民
主
義
的
対
外
硬
派
」
の
な
か
で
も
比
較
的
に
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
理
解
力
を
も

つ
中
野
が
こ
の
時
点
で
は
っ
き
り
と
対
中
強
硬
論
の
立
揚
に
立
っ
た
こ
と
は
、
全
般
的
な
傾
向
を
占
う
上
で
か
な
り
の
意
味
を
も
つ
と
雷
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
「
支
那
の
統
一
と
文
化
と
は
、
満
州
に
お
け
る
諸
種
懸
案
の
解
決
に
は
必
要
の
条
件
で
あ
る
」
と
み
な
す
中
野
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
利
益

と
中
国
の
国
民
的
統
一
と
を
互
い
に
調
和
可
能
な
も
の
と
考
え
、
田
中
外
交
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
国
の
民
族
主
義
を
「
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

方
」
と
せ
ぬ
限
り
、
日
本
帝
国
の
「
大
陸
政
策
」
の
成
功
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
中
野
の
基
本
的
な
認
識
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
代
の

わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
認
識
は
一
個
の
背
理
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
た
と
え
仮
象
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
少
な
く
と
も
二
〇
年
代
の
或
る
時
期
に
は
こ
の
背
理
が
現
実
性
の
有
効
性
を
も
ち
え
る
か
に
み
え
た
時
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
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た
め
に
は
、
国
民
政
府
を
中
国
の
統
門
政
権
と
し
て
承
認
し
た
う
え
、
積
極
的
支
持
・
援
助
を
与
え
、
不
平
等
条
約
撤
廃
問
題
や
さ
ら
に
「
満

蒙
問
題
」
に
お
い
て
も
一
定
の
譲
歩
を
示
す
な
ど
し
て
、
中
国
の
反
帝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
矛
先
を
巧
み
に
か
わ
し
つ
つ
、
、
形
式
的
に
は
平
等
、

突
質
的
に
は
日
本
優
位
の
国
家
同
盟
の
締
結
を
は
か
る
と
い
う
、
高
度
に
し
て
柔
軟
な
戦
略
を
確
立
し
、
こ
れ
に
軍
部
の
行
動
を
従
わ
せ
る
こ

と
が
絶
対
に
必
要
の
条
件
で
あ
っ
た
。
ど
の
程
度
ま
で
自
覚
し
て
い
た
か
は
聞
題
で
あ
る
が
、
幣
原
外
交
の
路
線
に
積
極
的
反
対
を
示
さ
な
か

っ
た
事
実
や
、
国
際
分
業
論
に
基
づ
き
、
軍
事
侵
略
よ
り
も
経
済
進
出
を
重
視
す
る
「
日
支
経
済
提
携
論
」
を
唱
え
て
い
た
事
実
に
照
ら
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

み
れ
ば
、
二
〇
年
代
の
中
野
が
右
の
よ
う
な
戦
略
の
側
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
日
本
帝
国
主
義
の
現
実
は
も
ち
ろ
ん
右
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
合
理
主
義
的
な
外
交
戦
略
の
貫
徹
を
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
大

恐
慌
下
の
日
中
関
係
は
中
野
の
認
識
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
進
ん
で
い
た
。
大
恐
慌
に
喘
ぐ
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
い
ま
や
一
致
し
て
新

た
な
帝
国
主
義
政
策
の
発
動
に
期
待
を
よ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
軍
部
は
着
々
と
侵
略
戦
争
の
計
画
と
出
雲
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
。
中
国
の
国
権

圓
収
要
求
運
動
が
「
満
蒙
権
益
」
を
明
確
に
姐
上
に
の
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
対
外
硬
勢
力
は
し
き
り
に
危
機
論
を
宣
伝

し
て
、
大
衆
の
排
外
意
識
に
訴
え
か
け
ん
と
し
て
い
た
。
　
「
日
本
帝
国
の
利
益
」
と
「
中
国
の
国
民
的
統
一
」
と
が
尖
鋭
な
敵
対
的
様
相
を
呈

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
中
野
が
選
ん
だ
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
自
国
の
利
益
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し

彼
自
身
は
一
「
支
那
の
統
一
と
日
本
帝
国
の
利
益
と
は
本
来
矛
盾
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
」
i
と
い
う
命
題
を
撤
遇
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
前
に
彼
を
露
骨
な
侵
略
政
策
へ
の
一
定
の
批
判
者
た
ら
し
め
て
い
た
中
国
認
識
が
、
次
の
よ
う
に
し
て
戦
闘
的
な
侵
略

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
そ
の
命
題
に
固
執
す
れ
ば
、
そ
れ
と
現
実
と
の
矛
盾
は
結

局
、
　
「
日
本
帝
国
の
利
益
」
と
い
う
一
国
的
・
特
殊
的
利
益
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
・
諸
国
家
の
個
別
利
益
を
超
越
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

幻
想
的
な
共
同
性
睦
大
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
ま
で
持
ち
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
ぬ
け
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
仮
構
の
高
み
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
て
、
現
実
が
裁
断
さ
れ
、
反
日
的
な
中
国
民
族
主
義
は
大
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
逆
す
る
「
非
ア
ジ
ア
的
傾
向
」
と
し
て
断
罪
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

れ
九
わ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
傾
向
を
一
掃
し
て
、
大
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
則
し
た
「
真
の
」
中
国
民
族
主
義
の
指
導
育
成
に
あ

114 （600＞



セ

東方会の成立（永井）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

た
る
こ
と
こ
そ
日
本
帝
国
の
義
務
な
り
と
い
う
、
途
方
も
な
い
妄
想
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
一
年
半
ば
に
は
中
野
の
よ
う
に
外
交
・
経
済
の
両
面
に
わ
た
っ
て
積
極
政
策
へ
の
転
換
を
求
め
る
分
子
が
畏
政
党
内
に

も
現
わ
れ
て
き
た
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
に
「
満
州
事
変
」
が
勃
発
し
、
続
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
金
本
位
鰯
か
ら
離
脱
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

戦
争
開
始
と
共
に
民
政
党
で
も
眼
中
強
硬
論
が
沸
騰
し
、
少
壮
分
子
は
「
帝
国
の
権
威
を
宣
揚
せ
よ
」
と
政
府
に
迫
っ
た
。
ま
た
急
激
な
正
貨

金
嵩
は
金
解
禁
政
策
の
基
礎
を
根
底
か
ら
揺
が
し
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
一
〇
月
事
件
に
よ
っ
て
軍
人
・
右
翼
の
ク
ー
・
デ
タ
ー
計
画
が
発
覚
し

た
。
た
て
つ
づ
け
に
襲
っ
て
く
る
政
治
・
経
済
的
危
機
を
ま
え
に
し
て
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
安
達

・
中
野
は
挙
国
一
致
内
閣
の
組
織
を
真
剣
に
考
慮
す
る
よ
う
に
な
つ
、
た
。
そ
れ
が
安
達
一
－
犬
養
連
立
に
よ
る
政
民
協
力
内
閣
構
想
だ
っ
た
わ
け

　
　
⑳

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
政
民
連
立
の
ア
イ
デ
ア
は
一
〇
月
事
件
と
梢
前
後
し
て
政
界
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
安
達
が
そ
の
考
え
を
若
槻
首
相
に
示
し
た
の
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
月
二
八
日
だ
っ
た
ら
し
い
。
一
一
月
中
旬
に
は
「
頗
る
露
骨
を
極
め
た
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
安
達
・
中
野
の
工
作
の
ね
ら
い
は
、

の
関
東
軍
・
軍
中
央
の
戦
争
遂
行
を
全
面
的
に
バ
ヅ
ク
・
ア
ッ
プ
し
て
「
満
蒙
問
題
」
の
一
挙
的
解
決
H
「
満
州
〕
支
配
の
確
立
を
実
現
し
、

◎
金
本
位
制
の
停
止
を
も
含
む
経
済
政
策
の
全
面
転
換
を
断
行
す
る
A
こ
の
二
つ
に
あ
っ
た
。
親
軍
的
な
安
達
1
1
犬
養
連
立
内
閣
を
組
織
す
る

こ
と
で
、
軍
事
ク
ー
・
デ
タ
ー
の
再
発
を
未
然
に
防
ご
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
金
本
位
制
の
維
持
に
固
執
す
る
井
上
蔵
相
お
よ
び
そ
の
他
の
閣
僚
達
は
こ
の
協
力
内
閣
論
に
強
い
反
対
を
示
し
た
。
ま
た
政
友
会

の
主
流
派
も
単
独
内
閣
を
の
ぞ
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
協
力
内
閣
論
は
宙
に
浮
い
た
形
と
な
り
、
結
局
失
敗
に
お
わ
る
は
か
な
か
っ
た
。
と
は

い
え
若
槻
内
閣
も
こ
の
協
力
内
閣
論
を
め
ぐ
る
閣
内
不
一
致
が
命
と
り
に
な
っ
て
総
辞
職
に
追
い
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
一
二

月
＝
日
の
こ
と
で
あ
る
。
安
達
派
は
つ
い
に
政
権
掌
握
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
若
槻
内
閣
と
無
理
心
中
す
る
こ
と
で
、

迎
接
的
に
で
は
あ
る
が
政
策
転
換
の
鼠
的
は
は
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
金
輸
出
再
禁
止
の
決
定
さ
れ
た
日
、
安
達
・
中
野
は
民
政
党
を
脱
退
し

た
。
さ
ら
に
杉
浦
武
雄
、
田
中
養
達
、
三
浦
虎
雄
、
由
谷
義
治
、
風
見
章
、
岡
野
龍
一
、
簡
牛
凡
夫
の
七
代
議
士
も
こ
の
二
人
に
従
っ
て
民
政

1工5　　（601）



　
　
　
　
　
⑳

党
を
離
れ
た
。

　
今
ま
で
私
は
中
野
達
を
民
本
主
義
と
い
う
特
殊
日
本
的
な
形
態
で
は
あ
れ
、
と
も
か
く
も
日
本
の
政
党
勢
力
の
な
か
で
は
比
較
的
近
代
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
政
治
理
念
に
忠
実
な
部
分
に
属
す
る
と
考
え
て
き
た
。
本
来
な
ら
ば
彼
等
の
任
務
は
妥
協
的
な
政
党
幹
部
を
突
き
あ
げ
て
、
軍
部
・
官

僚
勢
力
に
た
い
す
る
議
会
の
優
位
を
確
立
す
る
闘
い
を
進
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
等
の
力
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
現
実
的
に
も
限

ら
れ
て
お
り
、
右
の
闘
い
を
有
効
に
進
め
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
う
え
、
大
恐
慌
下
に
彼
等
を
捉
え
た
強
い
非
常
時
意
識
が
彼
等
の

関
心
を
そ
の
方
面
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
彼
等
の
も
う
ひ
と
つ
の
魂
で
あ
る
帝
国
主
義
が
決
定
的
な
役
割
を
は
た

し
、
　
「
満
州
事
変
」
と
い
う
箪
事
早
大
成
功
を
契
機
に
、
一
夜
に
し
て
彼
等
は
軍
部
の
側
へ
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
前
の
日
本
の
よ
う
な
軍

事
的
・
侵
略
的
性
格
の
き
わ
め
て
強
い
帝
国
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
外
交
面
で
ひ
と
た
び
軍
部
の
主
導
性
を
承
認
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
内
政

面
に
お
い
て
も
そ
の
優
位
を
否
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
だ
か
ら
、
　
「
満
州
事
変
」
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
軍
部
の
領
導
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

る
帝
国
主
義
政
策
を
承
認
し
て
し
ま
っ
た
中
野
達
は
、
何
と
言
お
う
と
も
自
ら
の
手
で
そ
の
民
本
主
義
的
理
念
に
引
導
を
渡
す
仕
儀
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

①
　
木
坂
前
掲
論
文
⇔

②
　
中
野
の
民
本
主
義
の
論
理
展
開
に
つ
い
て
は
、
中
野
『
明
治
民
権
史
論
』
　
（
一

　
九
一
三
）
、
同
「
何
ぞ
国
難
に
鑑
み
ざ
る
」
（
『
東
方
時
論
』
一
九
一
九
年
六
月
号
、

　
以
下
一
九
一
九
・
6
と
略
す
）

③
中
野
は
黎
明
会
を
「
小
な
る
日
本
人
の
益
々
小
な
れ
と
説
ぎ
、
飢
え
ん
と
す
る

　
日
本
を
外
人
の
前
に
戯
悔
せ
よ
と
教
え
て
居
る
」
と
非
難
し
た
　
（
「
汎
米
主
義
の

　
六
大
展
開
と
対
日
脅
威
」
『
東
方
時
論
』
一
九
二
二
・
1
1
）
。
な
お
そ
れ
ま
で
『
東

　
方
晴
論
』
に
頻
繁
に
み
ら
れ
た
吉
野
の
寄
稿
は
、
黎
明
会
が
つ
く
ら
れ
、
中
野
が

　
東
方
時
論
毯
の
社
長
に
な
っ
た
頃
か
ら
途
絶
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
背
景
に

　
は
戦
後
の
世
界
外
交
を
め
ぐ
っ
て
の
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
吉

　
野
と
中
野
の
外
交
論
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
木
坂
順
一
郎
「
大
正
期
民
本
主
義
者

　
の
国
際
認
識
」
　
（
『
国
際
政
治
』
三
一
）
。
ま
た
両
者
の
相
異
点
が
如
実
に
あ
ら
わ

　
れ
て
く
る
場
と
し
て
の
朝
鮮
論
に
つ
い
て
は
松
尾
尊
禿
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

　
（
一
九
七
四
）
第
四
章
が
そ
託
そ
れ
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

④
中
野
『
講
和
会
議
を
目
撃
し
て
』
（
一
九
一
九
）
八
二
・
八
三
頁
。

⑤
同
圃
世
界
政
策
と
極
棄
政
策
』
二
九
一
七
）
一
五
五
頁
。

⑥
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
　
（
一
九
七
三
）
第
三
・
四
章
参
照
。

⑦
『
講
和
会
議
を
目
撃
し
て
瞼
二
五
九
頁
。

⑧
　
宮
地
前
掲
書
三
四
九
頁
よ
り
再
引
用

⑨
こ
の
点
に
関
し
て
は
松
尾
尊
允
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
期
の
政
治
過
程
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
五
三
）
参
照

⑩
松
尾
「
政
友
会
と
民
政
党
」
一
二
四
・
一
二
入
頁
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⑧
　
具
体
的
事
実
を
あ
げ
て
お
く
と
、
治
安
維
持
法
へ
の
反
紺
（
最
終
的
に
は
賛
成

　
に
ま
わ
っ
た
が
）
、
田
中
義
｝
の
機
密
費
事
件
追
及
、
第
五
二
議
会
で
の
枢
密
院

　
弾
劾
演
説
、
田
中
外
交
糾
弾
の
論
陣
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

⑫
三
輪
寿
壮
「
普
通
選
挙
の
た
め
の
民
政
党
」
（
『
改
造
』
一
九
二
七
・
7
）

⑬
松
尾
尊
充
「
政
党
政
治
の
発
展
」
（
暇
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
1
9
』
一
九
六
三
）

⑭
今
井
清
｝
「
　
九
二
〇
年
代
の
政
治
構
造
に
か
ん
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
歴

　
史
学
研
究
』
三
四
八
）

⑮
六
月
二
八
日
、
民
政
党
の
少
壮
派
代
議
士
二
四
名
が
懇
談
会
を
開
き
、
「
直
ち

　
に
経
済
並
に
失
業
対
策
を
講
じ
」
　
「
全
国
一
斉
に
産
業
道
路
其
の
他
の
事
業
を
お

　
こ
す
」
よ
う
政
府
に
進
言
す
る
決
議
を
行
な
っ
た
。
こ
の
懇
談
会
に
は
中
野
の
ほ

　
か
、
杉
浦
武
雄
、
田
中
養
達
、
岡
野
龍
一
等
、
の
ち
の
協
力
内
閣
派
の
代
議
士
が

　
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
七
月
一
〇
日
の
閣
僚
幹
部
懇
談
会
で
は
政
雄
凧
転
換
論
の
存

　
在
が
話
題
と
な
っ
た
が
、
浜
口
首
返
は
政
策
転
換
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る

　
（
「
蝿
政
党
党
報
」
『
民
政
』
一
九
三
〇
・
8
）

⑯
中
野
『
国
家
統
調
の
経
済
的
進
出
』
（
一
九
三
〇
年
）

⑰
　
こ
の
党
内
闘
争
の
詳
し
い
経
過
に
つ
い
て
は
、
松
尾
「
政
友
会
と
民
政
党
」
参

　
照
。

⑱
　
「
蝿
政
党
党
報
」
（
『
畏
政
』
　
九
三
　
・
2
、
同
・
5
）
に
よ
る
。
安
達
支
持

　
の
少
壮
代
議
土
で
中
野
に
近
い
と
み
ら
れ
る
者
に
は
本
文
の
他
、
加
藤
鯛
一
、
岡

　
野
龍
一
、
由
谷
義
治
、
渡
辺
泰
邦
等
が
い
た
。
な
お
⑲
で
ふ
れ
た
政
策
転
換
要
求

　
派
二
四
名
の
う
ち
一
七
名
が
安
達
支
持
派
の
う
ち
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

⑲
　
井
上
準
之
助
「
難
局
打
開
と
緊
縮
方
針
の
持
続
」
中
野
「
第
五
十
九
議
会
を
顧

　
み
て
」
　
（
『
斑
政
』
一
九
三
一
・
5
）

⑳
民
政
党
に
お
け
る
対
中
強
硬
論
の
拾
頭
は
、
＝
＝
年
七
月
一
九
日
の
若
槻
総
裁

　
の
満
蒙
権
益
擁
護
演
説
に
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
九
月
五
日
に
開

　
か
れ
た
同
党
の
墨
黒
特
劉
委
員
会
で
は
、
中
村
大
尉
事
件
の
善
後
策
に
関
連
し
て
、

　
自
衛
権
の
行
使
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
う
る
こ
と
や
、
中
出
外
交
の
根
本
策
を

　
徹
底
的
に
再
検
討
し
な
お
す
必
要
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
話
題
と
な
っ
た
　
（
「
罠
政

　
党
二
目
」
『
飛
政
』
一
九
三
一
・
1
2
）

⑳
　
中
野
『
沈
滞
日
本
の
更
生
』
　
（
一
九
三
一
）
　
｝
一
八
頁

＠
　
中
野
泰
雄
前
掲
書
㈲
「
○
八
頁

⑬
　
中
野
『
田
中
外
交
の
惨
敗
』
　
（
一
九
二
八
）
一
一
九
頁

⑳
同
「
敢
て
対
雛
同
憂
の
士
に
質
す
」
（
『
世
界
政
策
と
極
東
政
策
』
一
九
　
九
）

⑳
　
「
日
支
経
済
提
携
論
」
に
つ
い
て
は
、
　
「
圏
斑
感
情
の
握
手
」
　
（
中
野
『
国
民

　
に
耀
う
』
一
九
二
九
）
参
照

⑯
　
「
属
政
党
党
報
」
（
『
民
政
』
一
九
三
一
・
1
2
）
同
年
【
○
月
一
＝
日
の
有
志
代

　
議
会
に
集
ま
っ
た
三
〇
余
響
の
代
議
士
が
強
硬
決
議
を
決
定
。
こ
の
中
に
は
風
見
、

　
岡
野
、
渡
辺
、
簡
牛
凡
夫
、
中
村
継
男
、
野
原
彦
三
郎
そ
の
他
の
安
達
系
分
子
が

　
多
数
卸
わ
っ
て
い
る
。

⑳
　
協
力
内
閣
運
動
に
お
け
る
中
野
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
中
野
「
政
局
の
真
相
と

　
吾
徒
の
動
向
」
（
『
講
演
』
一
七
〇
、
一
九
三
二
）
に
詳
し
い
。

⑱
　
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
に
関
連
二
三
が
は
じ
め
て
登
算
す
る
の
は
一
〇
月
一
六

　
日
の
犬
養
健
の
言
葉
が
最
初
で
、
同
一
一
〇
日
の
条
に
は
松
井
石
根
陸
軍
中
将
の
安

　
達
釧
犬
養
連
立
論
が
み
ら
れ
る
（
同
書
第
二
巻
一
〇
九
～
一
一
四
頁
）

⑭
　
「
政
変
由
来
記
」
　
（
『
良
政
』
一
九
三
二
・
1
）

⑳
『
西
園
寺
公
と
政
局
恥
第
二
巻
＝
一
七
頁

⑳
こ
の
時
、
寓
田
・
久
原
協
定
の
当
纂
者
だ
っ
た
蜜
田
幸
次
郎
も
民
政
党
を
は
な

　
れ
た
が
、
安
達
・
中
野
と
行
を
と
も
に
せ
ず
、
ま
も
な
く
復
党
し
た
。
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二
　
国
民
澗
盟
と
中
野
派

　
①
　
国
民
同
盟
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
民
政
党
を
は
な
れ
た
中
野
以
下
八
代
議
士
は
、
い
ず
れ
そ
の
う
ち
に
新
党
結
成
に
の
り
だ
す
つ
も
り
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
総
選
挙
を
目
前
に

控
え
て
い
て
は
具
体
的
工
作
に
着
手
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
来
る
べ
き
新
党
が
掲
げ
る
イ
デ
オ
ρ
ギ
ー
に
関
し
て
は
、
既
に
こ
の

時
期
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
中
野
は
自
己
の
主
張
を
「
社
会
国
民
主
義
」
と
定
式
化
し
、
来
る
べ
き
新
党
は
「
国
家
統
鰯
の
経

済
的
活
用
」
と
「
挙
国
一
致
の
国
際
的
進
出
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
、
反
独
占
金
融
資
本
・
反
既
成
政
党
の
「
社
会
国
民
党
」
で
あ
る
と
述

　
　
　
②

べ
て
い
た
。

　
本
格
的
な
新
党
工
作
が
実
際
に
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
総
選
挙
も
す
ん
だ
三
二
年
四
月
で
あ
、
つ
た
。
彼
等
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
新
党
は
安
達
を

党
首
と
し
、
中
野
等
脱
党
組
と
民
政
党
に
残
留
し
た
ま
ま
の
旧
安
達
系
代
議
士
二
〇
数
名
と
の
結
合
を
主
軸
に
、
こ
れ
に
旧
革
新
倶
楽
部
の
残

党
た
る
革
新
党
（
大
竹
貫
一
、
清
瀬
一
郎
、
鈴
木
正
吾
）
や
こ
の
頃
社
会
民
主
主
義
か
ら
国
家
社
会
主
義
へ
と
転
向
し
つ
つ
あ
っ
た
赤
松
克
麿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

下
中
弥
三
郎
、
嶋
中
雄
三
等
を
も
糾
合
し
て
結
成
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
の
議
会
勢
力
の
な
か
で
も
、
従
来
の
政
治
的
立
場
に

動
揺
を
き
た
し
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
多
少
と
も
国
家
社
会
主
義
へ
の
傾
斜
を
み
せ
て
い
た
部
分
の
結
集
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
赤
松
や
下
中
等
は
提
携
を
拒
否
し
て
別
党
コ
ー
ス
を
え
ら
ん
だ
し
、
民
政
党
残
留
の
旧
安
達
系
も
、
一
部
の
分
子
を

除
く
と
、
新
党
で
は
な
く
、
安
達
の
民
政
党
復
党
と
民
政
党
そ
の
も
の
の
方
向
転
換
の
ほ
う
に
期
待
を
か
け
て
い
た
。
な
に
よ
り
も
肝
心
か
な

め
の
安
達
そ
の
人
が
自
重
論
を
唱
え
た
ま
ま
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
新
党
工
作
の
進
展
を
妨
げ
て
い
た
。
安
達
の
真
意
は
お
そ
ら
く

民
政
党
復
帰
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
今
や
中
野
等
の
新
党
工
作
の
運
命
は
安
達
復
党
の
可
否
に
か
か
っ
た
も
同
然
と
な
っ
た
が
、
新
党
工

作
と
平
行
し
て
、
民
政
党
杓
で
は
山
道
七
一
、
古
屋
慶
隆
、
小
池
仁
郎
等
が
旧
安
達
系
少
壮
分
子
と
共
に
復
党
要
求
運
動
を
進
め
て
い
た
の
で

　
④

あ
る
。
し
か
し
彼
等
の
努
力
も
、
若
槻
・
町
田
忠
治
等
民
政
党
幹
部
の
強
硬
な
反
対
を
く
つ
が
え
す
ほ
ど
の
力
は
な
か
っ
た
。
安
達
復
党
の
不
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可
能
な
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
さ
し
も
の
安
達
も
重
い
腰
を
あ
げ
、
よ
う
や
く
新
党
工
作
は
軌
道
に
の
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
三
二
年
七
月
一
日
、
新
党
の
母
胎
と
な
る
国
策
研
究
倶
楽
部
の
第
一
回
会
合
が
開
か
れ
、
安
達
、
中
野
グ
ル
ー
プ
の
ほ
か
、
民
政
党
を

除
名
同
様
の
姿
で
飛
び
だ
し
た
復
党
要
求
派
の
山
道
、
古
里
、
加
藤
鯛
一
、
野
中
徹
也
、
佐
藤
啓
、
深
水
清
、
伊
豆
富
人
、
小
山
谷
勲
等
が
参

　
　
⑤

加
し
た
。
同
月
末
に
は
、
か
ね
て
よ
り
合
流
を
表
明
し
て
い
た
革
新
党
も
加
わ
り
、
党
名
も
国
民
同
盟
に
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
九
月
に
は
、

「
日
本
建
国
の
精
神
を
拡
充
し
、
外
に
国
際
正
義
を
検
討
し
て
屈
辱
な
き
恒
久
平
和
の
基
準
を
定
め
、
内
に
統
制
経
済
を
確
立
し
て
搾
取
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

正
義
社
会
を
建
設
す
る
」
と
う
た
つ
た
宣
言
、
お
よ
び
政
綱
・
規
約
・
暫
定
政
策
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
結
盟
大
会
は
同
年
一
二
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

二
日
、
こ
の
日
全
国
か
ら
四
千
名
以
上
の
党
員
が
集
ま
り
気
勢
を
あ
げ
た
と
い
う
。

　
国
民
同
盟
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
所
属
の
現
役
代
議
士
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
政
民
両
党
と
何
等
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
発
足
時
の
同

党
所
属
代
議
士
総
数
は
三
三
名
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
旧
民
政
二
九
、
旧
革
新
三
、
旧
無
産
政
党
系
一
（
松
谷
与
二
郎
）
の
割
合
だ
っ
た
。
同

盟
結
成
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
り
、
政
治
思
想
で
も
他
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
先
に
民
政
党
を
離
れ
た
中
野
の
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

属
す
る
代
議
士
は
僅
か
で
あ
り
、
数
の
上
か
ら
み
て
重
き
を
な
し
て
い
た
の
は
山
道
、
古
屋
以
下
の
山
道
派
と
よ
ば
れ
る
旧
民
政
系
代
議
士
で

あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
両
グ
ル
ー
プ
の
問
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ぬ
意
見
の
相
異
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
同
盟
の
政
綱
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
同
盟
の
政
綱
轍
先
に
中
野
が
提
唱
し
て
い
た
「
社
会
国
民
主
義
」
を
土
台
と
す
る
庵
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
、
そ
の
主
張
は
e
国
際
正
義
の
再
建
、
⇔
統
制
経
済
の
確
立
、
⇔
国
民
政
治
の
徹
底
、
の
三
原
則
に
要
約
で
き
る
。
第
一
の
原
則
た
る
「
国

際
正
義
の
再
建
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
戦
後
世
界
秩
序
を
「
英
米
本
位
の
平
和
」
と
み
な
し
、
そ
の
修
正
1
1
「
領
土
観

念
の
世
界
的
変
革
」
を
吊
し
て
攣
る
わ
け
で
あ
恥
呆
の
藩
州
」
支
配
や
ア
ジ
ア
・
ブ
。
・
ク
形
成
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
妻
な

の
で
あ
る
。

　
次
の
「
早
旦
経
済
」
は
、
ひ
と
く
ち
で
い
え
ば
資
本
主
義
の
世
界
的
危
機
に
即
応
し
た
修
正
資
本
主
義
的
な
経
済
政
策
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
既
述
し
允
よ
う
に
、
次
恐
慌
に
直
面
し
て
、
中
野
は
伝
統
的
自
由
主
義
を
否
定
し
、
国
家
の
経
済
権
力
を
積
極
酌
に
社
会
的
再
生
産
過
程
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へ
介
入
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
生
産
の
円
滑
な
進
行
を
維
持
し
て
い
く
よ
う
な
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
政
策
を
提
唱
し
て
い
た
が
、
そ
れ
の
舗

度
的
な
構
造
化
を
ね
ら
っ
た
の
が
こ
の
統
制
経
済
論
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
主
要
な
具
体
的
項
目
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ω
総
合

的
統
翻
・
計
画
機
関
た
る
経
済
参
謀
本
部
の
設
置
　
④
重
要
産
業
（
電
気
・
ガ
ス
・
石
炭
・
石
油
・
鉄
鋼
・
繊
維
・
化
学
・
交
通
・
運
輸
・
銀

行
・
保
険
・
信
託
）
に
た
い
す
る
国
家
統
制
の
強
化
㈲
外
国
為
替
・
貿
易
管
理
㈲
低
金
利
水
準
の
維
持
㈲
諸
種
の
社
会
政
策
の
実
施
や

税
制
改
革
な
ど
の
手
段
に
よ
る
所
得
再
分
配
政
策
の
推
進
　
㈲
非
独
占
部
門
（
中
小
企
業
・
農
業
）
の
合
理
化
促
進
と
優
遇
措
置
の
実
施
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
保
護
、
㈲
日
満
経
済
ブ
戸
ッ
ク
の
形
成
。

　
こ
こ
に
あ
げ
た
諸
項
目
が
独
占
資
本
主
義
の
成
熟
期
に
ふ
さ
わ
し
い
、
新
形
式
の
資
本
主
義
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
「
（
統
綱
経
済
は
）
個
々
の
経
済
的
企
業
の
国
営
乃
至
国
家
社
会
主
義
化
に
非
ず
、
」
「
個
人
若
く
は
団
体
の
活

発
な
る
独
創
力
と
自
由
な
る
活
動
力
と
を
育
成
し
、
こ
れ
を
大
衆
の
福
利
に
寄
与
せ
し
む
」
と
い
っ
た
表
現
に
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
本
質
が
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

じ
み
で
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
の
統
制
経
済
論
は
独
占
金
融
資
本
の
個
別
・
直
接
利
害
で
は
な
く
て
、
社
会
的
総
生
産
の
円
滑

な
進
行
を
重
視
し
、
中
小
資
本
・
農
民
・
都
市
中
幅
暦
な
ど
の
経
済
的
利
益
の
擁
護
や
完
全
雇
用
の
達
成
・
労
働
者
保
護
な
ど
の
鋼
重
を
総
資

本
の
立
場
か
ら
解
決
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
以
上
の
よ
う
な
外
交
・
経
済
両
面
に
及
ぶ
積
極
政
策
は
当
然
な
が
ら
強
力
な
政
府
の
存
在
を
要
講
ず
る
が
「
国
民
政
治
の
徹
底
」
で
主
張
さ

れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
要
求
一
内
閣
制
の
廃
止
と
内
政
・
外
交
・
軍
政
の
一
切
の
権
力
を
集
中
し
た
面
起
院
の
創
設
一
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
既
成
政
党
を
制
面
す
る
た
め
の
選
挙
制
度
改
革
論
（
選
挙
公
営
・
司
法
省
の
独
立
）
が
加
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
主
張
を
一
〇
・
二
〇
年
代
の
中
野
の
政
治
思
想
と
比
べ
て
み
る
と
、
民
本
主
義
的
政
治
理
念
の
著
し
い
後
退
ぶ
り
に
ま
ず
気
が
つ
く
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
中
野
が
別
に
発
表
し
た
『
国
家
改
造
計
画
綱
領
』
（
一
九
三
三
）
で
は
さ
ら
に
著
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
概
成
政
党
と
絶
縁
し

て
」
「
議
会
の
多
数
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
強
力
な
る
国
民
内
閣
を
組
織
し
、
」
「
一
定
年
限
を
限
り
て
、
議
会
よ
り
非
常
時
国
策
の
遂
行
に
必
要
な

る
独
裁
的
権
限
を
内
閣
に
委
任
せ
し
む
べ
し
。
」
と
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
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：束：方会の成立（永井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も

は
、
こ
の
よ
う
な
民
本
主
義
の
放
棄
の
特
質
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
野
た
ち
の
場
合
、
そ
れ
は
い
わ
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
治
理
念
の
内
部
に

生
じ
た
反
動
な
い
し
は
自
己
否
定
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
軍
人
や
一
部
右
翼
に
典
型
的
な
君
主
専
制
観
念
1
1
国
体
論
の
ウ
ル
ト
ラ
化
に

よ
る
民
本
主
義
・
民
主
主
義
へ
の
反
動
と
は
あ
く
ま
で
も
質
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
思
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
制
の
国
家
教
義
で
あ
る
国

体
論
と
そ
の
信
奉
老
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
う
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
民
主
主
義
は
や
は
り
絶
対
的
否
定
の
紺
象
で
し
か
あ
り
え

な
い
。
し
か
し
『
国
家
改
造
計
画
綱
領
』
に
お
い
て
は
、
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
独
裁
的
強
力
内
閣
が
要
求
さ
れ
て
は
い
て
も
、
民
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

主
義
そ
の
も
の
は
原
理
的
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
書
の
本
文
に
は
「
天
皇
」
　
「
皇
国
」
の
二
字
が
一
度
も
出
て
こ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の
通
常
の
姿
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
全
く
稀
有
な
現
象
と
い
う
ほ
か
な
い
。
さ
ら
に
中
野
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
国
体
明
徴
運
動
に
ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
お
ら
ず
、
天
豊
機
関
説
事
件
に
た
い
し
て
も
極
め
て
消
極
的
な
言
動
し
か
示
し
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
中
野
た
ち
の
政
治
理
念
、
そ
の
国
家
イ
メ
ー
ジ
が
正
統
な
国
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
一
定
程
度
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
内
容
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
国
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
絶
対
・
至
高
の
理
念
と
し
て
他
の
諸
政
治
理
念
の
上

に
零
時
し
、
国
民
大
衆
に
た
い
し
て
無
限
の
呪
縛
力
を
有
し
て
い
た
戦
前
日
本
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
差
異
や
区
別
は
微
妙
で
曖
昧
な
、
二
次

的
な
も
の
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
わ
け
で
は
あ
る
が
。
三
〇
年
代
の
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
」
の
過
程
が
政
治
思
想
的
に
み
て
錯
綜
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

様
相
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
野
の
働
い
て
い
る
場
に
お
い
て
、
国
体
論
的
反
動
、
中
野
の
よ
う
な
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
的
反
動
、
さ
ら
に
社
会
主
義
か
ら
の
転
向
と
い
う
、
三
方
向
が
互
い
に
交
干
し
あ
い
、
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
て
多
重
的
関
係
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
イ
デ
オ
戸
ギ
ー
面
で
は
微
妙
な
相
異
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
帝
国
主
義
の
進
路
や
国
内
政
治
・
経
済
体
制
の
修
正
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
当
面
の
戦
略
に
関
し
て
な
ら
ば
、
国
民
同
盟
は
軍
部
・
右
翼
と
ほ
ぼ
同
一
の
立
場
に
立
ち
、
同
一
陣
営
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に

よ
く
取
沙
汰
さ
れ
た
平
沼
験
一
郎
内
閣
論
こ
そ
は
こ
の
陣
営
の
政
権
構
想
の
具
体
案
で
あ
っ
た
。
軍
部
・
平
沼
系
官
僚
・
政
友
会
森
格
一
派
と

結
ん
で
次
期
政
権
を
狙
お
う
と
い
う
考
え
は
か
な
り
早
く
か
ら
、
す
で
に
一
九
三
二
年
八
月
頃
に
は
国
民
同
盟
サ
イ
ド
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
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⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
が
、
新
聞
報
道
か
ら
判
断
す
る
と
、
翌
年
の
通
常
国
会
会
期
中
に
は
か
な
り
の
動
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
平
沼
擁
立
工
作
に
は
雑

多
な
諸
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
で
関
与
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
中
野
の
紹
介
で
平
沼
が
近
衛
文
麿
に
会
い
、
暗
に
支
持
を
要
重
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
⑲

事
実
か
ら
判
断
し
て
、
国
民
同
盟
側
の
担
当
者
は
中
野
正
剛
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
一
説
に
よ
れ
ば
中
野
は
近
衛
に
平
沼
・
西
園
寺
会
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
仲
介
を
頼
ん
で
、
姫
否
さ
れ
た
と
も
い
う
。
平
沼
内
閣
こ
そ
は
、
少
数
党
た
る
国
民
同
盟
が
そ
の
政
治
理
念
に
忠
実
な
ま
ま
、
政
権
に
近
づ

き
う
る
唯
一
の
道
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
合
法
的
に
成
立
す
る
可
能
性
は
小
さ
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
元
老
西
園
寺
は
軍
部
・
右
翼
が
独
裁
的

権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
は
警
戒
的
で
あ
っ
て
、
斉
藤
内
閣
の
よ
う
な
中
間
内
閣
の
存
続
を
望
み
こ
そ
す
れ
、
平
沼
を
次
期
首
班
に
奏
請
す
る

こ
と
な
ど
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
平
沼
内
閣
の
成
立
が
不
可
能
と
な
る
と
、
国
宝
同
盟
が
内
部
的
動
揺
を
き
た
す
の
は
必
至
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
先
に
み
た
よ
う
に

国
民
同
盟
の
政
綱
・
政
策
は
、
は
な
は
だ
微
温
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
応
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
政
治
理
念
（
国
家
社
会
主
義
）
に
特

有
な
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
生
存
圏
」
理
論
、
強
力
政
府
論
、
反
独
占
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
修
正
資
本
主
義
、
さ
ら
に
後
述
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

る
大
衆
組
織
論
、
凛
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
党
内
に
は
こ
の
理
念
に
よ
り
忠
実
な
中
野
派
と
よ
り
穏
健
で
既
成
政
党
的
な
山
道
派
と
が
あ
り
、

政
権
へ
の
道
が
遠
く
な
る
に
つ
れ
、
両
者
の
異
和
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
満
州
薯
変
」
や
五
・
一
五
事
件
の

衝
撃
が
一
、
嘉
し
、
非
常
時
意
識
が
日
常
化
し
て
く
る
と
、
国
民
同
盟
が
当
初
持
ち
え
た
新
鮮
さ
は
時
と
と
も
に
失
わ
れ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
り
、

そ
れ
が
内
部
対
立
に
一
層
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
実
、
政
民
両
党
に
お
い
て
も
、
政
友
会
は
「
資
本
主
義
の
是
正
」
を
唱
え
た
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
策
を
一
九
三
三
年
夏
に
発
表
し
、
民
政
党
も
少
し
遅
れ
る
が
次
期
総
選
挙
を
目
標
に
「
従
来
の
消
極
方
針
を
一
塾
し
て
」
新
基
本
国
策
の
検

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

討
を
決
定
す
る
な
ど
、
国
民
同
盟
か
ら
み
れ
ば
「
船
倉
の
主
張
に
追
随
す
る
」
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
お
り
、
同
盟
の
独
自
性
は
急
速
に
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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働
　
中
野
派
の
国
民
同
盟
脱
党

　
前
節
の
お
わ
り
に
述
べ
た
よ
う
な
事
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
斉
藤
内
閣
の
末
期
に
な
る
と
、
あ
く
ま
で
独
裁
的
強
力
内
閣
の
実
現
に
の
ぞ
み

を
託
す
中
野
派
と
政
策
的
立
場
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
に
は
拘
泥
せ
ず
、
政
府
へ
の
妥
協
・
与
党
化
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
り
を
打
開
せ
ん
と
す

る
山
道
派
と
の
対
立
関
係
が
は
っ
き
り
と
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
両
者
の
対
立
は
た
ん
に
対
政
府
姿
勢
の
相
異
ば
か
り
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

く
、
広
く
党
組
織
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
政
党
内
閣
論
を
否
定
し
た
中
野
派
は
、
党
組
織
の
面
に
お
い
て
も
従
来
の
議
会
政
党
の
枠
を
超
え
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
の
試
み
を
企
て
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
等
は
も
と
も
と
民
政
党
時
代
か
ら
雄
弁
を
駆
使
し
て
大
衆
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
さ
ら
に
一
歩

進
ん
で
自
ら
大
衆
組
織
の
育
成
に
乗
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
国
民
青
年
同
盟
の
結
成
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
労
働
運
動
へ

の
進
出
で
あ
っ
た
。
国
民
青
年
同
盟
は
学
生
を
主
体
に
三
三
年
四
月
に
結
成
さ
れ
た
「
大
衆
動
員
の
前
衛
と
し
て
闘
う
」
こ
と
を
目
的
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

院
外
団
組
織
で
あ
っ
た
が
、
制
服
の
着
用
・
軍
隊
式
行
動
な
ど
に
従
来
の
院
外
団
に
な
い
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
労
働
運
動
へ
の
進
出
は
具
体
的
に
は
中
野
の
逓
友
同
志
会
（
組
合
員
約
＝
一
〇
〇
　
国
家
社
会
主
義
系
）
統
令
就
任
、
杉
浦
武
雄
の
同
法
律

顧
問
就
任
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
前
掲
伊
藤
論
文
が
詳
し
く
こ
れ
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
た
だ

こ
の
進
出
が
明
確
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
労
働
運
動
綱
領
に
基
づ
く
意
図
的
行
動
で
あ
っ
た
事
実
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

中
野
の
統
令
就
任
（
一
九
一
二
三
年
一
〇
月
八
日
）
に
先
立
つ
同
年
八
月
に
は
、
「
国
民
労
働
組
合
同
盟
結
成
方
針
書
」
な
る
も
の
が
作
成
さ
れ
て
い

　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
る
。
彼
等
と
し
て
は
こ
れ
を
手
は
じ
め
に
「
農
民
、
中
小
企
業
者
、
俸
給
生
活
者
及
び
労
働
大
衆
の
集
団
的
結
成
を
促
し
、
こ
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

部
的
結
成
の
力
を
交
錯
集
中
し
て
全
国
民
的
運
動
の
主
体
と
な
し
、
時
代
転
換
の
推
進
力
と
な
す
」
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
既
成
政

党
打
破
を
組
織
論
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぼ
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
方
向
に
ま
で
い
た
る
の
は
当
然
だ
と
い
え
る
。
し
か
も
彼
等
の
眼
前
に
は
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
や
ナ
チ
ス
と
い
う
先
例
が
絶
好
の
手
本
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
民
同
盟
の
支
持
基
盤
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
中
野
派
が
進
め
て
い
た
大
衆
運
動
の
ま
ね
事
で
さ
え
、
必
ず
し
も
同
盟
金
体
の
支
持
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を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
民
同
勢
の
結
盟
大
会
に
際
し
て
、
中
野
グ
ル
ー
プ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

「
緋
色
に
八
腿
鏡
と
鷲
」
を
あ
し
ら
っ
た
党
旗
と
黒
サ
ー
ジ
の
耳
介
を
用
意
し
た
が
、
中
野
の
懇
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
達
総
裁
は
制
服
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

着
用
を
拒
否
し
、
伝
統
的
な
紋
付
袴
姿
の
ま
ま
大
会
に
臨
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
野
派
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
大

衆
組
織
論
は
国
民
同
盟
の
現
実
か
ら
浮
き
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
東
方
会
と
い
う
別
組
織
を
新
た
に
設
け
て
行
動
の
自
由
を

　
　
　
　
　
⑪

得
よ
う
と
し
た
。
東
方
会
は
中
野
派
の
代
議
士
・
元
代
議
士
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン
を
加
え
た
政
策
研
究
団
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
根
拠
に
中
野
派

は
独
自
の
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
菓
方
会
が
活
動
を
は
じ
め
た
の
は
中
野
の
会
同
統
令
就
任
と
『
国
家
改
造
計
画
綱
領
』
の
出
版
が
愚
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
三
三
年
の
秋
頃
だ
と
推
測
で
き
る
が
、
早
く
も
同
年
末
に
は
東
方
会
を
名
の
る
系
列
組
織
が
仙
台
に
生
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
翌
年
九
月

か
ら
は
雑
誌
『
我
観
』
が
部
会
の
準
機
関
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
野
派
の
大
衆
運
動
へ
の
進
出
は
ほ
と

ん
ど
成
果
雪
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
・
た
・
国
民
青
年
同
盟
は
自
然
消
滅
し
・
逓
友
同
志
会
と
の
関
係
竺
年
た
ら
ず
で
終
わ
愚
・
他
に

農
村
救
済
請
願
運
動
と
の
関
係
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
風
見
章
の
個
人
的
努
力
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
中
野
派
と
山
道
派
の
対
立
は
岡
田
内
閣
期
に
入
っ
て
い
っ
そ
う
激
し
さ
を
ま
し
、
つ
い
に
第
六
七
議
会
で
は
、
政
府
予
算
案
承
認
の
是
非
を

め
ぐ
る
正
面
衝
突
に
ま
で
発
展
し
た
。
山
道
派
は
岡
田
内
閣
が
成
立
し
た
時
か
ら
政
府
支
持
の
態
度
を
示
し
て
い
た
の
で
、
監
護
案
承
認
を
主

張
し
、
中
野
派
は
強
硬
に
反
対
し
た
。
両
者
譲
ら
ぬ
ま
ま
、
安
達
が
予
算
承
認
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
野
、
風
見
、
由
谷
、
鷲
沢
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

四
二
、
戸
田
由
美
、
鈴
木
正
吾
、
高
橋
寿
太
郎
の
七
人
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
本
会
議
で
の
採
決
を
棄
権
し
た
の
で
あ
っ
た
。
国
民
同
盟
の
与
党

化
は
安
達
総
裁
の
内
閣
審
議
会
入
り
内
定
で
決
定
的
と
な
っ
た
。
中
野
は
こ
れ
に
敢
て
反
対
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
国
民
同
盟
離
れ
に
は

一
層
拍
車
が
か
か
っ
た
。
山
道
派
も
国
民
同
盟
の
与
党
化
が
は
っ
き
り
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
さ
ら
に
進
ん
で
民
政
党
へ
の
復
帰
を
公
然
と
唱
え

　
　
　
　
　
　
⑯

る
ま
で
に
な
っ
た
。
か
か
る
二
極
分
解
の
な
か
で
、
国
民
同
盟
は
い
ま
や
政
党
と
し
て
の
統
一
性
を
ほ
と
ん
ど
失
わ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
九
三
五
年
秋
の
地
方
議
会
選
挙
に
お
け
る
敗
北
は
、
同
盟
の
分
解
現
象
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
翌
春
の
総
選
挙
を
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

不
安
を
感
じ
た
山
道
派
の
代
議
士
達
は
櫛
の
歯
が
欠
け
る
よ
う
に
次
々
と
民
政
党
へ
戻
っ
て
い
っ
た
。
中
野
も
異
な
る
立
場
な
が
ら
山
道
派
と
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同
様
に
国
民
同
盟
の
解
消
を
唱
え
、
一
九
三
五
年
一
二
月
九
日
単
身
同
盟
を
は
な
れ
た
。
既
に
か
な
り
前
か
ら
彼
の
精
力
と
関
心
は
東
方
会
に

移
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
少
数
で
は
あ
っ
て
も
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
組
織
こ
そ
中
野
の
望
む
も
の
で
あ
っ
た
。
中
野
の
離
党
に
続
い
て
中

野
派
の
面
々
も
順
次
国
民
同
盟
を
は
な
れ
た
が
、
早
大
以
来
の
友
人
で
中
野
の
年
来
の
同
志
で
あ
っ
た
風
見
は
な
ぜ
か
行
を
共
に
せ
ず
、
別
の

道
を
え
ら
ん
だ
。

①
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
年
｝
月
一
二
冒
付
（
以
下
『
東
朝
』
一
九
三
ニ

　
一
・
1
2
と
略
す
）

②
　
中
野
「
ソ
シ
ャ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
色
彩
に
て
」
（
『
改
造
騙
一
九
三
二
・

　
2
）

③
『
参
陽
新
報
』
一
九
三
二
4
・
1
3

④
　
安
達
復
党
を
望
む
声
は
党
内
外
に
強
く
、
清
七
宗
吾
な
ど
が
仲
介
に
の
り
だ
す

　
い
っ
ぽ
う
、
党
内
で
は
暇
安
達
系
が
復
党
要
求
署
名
運
動
を
行
な
っ
た
り
し
た
。

　
し
か
し
党
幹
部
は
こ
れ
に
対
し
強
い
反
対
の
態
度
を
と
り
、
安
達
派
の
粛
清
に
の

　
り
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
（
『
東
朝
』
一
九
三
一
一
　
6
・
2
0
、
2
1
、
2
3
）

⑤
　
詳
覧
一
九
三
二
　
7
・
2

⑥
右
同
【
九
三
二
9
・
1
1
、
1
3
、
1
4

⑦
　
右
同
一
九
三
ニ
　
一
2
・
2
3

⑧
三
二
年
二
月
の
総
選
挙
で
杉
浦
、
田
中
、
三
浦
、
三
野
、
簡
牛
が
野
選
、
残
る

　
は
中
野
、
風
見
、
由
谷
の
型
名
の
み
と
な
っ
た
。
な
お
、
お
く
れ
て
民
政
党
を
は

　
な
れ
た
者
の
う
ち
、
鷲
沢
与
四
二
、
森
峰
一
、
戸
田
由
美
の
三
代
議
士
、
山
内
亮
、

　
渡
辺
泰
邦
の
元
代
議
士
は
中
野
派
と
目
さ
れ
る
。

⑨
　
『
東
朝
』
一
九
三
二
　
7
・
2
9

⑩
中
野
「
ソ
シ
ャ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
色
彩
に
て
」

⑪
『
東
朝
』
一
九
三
ニ
ー
2
・
1
8
、
2
0
こ
の
他
、
ω
全
耕
地
の
國
家
買
収
と
そ

　
の
有
償
分
配
、
ω
米
穀
・
生
糸
・
肥
料
の
国
家
管
理
、
㈲
襲
業
保
険
法
の
制
定

　
⑭
産
業
組
合
等
の
整
理
・
統
制
・
助
成
な
ど
の
農
業
政
策
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
右
同
一
九
三
ニ
　
一
2
・
1
8

⑬
　
中
野
『
国
家
改
造
計
画
綱
領
触
一
五
・
一
六
頁

⑭
　
右
同
書
一
五
頁

⑮
王
沢
光
三
郎
「
所
謂
『
天
皇
機
関
説
』
を
契
機
と
す
る
國
体
明
徴
運
動
」
（
一

　
九
四
〇
　
『
現
代
史
資
料
4
』
一
九
六
三
所
収
）
を
み
て
も
積
極
的
関
与
の
ほ
ど

　
を
み
い
だ
し
え
な
い
。
ま
た
、
中
野
の
「
時
論
」
（
『
我
観
』
一
九
三
五
・
5
）
は
、

　
こ
の
事
件
に
言
及
し
た
数
少
な
い
文
章
の
ひ
と
つ
だ
が
、
単
体
に
反
す
る
が
ゆ
え

　
に
、
機
関
説
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
論
法
は
ど
こ
に
も
な
い
。
彼
は

　
憲
法
論
議
に
は
手
を
ふ
れ
ず
、
機
関
説
攻
撃
は
元
老
・
重
臣
批
判
の
武
器
だ
と
い

　
う
、
は
な
は
だ
敵
本
主
義
的
立
場
か
ら
こ
れ
を
支
持
し
た
。
ち
な
み
に
、
彼
は
機

　
関
説
を
も
っ
て
「
君
側
の
権
臣
に
対
抗
し
、
議
会
を
通
じ
て
国
民
参
政
の
実
を
あ

　
げ
ん
と
し
た
」
往
年
の
「
自
由
主
義
者
」
の
理
論
的
武
器
だ
っ
た
と
、
そ
れ
な
り

　
の
評
価
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑯
　
た
と
え
ば
、
｝
九
三
二
年
五
月
頃
に
作
成
さ
れ
た
陸
軍
省
文
書
（
山
本
四
郎

　
「
『
極
東
ノ
新
惜
勢
二
対
ス
ル
判
断
…
』
お
よ
び
『
施
政
要
項
』
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
臨
七

　
二
号
　
所
収
）
や
、
　
一
九
三
四
年
皿
月
五
日
の
日
付
を
も
つ
「
政
治
的
非
常
審
変

　
勃
発
二
処
ス
ル
対
策
要
綱
」
　
（
秦
郁
彦
『
軍
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
史
』
一
九
六
二

　
付
録
資
料
　
所
収
）
な
ど
は
国
艮
同
盟
の
政
策
や
内
国
家
改
造
計
画
綱
領
』
と
ほ

　
と
ん
ど
同
一
の
政
策
を
掲
げ
て
い
る
。

⑰
　
『
参
陽
新
報
撫
一
九
三
二
　
7
・
2
4
、
8
・
2
3
（
な
お
同
紙
は
豊
橋
地
方
の
地

　
方
新
聞
で
、
は
じ
め
は
民
政
系
、
の
ち
一
時
国
斑
同
盤
系
で
あ
っ
た
。
現
在
豊
橋
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市
立
図
書
館
所
蔵
）

⑱
『
東
朝
』
一
九
三
三
1
・
3
0
、
3
・
2
1

⑲
木
戸
幸
一
『
木
戸
幸
一
日
記
』
（
一
九
六
六
）
二
一
五
頁
な
お
中
野
の
平
沼

　
擁
立
の
動
ぎ
に
つ
い
て
は
伊
藤
前
掲
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
『
土
陽
新
聞
』
　
（
政
友
系
）
一
九
三
三
　
2
・
1
5

⑳
『
東
朝
』
一
九
ゴ
薫
6
・
1
5
、
8
・
3
0

⑫
右
同
一
九
三
五
　
6
・
3

＠
右
同
一
九
三
三
　
8
・
3
0

⑳
　
同
盟
の
政
策
が
新
鮮
味
を
失
い
．
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
幹
部
も
認
め
て
い
た
ら
し

　
く
、
三
五
年
四
月
に
は
綱
領
・
政
策
の
全
般
的
再
検
討
が
幹
都
会
で
決
定
さ
れ
て

　
い
る
（
『
東
朝
』
一
九
三
五
4
・
3
）

⑮
　
両
派
の
主
な
メ
ン
バ
ー
を
推
測
す
る
と
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
な
る
。
中
野
派

　
1
0
中
野
、
○
風
見
、
○
由
谷
、
○
鷲
沢
、
○
戸
田
、
杉
浦
、
田
中
、
渡
辺
。
山

　
道
派
一
○
山
道
、
○
古
屋
、
○
小
山
、
○
野
国
文
一
郎
、
○
井
上
剛
一
、
○
加
藤

　
鯛
一
、
○
菊
池
良
一
、
○
岸
衛
等
々
、
（
○
印
は
代
議
士
）

⑳
　
中
野
、
杉
浦
、
田
中
は
そ
れ
ぞ
れ
畏
政
党
時
代
に
は
遊
説
部
長
を
務
め
て
い
た
。

⑳
　
『
参
陽
新
報
』
』
九
三
二
　
4
・
5
。
青
年
同
盟
の
リ
ー
ダ
ー
は
杉
浦
と
田
中

　
の
二
人
だ
っ
た
。

⑳
右
同
一
九
三
三
　
8
・
8
。
　
「
方
針
書
」
の
主
要
な
主
張
を
記
す
と
、
統
制
経

　
済
の
徹
底
、
自
主
的
労
働
組
合
法
の
制
定
、
団
体
協
約
権
の
確
立
、
八
隣
間
労
働

　
制
の
確
立
、
失
業
保
険
及
手
当
法
の
制
定
、
標
準
生
活
賃
金
制
の
設
定
、
共
産
主

　
義
・
社
会
民
主
主
義
・
亡
国
資
本
主
義
の
排
撃
、
日
満
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
の
確
立
。

　
こ
れ
を
労
働
組
合
法
・
争
議
調
停
法
の
制
定
を
中
心
と
す
る
民
政
党
の
社
会
政
策

　
に
比
べ
る
と
、
あ
る
面
で
は
は
る
か
に
進
歩
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
最
大
の
相
異
は
何
と
い
っ
て
も
自
ら
属
家
赴
会
主
義
的
労
働
運
動
の
育
成

　
に
乗
り
だ
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

⑳
　
『
国
家
改
造
計
画
綱
領
騰
一
一
六
頁
。

⑳
『
東
朝
』
一
九
三
ニ
ー
2
・
2
1

⑳
東
方
会
と
い
う
名
の
団
体
は
、
は
じ
め
『
東
方
時
論
』
の
後
援
組
織
と
し
て
大

　
正
期
に
結
成
さ
れ
た
の
だ
が
、
同
誌
廃
寸
義
は
自
然
消
減
し
て
い
た
。
そ
れ
を
こ

　
の
頃
政
策
研
究
団
体
と
し
て
再
出
発
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
中
野
派
の
代
議
士
・

　
元
代
議
士
を
除
く
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
、
杉
森
孝
次
郎
（
哲
学
者
）
、
小
島
精
一

　
（
経
済
評
論
家
）
山
崎
靖
純
（
同
）
、
斎
藤
鷹
幹
（
軍
纂
評
論
家
）
、
稲
村
隆
一
（
農

　
民
運
動
家
）
な
ど
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
他
影
佐
禎
承
、
花
谷
正
と
い
っ
た

　
軍
人
も
顔
を
だ
し
て
い
た
ら
し
い
。

⑫
　
内
務
省
警
保
局
『
特
高
月
報
』
一
九
三
三
・
2
　
五
三
頁

⑭
　
逓
同
の
総
同
盟
復
帰
に
よ
り
中
野
は
統
令
を
辞
任
（
一
九
三
四
年
八
月
）
。
　
逓

　
同
以
外
に
中
野
派
が
関
係
を
も
っ
た
（
も
と
う
と
し
た
）
労
働
者
組
織
に
は
、
八

　
幡
勤
労
同
盟
（
八
幡
製
鉄
所
）
、
福
岡
勤
労
國
罠
同
盟
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
労
働

　
者
な
ど
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
が
実
態
は
不
明
（
『
参
陽
新
報
』
一
九
三
三
2
・

　
1
1
）

⑭
　
『
東
朝
騙
一
九
三
五
　
2
・
1
4
、
1
5
。

⑳
右
同
一
九
三
五
　
5
・
3
0
。

⑳
　
改
選
前
に
六
五
議
席
を
保
有
し
て
い
た
四
民
同
盟
は
穴
四
三
を
立
候
補
さ
せ
た

　
が
、
三
一
名
の
当
選
を
得
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
敗
戦
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

　
選
挙
資
金
の
欠
乏
も
一
因
で
あ
っ
た
。
選
挙
の
結
果
が
は
っ
き
り
し
た
一
〇
月
二

　
九
臼
に
は
山
道
派
の
野
田
文
一
郎
が
国
罠
同
盟
解
消
論
を
提
起
し
て
い
る
（
『
東

　
朝
』
一
九
三
五
　
1
0
・
3
0
）
。

⑳
　
一
九
三
五
年
宋
に
は
代
議
士
数
は
二
〇
名
を
敬
え
る
の
み
と
な
っ
た
。
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三
　
東
方
会
の
成
立

東方会の成立（永井）

　
0
0
　
ア
ジ
ア
・
ブ
ロ
ッ
ク
論
と
統
制
経
済
論

　
中
野
派
の
国
民
同
盟
脱
退
の
結
果
、
政
策
研
究
団
体
東
方
会
は
否
応
な
し
に
政
党
ど
し
て
の
機
能
を
う
け
も
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
東

方
会
が
政
治
結
社
の
届
出
を
行
な
っ
た
の
は
一
九
三
六
年
五
月
二
五
日
で
あ
る
。
同
時
に
『
我
観
』
も
「
政
治
活
動
と
全
面
的
に
並
行
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

機
関
誌
」
と
す
る
た
め
、
　
『
東
大
陸
』
と
改
題
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
綱
領
・
規
約
・
役
員
な
ど
は
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

政
党
と
し
て
の
陣
容
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
綱
領
・
規
約
・
役
員
が
決
定
さ
れ
る
の
は
翌
三
七
年
の
五
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

決
定
さ
れ
た
綱
領
は
次
の
通
り
。

　
一
、
正
義
国
際
の
建
設
に
よ
り
国
民
生
活
の
活
路
を
開
拓
す
べ
し

、
一
、
国
際
非
常
時
の
克
服
に
傾
注
し
、
全
国
民
均
等
の
努
力
と
犠
牲
と
に
早
う
べ
し

　
一
、
政
治
に
よ
り
て
広
義
国
防
を
担
任
し
、
軍
部
を
し
て
安
ん
じ
て
狭
義
国
防
に
専
念
せ
し
む
べ
し

　
一
、
生
産
力
の
急
速
な
る
拡
大
強
化
を
目
標
と
し
て
統
制
経
済
の
動
向
を
是
正
す
べ
し

　
一
、
全
体
主
義
に
則
り
階
級
的
特
権
と
階
級
闘
争
と
を
排
除
す
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
、
農
罠
、
労
働
者
、
中
小
商
工
業
者
、
俸
給
勤
務
者
の
生
活
を
保
障
し
、
国
家
活
力
の
源
泉
を
涌
養
す
べ
し

　
東
方
会
の
綱
領
的
立
場
は
国
民
同
盟
の
そ
れ
を
継
承
し
、
純
化
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
必
要

は
な
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
政
党
と
し
て
新
学
発
を
遂
げ
た
ば
か
り
の
東
方
会
は
旧
国
民
同
盟
の
中
野
派
を
主
体
に
、
こ
れ
に
『
東
大
陸
』
の
常
連
寄
稿
家
・
編

集
ス
タ
ッ
フ
を
加
え
た
比
較
的
ル
ー
ズ
な
集
団
で
あ
り
、
こ
の
状
態
は
だ
い
た
い
三
八
年
頃
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
発
足
当

初
の
東
方
会
の
中
心
は
所
属
現
役
代
議
士
（
中
野
、
杉
浦
、
田
中
、
由
谷
、
三
浦
虎
雄
、
渡
辺
泰
邦
、
大
石
大
、
馬
場
元
治
、
木
村
武
雄
、
第
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二
〇
回
総
選
挙
後
は
こ
れ
に
小
野
謙
一
、
三
田
村
武
夫
、
青
木
作
雄
の
三
名
が
加
わ
っ
た
。
）
で
、
そ
の
虫
要
な
活
動
舞
台
は
議
会
で
あ
り
、

議
会
質
問
を
通
じ
て
「
権
力
階
級
の
無
力
を
徹
底
に
糾
弾
し
（
略
）
、
内
閣
の
無
為
無
策
を
追
求
し
、
政
民
両
党
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
（
略
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

政
府
・
与
党
陣
営
に
斬
り
込
む
」
こ
と
が
彼
等
の
め
ざ
す
活
動
形
態
で
あ
っ
た
。
政
治
過
程
に
何
ら
の
直
接
的
影
響
力
を
持
ち
え
な
い
か
わ
り

に
、
純
野
党
の
立
場
に
徹
し
よ
う
と
い
う
の
が
東
方
会
の
立
場
で
あ
り
、
広
田
・
黒
雲
内
閣
に
対
し
て
は
反
政
府
党
を
名
の
り
、
近
衛
内
閣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
し
て
も
野
党
的
立
場
か
ら
の
自
主
的
協
力
を
表
明
し
て
い
た
。

　
議
会
質
問
・
そ
の
他
に
あ
ら
わ
れ
た
東
方
会
の
政
府
批
判
の
論
調
を
み
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
は
外
交
批
判
で
、
こ
れ
は
外
務
省
の
方
針
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
対
英
米
屈
従
」
と
き
め
つ
け
、
軍
部
が
領
導
す
る
「
大
陸
政
策
」
を
妨
碍
す
る
も
の
だ
と
、
対
英
米
協
調
路
線
を
排
斥
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日
本
の
「
大
陸
政
策
」
と
中
国
の
民
族
主
義
は
本
来
は
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
と
考
え
る
中
野
は
、
中
国
の
排
日
・
反
日
運
動
を
「
非
ア
ジ
ア

的
傾
向
」
と
断
罪
す
る
外
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
「
（
日
本
の
）
当
面
の
敵
は
排
扇
を
誘
導
し
、
使
聞
せ
る
国
民
政
府
で
あ
り
、
国
民
政
府
で

な
く
し
て
金
支
那
に
圧
力
を
加
え
来
れ
る
外
国
勢
力
で
あ
り
、
そ
の
外
国
勢
力
に
屈
従
し
来
れ
る
日
本
当
局
の
弱
体
心
理
で
あ
る
」
と
い
う
ふ

　
⑥

う
に
、
　
「
大
陸
政
策
」
と
中
国
の
反
帝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
の
矛
盾
を
日
本
の
官
僚
外
交
の
英
米
協
調
路
線
に
責
任
転
載
し
よ
う
と
し
た

わ
け
で
あ
る
。

　
目
中
戦
争
が
全
面
化
す
る
や
、
東
方
会
は
こ
れ
を
B
本
と
英
ソ
と
の
代
理
戦
争
と
規
定
し
、
　
「
支
那
ヲ
誤
り
導
イ
タ
現
在
ノ
政
権
ヲ
徹
底
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ニ
ヤ
ッ
ツ
ケ
テ
シ
マ
フ
」
よ
う
政
府
に
進
言
す
る
と
と
も
に
、
早
く
か
ら
日
吉
伊
三
国
同
盟
の
締
結
に
よ
っ
て
英
ソ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
説
い

た
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
第
七
一
議
会
で
杉
浦
が
防
共
協
定
の
強
化
に
言
及
し
た
が
、
一
九
三
七
年
九
月
二
日
に
は
全
体
会
議
で
「
（
独
坐
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

相
携
え
て
国
際
経
済
の
現
行
支
配
原
理
修
正
を
要
望
す
べ
し
」
と
の
決
議
を
あ
げ
、
そ
れ
を
同
党
の
基
本
要
求
の
ひ
と
つ
と
し
た
。
日
蜜
蝋
三

国
同
盟
の
締
結
に
ど
れ
ほ
ど
東
方
会
が
執
心
し
て
い
た
か
は
、
中
野
が
わ
ざ
わ
ざ
両
独
裁
老
に
会
う
た
め
訪
欧
し
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
知

　
　
　
　
　
⑨

れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
中
戦
争
を
英
ソ
、
と
く
に
英
と
の
代
理
戦
争
と
み
な
す
立
場
に
た
て
ば
、
日
中
戦
争
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
存

在
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
日
英
戦
争
に
ま
で
拡
大
す
る
、
い
や
拡
大
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
戦
争
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
エ
ス
カ
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レ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
に
立
つ
戦
争
論
を
掲
げ
て
戦
争
指
導
部
を
突
き
あ
げ
て
い
く
・
1
廓
外
硬
こ
そ
東
方
会
の
は
た
し
た
役
割
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
政
府
批
判
の
第
二
は
統
制
経
済
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
統
綱
経
済
は
も
は
や
不
況
脱
出
の
手
段
で
は
な
く
、
軍
部

の
求
め
る
「
高
度
国
防
国
家
」
の
経
済
政
策
と
し
て
、
国
家
の
基
本
的
な
政
治
目
標
に
定
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
東
方
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
へ

政
府
批
判
は
、
軍
部
・
官
僚
・
財
閥
・
政
党
の
「
抱
合
体
制
」
が
打
ち
出
し
て
く
る
諸
政
策
を
、
あ
る
べ
き
統
制
経
済
の
理
念
に
則
っ
て
批
判

し
た
り
、
政
府
を
鞭
擁
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
未
曾
有
の
大
軍
事
予
算
を
組
ん
だ
広
田

内
閣
に
対
し
て
は
、
　
「
官
僚
万
能
と
、
既
成
資
本
の
擁
護
と
に
堕
し
、
徒
ら
に
干
渉
を
煩
に
し
て
、
生
産
力
の
拡
大
を
阻
碍
す
る
の
み
」
と
の

　
　
　
　
⑩

非
難
を
加
え
、
次
の
林
内
閣
の
予
算
案
に
つ
い
て
も
、
前
内
閣
の
目
玉
商
品
だ
っ
た
地
方
財
政
調
整
交
付
金
一
億
五
千
万
円
が
削
減
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
を
も
っ
て
「
国
民
生
活
安
定
ヲ
第
二
義
二
排
斥
シ
タ
」
轟
轟
費
偏
重
の
「
狭
義
国
防
方
針
」
に
堕
し
た
と
論
難
し
、
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
東
方
会
は
巨
額
の
国
防
費
に
反
対
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
、
巨
額
の
軍
事
費
は
「
大
陸
政
策
」
の
遂
行

上
絶
対
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
長
期
に
わ
た
り
膨
大
な
軍
裏
費
支
出
が
継
続
す
れ
ば
、
一
部
で
は
戦
争
景
気
を
謳
歌
す
る
老
を
生

み
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
イ
ン
フ
レ
の
進
行
に
よ
っ
て
国
民
生
活
に
動
揺
を
も
た
ら
し
、
分
配
の
不
均
等
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
よ
う
な
事

態
に
な
り
、
結
局
国
民
の
間
に
「
大
陸
政
策
」
へ
の
不
満
と
反
発
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
戦
争
景
気
の
肢
行
的
な
進
行
を
憂
慮
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
　
「
国
防
の
強
化
」
と
「
国
罠
生
活
の
安
定
」
を
文
字
ど
お
り
併
行
さ
せ
て
、
軍
需
生
産
部
門
以
外
の
全
生
産
部
門
の
生
産
力

を
同
時
に
拡
大
強
化
し
、
農
民
・
中
小
企
業
・
労
働
者
へ
は
キ
メ
細
い
社
会
政
策
を
実
施
し
て
、
軍
備
拡
張
・
戦
争
遂
行
が
も
た
ら
さ
ず
に
は

お
か
な
い
社
会
・
経
済
的
矛
盾
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
東
方
会
は
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
バ
タ
ー
も
大
砲
も
」
と
い
う
立

場
に
立
っ
て
、
彼
等
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
借
り
る
な
ら
ば
、
東
方
会
は
「
持
て
る
階
層
へ
の
最
大
限
の
負
担
強
行
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の

増
額
要
求
、
農
地
調
整
法
・
農
業
保
険
法
等
の
不
徹
底
を
指
摘
し
て
、
米
穀
専
売
・
小
作
立
法
を
要
求
し
、
労
働
政
策
の
貧
困
を
つ
い
て
労
働

立
法
を
強
調
す
る
と
共
に
、
政
治
・
行
政
・
経
済
的
機
構
を
根
本
的
に
改
革
し
（
略
）
真
の
統
制
国
家
を
建
設
す
べ
し
と
、
　
（
略
）
主
張
し
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
闘
っ
た
。
」
の
で
あ
っ
た
。
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②
　
党
勢
の
拡
大
と
そ
の
組
織
方
針

　
中
野
派
が
大
衆
組
織
へ
の
志
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
院
内
小
会
派
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
　
「
大
衆
に
基
礎

喬
い
難
聴
勢
力
」
と
な
る
こ
ゆ
つ
ま
り
広
汎
な
大
衆
に
働
き
か
け
・
帝
国
嚢
的
ナ
シ
・
ナ
リ
ズ
ム
と
反
独
占
軍
官
讐
識
を
軸
に

大
衆
を
政
治
的
に
糾
合
し
う
る
勢
力
と
な
る
こ
と
こ
そ
東
方
会
の
理
想
と
す
る
組
織
理
念
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
発
足
当
時
の
東
方
会
の
現

実
は
か
か
る
組
織
理
念
か
ら
遠
く
射
た
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
東
方
会
の
歴
史
を
組
織
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
こ
の
組
織
理
念
が
い
か

に
実
践
に
移
さ
れ
、
東
方
会
の
姿
が
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ま
一
・
2
は
東
方
会
が
関
係
し
た
三
つ
の
総
選
挙
の
結
果
と
立
候
補
老
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
1
9
圓
（
一
九
三
六
年
）
、
第
2
0

表1　総選挙における東方会の実績

面＼＼瞬三一当盤数牌釧二上薯雛

1．9ero207，271

2．2221，445

　　　9人

＊＊

　　11
（のち÷1）

15人

20

2．9342，519747

　19

ぐ36．2）

　20

ぐ37．4）

　21

ぐ42．4）

・衆議院事務局r衆議院議員総選挙一覧』

　　　　　　　第19．20．21圓よ｝作成

＊この時点で東方会はまだ存在していないので，ここにあ

　げてあるのは同年中に東方会に参加した中立11名．国罠

　同盟4名の候補者である。

＊＊繰り上げ当選で1名増加して12名となった。

圓
（
室
七
年
）
の
両
方
の
選
挙
に
立
候
補
し
た
十
数
名
の
人
々
こ
そ
、
民
政
党
↓
国
民
同
盟
↓
東

方
会
と
終
始
中
野
と
行
を
と
も
に
し
て
き
た
、
初
期
東
方
会
の
核
と
な
る
都
分
で
あ
り
、
東
方

会
代
議
士
団
も
そ
の
殆
ん
ど
が
こ
の
部
分
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
こ
の
論
文
が

対
象
と
し
て
追
跡
し
て
き
た
政
治
家
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　
し
か
し
第
2
1
回
総
選
挙
（
四
二
年
）
に
な
る
と
い
さ
さ
か
様
子
が
異
な
る
。
ま
ず
候
補
者
数
が

倍
増
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
五
年
間
に
お
け
る
組
織
の
拡
大
を
反
映
し
て
い
る
数
字
だ
と
単
純

に
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
内
務
省
警
保
局
の
調
査
（
表
3
）
に
よ
れ
ば
、
三
七
年
～
四
一

年
の
五
年
間
で
党
員
数
は
二
・
五
倍
に
ふ
え
て
お
り
、
支
部
数
の
増
加
に
い
た
っ
て
は
さ
ら
に

　
　
⑭

著
し
い
。
変
化
は
た
ん
に
量
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
候
補
者
の
顔
触
れ
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
特
に
四
七
名
の
立
候
補
者
の
う
ち
、
前
回
に
も
緑
藻
会
か
ら
立
っ
た
老
が
僅
か
七
名
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
表
2
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
初
期
策
方
会
の
核
と
な
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表2　東方会関係総選挙立候補者一覧

回睡蹴者爆睡挙劇定鋼玉1馨儘i得職　備　考　瞬
渡辺泰邦 北海道3 3 2 前 16，159 中立・旧民政・旧国盟 ○

山内　亮 青森1 3 4 ク 11，675 〃　　　　〃　　　　〃

小野謙一 〃　　2 3 4 新 9，370 〃　　　　ク　　　　〃

木村武雄 山形1 4 3 〃 19，182 〃　　　　〃　　　　〃 ○

杉浦武雄 愛知5 3 3 前 14，028 〃　　　〃　　　　〃 〃

三田村武夫 岐阜2 3 7 新 5，416 ク

田中養達 滋賀 5 4 前 14，020 国盟旧民政 ○

19 由谷義治 鳥取 4 4 現 14，233 〃　　　　〃

大石　大 高知1 3 1 前 21，177 土瀦馨旧政友旧嚇
〃
〃

渡辺鬼子松 愛媛2 3 6 新 6，173 中立旧民政旧国盟

青木作雄 山　口1 3 4 〃 12，575 〃奨縢翻軍

中野正剛 福　岡1 4 1 現 21，686 〃　旧民政旧国盟 ○

森　峰一 佐賀2 3 5 前 8，488 園盟　旧民政．

馬場元治 長崎1 5 3 新 17，533 中立　旧罠政 ○

三浦虎雄 宮崎 5 1 前 15，556 国盟旧属政・ 〃

渡燃劃北瀧・ 3 2 現 12，227 ク

小野謙一 青森2 3 1 新 15，034 〃

木村武雄 山　形1 4 1 現 26，698、 〃

剣持忠徳 〃　　2 4 8 新 2，683 皇国自治会

橘川光子 宮城1 5 12 〃 830

杉浦武雄 愛知5 3 3 現 19，191 ○

三田村武夫 岐阜2 3 3 新 8，458 〃

田中養達 滋賀 5 4 現 17，450 〃

薩摩雄次 福井 5 6 新 13，420 旧直心道場

20 由谷義治 鳥　取 4 5 現 12，092 のちくりあげ当選

菅木作雄 山　口1 4 2 新 14β98 ○

渡辺忠雄 広　島1 4 7 〃 3，627

花崎愛之助 〃　　3 5 9 〃 3，615 旧革漸党

大石　大 高　知1 3 1 現 14，552

＝た石利徳 〃　　2 3 7 新 1，270

渡辺鬼子松 愛媛2 3 5 〃 7，218
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21

中野正流

馬場元治

桐胴虎雄

新名真岡

臼木豊寿

斎藤秀雄

古沢　斐

戸叶　武

飯島吉之助

臼井荘一

関山茂太郎

本領信治郎

宮騎龍介

佐藤吉熊

金井芳次

磯田正則

稲村隆一

中村又七郎

鷲沢与四二

結城源一

勝田穂策

村松道司

膏山雅彦

河野金昇

杉浦武雄

三田村武夫

田中養達

草野一郎平

林　周盛

渡辺修作

永井健蔵

国中義男

福岡1 4　1　1

長汀1 5　1　1

宮崎 5　1　2

鹿児島1 5　1　7

7
…
8
一
7
一
8
「
7
【
7
一

16

@
3
一
8
…
5
…
5
…
8
…
7

1

4

8

7

7

10

6

4

3

6

9

8

12

12

5

現

11

！1

新

新
一
〃
｝
〃
一
〃
一
”
一
”
一
ク
【
”
｝
”
…
”
｝
”
｝
”
一
ク

ク

前

脳

ク

ク

11

1！

現

11

1！

新

ク

！！

ク

ク

19，191

19，369

14，590

亀78gh田家社会党

2，672

　915

6，540

6，153

4，185

7，665

1，186

29，478

22，322

ZO29

13，668

4，203

6，184

20，546

11，711

3，202

5，669

6，567

8，229

6，679

8，826

7，355

11，298

6，463

1，343

1，562

514

7，925

旧裁欄間衆党

三社二二衆党

出社会大衆党

旧全国大衆党

旧社会大衆党

旧政友会

旧民政・三国二

二社会民衆党

旧挙国社

旧社会大衆党

。

！－

1！

o

o

o
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21

田辺　納

長尾　有

佐藤又造

渡辺忠雄

青木作雄

大石　大

氏原一郎

渡辺鬼子松

中野正鰯

山隈慎一

堂本為広

稲冨稜人

岡　正己

安部万太郎

松前顕義

古川通貫

淵　通義

慶田　茂

湧上聾人

　阪大

詑厩兵

ユ山岡

ユ島広

1口山

障矢高

2〃

　媛愛

ユ岡福

2〃

2〃

3ク

4〃

　分大

エ本熊

2〃

宮

ま島外鹿

縄沖

3
一
4
一
5
【
4
一
4
｝
3
｝
3
一
3
一
4
一
5
一
5
一
5
一
4
一
3
一
5
一
5
一
5
一
5
一
5

5
一
6
｝
1
1
｝
7
「
6
一
2
…
6
一
5
…
1
一
1
1

一
9
一
7
…
7
一
7
一
7
一
9
…
9
一
7
～
5

〃
…
〃
一
〃
｝
〃
一
現
～
〃
一
新
一
〃
…
現
一
新
…
〃
一
〃
一
〃
…
〃
一
〃
一
〃
…
ク
一
〃
一
〃

7134

2268

9012

ユ365

24811

50911

5664

2594

34542

7843

4604

9069

1157

5271

6823

8102

9112

3283

7628

【日労農党

〃

旧社会大衆党

旧社会大衆党

旧皇道会

旧毘政

o

o

o
衆議院事務局『衆議院議員総選挙mu覧』第192021回より作製　○印は当選者

さ
ら
に
ま
た
立
候
補
老
の
地
域
的
分
布
に
も
変
化
　
鵬

っ
た
古
参
代
議
士
の
大
半
が
こ
の
間
に
離
党
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
候
補
老
数
の
増
加
の
わ
り

に
得
票
数
の
伸
び
が
低
い
の
は
選
挙
に
強
い
古
参
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

議
士
の
離
党
が
原
因
で
あ
る
。
ち
な
み
に
新
顔
四
〇

名
の
う
ち
、
二
〇
名
が
全
く
は
じ
め
て
総
選
挙
に
立

候
補
し
た
新
人
で
、
東
方
会
の
第
二
世
代
に
属
す
る
。

一
一
名
は
過
去
に
無
産
運
動
に
関
係
し
た
経
歴
を
も

ち
、
残
り
九
名
が
以
前
に
東
方
会
以
外
の
右
翼
・
既

成
政
党
・
中
立
の
い
ず
れ
か
で
出
馬
し
た
経
験
を
持

つ
老
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
東
方
会

の
体
質
に
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
事
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。

（619）

衷3　東方会党員・支部数の変

　化

戦陶数脚数膿隊
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が
み
ら
れ
る
。
第
1
9
・
2
0
回
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
候
補
者
は
東
北
・
中
京
・
中
国
四
国
西
部
・
九
州
に
偏
っ
て
お
り
、
し
か
も
六
大
都
市

と
そ
の
周
辺
部
に
は
ひ
と
り
の
立
候
補
者
も
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
第
2
1
回
に
は
、
首
都
圏
・
京
都
・
大
阪
・
兵
庫
な
ど
の
大
都
市
域
に
も
候
補

老
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
表
4
の
よ
う
に
得
票
数
を
六
大
都
市
・
地
方
都
市
・
郡
部
に
わ
け
て
千
分
比
を
求
め
た

も
の
を
み
る
と
、
　
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
初
期
の
東
方
会
は
農
村
部
を
主
要
な
集
票
地
盤
と
し
、
後
期
に
は
都
市
部
の
比

重
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
比
較
の
た
め
、
第
2
0
回
総
選
挙
に
お
け
る
各
政
党
毎
の
地
域
別
得
票
分
布
を
表
5
に
示
し
て
お
い
た
。
民
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

表4　東方会得票数の都市一郡部
　　別分布

副六大劃地方繍郡部

72．2atlo

51．7

27．890

25．3

　　090

23．0

・。
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表5　各政党別得票数の地域別分布
　　（第20回総選挙）

　　　　1六大難肪綱郡部
me」iig．，th」jN wti］（’1　i4．ger，．1　is．i％1　E5t15i．g％

69．4

78．2

46．6

72．2

15．0

12．9

15．1

27．8

15．4

8．8

38．3

　　0

民政党

敷友会

社大党

東方会

衆議院事務局r第20國衆議院議員総選
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党
の
集
票
パ
タ
ー
ン
を
平
均
型
と
す
る
と
、
政
友
会
は
よ
り
「
農
村

型
」
、
社
野
党
は
か
な
り
強
い
「
都
市
型
」
と
い
え
る
が
、
東
方
会
の

集
票
パ
タ
ー
ン
は
こ
こ
で
い
う
「
農
村
型
」
か
ら
「
都
市
型
」
へ
変

化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
事
実
か
ら
か
な
り
大
雑
把
な
推
理
を
試
み
る
と
、
結
成
後

二
、
三
年
の
東
方
会
は
古
参
代
議
士
を
中
心
と
し
、
地
方
都
市
・
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ

部
に
支
持
基
盤
を
お
く
、
よ
り
地
方
名
望
家
政
党
的
な
存
在
で
あ
り
、

そ
の
後
手
勢
力
拡
大
と
と
も
に
徐
々
に
大
都
市
部
で
も
支
持
を
増
や

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
い
き
、
い
わ
ば
よ
り
組
織
政
党
的
傾
向
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
変
化
が
は
っ
き
り
し
は
じ
め
る
の
は
、

党
員
数
・
支
部
数
が
伸
び
、
大
都
市
に
も
支
部
が
設
置
さ
れ
る
三
八
、
九
年
頃
で
あ
っ
た
。
党
勢
の
概
観
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
次
は
よ
り

微
視
的
に
、
地
方
の
代
議
士
の
地
盤
レ
ベ
ル
に
お
け
る
動
き
を
鳥
取
の
由
谷
義
治
を
例
に
あ
げ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
由
谷
は
鳥
取
市
の
資
産
家
の
家
に
生
ま
れ
（
一
八
八
八
年
）
、
青
年
期
に
は
社
会
主
義
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
。
第
一
次
大
戦
後
、
普
選
即
行

・
営
業
税
廃
止
な
ど
を
要
求
し
て
活
動
を
展
開
し
た
「
民
本
主
義
的
市
民
政
社
」
1
1
鳥
取
立
憲
青
年
会
の
指
導
者
と
な
り
、
そ
の
支
持
を
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
一
九
二
四
年
は
じ
め
て
代
議
士
に
当
選
し
た
。
地
方
名
望
家
の
一
人
で
、
進
歩
的
な
考
え
を
持
つ
由
谷
は
、
地
方
の
自
主
的
な
普
選
運
動
を

134 （620）
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：東方会の成立（永井）

指
導
し
、
そ
の
後
憲
政
会
を
通
じ
て
中
央
政
界
に
進
出
す
る
と
い
う
、
典
型
的
な
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
鳥
取
立
憲
青
年
会
の
由
谷

支
持
は
、
彼
が
民
政
党
を
脱
党
し
た
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
立
憲
青
年
会
の
支
持
と
、
彼
の
義
兄
で
県
政
財
界
に
隠
然
た
る
勢
力
を
誇

り
、
　
「
政
務
知
事
」
と
称
さ
れ
た
罠
政
党
の
米
漂
章
三
の
支
援
の
お
か
げ
で
、
由
谷
は
脱
党
直
後
の
総
選
挙
で
も
議
席
を
守
り
ぬ
く
こ
と
が
で

　
⑰

き
た
。
一
九
三
三
年
一
月
に
は
他
の
無
党
派
の
由
谷
支
持
老
と
と
も
に
立
憲
青
年
会
は
鳥
取
県
青
年
同
盟
を
結
成
し
、
由
谷
と
国
民
同
盟
の
支

　
　
　
　
　
⑱

持
を
確
認
し
た
。

　
由
谷
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
県
下
の
無
産
勢
力
へ
も
接
近
を
試
み
た
。
そ
の
対
象
は
東
伯
小
作
人
連
合
会
（
会
長
門
田
定
蔵
。
の
ち
中
国

振
農
会
に
改
称
）
と
社
大
胆
鳥
取
県
連
合
会
（
委
員
長
松
本
積
善
）
で
あ
っ
た
。
中
国
振
農
会
は
協
調
主
義
と
政
治
的
中
立
を
モ
ッ
ト
ー
と
す

る
穏
健
な
地
方
単
独
小
作
組
合
で
あ
っ
た
が
、
組
合
員
一
五
〇
〇
と
比
較
的
規
模
の
大
き
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
青
年
同
盟
は
三
三
年
末
ご
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
り
振
農
会
に
対
し
て
接
近
を
試
み
、
三
四
年
に
は
非
公
式
な
が
ら
提
携
関
係
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
一
方
社
大
望
県
連
と
の
関
係
が
い
っ
か

ら
は
じ
ま
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
五
年
九
月
改
選
後
の
県
議
会
で
は
、
青
年
同
盟
・
振
農
会
・
社
大
聖
県
連
の
三
老
は
公
式
に
共
闘
関

係
を
と
り
む
す
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
米
沢
喜
男
（
青
年
同
盟
）
・
門
田
定
蔵
（
振
農
会
）
・
足
鹿
覚
（
社
大
呼
）
の
三
県
議
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
、

て
県
政
評
議
会
と
い
う
会
派
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
共
闘
関
係
は
翌
三
六
年
に
は
由
谷
を
共
同
候
補
と
す
る
選
挙
協
定
に
ま
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

心
し
た
。
警
察
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
社
大
会
県
連
は
「
社
会
大
衆
党
、
振
農
会
、
県
青
年
連
盟
共
同
シ
テ
徹
底
的
二
当
選
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
、
大

衆
党
ト
シ
テ
ハ
独
自
二
由
谷
候
補
ノ
当
選
ヲ
目
標
二
米
子
市
及
西
伯
、
日
野
両
郡
ヲ
受
持
、
演
説
会
を
開
始
ス
ル
コ
ト
」
を
決
定
し
た
の
で
あ

⑳
る
。

　
こ
の
選
挙
協
定
が
ど
れ
だ
け
威
力
を
発
揮
し
た
か
は
、
表
6
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
鳥
取
市
周
辺
部
を
地
盤
と
し
た
由
谷
は
従
来
伯

蓄
地
方
で
は
全
く
振
わ
な
か
っ
た
が
、
社
大
黒
・
振
農
会
と
の
協
定
に
よ
り
、
西
伯
・
東
伯
両
郡
の
得
票
を
増
や
し
、
従
来
の
地
盤
で
の
減
票

を
補
い
え
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
由
谷
が
一
九
三
六
年
に
東
方
会
入
り
を
決
意
し
た
時
、
彼
は
青
年
同
盟
ば
か
り
で
な
く
、
社
大
党
県
連
幹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

部
に
も
事
情
を
説
明
し
、
そ
の
了
解
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
由
谷
が
東
方
会
か
ら
出
馬
し
た
第
2
0
回
総
選
挙
の
時
に
は
、
社
大
事
県
連
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表6　由谷候補の得票分布

室市陣郡圓剛融司そ・他回
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鰯
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3
槻
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なお，第16回には由谷は立候補しなかった。

た
こ
と
、
由
谷
個
人
に
限
れ
ば
、
彼
が
院
内
外
で
農
村
負
担
の
軽
減
を
求
め
る
総
揚
か
ら
革
新
的
な

産
費
に
耕
作
農
家
適
正
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
米
価
と
せ
よ
と
し
て
米
穀
統
制
法
を
批
判
し
た
り
す
る
な
ど
、

利
害
を
擁
護
し
て
い
た
点
に
求
め
う
る
。
お
そ
ら
く
、

三
に
代
表
さ
れ
る
県
下
政
財
界
か
ら
の
支
持
を
失
っ
て
い
た
彼
と
し
て
は
、

た
め
に
も
、
無
産
勢
力
を
何
と
か
し
て
そ
の
傘
下
に
吸
収
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
由
谷
と
県
下
無
産
勢
力
の
結
合
は
一
九
三
八
年
に

は
よ
り
発
展
し
た
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
振
農
会
と
旧
左
翼
系
小
作
人
組
合
と
を
糾
合
し
て
鳥
取
県
農
村
連
盟
と
い
う

農
民
組
合
を
結
成
し
、
そ
の
盟
主
に
お
さ
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
由
谷
の
例
は
決
し
て
例
外
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
東
方
会
の
と
っ
た
組
織
方
針
の
重
要
な
側
面
を
象
徴
す
る
例
だ

は
前
回
の
よ
う
に
正
式
支
持
を
表
明
し
な
か
っ
た
が
、
幹
部
の
松
本
・
足
鹿
は
個
人
的
に

　
　
　
　
　
　
⑬

由
谷
を
応
援
し
た
。
そ
の
た
め
、
独
自
の
無
産
候
補
を
立
て
た
全
国
農
民
組
合
鳥
取
県
連

か
ら
痛
烈
な
非
難
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
社
大
筒
県
連
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

全
農
県
連
の
関
係
は
一
層
険
悪
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
由
谷
の
動
向
は
東
方
会
の
組
織
理
念
の
実
践
と
み
な
し
う
る
が
、
実
際
に

提
携
工
作
を
担
当
し
、
由
谷
と
無
産
勢
力
の
媒
介
と
な
っ
た
青
年
岡
盟
の
涌
島
義
博
の
考

え
は
少
し
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
に
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
鳥

取
の
左
翼
運
動
の
草
分
け
の
ひ
と
り
だ
っ
た
涌
島
の
心
中
に
は
、
由
谷
を
か
つ
ぐ
こ
と
に

よ
り
、
壊
滅
状
態
に
あ
る
県
下
無
産
勢
力
を
合
法
的
な
形
で
再
結
集
さ
せ
る
と
い
う
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
が
成
立
し
え
た
政
策
論
的
根
拠
は
、
東
方
会
の
統

制
経
済
論
が
「
国
民
生
活
の
安
定
」
を
重
視
し
、
国
家
社
会
主
義
的
な
色
彩
を
み
せ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
地
方
税
制
の
解
放
」
を
唱
え
た
り
、
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
定
程
度
中
小
農
民
の
経
済
的

　
由
谷
は
涌
島
の
考
え
な
ど
は
百
も
承
知
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
米
原
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
席
を
守
り
ぬ
く
た
め
に
も
、
ま
た
東
方
会
の
勢
力
を
拡
大
す
る
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東方会の成立（永井）

と
考
え
た
の
で
詳
し
く
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
東
方
会
が
そ
の
組
織
理
念
を
実
践
に
移
す
に
際
し
て
、
東
方
会
は
自
力
で
強
力
な

大
衆
運
動
を
展
開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
組
織
を
拡
大
し
て
い
く
だ
け
の
主
体
的
力
量
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
等
が
手
っ
取
り
早

い
方
法
と
し
て
選
び
、
し
か
も
あ
る
程
度
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
た
の
が
、
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
壊
滅
状
態
に
淫
し
た

り
し
て
い
る
既
成
の
左
翼
系
大
衆
組
織
（
と
く
に
農
民
組
合
。
労
働
組
合
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
）
を
吸
収
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
組
織
の
拡
大
を
は
か
る
と
い
う
行
き
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
東
方
会
が
最
初
に
全
党
的
運
動
と
し
て
と
り
あ
げ
、
傘
下
の
右
翼
農
民
団
体
・
代
議
士
地
盤
組
織
を
か
り
集
め
て
展
開
し
よ
う

と
し
た
も
の
に
「
農
村
問
題
解
決
協
同
運
動
」
（
一
九
三
六
年
八
～
一
〇
月
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
イ
耕
作
権
の
確
立
　
β
負
債
整
理
の
促
進

ハ
土
地
制
度
の
革
新
　
二
国
有
林
野
の
解
放
　
ホ
農
村
負
担
の
軽
減
　
へ
大
規
模
な
る
満
蒙
移
民
の
実
行
　
ト
農
産
物
価
格
と
工
業
品
価
格
と

の
鋏
状
差
額
矯
正
　
チ
農
村
各
種
産
業
団
体
の
自
主
的
＝
兀
化
　
リ
農
業
保
険
制
度
の
創
設
　
ヌ
医
療
社
会
化
の
徹
底
」
を
要
求
項
目
に
、
広

く
全
国
の
農
毘
団
体
と
協
同
し
て
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
に
基
き
、
東
方
会
が
自
ら
右
翼
的
農
民
運
動
を
全
国
的
に
組
織
・
育
成
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
農
民
運
動
の
分
野
に
切
り
込
ま
ん
と
し
た
そ
の
第
一
歩
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
は
東
方
会
の
思
惑
ど
お
り

に
い
か
ず
、
そ
の
運
動
の
実
態
は
一
過
性
の
遊
説
活
動
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
運
動
は
龍
頭
蛇
尾
に
終
わ
っ
た
。

　
菓
方
様
系
の
全
国
的
な
農
民
組
織
は
右
の
よ
う
な
大
衆
運
動
の
直
接
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
民
戦
線
事
件
を
契
機
に
解
体
し
た

全
農
の
残
党
を
吸
収
し
、
傘
下
に
お
さ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
定
着
し
え
た
の
で
あ
る
。
旧
左
翼
の
吸
収
は
、
い
わ
ば
東
方
会
に
と
っ

て
は
組
織
拡
大
の
た
め
の
欠
か
せ
ぬ
方
法
と
な
っ
た
。
一
九
三
九
年
初
め
に
企
て
ら
れ
た
社
野
党
と
の
合
同
計
画
こ
そ
は
、
ま
さ
に
か
か
る
組

織
方
針
の
延
長
上
に
位
置
し
、
そ
の
拡
大
再
生
産
を
狙
う
企
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
東
方

会
の
組
織
拡
大
そ
の
も
の
が
限
ら
れ
た
枠
を
超
え
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
は
や
紙
数
も
残
り
少
な
い
の
で
、
右
の
よ
う

な
展
望
を
確
認
し
つ
つ
、
東
方
会
の
今
後
の
発
展
動
向
・
旧
左
翼
の
吸
収
の
実
状
・
社
大
豊
と
の
合
同
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て

発
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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①
　
「
編
集
後
記
」
　
（
『
思
料
』
一
九
三
六
・
5
）

②
「
東
方
会
全
体
会
議
」
（
『
東
大
陸
』
一
九
三
七
・
6
）

③
　
「
小
会
派
の
鋤
向
」
　
（
『
福
岡
日
日
新
聞
』
　
（
政
友
系
）
～
九
三
穴
　
5
・
1
8
）

④
う
ま
く
い
け
ば
林
内
閣
は
、
平
沼
内
閣
に
代
っ
て
中
野
が
望
ん
で
い
た
よ
う
な

　
挙
足
一
致
強
力
内
閣
た
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
、
い
や
、
正
し
く
言
え
ば
そ
の
よ

　
う
な
強
力
内
閣
の
不
可
能
性
を
示
し
た
も
の
こ
そ
林
内
閣
で
あ
っ
た
。
十
河
儒
二

　
唱
い
わ
ゆ
る
石
原
グ
ル
ー
プ
に
は
か
な
り
の
期
待
を
抱
い
て
い
た
東
方
会
も
、
石

　
原
グ
ル
…
プ
が
組
閣
ス
タ
ッ
フ
か
ら
排
除
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
反
政
府
の
旗
色
を

　
鮮
明
に
し
た
。

⑤
中
野
の
代
表
質
問
（
衆
議
院
事
務
局
『
第
七
〇
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
摘
要
ω
』

　
一
九
三
七
　
三
一
七
～
三
一
＝
頁
）

⑥
中
野
「
時
論
」
（
『
東
大
陸
』
一
九
三
六
・
1
0
）

⑦
　
杉
浦
の
代
表
質
問
（
『
第
七
一
・
七
二
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
摘
要
』
一
九
三
七

　
一
一
七
頁
）

⑧
『
特
高
月
報
』
一
九
三
七
・
9
五
四
頁

⑨
　
中
野
は
「
国
民
使
節
」
と
銘
う
っ
て
一
九
三
七
年
一
一
月
掛
出
発
、
一
二
月
二

　
一
日
に
ム
ソ
リ
ー
こ
と
、
翌
年
二
月
二
日
分
ヒ
ト
ラ
ー
と
会
見
す
る
こ
と
が
で
き

　
た
。
む
こ
う
の
親
日
的
態
度
に
気
を
良
く
し
た
中
野
は
ち
ょ
う
ど
最
盛
期
に
あ
っ

　
た
両
フ
ァ
助
シ
ョ
政
権
の
盛
況
ぶ
り
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
て
帰
国
し
、
そ
の
見

　
聞
を
自
己
の
運
動
に
活
か
そ
う
と
し
た
（
中
野
「
独
伊
よ
り
帰
り
て
日
本
国
民
に

　
微
す
」
　
『
講
演
』
三
九
二
　
一
九
三
八
）

⑩
　
『
特
高
月
報
』
【
九
三
六
・
1
2
　
五
三
頁

⑪
　
由
谷
の
代
表
質
問
（
『
第
七
〇
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
摘
要
㈹
』
四
五
二
頁
）

⑫
岩
田
潔
「
新
し
き
魅
力
東
方
会
」
（
『
東
大
陸
』
一
九
三
八
・
5
）
少
し
誇
張
は

　
あ
る
が
お
お
む
ね
こ
の
言
葉
は
現
実
と
適
合
し
て
い
る
。

⑬
阿
武
隈
次
郎
「
漂
流
状
態
の
政
局
」
（
『
東
大
陸
』
一
九
三
六
・
9
）

⑭
　
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
ヒ
の
数
字
の
信
頼
度
は
低
い
。
な
お
一
九
ド
四
二
年
末
の

　
数
字
が
激
減
し
て
い
る
の
は
、
総
選
挙
後
事
実
上
活
動
停
止
状
態
に
追
い
こ
ま
れ

　
た
か
ら
で
あ
る
。

⑯
　
他
に
も
東
方
会
が
翼
賛
政
治
体
鰯
協
議
会
の
推
薦
を
う
け
な
か
っ
た
こ
と
が
原

　
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

⑯
　
一
〇
年
代
二
一
〇
年
代
初
期
の
由
谷
お
よ
び
鳥
取
立
憲
青
年
会
に
つ
い
て
は
、

　
松
尾
尊
禿
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
四
章
、
同
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
期
の
政

　
治
過
程
」
に
詳
し
い
。
な
お
由
谷
に
は
『
由
谷
義
治
自
伝
上
・
下
』
（
一
九
五
九
）

　
が
あ
る
。

⑰
『
鳥
取
県
史
』
近
代
政
治
篇
第
2
巻
五
五
八
頁

⑱
『
鳥
取
新
報
』
（
民
政
系
）
一
九
三
三
1
・
1
4
、
1
5

⑲
　
鳥
取
県
警
察
部
「
東
伯
小
作
人
連
合
会
ト
鳥
取
県
青
年
同
盟
ト
ノ
提
携
策
動
二

　
関
ス
ル
件
」
（
『
旧
陸
海
軍
関
係
文
書
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
』
1
以
下
『
陸
海
軍

　
文
書
』
と
略
す
1
図
器
N
円
嵩
5
）

⑳
　
足
鹿
覚
・
米
沢
健
｝
「
あ
あ
弾
圧
い
く
た
び
ぞ
」
（
『
山
陰
評
論
』
㎝
九
七
〇
・

　
1
0
）

⑳
　
鳥
取
梁
警
察
部
「
社
野
党
鳥
取
県
連
合
会
執
行
委
員
会
開
催
二
関
ス
ル
件
」

　
（
『
陸
海
軍
文
書
』
図
b
。
b
。
N
↓
δ
一
①
）

⑫
　
右
同
「
国
同
所
属
由
谷
代
議
士
ノ
行
動
二
関
ス
ル
件
」
　
（
『
陸
海
軍
文
書
』

　
国
b
。
B
ゴ
鐙
①
）

⑳
　
国
電
「
伯
書
郡
二
丁
ケ
ル
選
挙
運
動
行
為
者
調
」
　
（
『
陸
海
軍
文
書
』

　
国
b
。
N
。
。
遍
嶺
悼
O
）

⑳
　
『
因
伯
時
報
』
　
（
政
友
系
）
一
九
三
七
　
5
・
9

⑳
涌
島
義
博
「
郷
土
老
政
治
家
へ
の
思
考
」
　
（
『
山
陰
評
論
』
一
九
五
七
・
8
Y

飼
　
具
体
的
に
い
う
と
、
耕
作
地
租
の
減
免
、
義
務
教
育
費
・
町
村
役
場
費
の
園
庫

　
負
担
、
家
屋
税
・
特
別
地
税
二
戸
数
割
7
雑
種
税
等
の
整
理
減
免
、
地
方
税
調
整

　
交
付
金
の
付
与
等
を
さ
す
。

⑳
由
谷
「
米
穀
統
制
法
批
判
」
（
『
中
外
新
報
』
一
九
三
三
9
・
1
1
）
『
中
外
新
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箭

　
報
』
は
鳥
取
県
青
年
同
盟
の
機
関
紙
で
三
三
年
八
月
か
ら
三
五
年
一
二
月
ま
で
刊

　
行
さ
れ
た
。
現
窃
鳥
取
県
立
図
書
館
所
蔵
。

⑳
　
『
特
高
月
報
』
一
九
三
六
・
9
二
四
買

　
東
方
会
が
集
め
る
こ
と
の
で
き
た
右
翼
農
民
組
合
と
し
て
は
、
所
属
代
議
士
が
自

　
ら
組
織
し
た
、
土
佐
農
蝿
叩
組
合
（
会
長
大
石
大
　
一
九
二
九
年
結
成
組
合
員

　
約
四
千
）
山
形
県
農
民
同
盟
（
会
長
木
村
武
雄
　
一
九
三
三
年
結
成
　
組
合
員
約

　
二
千
）
が
代
表
的
。
い
ず
れ
も
個
別
経
済
闘
争
を
契
機
に
結
成
さ
れ
た
が
、
一
時

　
的
易
揚
を
み
た
あ
と
は
代
議
士
の
選
挙
地
盤
と
な
っ
た
。

⑲
　
一
九
三
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
旧
全
農
の
稲
村
隆
…
、
石
田
宥
全
、
淡
谷

、
悠
蔵
、
田
中
義
男
、
田
辺
納
、
長
尾
有
、
羽
原
正
～
、
古
沢
斐
等
の
活
動
家
達
が

　
あ
い
つ
い
で
東
方
会
に
入
っ
た
。
彼
等
が
率
い
る
各
地
方
組
合
は
日
本
農
民
連
盟

　
に
参
加
し
た
が
、
こ
れ
に
は
土
佐
農
民
総
組
合
、
山
形
県
農
民
岡
盟
も
加
わ
っ
て

　
お
り
、
東
方
会
系
の
農
民
組
織
で
あ
っ
た
。
な
お
ヨ
留
連
の
結
成
は
一
九
三
八
年

　
一
月
で
あ
る
。

お
　
わ
・
り
　
に

東方会の成立（永井）

　
最
後
に
ご
く
簡
単
に
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
党
と
い
わ
ゆ
る
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
言
し
て
、
筆
を
お

き
た
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
三
〇
1
四
〇
年
代
前
半
の
政
治
支
配
体
制
を
簡
単
に
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
ア
ク
セ

ン
ト
は
あ
く
ま
で
も
天
皇
制
の
ほ
う
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
、
明
治
維
新
で
産
声
を
あ
げ
、
先
の

敗
戦
で
崩
壊
し
た
近
代
天
皇
制
（
そ
の
本
質
は
近
代
化
さ
れ
た
絶
対
主
義
）
の
特
殊
な
政
治
形
態
、
そ
の
最
終
局
面
に
あ
ら
わ
れ
た
き
わ
め
て

軍
国
主
義
的
・
専
綱
的
・
侵
略
主
義
的
な
政
治
形
態
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
こ
の
言
葉
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

よ
り
正
し
く
は
擬
似
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
形
態
に
あ
る
近
代
天
皇
制
を
さ
す
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
天
皇
制
の
も
と
で
の
フ
ァ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ズ
ム
国
家
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
天
皇
制
の
も
と
で
の
フ
ァ
シ
ジ
ム
国
家
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
存
在
を
さ
す
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
諸
条
件
を
無
視
し
た
純
然
た
る
仮
定
の
上
で
の
話
で
あ
る
が
、
今
認
り
に
東
方
会
が
数
十
万
人
の
党
員
と
そ
れ

に
倍
す
る
傘
下
大
衆
団
体
、
さ
ら
に
優
秀
な
私
兵
組
織
を
も
つ
本
格
的
な
国
家
社
会
主
義
政
党
に
発
展
し
、
社
会
の
各
層
・
各
部
分
に
わ
た
っ

て
網
の
目
の
よ
う
な
指
導
1
1
服
従
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
、
軍
部
と
も
優
に
拮
抗
し
あ
え
る
政
治
勢
力
に
な
り
え
た
と
し
よ

う
。
か
か
る
強
力
な
政
治
力
を
背
景
に
、
東
方
会
が
合
法
的
に
政
権
に
就
き
、
さ
ら
に
進
ん
で
天
皇
の
大
権
を
中
野
総
裁
に
委
任
さ
せ
る
超
憲
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法
的
措
置
を
断
行
し
て
、
東
方
会
の
独
裁
的
な
一
党
支
配
体
制
を
確
立
し
た
時
、
で
き
あ
が
っ
た
体
制
は
こ
れ
を
天
皇
制
の
も
と
で
の
フ
ァ
シ

ズ
ム
国
家
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
い
か
に
同
じ
よ
う
に
革
命
勢
力
や
民
主
主
義
・
自
由
主
義
勢
力
を
弾
圧
し
、
国
家
総
動
員
体
制
の
完
成

に
力
を
入
れ
よ
う
ど
も
、
ま
た
い
か
に
同
じ
よ
う
に
日
中
戦
争
一
1
太
平
洋
戦
争
の
遂
行
に
遭
進
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
仮
定
上
の
体
制
が
現
実

の
歴
史
に
存
在
し
た
天
皇
綱
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
は
本
質
的
に
異
質
な
体
制
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
両
者
の
間
に

は
、
ち
ょ
う
ど
真
の
議
院
内
閣
制
と
現
実
の
歴
史
に
存
在
し
た
「
政
党
政
治
」
と
の
間
の
距
離
に
等
し
い
だ
け
の
距
離
が
あ
る
。
そ
し
て
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
、
三
〇
年
代
の
中
進
的
な
い
し
は
後
進
的
資
本
主
義
国
に
出
現
し
た
、
き
わ
め
て
画
一
主
義
的
・
権
威
主
義
的
・
軍
国

主
義
的
・
侵
略
主
義
的
な
政
治
体
制
全
般
を
さ
す
広
い
意
味
で
用
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
狭
く
意
味
を
限
定
し
て
、
　
一
党
支
配
や
組
合
国

家
体
欄
、
さ
ら
に
大
衆
運
動
と
の
関
連
性
に
お
い
て
こ
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
実
は
こ
の
仮
定
上
の
体
制
こ
そ
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
真
性

の
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
欝
え
ば
、
こ
の
時
期
の
天
皇
制
は
確
か
に
先
進
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
か
ら
多
く

の
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
を
模
倣
し
、
そ
れ
に
負
け
な
い
だ
け
の
機
翼
を
現
実
に
振
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
言
う
限
り
、
そ
れ
は
「
擬
似

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
綱
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
右
の
よ
う
な
一
党
支
配
の
確
立
は
近
代
天
皇
制
の
下
で
は
実
現
不
可
能
だ
っ
た
。
天
皇
制
の
人

民
支
配
様
式
が
根
本
か
ら
突
き
崩
さ
れ
な
い
限
り
、
東
方
会
が
飛
躍
的
に
党
勢
を
拡
大
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
し
、
あ
る
程
度
大
き
く
な
っ
た

と
し
て
も
、
必
ず
や
天
皇
制
イ
デ
オ
召
ギ
ー
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
軟
化
す
る
の
が
落
ち
で
あ
る
。
だ
い
い
ち
東
方
会
の
当
事
者
に
は
、
天
皇
を

宮
城
の
片
す
み
に
追
い
や
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
を
布
く
な
ど
と
い
う
大
そ
れ
た
考
え
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
天
皇
制

　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

の
も
と
で
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
不
可
能
性
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
大
政
翼
賛
会
の
歴
史
で
あ
ろ
う
。
翼
賛
会
、
と
い
う
よ

り
そ
の
前
身
た
る
近
衛
新
体
制
の
青
写
真
は
、
い
わ
ば
天
皇
綱
の
前
提
を
変
え
ず
に
、
ナ
チ
ス
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
式
の
政
治
制
度
を
密
輸
入
し
ょ

う
と
い
う
矛
盾
に
み
ち
た
企
て
の
産
物
だ
と
い
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
企
図
は
近
代
天
皇
制
を
律
す
る
最
高
の
国
家
規
範
で
あ
る
帝
国
憲
法
そ

の
も
の
と
近
代
天
皇
欄
の
宿
痢
と
も
い
う
べ
き
輔
弼
諸
機
関
の
割
拠
性
の
ま
え
で
空
中
分
解
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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策方会の成立（永井）

　
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
形
成
過
程
は
、
ま
ず
軍
部
が
帝
国
主
義
政
策
の
遂
行
主
体
と
し
て
の
威
信
を
圓
復
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
イ
デ
オ

胃
ギ
ー
的
に
は
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
動
的
強
化
、
国
民
統
合
の
方
式
と
し
て
は
新
た
な
形
態
の
官
僚
支
配
の
創
出
と
い
っ
た
形
で
強
制

的
同
質
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
近
代
天
皇
綱
の
支
配
原
理
の
連
続
性
が
ど
こ
か
で
切
断
さ
れ
な
い
限
り
、
東
方
会
の
よ
う
な
政
党

が
権
力
を
握
る
こ
と
な
ど
ま
ず
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
戦
争
指
導
部
か
ら
弾
圧
を
う
け
さ
え
し
た
。
し
か
し
彼
等
の
要
求
の
大
半
は

当
の
戦
争
権
力
に
よ
っ
て
形
を
か
え
ら
れ
な
が
ら
も
実
現
さ
れ
、
完
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
代
の
中
野
が
、
政
党
化
さ
れ
た

宮
僚
・
官
僚
化
さ
れ
た
政
党
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
「
政
党
政
治
」
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
様
に
、
太
平
洋
戦
争
と
国
家
総
動
員

体
制
と
し
て
東
方
会
の
要
求
が
実
現
さ
れ
た
と
き
に
も
、
成
立
し
た
戦
時
体
制
の
実
権
は
や
は
り
軍
部
・
新
官
僚
等
天
皇
潮
支
配
エ
リ
ー
ト
の

手
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
中
野
達
の
運
動
は
風
見
鶏
の
よ
う
に
方
向
を
指
示
す
る
役
割
を
は
た
し
な
が
ら
、
支
配
エ
リ
ー

ト
に
よ
る
果
実
の
収
奪
を
み
た
だ
け
で
中
途
半
端
に
挫
折
し
た
。
天
皇
綱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
中
間
層
の
運
動
で

あ
っ
た
点
に
そ
の
挫
折
の
究
極
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
附
記
〕

　
　
　
小
論
執
筆
に
際
し
て
、
快
く
き
き
と
り
に
応
じ
ら
れ
た
木
村
武
雄
・
進
藤
一
馬
両
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。
ま
た
貴
重
な
資
料
文
献
等
を
提
供
し
て
い
た

　
　
だ
い
た
う
え
、
種
々
御
教
示
を
給
わ
っ
た
高
橋
勝
三
、
中
野
泰
雄
、
大
石
喬
、
涌
島
文
雄
、
小
谷
進
、
田
中
真
人
、
松
尾
尊
爵
、
古
屋
哲
夫
の
各
氏
に
心

　
　
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
大
阪
市
此
花
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Moreover　he　planed　to　set　up　a　braRch　of　j％π藩in　order　toエnain亡aill

the　supremacy　of　the　head　Han．　Fina11y　his　inclination　to　authority

seems　to　be　in　its　cu！mination　in　his　converslon　to　Obaleu四壁　sect．

Founding　of　the　Toho－Kai東方会

　　　　by

Kazu　Nagai

　　The　Toho－Kai　i’s　one　of　the　Japanese　nationalist　parties　in　the　thirties．

The　party　was　characterized　by　uniqueness　of　its　leaders’　political

career．　Most　of　its　leaders（Seigo　1＞盈α％o中野正剛was　the　most

famous）　had　belonged　to　the　progressive　group　of　a　conservative　party，

the　Kensei一　Kai憲政会（1ater　the　Minsei一　To民政党），and圭nspired　parlla－

mentalism　in　the　20’s．

　　But　in　the　period　of　the　Great　Depression　and　“　Manchurlan　lncident　”

they　renounced　tlaeir　parliamentalism　and　shifted　their　grounds　to　a

social－nationalism，　which　consjsted　of　three　political　1deas　“　Asia　Bloc　”，

“Controlled　Economy”　and　“Dictatorlal－Government”．　Naleano　and

his　comrades　intended　to　form　a　coalitioB　cabinet　of　the　lltfinsei－To　and

Setyu・Kai政友会ih　1931，　but　they　failed　and　had　to　secede　from　the

Minsei－To．　Learning　frorn　the　Fascist’s　movernents　ln　ltaly　and　Ger－

many，　they　founded　their　own　party，　the　Toho－Kai，　in　1936．　They　airned

at　expanding　it　into　a　large　scale　mass－party　llke’the　Nazi　and　reor－

ganizing　political　and　economic　order　according　to　their　social－nation－

alistic　pollcy．

　　Regarding　this　party　as　a　good　mirror　reflecting　tke　political　trends

of　Japanese　brougeois－nationalists　who　were　in　sympatlay　with　demo－

cracy　in　’Lhe　20’s　but　with　fascism　in　the　30’s，　the　autlior，　in　this　study，

tries　to　analize　the　movement　of　Nakano　and　his　comrades　from　their

secession　from　the　Minnsei－To　to　the　formation　of　the　Toho－Kai．

（642）




