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【
要
約
】
　
本
稿
は
、
近
年
、
日
本
に
お
け
る
政
治
的
自
由
主
義
論
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
て
い
る
福
沢
諭
吉
か
ら
吉
野
作
造
に
つ
な
が
る
二
大
政
党
制
論

（〈

ｭ
治
シ
ス
テ
ム
論
V
）
の
重
要
性
を
再
確
認
し
つ
つ
、
吉
野
作
造
の
二
大
政
党
制
論
が
以
後
ど
の
よ
う
に
引
き
つ
が
れ
る
の
か
と
雷
う
こ
と
を
蝋
山
政

道
の
政
治
思
想
を
手
が
か
り
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
娠
山
は
基
本
的
に
は
吉
野
の
二
大
政
党
制
論
の
枠
組
み
を
継
承
し
、
英
国
労
働
党
の
動
勢
を
参

照
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
吉
野
の
既
成
政
党
（
民
政
党
）
と
社
民
勢
力
の
連
合
政
権
構
想
か
ら
離
反
し
、
社
民
勢
力
対
既
成
政
党
と
い

う
二
大
政
党
制
の
勢
力
配
置
転
換
を
構
想
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蝋
山
は
そ
れ
に
向
け
て
社
会
大
衆
党
の
勢
力
基
盤
拡
大
方
策
を
模
索
す
る
が
、
や
が
て

そ
の
限
界
の
自
覚
と
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
確
執
か
ら
近
衛
薪
体
制
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
革
新
」
派
と
現
状
維
持
的
構
想
の
融
合
の

上
に
立
つ
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
「
転
生
」
と
し
て
の
一
面
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
立
場
か
ら
戦
後
民
主
制
へ
の
提
言
が
、
限
定
的
で
は
あ
れ
、

可
能
に
な
っ
た
側
面
も
存
在
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
O
巻
一
号
　
［
九
九
七
年
一
月

丸

は
　
じ
　
め
　
に

政
策
的
効
用
性
を
優
位
に
置
い
た
政
局
の
運
営
は
、
そ
の
政
策
実
現
に
必
要
な
権
力
の
質
と
編
成
原
理
へ
の
省
察
を
欠
い
た
「
善
政
主
義
」

に
陥
り
や
す
い
。
こ
の
陥
穽
を
最
も
鋭
く
指
摘
し
た
の
は
吉
野
作
造
で
あ
っ
た
。
吉
野
は
言
う
。

コ
兀
来
善
政
主
義
な
ど
と
い
う
こ
と
の
、
尤
も
ら
し
く
政
界
の
問
題
に
な
る
の
が
抑
も
間
違
っ
て
い
る
。
如
何
な
る
主
義
に
立
つ
政
治
で
も
、
其
の
目
的

は
総
て
皆
善
政
で
あ
る
。
善
政
を
主
義
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
超
然
内
閣
主
義
に
於
て
も
、
政
党
政
治
主
義
に
於
て
も
、
皆
な
同
一
で
あ
る
。
善
政
を
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臼
的
，
と
す
る
が
故
に
超
然
内
閣
を
可
と
す
る
な
ら
ば
、
又
同
じ
理
由
を
以
て
政
党
内
閣
を
も
可
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
総
て
の
政
治
主
義
に
共
通
す
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
方
〕

の
目
約
を
掲
げ
、
此
れ
に
依
っ
て
超
然
内
閣
を
弁
護
せ
ん
と
す
る
の
は
、
恰
も
病
を
治
す
の
を
目
的
と
す
る
が
故
に
漢
法
医
が
宜
か
ろ
う
と
い
う
が
如
き

議
論
で
あ
る
。
吾
人
の
知
ら
ん
と
す
る
問
題
は
、
彼
が
果
し
て
善
政
を
施
く
に
志
あ
り
ゃ
否
や
と
い
う
よ
り
も
、
如
何
に
し
て
善
政
を
薄
く
の
目
的
を
達

　
　
　
せ
ん
と
す
る
か
に
あ
る
。
…
…
即
ち
今
日
の
政
界
に
於
て
問
題
と
す
べ
き
は
、
其
の
共
に
立
つ
る
所
の
共
通
の
目
的
如
何
に
非
ず
し
て
、
其
の
目
的
を
達

　
　
　
せ
ん
が
為
め
に
各
々
執
る
所
の
方
針
如
何
と
い
う
点
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
吾
人
は
、
政
党
政
治
主
義
に
依
る
こ
と
が
善
政
の
目
的
を
達
す
る
に

　
　
　
適
す
る
や
、
或
は
超
然
内
閣
主
義
に
依
る
こ
と
が
此
の
同
一
の
目
的
を
達
す
る
に
適
す
る
や
、
何
れ
が
適
当
の
方
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
深
く
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
傍
線
小
関
）

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
権
（
寺
内
内
閣
）
の
方
針
が
「
善
政
主
義
」
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
何
ら
政
権
の
立
場
を
合

理
化
し
う
る
根
拠
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
「
善
政
主
義
」
の
建
前
に
眩
惑
さ
れ
て
政
権
の
構
成
原
理
（
超
然
主
義
）
へ
の
批
判
の
目
が
雲
ら

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
善
政
主
義
」
と
は
政
権
の
構
成
原
理
へ
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
の
耳
蝉
に
す

ぎ
ず
、
そ
う
し
た
粉
飾
と
は
一
切
無
関
係
に
あ
く
ま
で
政
権
の
構
成
原
理
を
そ
の
政
権
の
正
当
性
へ
の
最
重
要
の
判
定
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る

と
言
う
の
が
吉
野
の
本
意
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
超
然
主
義
の
存
続
を
否
定
し
、
政
党
内
閣
制
の
定
着
を
求
め
る
意
向
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
寺
内
内
閣
の
後
を
う
け
て
成
立
し
た
原
内
閣
は
政
友
会
を
基
礎
に
し
た
き
わ
め
て
純
度
の
高
い
政
党
内
閣
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
美
濃
部
達
吉
と
は
異
な
っ
て
、
吉
野
が
批
判
を
浴
び
せ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
は
次
の
二
つ
の
理
由
が
存
在
し
た
。
第
一
に
政
友
会
一
党
の
政
界
制
覇
が
、
政
権
交
代
が
可
能
な
公
正
な
代
議
政
治
の
実
現
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
り

吉
野
の
理
想
に
悼
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
と
関
連
し
て
、
原
内
閣
が
体
現
し
た
責
任
内
閣
制
が
、
吉
野
が
待
望
し
た
議
会
に
対

、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
貴
任
内
閣
で
は
な
く
、
議
会
の
支
配
を
意
図
し
た
政
党
内
閣
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
吉
野
が
二
大
政
党
制
の
実
現
を
要
請
し
つ
づ
け
た
の
は
こ
の
二
点
に
対
す
る
危
機
感
の
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
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と
も
に
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
普
通
選
挙
法
案
を
掘
殺
し
た
原
内
閣
は
吉
野
に
と
っ
て
決
し
て
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
政
策
の
効
用
性
で
は
な
く
権
力
の
構
成
原
理
と
運
用
形
態
を
吟
味
す
る
主
張
が
現
実
の
政
治
過
程
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
、
劣
位
に
あ
る
政
治
勢
力
も
し
く
は
潜
勢
力
が
優
位
勢
力
を
攻
撃
す
る
際
の
便
法
と
し
て
利
用
す
る
場
合
以
外
は
本
来
ま
れ
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
長
期
的
に
は
政
党
内
閣
制
の
定
着
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
勢
力
の
動
向
を
規
制
し
て
い
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
勢
力
が
院
外
の
支
持
を
拡
大
し
、
社
会
的
圧
力
を
増
し
て
い
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
政
治
の
磁
場
か
ら
相
対

的
に
独
立
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
圧
力
を
規
範
の
定
着
を
促
す
方
向
へ
と
劉
導
し
、
結
晶
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
尽
力
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
論
の
存

在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
わ
ば
政
治
過
程
の
内
外
の
圧
力
を
政
治
の
規
範
化
へ
向
け
て
集
結
さ
せ
て
い
く
方
向
舵
で
あ
る
政
治
シ

ス
テ
ム
論
の
介
在
に
よ
っ
て
、
政
治
は
緩
慢
な
が
ら
修
正
軌
道
上
を
進
行
し
は
じ
め
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
論
が
常
に
政
治
を
規
範
化
し
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
事
実
、
二
大
政
党
制
が
吉
野
の
理
想
と
し
た
形

態
で
定
着
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
理
想
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
を
も
含
め
た
政
治
の
進
行
軌
道
修
正
の
試
み
の
軌
跡
を
追
跡

し
、
ま
た
現
実
と
の
距
離
を
吟
味
す
る
作
業
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
政
治
を
不
定
形
な
権
力
抗
争
の
連
鎖
に
お
い
て
で
は
な
く
、
意
味
的

連
環
性
の
上
に
お
い
て
捕
足
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
意
味
で
、
権
力
抗
争
に
色
ど
ら
れ
た
政
治
過
程
そ
れ
自
身
の
即
事
的
な
追
跡
と
は
別
に
、
む
し
ろ
政
治
過
程
へ
の
規
範
の
注
入
と
政
治

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
試
み
た
「
政
論
」
に
視
座
を
重
点
化
し
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論
の
自
足
性
を
洗
い
出
す
作
業
も
、
あ
な
が
ち
無
意
味
な
試
み

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
立
っ
て
本
稿
で
検
討
し
た
い
具
体
的
論
点
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
民
本
主
義
を
理
念
的
背
景
に
政
党
内
閣
確
立
期
か
ら
定
着
期
の
政
治
シ
ス
テ
ム
確
立
に
腐
心
し
た
吉
野
以
降
、
は
た
し
て
ど
の
よ

う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
模
索
と
可
能
性
が
存
在
し
た
の
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
公
正
な
代
議
政
治
の
安
定
的
確
立
を
中
心
目
標
に
、
そ
れ
を
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保
障
す
る
議
会
に
対
す
る
責
任
内
閣
制
の
樹
立
を
要
請
し
た
吉
野
の
政
治
シ
ス
テ
ム
構
想
の
成
否
を
左
右
す
る
鍵
は
、
二
大
政
党
制
の
実
現
に

あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
吉
野
の
論
述
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
カ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
め
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
へ

　
　
　
「
…
…
多
数
政
治
は
、
近
代
政
治
の
理
想
で
あ
る
と
云
っ
て
も
舞
い
。
此
の
多
数
政
治
は
実
に
政
党
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
此
点
よ
り
し
て
、
政
党
政
治

　
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
あ
　
　
ヨ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
理
論
上
よ
り
批
難
す
る
の
説
に
は
、
直
に
賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
唯
是
丈
は
疑
が
無
い
。
即
ち
政
党
政
治
は
国
内
の
政
党
が
二
大
党
派
に
別
れ

　
　
　
ぬ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

　
　
　
て
居
る
晴
に
於
て
の
み
、
非
常
に
其
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
政
党
政
治
が
其
効
果
を
挙
げ
る
に
つ
い
て
の
条
件
は
、
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
々
あ
る
。
併
し
其
中
で
最
も
大
切
な
条
件
は
、
二
大
政
党
の
対
立
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
傍
点
漂
文
）

　
や
が
て
吉
野
は
そ
の
二
大
政
党
制
の
勢
力
区
画
を
、
普
通
選
挙
筆
意
の
下
で
民
政
党
（
↑
憲
政
会
）
と
社
会
民
衆
党
が
協
調
し
て
政
友
会
に
対

抗
す
る
と
い
う
構
図
へ
と
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
想
定
の
下
に
社
民
党
の
成
長
に
期
待
を
寄
せ
た
吉
野
で
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て
民
政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
社
民
党
へ
の
援
助
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
そ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
は
急
速
に
悲
観
的
な
様
相
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
で
は
、
そ
れ
と
と
も
に
吉
野
の
宿
願
で
あ
っ
た
二
大
政
党
制
論
自
体
も
潰
え
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
二
大
政
党
序

論
と
の
関
連
で
以
後
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
定
着
を
展
望
し
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
実
質
的
な
単
一
無
産
政

党
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
、
ま
た
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
動
揺
と
日
中
戦
争
の
勃
発
と
い
っ
た
未
曾
有
の
変

動
に
遭
遇
し
て
、
い
か
な
る
対
応
を
模
索
し
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
論
点
を
重
視
し
た
場
合
、
重
要
と
な
る
の
は
、
二
大
政
党
制
の
確
立
と
い
う
吉
野
の
問
題
意
識
を
引
き
つ
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
一
方

の
局
に
社
会
大
衆
党
を
中
軸
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
組
成
転
換
を
試
み
、
後
に
昭
和
研
究
会
、
近
衛
新
体
制
に
関
与
し
て
い
く
湖
山
政

道
を
中
核
と
し
た
構
想
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蠣
山
の
政
治
溝
想
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
蠣
山
の
政
権
構
想
に
こ
う
し
た
新
し
い
観
点
か
ら
光
を
あ
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論
の
領
域
で
吉
野
の
問
題
意
識
が
い
か

に
引
き
つ
が
れ
、
改
造
さ
れ
た
の
か
と
言
う
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
第
二
に
、
今
日
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期
へ
の
移
行
を
展
望
す
る
に
際
し
て
、
大
別
し
て
「
革
新
」
派
と
現
状
維
持
派
と
で
も
言
う
べ
き
二
つ
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の
異
な
っ
た
政
治
・
思
想
潮
流
に
着
目
す
る
見
解
が
分
立
し
て
い
る
が
、
そ
の
二
潮
流
を
統
一
的
に
促
え
う
る
視
角
の
提
起
を
試
み
る
こ
と
も

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
吉
野
は
後
に
分
化
し
て
い
く
「
革
新
」
派
の
始
祖
と
も
位
置
づ
け
う
る
が
、
議
院
内
閣
制
や
親
英
国
主
義
路
線
と
い
う

後
の
現
状
維
持
派
の
中
核
的
主
張
を
一
貫
し
て
擁
護
し
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。
吉
野
の
問
題
意
識
を
引
き
つ
い
だ
蝋
山
は
必
然
的
に
現
状
維

持
派
に
つ
ら
な
る
か
に
み
え
る
が
、
し
か
し
蝋
山
が
吉
野
の
構
想
し
た
政
治
的
枠
組
み
を
基
本
的
に
は
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
の
組
成
転
換
を

試
み
た
際
に
中
心
的
勢
力
と
し
て
期
待
し
た
社
会
大
衆
党
の
主
力
分
子
は
「
革
新
」
派
の
系
譜
を
引
く
一
派
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も

直
さ
ず
、
い
わ
ゆ
る
現
状
維
持
派
も
「
革
新
」
派
勢
力
を
導
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
も
は
や
そ
の
意
図
す
る
政
治
的
枠
組
み
の
確
立
が
困
難
と

な
り
、
ま
た
「
革
新
」
派
も
現
状
維
持
派
の
枠
組
み
を
無
視
し
て
は
そ
の
孤
立
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
も
本
稿
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
論
点
で
あ
る
。

　
言
う
な
れ
ば
、
吉
野
の
政
治
理
念
の
骨
格
の
基
本
的
継
承
と
、
「
革
新
」
派
と
現
状
維
持
派
の
相
互
移
入
と
い
う
二
つ
の
交
錯
の
な
か
か
ら

昭
和
期
へ
の
移
行
が
模
索
さ
れ
て
い
く
局
面
を
重
視
し
、
こ
う
し
た
意
味
で
そ
の
移
行
の
な
か
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
「
転
生
」
を
探
る

の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
可
能
性
の
裏
面
に
根
強
く
存
在
し
た
脆
弱
性
を
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
観
点
か

ら
暗
黙
の
裡
に
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
第
三
に
、
以
上
の
問
題
関
心
に
立
っ
て
近
衛
新
体
欄
か
ら
戦
後
政
治
に
か
か
わ
る
問
題
点
に
も
若
干
言
及
し
た
い
が
、
こ
の
点
は
今
回
は
僅

か
な
見
通
し
を
提
起
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
①
　
吉
野
作
造
「
善
政
主
義
と
政
争
無
用
論
を
駁
す
」
、
『
横
浜
貿
易
新
報
臨
｝
九
一
　
　
　
　
③
　
吉
野
作
造
「
日
本
に
政
党
政
治
が
行
は
れ
得
る
か
」
、
『
大
阪
朝
田
新
聞
』
一
九

　
七
年
四
月
…
四
～
＝
ハ
日
、
『
吉
野
作
造
選
集
』
三
（
一
九
九
五
年
、
岩
波
書
店
）

　
所
収
、
二
〇
八
～
九
頁
。

②
坂
野
潤
治
「
歴
史
的
前
提
と
し
て
の
鉱
定
憲
法
体
制
」
、
東
京
大
学
社
会
科
学

　
研
究
所
編
『
現
代
日
本
社
会
』
…
（
一
九
九
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
。

　
小
関
素
明
「
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
立
憲
主
義
思
想
の
思
惟
構
造
と
そ
の

　
帰
結
」
、
『
日
本
史
研
究
』
三
二
二
、
一
九
八
九
年
。

　
一
五
年
八
月
一
五
・
二
九
日
、
『
現
代
の
政
治
』
（
一
九
｝
五
年
、
実
業
之
日
本

　
社
）
所
収
、
一
八
六
頁
。
坂
野
潤
治
「
〈
解
説
〉
天
皇
制
と
共
産
主
義
に
抗
し
て
」
、

　
前
掲
注
①
の
『
吉
野
選
集
』
三
所
収
を
参
照
。

④
音
野
に
つ
い
て
は
現
在
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

⑤
　
代
表
的
な
も
の
に
伊
藤
隆
『
大
正
期
「
革
新
」
派
の
成
立
』
（
一
九
七
八
年
、

　
塙
書
房
）
。
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⑥
最
近
の
代
表
的
な
も
の
に
松
浦
正
孝
『
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
経
済
と
政
治
』

1

民
本
主
義
の
継
承
と
改
造

（
一
九
九
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
。
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1

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
展
望

　
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
蝋
山
が
日
本
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
：
の
停
頓
を
慨
嘆
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
「
…
…
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
本
来
外
来
思
想
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
地
の
公
道
に
基
い
て
為
さ
れ
た
明
治
開
国
の
指
導
原
理
の
　
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の

　
　
　
当
時
よ
り
こ
れ
を
臼
本
の
特
異
な
る
風
土
に
育
成
せ
し
め
る
に
当
っ
て
は
、
当
然
そ
の
困
難
と
失
敗
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
殊
に

　
　
　
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
停
頓
と
は
、
既
に
一
度
は
欧
州
戦
争
の
影
響
に
よ
っ
て
異
常
な
発
展
を
見
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
健
全
な
る
成
長

　
　
　
の
困
難
な
こ
と
は
、
そ
の
本
質
的
な
欠
陥
に
基
因
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
も
云
う
を
穿
た
ぬ
が
、
日
本
の
特
殊
事
情
へ
の
適
応
の
仕
方
に
於
い
て
央
敗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
せ
る
と
こ
ろ
も
亦
多
々
あ
る
を
否
み
得
な
い
。
」
（
傍
線
小
関
）

　
こ
こ
で
蝋
山
は
日
本
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
停
滞
の
理
由
を
「
そ
の
本
質
的
（
原
理
的
…
－
小
関
）
な
欠
陥
」
の
他
に
「
日
本
の
特
殊
事

情
へ
の
適
応
の
仕
方
」
に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
蝋
山
が
言
う
「
日
本
の
特
殊
事
情
」
と
は
は
た
し
て
何
を
指
し
た
も
の
か
。
日
本
の
後
発
国

型
国
家
と
し
て
の
特
色
に
由
来
す
る
歪
み
で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、
具
体
的
に
は
何
を
含
意
し
た
も
の
か
、
そ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

発
展
に
ど
の
よ
う
な
姪
…
楷
と
な
っ
た
の
か
、
実
は
こ
こ
に
蝋
山
が
求
め
た
政
治
シ
ス
テ
ム
論
に
迫
る
た
め
の
鍵
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特

質
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
蝋
山
が
吉
野
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
い
か
な
る
部
分
に
修
正
の
必
要
を
認
め
た
の
か
と
言
う
こ
と
を
解
明
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
点
に
踏
み
込
む
前
に
、
蝋
山
が
次
の
二
点
で
吉
野
の
民
本
主
義
の
要
目
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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第
一
に
群
山
も
「
現
代
鷺
本
の
議
会
政
治
の
歩
み
は
英
国
式
か
独
逸
式
か
、
必
ず
し
も
断
定
を
許
さ
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
、
大
体
に
於
て
…
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
の
改
革
の
方
針
は
英
国
の
そ
れ
を
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
と
い
う
論
述
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
英
国
の
議
院
内
閣
制
の
運
用

を
理
想
と
す
る
立
場
か
ら
、
衆
議
院
の
優
位
を
安
定
的
に
確
保
し
、
「
下
院
に
於
け
る
『
多
数
』
の
変
動
以
外
に
政
権
の
移
動
が
異
な
っ
た
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

面
か
ら
、
突
発
的
に
起
ら
ぬ
」
こ
と
を
保
障
す
る
議
会
に
対
す
る
責
任
内
閣
制
の
徹
底
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
内
閣
自
体
の
評
価
と
は
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
、
浜
口
内
閣
の
成
立
経
緯
へ
の
批
判
は
こ
の
立
場
か
ら
の
も
の
）
。

　
第
二
に
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
重
三
も
政
党
の
勢
力
配
置
に
関
し
て
は
二
大
政
党
制
の
支
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
蠣
山
は
選
挙
制
度

を
論
じ
た
論
稿
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
政
府
は
民
意
の
反
映
た
る
限
り
に
就
い
て
強
固
安
定
な
る
を
可
と
し
、
大
規
模
の
政

策
綱
領
の
実
現
に
適
す
る
よ
う
劣
弱
内
閣
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
二
大
政
党
論
は
少
数
党
連
合
論
よ
り
も
合
理
的

　
　
⑤

で
あ
る
。
」

　
た
だ
こ
こ
で
蠣
山
は
二
大
政
党
制
下
に
お
い
て
は
少
数
党
連
合
よ
り
強
力
な
政
府
の
樹
立
が
可
能
と
い
う
、
自
己
の
政
治
シ
ス
テ
ム
論
の
文

脈
か
ら
言
え
ば
二
義
的
と
思
え
る
論
点
に
よ
っ
て
二
大
政
党
制
を
正
当
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
お
よ
そ
次
の
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
特
権
的
勢
力
の
凋
落
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
（
選
出
勢
力
）
の
台
頭
を
保
障
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
の
二
大
政

党
制
が
根
拠
を
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
二
大
政
党
制
の
構
成
要
素
に
な
る
べ
き
既
成
政
党
に
対
す
る
期
待
が
著
る
し
く
低
下
し
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。
第
一
の
点
は
吉
野
と
蠣
山
が
直
面
し
た
歴
史
的
状
況
の
差
異
が
直
接
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
ふ
第
二
の
既
成
政

党
に
対
す
る
失
望
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
逆
に
両
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
差
異
が
投
影
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

　
そ
れ
は
蝋
山
の
「
…
…
問
題
は
今
や
、
博
士
（
吉
野
を
さ
す
…
…
小
関
）
の
所
謂
『
政
党
内
閣
主
義
の
確
立
』
の
手
段
を
如
何
な
る
も
の
に
求

む
る
か
に
在
る
。
…
…
今
日
の
我
が
国
の
世
論
と
民
衆
と
が
議
会
に
求
む
る
所
の
も
の
は
、
単
に
憲
政
の
根
本
原
理
の
確
立
に
止
ま
ら
ず
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
確
立
し
た
る
原
理
の
上
に
、
よ
く
そ
の
政
治
的
機
能
を
果
さ
ん
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
吉
野
批
判
と
相
即
し
て
い
た
。

　
だ
が
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
蝋
山
は
二
大
政
党
制
へ
の
支
持
を
温
存
す
る
一
方
式
、
二
大
政
党
制
の
外
郭
そ
れ
自
体
よ
り
む
し
ろ
そ
の
構
成
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要
素
の
改
造
の
急
務
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
大
政
党
制
の
一
翼
を
成
す
も
の
と
し
て
蠣
山
が
期
待
し
た
の
が
無
産
政
党
に
他

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
無
産
政
党
へ
の
期
待
と
い
う
こ
と
自
身
に
関
し
て
は
吉
野
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
蝋
山
の
特
異
点
と
言
う
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
蝋
山
の
無
産
政
党
へ
の
期
待
は
、
第
一
に
そ
の
実
践
的
位
置
づ
け
の
大
き
さ
に
お
い
て
、
第
二
に
そ
れ
を
も
含
め
た
代
議
制

論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
吉
野
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
一
の
点
は
後
述
す
る
と
し
て
第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
増
築
が
次
の
よ
う
な
選
良
論
批
判
を
開
示
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
「
代
議
政
治
論
引
い
て
は
選
良
論
に
於
て
、
現
代
の
議
会
主
義
制
度
を
根
拠
づ
け
る
有
力
な
見
解
を
見
出
し
得
る
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
在
の
政
治

　
　
的
傾
向
を
如
実
に
説
明
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
稽
も
す
れ
ば
そ
の
倫
理
的
な
心
理
的
な
主
張
を
以
て
す
れ
ば
、
反
、
っ
て
議
会
制
度
の
基
礎
を
危
胎
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
し
む
る
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
私
は
政
治
の
本
質
た
る
交
互
作
用
の
説
明
と
し
て
指
導
者
論
を
出
発
点
と
す
る
選
良
論
に
満
足
す
る
を
得
な
い
。
」

　
執
筆
年
代
（
一
九
三
〇
年
三
月
）
よ
り
考
え
て
、
明
ら
か
に
イ
タ
リ
ー
の
フ
一
・
シ
ズ
ム
等
の
危
機
を
視
野
に
入
れ
た
選
良
論
批
判
で
あ
る
が
、

そ
の
契
機
は
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
門
閥
や
政
治
的
・
経
済
的
上
層
階
級
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
代
表
と
し
て
の
能
力
や
資
質
お
よ
び
気
崩
を
備
え
た
人
材
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
も
　
　
へ

主
導
力
へ
の
期
待
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
や
は
り
一
般
民
衆
の
政
治
へ
の
直
接
的
関
与
を
一
貫
し
て
危
険
視
し
つ
づ
け
、
抑
制
す
る
こ
と
に
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

点
を
置
い
て
代
議
制
論
を
基
礎
づ
け
て
い
た
吉
野
の
選
良
論
を
蠣
山
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
、
無
産
政
党
に
国
民
政
党

化
へ
の
脱
皮
を
要
請
し
て
い
く
立
場
か
ら
の
吉
野
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
対
す
る
批
判
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
蝋
山
の
無
産
政
党
の
実
践
的
位
置
づ
け
の
大
き
さ
は
、
こ
の
吉
野
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
対
す
る
限
界
認
識
に
由
来
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も

含
め
て
重
要
な
論
点
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
日
本
の
既
成
政
党
へ
の
失
望
は
、
次
の
よ
う
に
英
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
レ
ベ
ル
に
も
到
達
し
て
い
な
い
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
程
、
格
段
に
大
き
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
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「
英
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ピ
ッ
ト
の
昔
か
ら
ス
タ
ン
レ
ー
・
ボ
ル
ド
ウ
イ
ソ
の
今
日
ま
で
、
凡
そ
百
三
十
年
の
歴
史
を

　
　
有
す
る
。
エ
ク
ー
ド
・
グ
ラ
ッ
ト
ス
ト
ー
ン
か
ら
ラ
ム
ゼ
ー
・
マ
グ
ド
ナ
ル
ド
ま
で
に
去
て
す
ら
五
〇
年
の
歴
史
を
有
す
る
。
…
…
し
か
し
乍
ら
、
名
は

　
　
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
も
日
本
の
既
成
政
党
に
は
、
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
が
、
成
長
半
ぼ
に
し
て
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
こ
れ
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
シ
ー
に
多
く
の
期
待
を
有
し
て
い
な
い
。
」

　
こ
の
既
成
政
党
へ
の
失
望
の
大
き
さ
は
、
特
権
的
勢
力
に
対
抗
す
る
既
成
政
党
に
部
分
的
に
せ
よ
期
待
で
き
た
吉
野
と
は
対
照
的
な
状
況
に

直
面
し
た
蝋
山
が
、
既
成
政
党
を
否
認
す
る
以
外
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
活
路
は
存
在
し
な
い
と
見
通
し
た
こ
と
の
表
明
で
も
あ
っ
た
。
春
山
に

と
っ
て
日
本
の
既
成
政
党
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
が
、
成
長
半
ば
に
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
存
在
で
あ
り
、
「
五
十
年
の
歴
史
」
を

経
過
す
れ
ば
英
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
な
み
の
成
熟
が
期
待
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
既
成
政
党
に
対
す
る
限
界
認
識
と
は
対
照
的
に
、
一
九
二
九
年
の
英
国
の
総
選
挙
を
前
に
し
て
、
英
国
労
働
党
の
政
権
政
党

化
へ
の
復
帰
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
、
そ
の
期
待
を
拠
り
所
に
日
本
の
無
産
政
党
の
成
長
に
希
望
を
つ
な
い
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
「
具
体

的
に
ど
の
政
党
が
真
に
英
国
労
働
党
の
よ
う
な
政
党
に
な
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
の
成
立
し
発
展
し
て
行
く
こ
と
だ
け
は
疑
い

な
い
。
従
っ
て
来
る
べ
き
英
国
の
政
変
を
機
会
と
し
て
、
若
し
労
働
党
の
大
勝
が
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
我
が
右
翼
の
無
産
政
党
の
地
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
更
に
強
固
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
見
通
し
は
、
八
名
の
議
席
し
か
有
し
な
い
日
本
の
無
産
政
党
の
将
来
に
対
す
る
も
の
と
し
て

は
あ
ま
り
に
楽
観
的
な
も
の
に
も
見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
臼
本
の
無
産
政
党
に
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
へ
の
脱
皮
を
期
待
し
、
そ
の
可
能
性
に
希
望
を
つ
な
ぐ
蝋
山
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
龍
山
の
英
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
傾
倒
は
も
は
や
英
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
単
純
な
帰
依
に
と
ど
ま
ら
ず
、

政
権
政
党
の
資
格
と
力
量
を
有
し
な
が
ら
も
日
本
の
無
産
政
党
の
先
導
者
と
も
映
っ
た
英
国
労
働
党
へ
の
期
待
と
共
鳴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
う
し
た
英
国
労
働
党
を
引
導
と
す
る
日
本
の
無
産
政
党
へ
の
期
待
は
、
目
本
の
無
産
政
党
が
穏
健
化
を
遂
げ
て
成
長
す
る
可
能

性
へ
の
現
実
的
嘱
望
を
育
ん
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
蝋
掛
が
一
九
三
〇
年
二
月
の
第
一
七
回
総
選
挙
を
前
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
無
産
政
党
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の
行
動
に
見
ら
れ
た
大
衆
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
「
小
児
の
病
」
と
比
喩
し
た
後
、
「
…
…
こ
の
一
～
二
年
の
間
に
、
小
児
に
特
有
な
心
理
的
な

病
気
で
あ
る
所
の
、
心
気
昂
進
や
ジ
ェ
ラ
シ
ー
や
そ
う
し
て
消
化
不
良
症
が
、
無
産
政
党
の
間
に
次
第
に
快
癒
し
て
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

け
ら
れ
る
。
即
ち
今
日
小
児
病
に
罹
っ
て
い
る
無
産
政
党
が
他
日
健
康
な
青
年
に
生
長
し
な
い
と
誰
れ
が
断
言
し
よ
う
。
」
と
観
測
し
た
の
は

そ
の
証
左
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
蠣
山
の
無
産
政
党
の
穏
健
な
成
長
へ
の
期
待
は
具
体
的
に
は
次
の
要
件
と
方
向
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
に
は
、
左
派
・
中
間

派
・
右
派
の
全
面
的
合
同
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
極
力
分
裂
を
排
し
て
合
同
を
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
合
同
へ
の
道

筋
を
阻
害
し
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
階
級
政
党
の
性
格
を
脱
し
切
れ
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
「
階
級
的
利
益
の
自
覚
と
伸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

長
と
を
基
本
と
し
た
所
の
国
民
的
政
党
に
発
達
す
る
」
こ
と
が
、
そ
の
政
治
的
力
量
の
増
大
を
は
か
る
方
策
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　
二
つ
に
は
、
で
は
「
国
民
的
政
党
に
発
達
す
る
」
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
蝋
山
は
そ
れ
を
外
交
政
策
と
国
際
問
題

へ
の
開
眼
で
あ
る
と
予
見
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
各
無
産
政
党
の
政
策
綱
領
は
何
れ
も
大
同
小
異
」
で
、
「
た
だ
そ
の
達
成
の
手
段
、
又
は
党
の

組
織
戦
術
に
於
け
る
日
常
の
気
分
や
行
動
に
相
違
が
あ
る
ば
か
り
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
今
日
の
無
産
政
党
の
対
立
と
分
裂
が
一
見

し
て
尤
も
ら
し
く
聴
え
る
」
の
は
、
「
無
産
政
党
の
主
張
や
行
動
が
国
内
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
る
せ
い
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
無
産
政
党
の
主

張
が
一
歩
国
内
問
題
解
決
の
前
提
た
る
べ
き
外
交
政
策
や
国
際
問
題
に
触
れ
て
、
真
実
に
既
成
政
党
の
そ
れ
と
の
相
違
が
国
民
の
前
に
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
無
産
政
党
の
仲
間
喧
嘩
な
ど
全
く
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
。
」
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
言
う
な
れ
ば
園
山
は
、
外
交
政
策
と
国
際
問
題
認
識
の
一
致
を
共
通
の
足
場
に
、
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
へ
と
導
き
、
各
無
産
政
党
の
確
執
を
解
消
し
、
そ
の
政
治
的
力
量
増
大
へ
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
合
同
へ
の
環
境
整
備
を
行
な
う
こ
と
を
構

想
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
構
想
自
体
は
特
に
目
新
し
い
着
限
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
満
州
事
変
以
降
の
麻
生
久
ら
の
「
転
向
」
や
日

中
戦
争
以
降
の
社
会
大
衆
党
の
「
転
換
」
の
際
に
示
さ
れ
た
問
題
関
心
と
共
通
の
も
の
が
あ
り
、
何
よ
り
日
中
戦
争
以
降
の
蠣
山
の
政
治
権
力
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構
想
へ
の
布
石
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
四
に
、
こ
れ
ら
の
点
と
も
関
連
し
て
、
無
産
政
党
の
合
同
に
よ
る
勢
力
拡
大
を
足
が
か
り
に
し
た
新
た
な
政
治
シ
ス
テ
ム
構
築
の
総
括
的

目
標
は
、
「
…
…
我
が
政
界
の
新
興
勢
力
た
る
無
産
諸
政
党
が
、
今
日
の
如
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
裂
と
無
方
針
な
る
闘
争
に
そ
の
貴
重
な
る

精
力
を
費
す
の
愚
を
罷
め
て
、
確
乎
た
る
方
針
の
下
に
、
そ
の
分
散
せ
る
勢
力
を
統
制
し
、
集
中
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
こ
の
議
会
制
度
の
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

革
は
、
…
…
或
は
十
年
若
し
く
は
十
五
年
に
し
て
為
し
遂
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
予
測
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
議
会
の
改
造

に
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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2

社
会
政
策
統
合
の
挫
折
と
吉
野
構
想
か
ら
の
離
反

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
無
産
政
党
の
勢
力
拡
大
を
切
望
し
て
い
た
蝋
山
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
施
策
を
展
望

し
て
い
た
の
か
。
第
一
回
普
通
選
挙
で
八
名
の
議
席
し
か
獲
得
し
て
い
な
い
無
産
政
党
を
政
界
革
新
を
行
な
い
う
る
勢
力
規
模
に
ま
で
増
進
さ

せ
る
に
は
尋
常
の
手
段
で
は
お
ぼ
つ
か
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
こ
で
蝋
山
が
提
起
し
た
の
が
、
「
技
術
の
提
供
者
た
る
知
識
階
級
」
の
支
持
の
開
拓
で
あ
る
。
で
は
「
技
術
の
提
供
着
た
る
知
識
階
級
」

と
は
、
は
た
し
て
ど
う
い
つ
だ
階
層
か
。
蝋
山
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
産
業
革
命
が
或
る
段
階
に
於
て
技
術
的
革
命
と
い
う
所
ま
で
進

ん
で
」
、
「
技
術
自
体
が
労
働
と
結
合
し
て
産
業
上
、
社
会
上
独
立
を
保
ち
得
る
」
条
件
が
整
っ
た
時
、
「
独
立
の
地
歩
を
占
め
て
来
る
」
よ
う

な
「
技
術
の
当
業
者
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
蠣
山
は
こ
れ
を
従
来
言
わ
れ
た
中
産
階
級
と
は
明
確
に
区
別
し
て
、
「
資
本
主
義
が
生
ん
だ
新
た

な
る
中
産
階
級
」
で
あ
り
、
「
今
後
の
機
械
文
明
の
世
の
中
で
欠
く
を
得
な
い
技
術
の
提
供
老
た
る
知
識
階
級
」
と
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
階
級
は
い
ま
だ
「
指
導
的
地
位
を
保
ち
得
な
い
」
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
粗
目
技
術
は
そ
の
技
術
的
意

義
に
於
て
独
立
性
を
保
持
し
つ
つ
あ
る
に
拘
ら
ず
、
政
治
的
に
は
ま
だ
積
極
的
地
位
を
保
っ
て
居
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。

　
蝋
山
は
こ
れ
ら
階
級
が
こ
う
し
た
低
迷
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
「
資
本
の
所
有
者
に
代
っ
て
労
働
の
提
供
者
が
政
治
的
地
歩
を
確
立
し
」
、
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「
政
治
的
指
導
力
を
有
つ
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
労
働
者
階
級
が
政
治
的
に
結
合
し
、
政
治
的
動
力
を
有
っ
た

政
党
と
し
て
政
治
の
舞
台
に
現
わ
れ
て
来
る
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
勢
力
に
支
え
ら
れ
て
「
勤
労
と
技
術
が
結
合
す
る
時

有
力
な
る
政
治
勢
力
に
な
り
得
る
」
と
い
う
状
況
が
開
け
た
時
、
無
産
政
党
自
身
も
さ
ら
に
勢
力
を
飛
躍
的
に
拡
大
し
う
る
と
い
う
の
が
蝋
山

　
　
　
　
　
　
⑮

の
展
望
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
知
識
階
級
と
は
別
の
、
こ
れ
ら
「
新
中
間
階
級
」
へ
の
着
目
と
期
待
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
産
業
革
命
以
降
の
資
本
主
義
の
第

一一

咩
I
な
変
化
（
技
術
革
命
）
が
生
み
出
し
た
新
た
な
階
層
分
離
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
技
術
者
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
何
等
資
本
を
有
た
ず
し
て
産
業
の
経
営
に
参
加
す
る
そ
の
集
団
と
い
う
も
の
が
独
立
的
な
地
歩
を
血
肉
に
占
め
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
轟
轟
の

現
状
認
識
が
示
す
よ
う
に
、
単
に
産
業
技
術
者
だ
け
で
な
く
、
言
わ
ば
経
営
技
術
者
と
い
っ
た
層
を
も
含
ん
で
い
た
か
ぎ
り
、
資
本
と
経
営
の

分
離
を
推
奨
し
た
後
の
昭
和
研
究
会
の
統
制
経
済
論
と
も
気
脈
を
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
と
と
も
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
こ
の
構
想
は
単
に
こ
れ
ら
「
技
術
者
」
の
支
持
を
単
純
加
宜
し
て
劣
弱
な
無
産
政
党
の
補
強
を
目

論
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
資
本
の
所
有
者
に
代
っ
て
労
働
の
指
導
者
が
政
治
的
地
歩
を
確
立
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
先

立
つ
あ
る
程
度
の
無
産
勢
力
の
勢
力
拡
大
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
産
勢
力
が
あ
る
程
度
の
自
足
的
勢
力
伸
長
を
足
場

に
し
た
支
援
を
与
え
て
の
み
、
逆
に
こ
れ
ら
「
技
術
者
」
の
支
持
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
結
果
的
に
自
ら
の
勢
力
を
幾
倍
加
し
う

る
と
い
う
の
が
蝋
山
の
見
通
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
無
産
政
党
の
自
足
的
勢
力
拡
大
を
下
支
え
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
が
、
社
会
立
法
と
社
会
改
良
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
展

望
の
下
に
蝋
山
が
注
目
し
た
荏
会
立
法
が
小
作
法
と
労
働
組
合
法
で
あ
っ
た
。
普
選
後
最
初
の
議
会
に
お
け
る
こ
の
二
法
案
通
過
へ
の
期
待
を

蝋
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
制
限
議
会
当
時
よ
り
幾
度
か
問
題
に
な
っ
た
こ
の
二
立
法
の
運
命
は
、
ま
つ
普
選
第
一
次
の
議
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
二
法
が
我

　
　
第
一
次
産
業
組
織
に
発
生
し
来
れ
る
変
化
に
順
応
す
べ
き
社
会
立
法
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
議
論
は
尽
き
て
い
る
。
ま
た
そ
の
立
法
的
準
備
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も
十
分
な
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
こ
の
二
立
法
の
意
義
を
認
識
し
得
る
こ
と
が
、
国
民
の
要
望
を
充
た
す
べ
き
政
党
た
る
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
で
あ
り
、
そ
の
政
党
の
勝
利
を
得
る
こ
と
が
劃
．
歴
史
的
な
意
義
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。
L

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
論
述
は
第
一
回
普
選
（
一
九
二
八
年
二
月
二
〇
日
）
の
直
前
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
議
会
内
少

数
派
と
は
い
え
政
友
会
与
党
の
下
で
の
選
挙
で
あ
り
、
民
政
党
の
勝
利
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
楽
観
的
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

少
な
く
と
も
政
友
会
の
多
数
掌
握
が
（
僅
差
と
は
言
え
）
事
実
と
な
っ
た
選
挙
後
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
要
望
を
提
唱
す
る
こ
と
自
体
無
意
味

な
こ
と
に
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
も
っ
と
も
蠣
山
は
民
政
党
を
（
政
友
会
は
言
う
に
及
ば
ず
）
一
貫
し
て
全
体
的
に
は
高
く
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
浜
口

民
政
党
内
閣
が
議
会
を
解
散
し
た
動
機
を
豊
山
は
「
…
…
民
政
党
内
閣
が
少
数
党
政
府
な
る
が
ゆ
え
に
そ
の
政
策
の
遂
行
が
期
待
で
き
な
い
か

ら
、
政
局
を
安
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
民
政
党
を
し
て
絶
対
多
数
を
と
ら
し
て
く
れ
、
と
言
う
の
だ
。
」
と
非
難
し
、
普
選
第
二
次
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ

挙
（
第
一
七
回
総
選
挙
　
一
九
三
〇
年
二
月
二
〇
日
）
に
与
党
と
し
て
大
勝
し
た
こ
と
の
意
義
を
さ
え
「
金
融
資
本
の
絶
大
な
る
勢
援
を
得
」
た
「
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

政
党
内
閣
の
絶
対
的
勝
利
に
よ
る
中
央
集
権
化
の
徹
底
化
」
と
総
括
し
た
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
は
「
社
会
民
衆
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

不
振
は
、
民
政
党
に
押
し
寄
せ
た
大
き
い
波
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
反
政
友
会
の
気
運
が
無
産
政
党
の
進
出
に

つ
な
が
ら
な
い
こ
と
へ
の
失
望
と
慷
慨
が
作
用
し
て
い
た
と
は
言
え
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
「
こ
の
大
政
党
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
政
治
的
水
準
は

　
　
　
　
⑳

極
め
て
低
い
」
と
い
う
の
が
蝋
山
の
民
政
党
に
対
す
る
一
貫
し
た
総
体
的
低
評
価
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
蝋
山
は
こ
れ
以
前
に
、
田
中
政
友
会
内
閣
が
突
然
瓦
解
し
て
後
つ
づ
く
浜
口
民
政
党
内
閣
が
金
解
禁
と
並
ん
で
こ
の
二
法
案
に
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
た
限
り
で
、
「
普
選
第
一
期
議
会
の
勝
者
は
民
政
党
」
と
謙
辞
を
送
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
評
価
は
民
政

党
に
対
す
る
総
体
的
低
評
価
を
打
ち
消
す
も
の
で
は
な
く
、
民
政
党
が
直
後
の
第
一
七
回
総
選
挙
で
勝
利
を
収
め
る
こ
と
を
明
白
に
予
想
し
た

上
で
、
そ
の
「
勝
因
」
を
金
解
禁
と
並
ぶ
二
法
案
へ
の
取
り
組
み
姿
勢
に
あ
え
て
帰
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
二
法
案
へ
の
期
待

を
誇
示
し
て
み
せ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
。
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⑳

　
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二
法
案
へ
の
積
極
姿
勢
の
有
無
を
「
国
民
の
要
望
を
充
た
す
べ
き
政
党
た
る
」
か
否
か
の
試
金
石
と
し
て
、
選
挙
の

勝
敗
を
左
右
す
る
程
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
ま
で
あ
え
て
位
置
づ
け
て
み
せ
る
と
い
う
戦
略
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の

二
法
案
へ
の
蝋
山
の
期
待
の
大
き
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
法
案
が
浜
口
民
政
党
内
閣
の
下
で
最
終
的
に
未
成
立
に
終
わ
っ
た
時
、
蠣
山
は
概
成
政
党
に
対
す
る
失
望
を
格

段
に
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
！

　
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
（
相
対
的
に
）
な
既
成
政
党
の
側
面
援
助
を
利
用
し
て
無
産
政
党
の
勢
力
拡
大
を
画
策
す
る
展
望
を
ほ

ぼ
完
全
に
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
民
政
党
と
社
会
民
主
主
義
勢
力
（
↑
社
民
党
）
の
協
調
に
期
待
す
る
吉

野
の
ソ
シ
ア
ル
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
構
想
か
ら
の
蝋
山
の
離
反
は
明
確
に
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
一
九
三
一
年
一
か
月
の
総
選
挙
に
お
け
る
英
国
労
働
党
の
惨
敗
は
、
蝋
山
の
失
望
を
よ
り
複
雑
な
困
惑
へ
と
導
い
た
。
と
言
う
の
は
、

こ
の
結
果
を
蠣
山
は
「
単
純
に
保
守
党
の
大
勝
と
の
み
断
じ
得
な
い
」
と
し
、
む
し
ろ
「
国
民
労
働
党
及
び
国
民
自
由
党
、
つ
ま
り
協
力
内
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
支
持
者
が
殆
ど
総
て
当
選
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
協
力
内
閣
の
勝
利
と
判
断
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
観
測
を
引
き
出
す
か
と
言
う
こ

と
が
そ
の
後
の
国
内
戦
略
の
大
き
な
岐
路
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
選
挙
結
果
を
、
協
力
内
閣
を
構
成
す
る
国
民
労
働
党
（
労
働
党
の
分
派
）
が
勢
力
を
温
存
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
反
対
党
で
あ

る
労
働
党
に
対
す
る
協
力
内
閣
の
勝
利
と
順
当
に
見
な
せ
ば
、
以
後
労
働
党
を
勝
利
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
既
成
政
党
と
の
協
調
を
無
視
で
き

な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
労
働
党
の
惨
敗
は
、
労
働
党
の
一
部
が
分
立
し
て
協
力
内
閣
に
参
入
し
た
こ
と
が
旧
来
の
支
持
層
の
離
反

を
招
い
た
た
め
で
あ
る
と
見
な
せ
ば
、
旧
来
の
独
自
路
線
を
維
持
す
る
か
、
も
し
く
は
よ
り
独
自
色
の
強
い
急
進
的
な
路
線
を
採
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
支
持
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
が
急
務
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
岐
路
に
立
っ
て
蝋
肉
が
と
っ
た
選
択
は
、
基
本
的
に
は
後
者
の
観
測
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
前
者
の
観
測
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
教
訓

を
も
国
内
に
お
け
る
今
後
の
対
既
成
政
党
戦
略
と
し
て
重
視
す
る
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
ま
ず
蝋
山
は
労
働
党
の
不
振
を
単
純
に
労
働
党
へ
の
支
持
の
低
下
が
正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
見
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

席
数
の
多
寡
は
、
選
挙
制
度
が
小
選
挙
区
単
記
制
の
結
果
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
得
票
数
に
比
例
し
て
い
な
い
。
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
洞
察
は
、
従
来
無
産
政
党
の
勢
力
拡
大
に
資
す
る
制
度
と
し
て
支
持
し
て
い
た
小
選
挙
区
制
へ
の
見
限
り
を
よ
り
本
格
化
す
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
㊧

つ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
労
働
党
惨
敗
の
真
因
を
小
選
挙
区
制
の
悪
影
響
だ
け
で
す
ま
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
此
丈
は
十
分
承
知
し
て
い

た
。
そ
こ
で
蝋
山
が
重
視
し
た
要
因
が
、
次
の
よ
う
な
経
済
国
民
主
義
の
台
頭
で
あ
っ
た
。
蠣
山
は
言
う
。
「
資
本
主
義
の
先
進
国
た
る
英
国

に
お
け
る
、
今
回
の
総
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
敗
北
は
、
最
近
の
世
界
的
傾
向
た
る
経
済
国
民
主
義
に
対
抗
し
つ
つ
進
み
来
れ
る
政
治
的
勢

力
の
退
潮
を
意
味
す
る
。
…
…
私
は
こ
の
経
済
的
国
民
主
義
が
先
進
帝
国
主
義
国
家
及
び
植
民
的
新
興
国
民
主
義
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
る
国
家
に
通
ず
る
大
勢
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
」

　
た
だ
し
蝋
山
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
的
レ
ベ
ル
で
台
頭
し
、
労
働
党
を
敗
北
に
追
い
や
っ
た
（
原
因
と
ま
で
見
な
し
た
）
経
済
的
国
民
主
義
の

抗
し
が
た
い
圧
力
を
認
め
な
が
ら
も
「
…
…
今
日
反
動
的
に
勝
利
を
得
た
経
済
的
国
民
主
義
は
、
今
日
の
世
界
的
経
済
不
況
の
打
開
策
と
な
ら

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
ま
ま
進
め
ば
反
っ
て
世
界
の
キ
ャ
タ
ス
ト
ロ
フ
へ
の
原
因
を
重
ね
る
こ
と
に
至
る
べ
き
は
昭
固
と
し
て
明
ら
か
で

　
⑳

あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
を
肯
定
的
に
受
容
で
き
る
も
の
と
は
見
通
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
厳
格
な
見
通
し
の
上
に
立
っ
て
経
済
的
国
民
主
義
へ
の
順
応
を
排
し
た
留
山
は
、
「
英
国
労
働
党
の
更
生
の
方
途
が
、
従
来
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

も
社
会
主
義
的
信
条
に
忠
実
に
、
し
か
も
世
界
政
治
経
済
の
真
相
に
徹
し
た
認
識
の
上
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
」
を
む
し
ろ
要
請
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
戦
略
転
換
は
、
た
だ
ち
に
日
本
の
無
産
政
党
に
強
要
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
経
済
的
国
民
主
義

を
超
え
る
よ
り
普
遍
的
な
理
念
の
探
求
に
向
け
た
自
己
革
新
（
後
述
）
の
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
点
を
評
価
し
て
、
蝋
山
は
「
今
回
の
総
選
挙
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ひ
と
り
英
国
労
働
党
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
労
働
運
動
に
と
っ
て
反
っ
て
幸
福
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
総
括
を
あ
え
て
行

な
っ
た
。
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こ
の
他
に
蝋
山
が
英
国
の
総
選
挙
の
結
果
か
ら
引
き
出
し
た
今
一
つ
重
要
な
教
訓
は
、
協
力
内
閣
の
多
数
形
成
力
へ
の
警
戒
を
新
た
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
蠣
山
が
周
知
の
安
達
謙
蔵
の
協
力
内
閣
運
動
を
「
果
し
て
今
回
の
協
力
内
閣
の
提
唱
が
、
そ
の
機
運
の
熟
し
た
る
結
果
な
り

や
、
又
近
き
将
来
に
嘗
て
そ
の
可
能
性
あ
る
や
否
や
、
甚
だ
疑
わ
し
い
、
と
思
わ
れ
る
。
」
と
し
て
斥
け
た
の
は
、
そ
の
表
面
的
理
由
づ
け
は

と
も
か
く
、
こ
の
警
戒
心
に
左
右
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
留
意
す
べ
き
は
、
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
蝋
山
の
二
大
政
党
難
論
が
よ
り
困
難
な
二
大
勢
力
区
分
論
へ
と
転
換
を
強
い
ら
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
少
し
後
に
な
る
が
黒
山
が
庶
政
一
新
の
要
件
を
二
方
に
於
い
て
既
成
二
大
政
党
が
離
合
集
散
し
て
一
政
党
と
化
し
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

方
社
会
大
衆
党
が
国
民
的
政
党
に
拡
大
す
る
と
云
う
条
件
が
成
熟
し
て
来
る
こ
と
」
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り

合
体
し
た
政
・
民
両
党
と
祉
罠
勢
力
を
そ
れ
ぞ
れ
両
翼
と
す
る
二
大
政
党
の
勢
力
配
置
の
定
着
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
既
成
政
党
と

の
提
携
を
排
し
て
、
無
産
政
党
単
独
で
の
勢
力
拡
大
と
い
う
隆
路
を
選
択
し
な
が
ら
も
二
大
政
党
制
を
尊
重
し
つ
づ
け
る
蠣
山
に
と
っ
て
、
こ

れ
は
言
わ
ば
不
可
避
の
勢
力
配
燈
構
想
で
は
あ
っ
た
。

　
だ
が
こ
の
構
想
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
当
然
社
民
勢
力
は
政
・
民
合
体
勢
力
に
単
独
で
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
構

想
は
第
一
九
回
総
選
挙
（
｝
九
三
六
年
二
月
二
〇
日
）
で
社
会
大
衆
党
が
一
八
名
へ
の
議
席
増
大
を
果
た
し
た
こ
と
に
燭
光
を
見
出
し
て
以
後
の
も

の
と
は
言
え
、
合
体
し
た
既
成
勢
力
の
強
大
な
多
数
形
成
力
に
警
戒
を
新
た
に
し
た
蝋
山
に
と
っ
て
楽
観
を
許
さ
な
い
選
択
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　
つ
ま
り
英
国
労
働
党
の
敗
北
を
深
刻
に
受
け
と
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
蝋
山
は
、
二
大
政
党
制
の
枠
組
み
に
固
執
す
れ
ば
す
る
程
、
政
・
民
合

体
勢
力
の
強
大
な
圧
力
へ
の
戦
評
を
社
民
勢
力
の
勢
力
育
成
の
み
に
よ
っ
て
は
ね
返
す
と
い
う
困
難
を
背
負
い
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
ま
し
て
実
質
的
な
単
一
無
産
政
党
（
社
会
大
衆
党
）
が
成
立
す
る
以
前
に
お
い
て
協
力
内
閣
運
動
は
、
無
産
政
党
が
到
底
立
ち
打
ち
で
き
な
い

強
大
な
既
成
勢
力
の
合
同
の
成
立
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
次
若
槻
内
閣
の
崩
壊
に
よ
っ
て
協
力
内
閣
運
動
の
現
実
の
恐
威
は
当
面
去
る
こ
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と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
直
後
に
蝋
山
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
が
、
憲
政
の
発
達
を
阻
害
す
る
勢
力
と
し
て
吉
野
と
同
様

最
も
忌
避
し
て
い
た
政
友
会
の
政
権
復
帰
と
、
政
友
会
内
閣
の
下
で
の
第
一
八
回
総
選
挙
（
一
九
三
二
年
二
月
二
〇
日
）
に
お
い
て
の
与
党
の
利
を

生
か
し
た
政
友
会
の
圧
勝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
別
の
面
で
の
蝋
山
の
危
機
感
を
助
長
し
た
。

　
こ
の
犬
養
政
友
会
の
多
数
掌
握
は
、
先
述
し
た
浜
口
内
閣
下
で
の
労
働
組
合
法
の
未
成
立
と
と
も
に
、
蝋
山
が
よ
り
熾
烈
な
既
成
政
党
批
判

を
深
め
て
い
く
具
体
的
契
機
と
な
っ
た
。
例
え
ば
斎
藤
実
内
閣
批
判
の
論
述
の
な
か
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
政
党
政
治
の
基
礎
た
る
選
挙
民

団
体
な
る
も
の
が
、
利
権
や
買
収
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
不
正
な
地
方
的
勢
力
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
て
い
る
鳥
合
の
集
団
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
真
に
国
民
的
な
組
織
と
は
言
え
」
ず
、
「
若
し
彼
等
政
党
政
治
家
が
我
国
の
政
党
政
治
は
確
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
込
ん
で
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
れ
ぼ
そ
れ
は
大
き
い
錯
覚
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
地
方
利
益
誘
導
の
横
行
と
政
党
政
治
と
の
連
鎖
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
蠣
山
の
政
党
政

治
批
判
は
、
犬
養
内
閣
下
で
の
政
友
会
の
所
行
が
斎
藤
内
閣
下
に
お
い
て
も
継
続
し
て
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
摘
発
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
利
益
誘
導
の
乱
用
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
豊
山
に
と
っ
て
犬
養
内
閣
は
斎
藤
内
閣
と
等
価
で
あ
り
、
政
権
形
態
か
ら
見
れ
ば
斎
藤

内
閣
は
協
力
内
閣
運
動
の
現
実
化
と
さ
え
言
え
る
恐
威
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
無
産
勢
力
の
孤
塁
を
守
り
な
が
ら
既
成
勢
力
に
対
抗
し
う
る
勢
力
に
ま
で
育
成
す
る
と
い
う
課
題
は
、
い
か
に
困
難
で
あ
ろ

う
と
も
蝋
山
に
と
っ
て
不
可
逆
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
蠣
山
の
言
動
の
大
部
分
は
こ
の
課
題
に
収
量
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

①
蝋
山
政
道
『
日
本
政
治
動
向
論
』
（
一
九
三
三
年
、
高
陽
書
院
）
、
二
～
三
頁
。

　
同
書
に
つ
い
て
は
以
下
『
動
向
論
』
と
略
す
る
。

②
蝋
山
「
国
家
予
算
の
統
制
者
は
誰
か
」
一
九
二
九
年
＝
月
、
『
動
向
論
』
所

　
収
、
二
四
一
頁
。

③
　
同
「
憲
政
の
常
道
と
は
P
」
、
『
婦
人
心
友
』
一
九
二
九
年
八
月
、
九
三
頁
。

④
　
同
前
。

⑤
　
同
「
選
挙
制
度
の
政
治
的
意
義
と
区
制
問
題
の
重
要
性
」
一
九
三
〇
年
三
月
、

　
『
動
向
論
』
所
収
、
四
〇
二
頁
。

⑥
　
同
「
議
会
を
如
何
に
改
造
す
べ
き
か
」
、
『
改
造
』
一
九
三
一
年
五
月
、
二
九
頁
。

⑦
　
同
「
議
会
制
度
を
め
ぐ
る
行
動
者
と
傍
観
者
」
一
九
三
〇
年
三
月
、
『
動
向
論
』

　
所
収
、
三
一
一
頁
。

　
な
お
蝋
山
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再
考
察
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
二
八
年
一
月
、

　
四
七
～
八
頁
）
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
イ
タ
リ
ー
の
フ
ァ

　
シ
ズ
ム
独
裁
に
共
通
す
る
特
質
と
し
て
、
　
「
選
挙
権
の
拡
張
と
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ

　
一
の
原
理
に
立
ち
な
が
ら
、
組
織
さ
れ
た
る
少
数
の
専
制
を
可
能
な
ら
し
む
る
」

　
な
ど
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
肯
定
し
つ
つ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
異
る
原
理
を
加
味
」
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し
た
点
を
上
げ
て
い
る
。

⑧
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
本
三
之
介
「
民
本
主
義
の
歴
史
的
形
成
」
、
『
近
代
日

　
本
の
政
治
と
人
間
』
（
一
九
六
六
年
、
創
見
社
）
所
収
、
お
よ
び
、
「
は
じ
め
に
」

　
の
注
③
で
上
げ
た
坂
野
氏
の
解
説
参
照
。

⑨
蝋
山
「
我
国
に
於
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
諸
制
度
」
一
九
二
五
年
一
月
過
『
動

　
向
論
』
所
収
、
九
三
～
四
頁
。

⑩
同
「
総
選
挙
を
前
に
せ
る
英
国
」
、
『
改
造
』
一
九
二
九
年
一
月
、
五
七
頁
。

⑪
同
「
総
選
挙
に
対
す
る
政
党
と
大
衆
」
、
『
改
造
』
一
九
三
〇
年
｝
月
、
一
七
四

　
頁
。

⑫
同
「
無
産
政
党
の
現
状
批
判
」
一
九
三
〇
年
一
月
、
『
動
向
論
』
所
収
、
一
九

　
八
頁
。

⑬
同
前
書
、
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。

⑭
　
蝋
山
前
掲
注
⑥
論
文
、
三
〇
頁
。

⑮
以
上
の
「
新
た
な
る
中
産
階
級
」
に
つ
い
て
は
、
蝋
山
「
政
党
と
議
会
」
、
『
文

　
芸
春
秋
』
一
九
三
一
年
二
月
、
一
八
三
～
四
頁
を
参
照
。

⑯
同
前
、
｝
八
三
頁
。

⑰
蝋
山
「
普
通
選
挙
の
真
意
義
」
…
九
二
八
年
二
月
、
『
動
．
向
論
』
所
収
、
二
七

　
六
頁
。

⑱
同
「
普
選
第
二
次
総
選
挙
の
跡
を
顧
み
て
」
　
九
三
〇
年
二
月
、
同
前
書
所
収
、

　
二
八
六
～
七
頁
。

⑲
　
同
前
、
二
八
八
頁
。

⑳
　
蝋
山
「
特
別
議
会
に
現
は
れ
た
論
争
」
　
一
九
一
二
〇
年
五
月
、
同
前
書
所
収
、
二

　
五
一
頁
。

⑳
蝋
山
前
掲
注
⑪
論
文
、
一
七
七
頁
。

＠
　
蝋
山
前
掲
注
⑰
論
文
、
二
七
六
頁
。

⑬
　
同
「
英
国
労
働
党
は
何
故
惨
敗
し
た
か
」
一
九
三
一
年
一
一
月
、
『
動
向
論
』

　
所
収
、
四
四
五
頁
。

⑭
　
同
前
、
四
四
五
頁
。

⑮
　
蝋
山
の
小
選
挙
区
綱
支
持
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
⑥
論
文
（
四
〇
七
～
八
頁
）
、

　
限
定
的
な
比
例
代
表
制
支
持
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
前
掲
注
⑮
論
文
（
一
九
六
頁
）

　
参
照
。

　
　
蝋
山
「
総
選
挙
後
の
英
国
労
働
党
と
世
界
経
済
」
一
九
三
一
年
＝
一
月
、
『
動

　
向
論
』
所
収
、
四
五
四
頁
。

＠・　＠＠＠＠＠一＠
　
同
前
、
四
五
五
頁
。

　
同
前
、
四
五
五
頁
。

　
同
晶
醐
、
四
五
五
～
六
百
ハ
。

　
蝋
山
「
協
力
内
閣
問
題
」
、
『
文
芸
春
秋
』
｝
九
三
二
年
一
月
、
一
一
二
三
頁
。

　
同
「
『
抜
本
塞
源
』
よ
り
『
国
策
氾
濫
』
へ
」
、
　
『
文
芸
春
秋
』
一
九
三
六
年
八

月
、
七
三
頁
。

　
同
「
非
常
時
下
の
政
治
を
顧
み
て
」
、
『
文
芸
春
秋
』
一
九
三
二
年
一
二
月
、
一

八
四
頁
。
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1

国
際
協
調
路
線
と
の
相
剋

　
無
産
政
党
の
勢
力
拡
大
に
は
そ
の
統
一
が
最
底
限
の
条
件
と
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
蝋
山
が
社
会
大
衆
党
の
成
立
（
一
九
三
二
年
七
月
二

四
日
）
を
次
の
よ
う
に
ほ
ぼ
無
条
件
に
歓
迎
し
た
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
最
底
限
の
条
件
を
克
服
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
無
産
勢
力
拡
大
の
第
一
段

階
の
地
歩
と
な
り
う
る
こ
と
を
予
期
し
た
が
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
「
…
…
最
近
の
社
会
民
衆
党
と
労
農
大
衆
党
と
の
合
同
に
よ
っ
て
成
立
し
た
社
会
大
衆
党
は
、
我
が
無
産
政
党
が
私
の
年
来
の
宿
論
で
あ
る
常
道
に
立
還

　
　
　
り
始
め
た
第
一
歩
で
あ
る
と
見
ら
れ
ま
い
か
。
…
…
如
何
な
る
必
要
に
せ
よ
、
そ
れ
の
漸
う
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
の
迫
る
と
こ
ろ
、
結
局
無
産
政
党
と
し
て

　
　
　
共
産
主
義
に
拠
ら
ざ
る
限
り
、
社
会
民
主
主
義
の
軌
道
に
立
っ
て
行
く
の
外
は
な
い
、
と
の
自
覚
に
そ
の
指
導
者
や
党
員
が
到
達
し
た
こ
と
が
甚
だ
有
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
義
な
の
で
あ
る
。
…
…
今
日
の
日
本
に
こ
の
本
格
的
な
道
を
歩
む
無
産
政
党
が
存
在
す
る
と
云
う
だ
け
で
、
大
き
な
将
来
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
社
会
大
衆
党
を
ど
の
よ
う
に
し
て
既
成
政
党
に
拮
抗
し
う
る
勢
力
に
仕
立
て
上
げ
る
か
と
い
う
困
難
が
次
に

横
た
わ
っ
て
い
た
。

　
こ
の
難
題
へ
の
取
り
組
み
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
稿
の
最
初
で
触
れ
た
日
本
に
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
順
当
な
発
達
を
阻
害
す
る
条
件
が
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
蝋
山
は
次
の
点
を
重
要
な
要
因

と
し
て
上
げ
て
い
る
。
「
…
…
我
国
の
議
会
制
度
が
先
進
諸
国
の
場
合
か
ら
凡
そ
半
世
紀
遅
れ
て
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
進

諸
国
に
於
け
る
無
産
政
党
の
如
く
、
政
界
進
出
の
機
会
を
得
な
い
中
に
、
世
界
資
本
主
義
の
危
機
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
為
め
、
容
易
に
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
進
出
が
遂
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
つ
ま
り
議
会
制
度
の
発
達
の
遅
れ
か
ら
、
政
界
進
出
を
成
し
遂
げ
る
以
前
に
「
世
界
資
本
主
義
の
危
機
に
遭
遇
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
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ら
に
そ
の
政
治
的
進
出
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
と
い
う
悪
循
環
か
ら
無
産
政
党
が
逃
れ
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
を
蝋
山
が
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
発
達
を
阻
害
し
た
「
特
殊
事
情
」
と
し
て
璽
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
対
周
に
あ
る
理
想
像
と
し
て
英
国
労
働
党
の
来
歴
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
悪
循
環

が
不
可
逆
の
歴
史
的
現
実
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、
い
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
の
無
産
政
党
は
「
世
界
資
本
主
義
の
危
機
」
の
な
か
で
勢

力
伸
長
を
遂
げ
な
い
か
ぎ
り
階
級
政
党
に
凝
固
し
て
し
ま
う
こ
と
を
蝋
山
は
十
分
認
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
世
界
資
本
主
義
の
危

機
」
が
容
易
に
解
消
す
る
見
通
し
が
っ
か
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
無
産
政
党
の
勢
力
増
進
の
促
進
条
件
と
し
て
活
用
す
る
戦
略
す
ら
必
要
な
こ

と
を
蠣
山
は
自
覚
し
て
い
た
。

　
そ
の
場
含
大
き
く
浮
上
す
る
課
題
が
、
先
述
し
た
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
無
産
政
党
の
脱
皮
を

「
世
界
資
本
主
義
の
危
機
」
の
な
か
で
い
か
に
成
し
遂
げ
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
探
求
と
い
う

命
題
こ
そ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
英
国
労
働
党
を
敗
北
に
追
い
や
っ
た
経
済
的
国
罠
主
義
を
超
え
る
理
念
に
い
か
に
到
達
す
る
か
と
い
う
課
題

に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
交
政
策
を
無
産
政
党
の
政
策
領
域
に
大
き
く
取
り
込
む
と
と
も
に
、
無
産
階
級
の
み
な

ら
ず
「
新
中
間
層
」
（
先
述
）
の
支
持
を
も
確
実
に
手
中
に
収
め
る
こ
と
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
両
者
を
海
女
独
立
し
た
課
題
と
し

て
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
総
合
的
な
政
策
体
系
の
な
か
に
整
序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
相
補
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
何
よ
り
の
急
務
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
当
然
社
会
大
衆
党
の
側
も
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
積
み
上
げ
て
い
た
が
、
な
か
で
も
最
も
明
敏
に
反
応
し
た
の
が
麻
生
久
・
河
野
密
ら
を
は

じ
め
と
す
る
、
か
つ
て
中
間
派
と
呼
ば
れ
た
旧
日
本
労
農
党
系
の
一
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
彼
ら
も
満
州
事
変
の
勃
発
（
こ
の
段
階
で
は
社
会
大
衆
党
は
未
成
立
）
に
よ
っ
て
す
で
に
国
益
へ
の
問
題
関
心
を
大
き
く
刺
激
さ
れ
て
い
た

と
は
言
え
、
旧
来
か
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
国
民
生
活
の
擁
護
と
満
州
問
題
の
処
理
を
た
だ
ち
に
相
補
的
な
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
た
わ
け
で
は
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な
い
。
む
し
ろ
満
州
問
題
の
現
状
認
識
に
関
し
て
は
「
今
回
の
満
州
問
題
は
其
出
発
に
於
て
若
干
の
異
色
あ
る
が
如
く
見
え
た
の
で
あ
っ
た
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
共
、
結
局
其
実
質
に
於
て
従
来
の
帝
国
主
義
的
な
現
れ
と
何
等
異
な
る
処
な
き
に
至
っ
た
」
と
道
破
す
る
だ
け
の
警
戒
意
識
は
一
応
残
し
て

い
た
。

　
と
こ
ろ
が
五
・
一
五
事
件
な
ど
一
連
の
急
進
的
直
接
行
動
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
広
義
国
防
路
線
を
表
明
し
た
周
知
の
『
国
防
の
本
義
と

そ
の
強
化
の
提
唱
』
（
【
九
三
四
年
一
〇
月
発
行
の
い
わ
ゆ
る
「
陸
軍
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
）
の
発
行
に
よ
っ
て
陸
軍
統
制
派
の
軍
部
内
で
の
優
位
が
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
に
な
っ
た
こ
と
を
転
機
に
、
麻
生
ら
旧
離
労
党
費
社
大
饗
幹
部
は
「
我
等
は
、
今
満
州
の
建
設
に
就
て
、
満
州
事
変
の
資
本
主
義
性
に
就
て
、

其
結
果
が
其
最
初
の
意
図
と
反
す
る
事
を
攻
む
る
よ
り
も
、
層
一
層
重
大
な
る
事
は
、
此
事
変
が
、
歴
史
の
法
則
に
従
っ
て
、
既
に
内
包
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
本
そ
れ
自
体
の
国
家
改
革
の
気
運
に
導
火
し
て
、
具
体
的
一
歩
を
出
さ
し
め
た
意
義
を
把
握
す
る
事
で
あ
る
。
」
と
言
う
よ
う
に
陸
軍
の
対
満

州
政
策
を
国
家
革
新
の
転
機
と
し
て
活
用
す
べ
き
こ
と
の
必
要
性
を
公
然
と
主
張
し
は
じ
め
た
。

　
こ
こ
で
は
詳
述
す
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
が
、
麻
生
ら
の
国
家
革
新
の
内
容
は
反
資
本
主
義
の
理
念
を
国
家
統
制
経
済
の
確
立
へ
と
具
体
化

し
、
そ
の
下
に
満
州
の
反
歯
本
主
義
的
経
営
を
は
か
り
、
準
戦
時
体
制
下
で
の
国
民
生
活
の
安
定
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
相
補
性

を
高
め
る
こ
と
が
そ
の
骨
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
麻
生
は
「
国
家
改
革
の
中
心
を
経
済
聞
題
、
社
会
問
題
、
即
ち
資
本
主
義
の
問
題
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

更
に
換
言
す
れ
ば
国
民
生
活
安
定
の
合
理
性
獲
得
の
問
題
に
発
展
せ
し
め
来
っ
た
」
か
に
思
わ
れ
た
陸
軍
統
制
派
の
広
義
国
防
路
線
に
自
ら
の

国
家
革
新
の
理
念
と
気
脈
を
通
じ
る
も
の
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
推
進
主
体
と
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
の
長
き
奴
隷
的
境
遇
か
ら
脱
難
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
独
立
を
宣
言
す
る
に
至
っ
た
」
か
に
見
え
た
新
官
僚
や
そ
れ
ら
を
編
成
母
体
に
し
た
岡
田
内
閣
に
も
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

　
麻
生
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
社
大
王
旧
日
隠
里
分
子
の
国
家
革
新
の
理
念
は
、
そ
の
反
資
本
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
さ
と
陸
軍
統
制

派
、
新
官
僚
へ
の
同
調
を
別
に
す
れ
ば
、
ク
ラ
ス
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
相
補
関
係
を
高
め
る
こ
と
に
主
眼
が

あ
っ
た
点
で
、
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
と
無
産
政
党
の
進
路
を
転
換
さ
せ
る
方
向
を
模
索
し
た
蝋
山

と
共
通
の
問
題
関
心
に
立
つ
も
の
で
は
あ
っ
た
。
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⑨

　
し
か
し
蝋
山
の
配
合
、
無
産
政
党
の
対
満
州
問
題
へ
の
注
意
の
希
薄
を
指
摘
し
、
独
自
の
外
交
政
策
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
活
眼
を
開
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
と
は
い
え
、
満
州
事
変
の
衝
撃
を
麻
生
の
よ
う
な
か
た
ち
で
国
家
革

新
の
転
機
に
利
用
す
る
こ
と
に
は
同
調
で
き
な
か
っ
た
。

　
な
ぜ
な
ら
麻
生
ら
の
満
州
事
変
へ
の
対
応
は
、
蝋
山
の
対
外
政
策
構
想
の
基
調
で
あ
っ
た
国
際
協
調
路
線
と
大
き
く
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
こ
で
は
蠣
山
の
国
際
協
調
路
線
の
内
実
と
振
幅
を
詳
述
す
る
紙
幅
の
細
螺
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
英
・
米
両
国
の
大
国
主
義
外
交
を

と
も
に
排
し
つ
つ
も
、
米
国
が
非
加
盟
の
状
態
に
あ
る
既
存
の
国
際
連
盟
の
紛
争
処
理
能
力
を
疑
問
視
し
、
米
国
を
も
含
ん
だ
新
た
な
紛
争
処

理
機
構
の
成
立
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
外
交
秩
序
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
凋
落
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
パ
ヅ
ク

ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
与
す
る
選
択
を
排
し
て
、
よ
り
抱
括
的
な
多
方
面
協
調
外
交
を
展
望
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
要
点
だ
け
を
概
括
し

て
お
き
た
い
。
蝋
山
の
満
州
問
題
解
決
方
針
は
、
こ
の
路
線
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
最
大
の
要
件
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
麻
生
ら
の
構
想
は
「
階
級
の
分
裂
も
、
民
衆
の
窮
乏
に
よ
る
生
活
不
安
も
、
政
治
の
貧
困
も
、
政
治
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

堕
落
も
、
人
心
の
頽
廃
も
、
帰
す
る
処
は
資
本
主
義
に
其
源
を
発
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
の
原
罪
を
資
本
主
義
に
帰
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
資
本
主
義
さ
え
否
定
す
れ
ぼ
対
満
州
問
題
の
処
理
す
ら
国
内
革
新
の
契
機
に
活
用
し
う
る
か
の
ご
と
き
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
陥

っ
た
幻
想
と
映
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
国
際
協
調
路
線
の
堅
持
を
最
低
限
必
須
の
条
件
に
、
無
産
政
党
躍
進
の
た
め
の
課
題
と
見
な
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

へ
の
転
換
へ
向
け
て
対
外
政
策
へ
の
積
極
的
関
与
を
劇
烈
す
る
蠣
山
の
構
想
は
、
陸
軍
統
制
派
と
新
官
僚
へ
の
同
調
を
深
め
て
い
た
社
大
党
に

よ
り
困
難
な
進
路
を
強
要
す
る
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
社
大
党
の
勢
力
拡
大
を
新
た
な
政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
な
げ
る

た
め
に
は
不
可
避
の
回
路
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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2

統
制
経
済
の
活
用
と
社
会
大
衆
党
優
位
化
へ
の
模
索

　
そ
れ
で
は
満
州
事
変
の
衝
撃
へ
の
便
乗
を
排
し
て
社
大
疑
の
勢
力
拡
大
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
蝋
由
は
い
か
な
る
方
策
を
想
定
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
統
制
経
済
へ
の
着
限
で
あ
る
。
こ
れ
を
蠣
山
は
次
の
よ
う
に
眼
前
の
政
治
的
民
主
主
義
を
克
服
す
る
際
に

依
拠
し
う
る
「
共
通
の
方
法
と
制
度
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

　
　
　
「
丁
度
政
治
的
民
主
主
義
の
時
代
に
議
会
と
云
う
制
度
が
あ
る
程
度
ま
で
世
界
的
普
遍
性
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
、
政
治
的
民
主
主
義
の
破
綻
し
、
資
本

　
　
　
主
義
の
行
詰
り
と
い
う
現
代
の
共
通
な
る
現
象
を
打
開
す
る
に
は
、
や
は
り
或
る
共
通
の
方
法
と
制
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
之
を
国
家
統
制
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
は
現
行
の
政
治
的
民
主
主
義
は
「
資
本
主
義
の
行
詰
り
」
に
起
因
す
る
こ
と
を
十
分
自
覚
し
て
い
た
蝋
山
が
、
そ
の
政
治
的
民
主
主

義
を
克
服
す
る
た
め
に
は
「
国
家
統
制
計
画
」
と
い
う
構
造
的
な
改
革
手
段
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
こ
と
が
改
め
て

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
先
述
し
た
経
済
的
国
民
主
義
の
克
服
と
い
う
課
題
意
識
の
延
長
線
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
認
識
に
立
ち
な
が
ら
蝋
山
は
、
統
制
経
済
に
は
全
体
的
計
画
性
と
科
学
的
、
合
理
的
手
段
が
あ
く
ま
で
必
須
の
要
件
で
あ

る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
た
。

　
　
　
「
こ
れ
が
（
統
制
経
済
を
さ
す
…
…
小
関
）
資
本
主
義
の
単
な
る
安
定
で
は
無
く
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
薪
た
な
る
経
済
と
な
る
為
め
に
は
、
経
済
秩
序
全

　
　
　
体
を
統
制
し
得
る
計
画
の
樹
立
が
可
能
で
あ
る
か
、
又
そ
の
計
画
内
容
が
科
学
的
技
術
的
で
あ
り
得
る
か
否
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
当
然
に
統
制
経
済
を
も
た
ら
し
た
力
の
性
質
に
関
係
が
あ
り
、
更
ら
に
そ
の
力
が
用
い
る
季
段
の
性
質
に
も
関
連
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
経
済
の
深
部
か
ら
改
革
し
よ
う
と
言
う
着
想
は
、
政
治
に
対
す
る
経
済
の
規
定
性
を
前

提
に
し
つ
つ
も
、
逆
に
経
済
に
対
す
る
政
治
の
介
入
と
操
作
領
域
の
拡
大
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
点
で
、
結
果
的
に
政
治
的
契
機
の
自
立
化
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を
促
進
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
蝋
山
は
単
に
こ
の
点
を
十
分
認
識
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
こ
の
傾
向
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
こ
そ
、
政
治
権
力
が
全
体
的
計
画
性
と
科
学
的
計
画
内
容
に
立
脚
し
た
統
制
を
行
な
い
う
る
に
足
る
権
力
か
否
か
を
、
そ
の
構
成
要
素
（
「
統

制
経
済
を
も
た
ら
し
た
力
の
性
質
」
）
と
行
使
す
る
乎
段
（
「
そ
の
力
が
用
い
る
手
段
の
性
質
」
）
の
二
点
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
政
策
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
の
政
策
を
擁
立
す
る
権
力
の
質
と
実
行
の
際
の
手
続
き
を
も
問
題
奇
し
つ
づ
け
る
と

い
う
蝋
山
の
基
本
的
態
度
（
吉
野
の
「
善
政
主
義
批
判
」
の
周
題
意
識
を
継
承
す
る
）
が
貫
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
も
ち
ろ
ん
蝋
山
が
統
制
経
済
を
要
請
し
た
根
拠
は
、
経
済
に
対
す
る
政
治
の
優
位
化
の
確
立
を
求
め
た
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

は
国
民
の
生
活
負
担
軽
減
へ
の
配
慮
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
無
産
政
党
の
勢
力
基
盤
の
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
狙
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ

老
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
今
日
で
は
、
既
成
政
党
で
も
、
何
等
か
の
統
制
主
義
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
…
…
こ
れ
は
我
国
の
国
民
生
活
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

状
に
触
れ
て
行
こ
う
と
す
る
限
り
、
避
く
可
ら
ざ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
統
制
経
済
が
国
民
の
生
活
条
件
改
善
の
た
め
の

必
須
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
蝋
山
は
、
無
産
政
党
に
も
当
然
「
政
治
的
原
理
と
し
て
は
統
制
的
立
憲
主
義
の
原
理
に
基
き
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

策
的
内
容
は
広
い
勤
労
層
の
国
民
生
活
を
保
障
す
る
民
生
主
義
」
の
採
用
の
必
要
性
を
認
め
た
。

　
こ
の
蝋
山
の
要
求
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
統
制
経
済
の
恩
沢
を
経
済
的
下
層
階
級
の
生
活
負
担
軽
減
に
重
点
的
に
振
り
向
け
る
政
策
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
社
会
大
衆
党
が
党
の
基
本
政
綱
で
あ
っ
た
軍
事
予
算
反
対
の
中
心
的
要
目
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
の
政
策
綱
領
が
党
の
支
持
基
盤
拡
大
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

役
立
っ
た
こ
と
は
、
一
九
三
六
、
七
年
の
第
一
九
回
・
二
〇
回
総
選
挙
に
お
け
る
一
八
名
と
三
七
名
の
躍
進
に
明
ら
か
で
あ
る
。

層
だ
が
蠣
山
が
期
待
し
た
こ
と
は
、
経
済
的
下
層
階
級
の
支
持
を
加
算
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
さ
ら
に
中
産
階
級
の
支
持
を

倍
加
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
政
・
民
両
勢
力
に
対
抗
す
る
二
大
党
派
の
中
軸
と
な
る
ま
で
の
勢
力
拡
大
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
蝋
山
は
見

通
し
て
い
た
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
強
固
な
地
盤
を
固
め
た
既
成
政
党
か
ら
中
産
階
級
の
支
持
を
奪
還
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
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そ
こ
で
改
め
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
先
述
し
た
広
義
の
意
味
で
の
「
技
術
者
層
」
の
支
持
を
確
保
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
技
術
者
を
輩
出
す
る
工
業
化
の
進
行
に
対
応
し
て
、
技
術
者
を
資
本
の
論
理
と
拘
束
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
こ

れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
が
、
社
大
党
の
重
要
産
業
国
営
案
と
も
軌
を
一
に
す
る
統
制
経
済
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
藩
学
の
統
綱
経
済
待
望
論
は
、
一
方
で
経
済
に
対
す
る
政
治
の
優
位
化
を
は
か
り
、
他
方
で
無
産
者
層
と
技
術
者
層
の

利
益
に
配
慮
し
、
そ
の
支
持
を
吸
収
す
る
、
と
い
う
両
契
機
の
架
橋
を
構
想
し
た
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
主
導
権

を
社
大
党
が
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
へ
の
介
入
度
を
強
め
て
優
位
化
し
た
政
治
を
国
民
の
利
益
へ
と
連
結
し
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
蝋
山

の
構
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
蝋
山
の
統
制
経
済
待
望
論
は
、
社
大
栄
を
革
新
勢
力
の
中
心
に
押
し
出
し
て
政
界
再
編
を
め
ざ
す
政
治
シ
ス
テ
ム
論
の
中
軸
と

な
る
論
理
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

民本主義論の終焉と二大政党制論の改造（小関）

3

日
申
戦
争
を
め
ぐ
る
相
剋
と
近
衛
瓢
体
制
へ
の
接
近

　
そ
れ
で
は
、
統
制
経
済
に
依
拠
し
て
社
大
器
は
既
成
政
党
勢
力
と
陸
軍
統
制
派
、
新
官
僚
へ
の
依
存
を
排
し
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
再
編
の
主

導
力
を
握
り
う
る
ま
で
に
支
持
基
盤
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
第
二
〇
回
総
選
挙
（
一
九
三
七
年
四
月
三
〇
日
）
に
お
い
て
三
七
名
ま
で
議
席
を
拡
大
し
た
こ
と
は
、
国
民
の
生
活
負
担
軽
減
要
求
を

盛
り
込
ん
だ
広
義
国
防
と
統
領
経
済
の
必
要
性
を
力
説
し
た
社
大
党
の
戦
略
の
成
果
で
あ
り
、
政
・
民
両
党
の
単
独
過
半
数
確
保
に
歯
止
め
を

か
け
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
三
山
に
は
社
大
党
の
主
導
権
確
立
に
は
程
遠
い
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
む
し
ろ
馬
場
・
結
城
財
政
を
批

判
し
た
社
大
歳
の
主
張
が
受
容
さ
れ
や
す
い
追
い
風
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
も
こ
の
程
度
の
議
席
増
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
、
逆
に
通
常
の
手

段
を
以
て
し
て
の
勢
力
拡
大
に
は
乗
り
越
え
難
い
限
界
が
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
を
蠣
山
に
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蠣
山
の
「
如
何
に
優
秀
な

分
子
で
あ
っ
て
も
国
民
総
意
の
中
、
僅
か
百
万
の
支
持
者
し
か
有
た
ぬ
社
群
党
は
、
議
会
政
党
の
観
点
か
ら
言
っ
て
も
、
未
だ
こ
の
時
局
に
全
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⑳

颪
的
に
乗
り
出
す
べ
き
時
期
で
も
な
い
し
、
そ
の
能
力
を
有
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
」
と
い
う
論
述
は
、
社
大
廟
の
時
局
へ
の
関
与
の
抑

制
を
す
ら
求
め
る
程
社
大
愚
の
力
量
不
足
へ
の
失
望
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
前
の
社
大
平
へ
の
期
待
と
ひ
き
比
べ
て
み
れ
ば
、

蝋
山
の
こ
の
変
化
に
は
第
二
〇
回
総
選
挙
の
結
果
へ
の
落
胆
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
蝋
山
は
、
将
来
社
大
愚
が
「
党
の
主
義
政
策
綱
領
と
離
れ
」
な
い
か
ぎ
り
、
「
既
成
政
党
と
提
携
す
る
こ
と
」
も
、
「
或
は
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

来
新
政
党
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
箇
別
的
に
協
力
す
る
」
こ
と
も
有
り
う
べ
き
選
択
肢
と
し
て
考
慮
す
る
に
至
る
。

　
と
は
言
え
、
こ
れ
は
リ
ベ
ラ
ル
な
既
成
政
党
と
の
協
同
に
期
待
し
た
吉
野
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
準
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

時
体
制
下
の
議
会
の
機
能
低
下
に
深
刻
な
不
信
を
抱
き
、
社
大
魚
を
中
軸
と
す
る
新
た
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
模
索
し
つ
づ
け
て
い
た
途
次
に
お

い
て
第
二
〇
回
総
選
挙
の
結
果
に
直
面
し
、
議
会
制
下
の
代
表
選
出
の
通
常
の
手
続
き
に
よ
っ
て
は
も
は
や
社
大
藩
が
単
独
で
主
導
権
を
握
り

う
る
ま
で
に
成
長
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
自
覚
し
た
末
の
決
断
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
決
断
に
先
立
っ
て
「
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
至
る
間
に
於
け
る
英
国
労
働
党
が
自

由
党
政
府
と
提
携
し
戦
争
に
よ
っ
て
大
発
展
を
遂
げ
た
よ
う
な
場
合
が
、
今
後
、
内
閣
の
性
質
如
何
に
よ
っ
て
は
生
じ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
」
と
い

う
見
通
し
を
蝋
山
が
抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
決
断
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
蠣
山
妻
ら
社
大
党
の
範
と
し
て
い
た
英
国
労
働
党
の
動
向
を
引
導
と
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な

い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
も
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
労
働
党
が
既
成
勢
力
と
の
提
携
と
と
も
に
「
戦
争
に
よ
っ
て
大
発
展
を
遂

げ
た
」
事
実
を
も
亀
山
は
否
定
的
に
は
評
価
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
英
国
労
働
党
へ
の
傾
倒
を
残
し
な
が
ら
、
社
大
山
の

近
衛
新
体
制
へ
の
積
極
的
関
与
と
日
中
戦
争
を
契
機
に
し
た
党
勢
拡
張
へ
の
肯
定
的
評
価
へ
と
踏
み
出
す
予
兆
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

蝋
山
の
近
衛
新
体
制
と
日
中
戦
争
へ
の
対
応
は
、
決
し
て
既
成
事
実
に
単
純
に
追
随
し
た
結
果
の
豹
変
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
構
想
変
化
は
、
社
大
党
を
一
方
の
党
派
の
主
翼
と
す
る
二
大
政
党
制
構
築
へ
の
試
み
と
も
、
国
内
革
新
の
契
機
と
し
て
満

州
事
変
の
外
圧
の
利
用
を
批
判
し
た
先
の
対
応
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
社
大
連
の
近
衛
新
体
制
へ
の
参
画
の
試
み
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は
社
大
党
主
導
の
国
内
革
新
政
策
に
既
成
勢
力
を
動
員
す
る
た
め
の
限
界
手
段
で
は
あ
れ
、
あ
く
ま
で
一
国
一
党
捌
を
め
ざ
し
た
も
の
で
は
な

く
、
既
成
勢
力
の
一
部
を
弁
別
し
た
上
で
の
選
択
的
同
盟
構
想
で
あ
り
、
ま
た
日
中
戦
争
の
衝
撃
の
利
用
は
最
小
限
「
国
際
協
調
路
線
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

直
接
の
摩
擦
を
回
避
す
べ
き
配
慮
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
し
外
交
政
策
に
関
し
て
は
蝋
山
と
社
大
党
の
問
に
か
な
り
の
懸
隔
が
存
在
し
た
。

　
な
ぜ
な
ら
蝋
山
の
場
合
、
日
中
戦
争
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
九
国
条
約
が
も
は
や
現
実
に
は
無
効
で
あ
る
と
承
認
し
つ
つ
も
、
英
国
と
の

直
接
の
対
立
姿
勢
を
強
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
警
戒
的
で
あ
っ
た
。
出
山
は
言
う
。
「
英
国
自
体
の
権
益
の
擁
護
の
た
め
に
南
京
政
府
を
支
持

す
る
場
合
」
で
も
「
…
…
そ
の
政
策
を
頭
か
ら
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
若
し
英
国
が
九
国
条
約
の
よ
う
な
、
日
本
の
発
展
を
阻

止
せ
ん
が
為
め
に
出
来
て
い
る
よ
う
な
条
約
を
捨
て
て
、
新
た
な
時
代
に
適
応
す
る
よ
う
な
新
秩
序
の
設
定
に
同
意
す
る
な
ら
、
日
本
は
英
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
権
益
に
つ
い
て
充
分
之
れ
を
尊
重
す
る
誠
意
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
」

　
こ
れ
と
は
対
照
的
に
対
米
国
認
識
は
一
九
三
九
年
七
月
二
六
日
、
日
米
通
商
航
海
条
約
廃
棄
通
告
に
直
面
し
て
以
降
、
「
米
国
が
日
本
の
新

秩
序
建
設
に
対
し
て
反
対
で
あ
る
こ
と
は
、
法
理
的
に
政
策
的
に
む
し
ろ
英
国
よ
り
も
非
妥
協
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
将
来
日
米
関
係
の
緊
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
生
ず
る
こ
と
は
火
を
曙
る
よ
り
も
明
ら
か
」
と
い
う
よ
う
に
特
に
切
迫
し
た
危
機
感
を
深
め
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
宵
山
の
対
英
と
対
米
認
識
と
の
間
に
は
明
白
な
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
中
戦
争
の
拡
大
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
英
国

と
の
関
係
は
九
国
条
約
な
ら
び
に
蒋
介
石
援
助
と
の
か
ら
み
で
楽
観
を
許
さ
な
い
面
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
支
那
開
発
に
対
す
る
日
本
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
英
国
が
認
め
な
い
理
由
な
る
も
の
は
、
英
国
の
歴
史
に
微
し
、
英
国
の
国
状
に
照
ら
し
て
、
全
く
発
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
言
う
洞

察
が
基
本
に
あ
っ
た
か
ぎ
り
、
蠣
山
に
と
っ
て
は
二
本
の
対
中
国
進
出
と
と
も
に
必
然
的
に
悪
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
対
英
関
係
は
日
本
の
対
中
国
政
策
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
の
重
要
な
足
が
か
り
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
「
支
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

事
変
の
解
決
の
重
心
は
結
局
対
英
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
い
う
観
測
に
は
こ
う
し
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
う
し
た
蠣
山
の
外
交
政
策
構
想
は
、
蝋
山
が
属
し
た
昭
和
研
究
会
の
そ
れ
に
全
体
的
に
は
ほ
ぼ
相
即
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
各
委
員
の
間
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⑳

に
若
干
意
味
の
ぼ
ら
つ
き
は
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
日
本
と
し
て
は
九
国
条
約
は
大
体
廃
棄
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
う
前
提
に

関
し
て
は
特
に
異
論
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
他
方
で
対
英
関
係
の
極
端
な
悪
化
を
避
け
る
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
「
ソ
ヴ
ェ
ト
を
敵
と
し
、
支
那
を
敵
と
し
て
い
る
時
、
更
に
イ
ギ
リ

ス
を
敵
と
し
た
ら
大
変
だ
」
、
「
碕
本
は
南
進
論
者
の
ラ
ヂ
カ
ル
な
要
求
を
削
り
、
英
国
の
ア
ク
セ
プ
ト
し
得
る
も
の
と
し
、
足
守
し
得
る
姿
勢

　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
取
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
言
う
よ
う
な
蝋
山
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
姿
勢
は
漢
口
陥
落
以
降
、
日
韓
防
共
協
定

へ
の
対
応
を
協
議
す
る
な
か
で
「
帝
国
が
防
共
協
定
ト
一
蓮
托
生
ノ
態
度
ヲ
採
ヅ
テ
ア
ク
マ
デ
英
国
ト
対
立
ス
ル
ノ
方
策
斗
出
ヅ
ル
ハ
大
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
⑳

冒
険
ヲ
意
味
ス
ル
」
と
言
う
よ
う
な
慎
重
な
見
通
し
を
堅
持
す
る
立
場
へ
と
継
承
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
祉
大
党
の
対
外
認
識
は
重
要
な
部
分
で
対
照
的
な
以
下
の
特
質
を
も
っ
て
い
た
。

　
第
一
に
、
中
国
国
民
党
政
権
に
対
す
る
敵
対
意
識
は
指
弾
に
比
べ
て
格
段
に
根
強
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
日
中
戦
争
勃
発
直
後
麻
生
久
は

「
満
州
事
変
勃
発
以
後
に
於
て
、
蒋
介
石
を
中
心
と
す
る
国
民
政
府
は
、
此
新
事
態
に
就
て
、
冷
や
か
に
反
省
す
る
処
な
く
、
一
面
に
潤
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

共
産
軍
の
抗
日
的
煽
動
に
煽
ら
れ
、
他
面
に
於
て
は
国
内
統
一
の
道
具
と
し
て
、
更
に
一
層
抗
日
侮
日
の
建
前
を
濃
化
す
る
に
至
っ
た
。
」
と

危
機
意
識
を
新
た
に
し
て
い
た
。

　
河
野
密
が
武
漢
陥
落
以
降
、
「
国
民
政
府
の
一
角
か
ら
『
和
平
』
の
声
が
き
こ
え
て
き
た
の
は
注
目
す
べ
き
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
事
態
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
た
今
日
に
於
て
、
い
か
な
る
形
に
於
て
も
『
和
平
』
な
ど
と
云
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
一
蹴
し
た
の
は
、
国

民
党
に
対
す
る
一
貫
し
た
根
深
い
不
信
の
表
明
で
あ
っ
た
。
東
亜
新
秩
序
建
設
を
唱
道
し
た
一
九
三
八
年
＝
月
一
三
日
の
第
二
次
近
衛
声
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
主
旨
に
は
賛
同
し
て
い
く
河
野
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
党
へ
の
警
戒
感
を
拭
い
去
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
国
民
党
の
動
向
へ
の
警
戒
意
識
は
、
「
所
詮
日
本
と
支
那
と
の
関
係
は
、
単
純
に
日
本
と
支
那
と
の
関
係
に
止
ま
ら
な
い
。
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
こ
に
は
露
西
亜
と
の
関
係
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
う
麻
生
の
認
識
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
民
党
の
背
後
に
露
西
亜
の
影
響
力

を
見
据
え
て
い
た
が
ゆ
え
に
増
幡
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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第
二
に
、
こ
れ
と
と
も
に
英
米
両
国
に
対
し
て
は
、
国
民
党
援
助
な
ら
び
に
中
国
権
益
へ
の
干
渉
に
対
す
る
警
戒
と
そ
の
動
因
で
あ
っ
た

（
と
見
な
し
た
）
資
本
主
義
の
理
念
へ
の
強
固
な
反
発
の
糞
痴
に
根
ざ
す
さ
ら
に
鋭
利
な
敵
魔
心
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

国
に
対
す
る
敵
対
心
は
、
日
中
戦
争
の
深
化
に
と
も
な
っ
て
排
英
運
動
に
関
与
し
、
反
英
意
識
を
鼓
舞
し
て
い
く
態
度
へ
と
急
進
化
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。

　
だ
が
先
述
し
た
よ
う
に
、
運
勢
協
調
を
政
策
的
指
針
の
根
幹
に
置
い
て
い
た
蝋
山
に
と
っ
て
、
社
大
熱
を
政
界
再
編
の
主
導
力
と
し
て
重
用

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
理
念
の
先
鋭
化
と
活
動
の
突
出
を
牽
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
気
山
が
社
大
判
を
も
抱
摂
し
た
近
衛
新
体
制
の
確
立
を
肯
定
し
た
の
は
、
政
治
的
意
志
の
統
一
の
な
か
で
こ
の
理
念
の
緩
和
を
は
か
る
こ
と

も
大
き
な
目
的
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
社
無
党
を
政
界
再
編
の
主
勢
力
と
し
て
生
か
す
た
め
に
は
、
外
交
政
策
に
関
し
て
は

昭
和
研
究
会
の
路
線
を
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
大
当
の
突
出
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
近
衛
新
体
制
は
そ
の
た
め
の

シ
ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
新
た
な
困
難
と
背
理
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
主
張
内
容
と
は
別
に
、
社
大

閤
の
政
治
理
念
と
国
民
の
気
運
と
の
接
点
で
あ
っ
た
排
英
主
義
を
牽
制
し
て
社
大
豊
を
取
り
込
ん
で
も
、
社
大
場
が
近
衛
新
体
制
の
内
部
で
国

民
動
員
の
主
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
限
定
さ
れ
、
ひ
い
て
は
近
衛
新
体
制
自
体
の
安
定
化
の
条
件
で
も
あ
っ
た
国
民
統
合
に
支
障
を
き
た
す

恐
れ
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
難
題
を
乗
り
切
る
途
は
、
社
大
営
の
旧
来
の
主
張
で
あ
っ
た
国
民
の
生
活
負
担
軽
減
と
戦
時
体
制
の
狭
隆
な
共
存
の
維
持
を
は
か
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

け
で
な
く
、
戦
時
体
制
の
推
進
を
国
民
の
生
活
生
益
の
拡
大
に
つ
な
げ
る
眺
望
を
切
り
開
く
こ
と
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
最
大
の
障

壁
と
な
っ
た
の
は
、
時
局
産
業
で
あ
っ
た
重
工
業
労
働
者
は
戦
時
産
業
政
策
か
ら
賃
金
増
大
の
恩
恵
を
比
較
的
順
当
に
享
受
し
う
る
機
会
も
存

在
し
た
の
に
対
し
て
、
平
和
産
業
労
働
者
は
そ
の
恩
沢
か
ら
疎
外
さ
れ
る
と
言
う
産
業
間
格
差
の
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
高
め
ら
れ
た
重

工
業
労
働
者
の
購
買
力
が
平
和
産
業
を
部
分
的
に
潤
す
と
言
う
側
面
は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
産
業
間
の
根
本
的
な
格
差
を
解
消
し
、
利
益
を
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均
需
さ
せ
う
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
昭
和
研
究
会
の
戦
時
産
業
政
策
の
根
幹
で
あ
っ
た
経
営
と
生
産
の
分
離
に
よ
る
生
産
力
拡
充
構
想
は
こ
の
事
態
に
対
応
し
き
れ
る
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
く
、
む
し
ろ
重
工
業
の
生
産
力
を
高
め
る
政
策
へ
と
現
実
化
さ
れ
た
場
合
、
さ
ら
な
る
産
業
間
格
差
を
助
長
す
る
危
険
す
ら
ま
ぬ
が
れ
な
か

っ
た
。

　
そ
こ
で
こ
れ
と
は
別
の
対
応
策
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
平
和
産
業
を
も
含
め
た
商
品
市
場
の
拡
大
を
も
含
め
た
プ
ロ
ヅ
ク
経

　
　
　
　
　
　
⑳

済
の
確
立
で
あ
り
、
二
つ
に
は
国
内
の
産
業
配
置
を
重
工
業
中
心
へ
と
編
成
が
え
し
て
い
く
試
み
で
も
あ
る
。

　
だ
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
関
し
て
は
蠣
山
は
そ
の
一
定
の
効
用
と
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
経
済
的
契
機
と
局
面
へ
の
偏
頗
ゆ
え
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

定
的
支
持
し
か
与
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
政
界
再
編
の
起
点
と
動
因
を
一
貫
し
て
政
治
的
領
域
に
求
め
た
立
場
に
由
来
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
加
え
て
ブ
戸
ヅ
ク
経
済
圏
に
中
国
関
内
を
も
包
摂
し
た
場
合
、
現
実
に
英
国
の
経
済
権
益
と
の
抵
触
を
回
避
し
き
れ
な
い
事
態
を

予
知
し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
を
な
し
て
い
た
。

　
ブ
律
ッ
ク
経
済
に
こ
う
し
た
不
安
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
国
内
の
産
業
構
造
を
重
工
業
に
重
点
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
時
体
制
の
推
進
と
国

民
の
生
活
利
益
拡
充
と
の
予
定
調
和
を
め
ざ
し
、
社
大
鷺
の
支
持
基
盤
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
で
近
衛
新
体
制
の
橋
頭
塗
を
強
化
す
る
こ

と
が
残
さ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
選
択
に
は
、
原
料
資
材
供
給
の
点
か
ら
南
方
進
出
路
線
を
誘
発
す
る
と
い
う
懸
念
が
当
然
伴
な
う

こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
事
態
の
推
移
を
目
前
に
し
て
、
言
論
の
制
限
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
「
南
方
政
策
も
独
伊
枢
軸
と
の
関
連
も
日
本
外
交
の
全
面
的
調
整

又
は
企
図
の
上
に
行
わ
れ
る
重
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ぼ
、
徒
ら
に
手
を
拡
げ
る
結
果
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
余
力
を
消
費

し
、
既
に
始
め
ら
れ
た
建
設
を
遅
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
対
蘇
関
係
も
支
那
事
変
の
処
理
も
対
米
関
係
も
そ
の
儘
に
置
か
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
な
り
、
反
っ
て
限
り
あ
る
国
力
の
消
耗
と
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
南
方
進
出
を
碗
曲
に
牽
制
す
る
に
止
ま
っ
た
こ
と
は
、
近
衛
新

体
鰯
を
蝋
山
が
想
定
し
た
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
、
も
は
や
こ
の
選
択
を
基
本
的
に
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
識
せ
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ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
日
中
戦
争
を
さ
え
そ
の
契
機
に
転
用
し
よ
う
と
す
る
程
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
粘
着
力
を
秘
め
た
蝋
山
の
政
治
シ
ス

テ
ム
論
も
、
終
局
的
に
は
政
策
論
に
引
導
を
明
け
わ
た
す
結
果
に
終
わ
っ
た
か
に
見
え
る
。

　
だ
が
こ
れ
を
、
終
始
リ
ジ
ヅ
ド
な
「
立
憲
主
義
」
の
外
郭
を
株
守
し
な
が
ら
も
一
貫
し
て
行
政
権
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
「
官
民
調
和
」

論
的
な
発
想
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
最
終
的
に
戦
時
体
制
下
と
い
う
例
外
状
況
の
な
か
で
行
政
権
力
の
裁
量
の
大
幅
な
拡
大
と
い
う

自
ら
の
「
立
憲
主
義
」
の
外
郭
を
破
壊
す
る
契
機
さ
え
迎
え
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
美
濃
部
の
軌
跡
と
対
比
す
れ
ば
、
安
易
に
断
罪
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
し
か
に
政
策
論
と
シ
ス
テ
ム
論
が
実
質
的
に
は
連
動
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
状
況
に
応
じ
て
政
治
シ
ス
テ
ム
が
政

策
の
内
容
と
方
向
性
を
規
制
し
、
ま
た
政
治
シ
ス
テ
ム
が
政
策
の
目
的
主
導
性
に
随
順
し
た
り
と
言
っ
た
相
乗
作
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
現
実

に
は
避
け
が
た
い
。
し
か
し
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
両
者
の
相
互
拘
束
性
（
ま
た
は
補
完
性
）
を
認
め
つ
つ
も
、
シ
ス

テ
ム
論
を
政
策
論
か
ら
弁
別
し
、
独
自
の
意
味
を
抽
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ま
た
政
治
史
の
長
期
波
動
変
化
を
捉
え
う
る
視
座
の
確
立
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
則
し
て
具
体
的
に
言
え

ば
、
近
衛
新
体
制
を
擁
護
す
る
蝋
山
の
言
説
を
旧
来
の
二
大
政
党
制
論
の
破
綻
と
片
づ
け
ず
に
、
戦
後
の
構
想
と
の
連
続
性
に
ま
で
視
野
を
広

げ
て
そ
の
射
程
の
長
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
点
に
簡
単
に
ふ
れ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
①
　
蝋
山
「
『
自
力
更
生
」
の
背
後
に
あ
る
も
の
」
、
　
『
文
芸
春
秋
』
一
九
三
二
年
九
　
　
　
　
　
『
三
会
大
衆
新
聞
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
二
八
日
。

　
月
、
　
一
ニ
ニ
～
ゴ
管
ハ
。

②
　
同
「
議
会
政
治
は
何
処
へ
行
く
」
一
九
三
一
年
、
『
動
向
論
』
所
収
、
三
三
九

　
頁
。

③
麻
生
久
「
日
本
は
ど
う
な
る
」
、
『
経
済
往
来
』
一
九
三
二
年
四
月
、
三
六
頁
。

④
麻
生
「
満
州
事
変
及
五
・
一
五
事
件
の
批
判
と
国
家
革
新
の
指
導
精
神
」
（
二
）
、

　
『
解
放
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
、
お
よ
び
同
「
陸
軍
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
就
て
」
、

⑤
同
前
、
二
五
頁
。

⑥
　
麻
生
「
国
家
革
新
に
於
け
る
現
在
の
段
階
と
無
産
運
動
の
使
命
」
、
『
解
放
』
一

　
九
三
五
年
七
月
、
廓
．
麻
生
久
伝
』
（
一
九
五
八
年
、
麻
生
久
伝
刊
行
委
員
会
）
所
収
、

　
五
二
九
頁
。

⑦
　
同
前
、
五
二
三
頁
。

⑧
麻
生
「
満
州
竣
変
及
五
・
｝
五
事
件
の
批
判
と
国
家
革
新
の
指
導
精
神
」
（
一
）
、
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『
解
放
』
一
九
玉
四
年
一
〇
月
一
日
、
二
八
～
三
〇
頁
。

⑨
蝋
山
「
満
州
問
題
の
『
重
大
化
』
」
、
『
中
央
公
論
』
…
九
＝
＝
年
㎝
○
月
、
一

　
…
○
～
一
二
貝
。

⑩
蝋
山
前
掲
注
①
論
文
、
一
二
三
頁
。
｝
九
三
四
年
段
階
の
も
の
と
し
て
は
岡

　
「
我
が
外
交
原
翔
の
諸
問
題
」
、
『
外
交
時
報
』
七
〇
四
、
…
九
三
四
年
な
ど
を
参

　
照
。

⑪
蝋
山
の
外
交
政
策
論
全
般
に
つ
い
て
の
詳
述
は
枚
数
の
関
係
上
今
回
は
で
き
な

　
い
。
別
の
機
会
を
期
し
た
い
。

⑫
麻
生
「
満
州
事
変
及
五
・
一
五
導
件
の
批
判
と
国
家
革
新
の
指
導
精
神
」
（
三
）
、

　
『
解
放
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
、
二
三
頁
。

⑬
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
坂
野
潤
治
「
政
党
政
治
の
崩
壊
」
、
坂
野
潤
治
・
宮
地

　
正
人
編
『
日
本
近
代
史
に
お
け
る
転
換
期
の
研
究
』
（
一
九
入
五
年
、
山
川
出
版

　
社
）
所
収
を
参
照
。

⑭
蝋
山
「
ユ
ユ
ー
・
デ
ィ
…
ル
の
全
貌
を
観
る
」
、
『
経
済
往
来
』
一
九
三
五
年
三

　
月
、
二
三
頁
。

⑮
同
「
統
制
経
済
と
社
会
的
技
術
」
、
『
セ
ル
パ
ン
』
…
九
三
五
年
五
月
号
ご
頁
。

⑯
同
「
政
治
の
停
頓
を
打
開
す
る
政
党
」
、
『
臼
本
評
論
』
一
九
三
六
年
二
月
、
四

　
一
頁
。

⑰
同
前
、
四
四
頁
。

⑱
例
え
ば
、
麻
生
久
『
革
新
政
綱
概
観
』
（
一
九
三
六
年
、
人
文
社
）
な
ど
を
参

　
照
。

⑲
　
一
九
三
六
、
七
年
の
総
選
挙
に
つ
い
て
は
、
粟
屋
憲
太
郎
二
九
三
六
、
七
年

　
総
選
挙
に
つ
い
て
」
、
『
日
本
史
研
究
』
一
四
六
、
一
九
七
四
年
、
の
ち
同
氏
『
一

　
五
年
戦
争
期
の
政
治
と
社
会
』
（
一
九
九
五
年
、
大
月
書
店
）
に
所
収
。
小
関
素

　
明
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
『
反
既
成
政
党
勢
力
』
の
消
長
に
面
す
る
一
考

　
察
」
、
『
日
本
史
研
究
』
三
〇
四
、
一
九
八
七
年
、
な
ど
を
参
照
。

⑳
　
蝋
由
「
時
局
の
誘
い
と
社
大
士
の
使
命
」
、
『
日
本
評
論
臨
　
九
三
七
年
六
月
、

　
七
八
～
九
頁
。

⑳
　
岡
前
、
七
九
買
。

⑫
例
え
ば
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
蝋
山
は
美
濃
部
達
吉
の
円
卓
巨
頭
会
議
構
想
に
も

　
類
し
た
構
想
を
提
起
し
て
い
る
（
同
「
新
国
民
生
活
と
議
会
政
治
…
国
民
的
大

　
評
定
の
時
期
一
」
、
『
セ
ル
パ
ン
』
一
九
三
七
年
二
月
）
。
美
濃
部
の
円
卓
巨
頭

　
会
議
構
想
に
つ
い
て
は
、
坂
野
潤
治
段
前
掲
注
⑬
論
文
、
お
よ
び
、
「
は
じ
め
に
」

　
の
注
②
で
上
げ
た
拙
稿
参
照
。

⑯
　
前
掲
注
⑳
論
文
、
八
○
頁
。

⑳
　
近
衛
新
体
鰯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
「
『
挙
国
一
致
』
内
閣
期
の
政
界

　
再
編
成
問
題
」
（
一
～
三
）
、
『
社
会
科
学
研
究
』
二
四
－
一
、
二
五
－
四
、
　
二
七

　
一
二
、
　
一
九
七
ご
～
七
五
年
目
同
『
近
衛
新
体
制
』
（
一
九
八
三
年
、
中
央
公
論

　
社
）
、
日
本
政
治
学
会
『
年
報
政
治
学
一
九
七
二
・
「
近
衛
新
体
制
」
の
研
究
』
（
一

　
九
七
二
年
、
岩
波
書
店
）
、
赤
木
須
留
喜
『
近
衛
新
体
制
と
大
政
翼
賛
会
』
（
一
九

　
八
四
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
。

働
蝋
山
「
滋
界
秩
序
と
支
那
事
変
」
、
『
外
交
時
報
』
七
九
四
、
｝
九
三
八
年
、
六

　
三
頁
。

⑳
　
岡
「
日
本
世
界
政
策
の
現
段
階
」
、
『
改
造
』
】
九
三
九
年
九
月
、
五
入
頁
。

⑳
　
晶
剛
掲
注
（
⑳
訟
酬
文
、
六
四
頁
。

⑱
　
岡
鼠
朋
、
六
四
買
。

⑳
　
蝋
山
と
昭
和
研
究
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
昭
和
同
人
会
編
『
昭
和
研
究
会
』

　
（
一
九
六
六
年
、
経
済
往
来
社
）
、
酒
井
三
郎
『
昭
和
研
究
ム
笥
』
（
一
九
九
二
年
、

　
中
央
公
論
社
）
な
ど
を
参
照
。

⑳
昭
和
研
究
会
二
割
外
交
委
員
会
第
四
回
会
合
要
録
」
企
九
三
七
年
＝
月

　
九
日
〉
、
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
四
（
一
九
八
二
年
、
大
東
文
化
大
学
東
洋

　
研
究
所
）
所
収
、
三
二
〇
頁
。

⑳
同
前
、
三
二
七
頁
。

⑫
　
昭
和
研
究
会
外
交
委
m
貝
会
ス
タ
ッ
フ
会
「
差
口
陥
…
落
ノ
現
段
階
嗣
二
於
テ
実
行
二
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移
ス
ベ
キ
帝
国
外
交
方
策
プ
ラ
ン
」
〈
…
九
三
八
年
＝
月
一
〇
属
〉
、
『
昭
和
社

　
ム
冨
経
済
史
料
集
成
』
六
、
ゴ
一
六
六
頁
。

⑳
　
麻
生
「
支
那
事
変
と
日
本
の
大
衆
」
、
『
文
芸
春
秋
』
一
九
三
七
年
｝
○
月
、
六

　
九
頁
。

⑭
河
野
密
「
長
期
建
設
下
の
諸
問
題
」
、
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
三
八
年
＝
月

　
一
日
目
二
五
頁
。

⑯
　
河
野
「
長
期
建
設
へ
の
道
」
、
『
日
本
評
論
』
一
九
三
八
年
一
二
月
、
一
㎜
九
頁
。

⑳
　
前
掲
注
⑬
論
文
、
六
九
～
七
〇
頁
。

⑰
　
尊
墨
運
動
に
つ
い
て
は
、
永
井
和
二
九
三
九
年
の
排
英
運
動
」
、
年
報
近
代

　
日
本
研
究
五
『
昭
湘
期
の
社
会
運
動
』
（
一
九
八
三
年
、
山
川
出
版
社
）
所
収
を

　
参
照
。

⑯
　
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
⑲
の
拙
稿
を
参
照
。

⑳
例
え
ば
、
昭
和
研
究
会
事
務
局
「
日
本
経
済
再
編
成
試
案
」
〈
一
九
四
〇
年
〉
、

　
前
掲
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
一
〇
所
収
、
な
ど
。

⑳
昭
和
研
究
会
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
論
に
つ
い
て
は
、
同
研
究
会
の
同
テ
ー
マ
研
究

　
を
ま
と
め
た
『
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
関
す
る
研
究
』
（
一
九
三
九
年
生
活
社
）
を
参

　
照
。

＠
　
蝋
山
「
東
亜
協
同
体
と
帝
国
主
義
」
、
『
中
央
公
論
』
一
九
三
九
年
九
月
。

⑫
　
蝋
霞
「
外
交
刷
薪
と
国
内
新
体
制
」
、
『
文
芸
春
秋
』
一
九
四
〇
年
九
月
、
五
八

　
頁
。
蝋
山
は
日
中
戦
争
開
始
以
前
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ

　
つ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
蝋
山
『
日
満
関
係
の
研
究
』
（
一
九
三
三
年
、
斯
文

　
書
院
）
参
照
。

⑭
　
「
は
じ
め
に
」
の
注
②
で
上
げ
た
拙
稿
参
照
。

民本主義論の終焉と二大政党制論の改造（小関）

む
す
び
に
か
え
て

　
石
山
の
「
政
論
」
の
ス
タ
ン
ス
を
一
言
で
概
括
す
れ
ば
、
国
際
社
会
秩
序
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
凋
落
を
目
前
に
し
つ
つ
、

新
た
な
多
方
面
協
調
路
線
の
可
能
性
を
展
望
し
、
英
国
を
模
範
と
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
模
索
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の

重
点
が
二
大
政
党
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
稿
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
問
題
は
、
そ
の
二
大
政
党
舗
の
尊
重
と
近
衛
新
体
制
の
擁
護
が
論
理
的
に
は
連
環
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
現
実

に
は
近
衛
新
体
制
は
二
大
政
党
制
か
ら
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
近
衛
新
体
制
自
体
の
制
度
的
側
面
に
関
し
て
は
伊
藤
隆
氏
や
赤
木
須
留
喜
氏
の
詳
細
な
研
究
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
点

と
の
関
連
で
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
、
昭
和
研
究
会
は
一
園
二
党
制
を
め
ざ
し
て
社
大
門
を
支
持
し
、
近
衛
新
体
制
の
確
立
を
試
み
た

わ
け
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
研
究
会
の
狙
い
は
社
大
鷲
と
非
選
出
勢
力
や
既
成
勢
力
と
の
全
面
的
な
連
合
で
は
な
く
、
近
衛
を
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核
に
結
集
し
う
る
既
成
政
党
勢
力
、
陸
軍
、
宮
僚
の
上
層
部
の
一
部
を
弁
別
し
た
上
で
の
限
定
的
連
合
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
非
勢
出
勢
力
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

治
的
分
割
（
対
抗
勢
力
の
存
在
）
と
そ
の
下
部
に
位
置
す
る
官
僚
性
の
自
立
性
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
や
や
突
飛
な
感
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
勢
力
分
割
は
、
党
派
性
に
左
右
さ
れ
な
い
永
久
官
を
設
置
す
る
一
方
で
、
政
党
官

の
設
置
と
い
う
非
常
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
れ
官
僚
勢
力
の
分
割
（
党
派
性
の
浸
透
）
を
も
必
須
の
要
件
に
く
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
官
僚

舗
の
中
立
性
の
維
持
と
政
党
内
閣
制
（
↓
二
大
政
党
制
）
の
メ
リ
ッ
ト
と
の
調
和
を
め
ざ
し
た
大
隈
重
信
の
議
院
内
閣
糊
構
想
と
共
通
し
た
発
想

に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
、
大
方
の
理
解
と
は
別
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
昭
和
研
究
会
や
蠣
山
の
構
想
の
な
か
に
あ

っ
た
近
衛
新
体
制
と
は
、
大
隈
憲
法
構
想
に
前
提
と
し
て
込
め
ら
れ
て
い
た
官
僚
制
の
（
限
定
的
に
せ
よ
）
分
割
と
言
う
側
面
を
特
化
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
蝋
山
の
近
衛
新
体
制
へ
の
支
持
は
、
従
来
の
二
大
政
党
制
縛
を
重
要
な
点
で
継
承
し
て
い
る
側
面
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
む
し
ろ
近
衛
新
体
翻
の
経
験
が
、
戦
後
に
お
け
る
蠣
山
の
政
党
と
の
関
係
に
対
す
る
新
た
な
認
認
形
成
を
促
進
し
た
面
す

ら
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
蝋
山
は
戦
後
第
一
回
目
の
第
二
二
回
総
選
挙
（
一
九
四
六
年
四
月
一
〇
日
）
後
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
諸
課
題

を
検
討
し
た
論
稿
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
…
…
日
本
の
政
党
は
平
素
に
お
い
て
真
に
国
民
と
接
触
し
て
い
な
い
。
公
然
な
る
猟
宮
運
動
が
禁
止
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
か
え
っ
て
隠
密
の
あ
い
だ

　
　
　
に
お
け
る
そ
れ
を
助
長
し
、
む
し
ろ
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
を
存
続
せ
し
め
て
き
た
。
官
僚
主
義
の
弊
害
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
公
然
た
る
猟
官
制
度

　
　
　
を
認
め
、
政
党
の
責
任
に
お
い
て
｝
定
範
囲
重
職
を
選
任
し
、
国
民
と
接
触
す
る
道
を
拓
く
こ
と
も
あ
る
い
は
政
党
発
達
の
一
方
途
で
あ
る
か
も
し
れ

　
　
　
ぬ
。
こ
れ
は
一
時
は
弊
害
を
伴
う
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
メ
リ
ッ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
行
政
官
僚
と
と
も
に
、
政
党
に
よ
る
あ

　
　
　
る
い
は
選
挙
に
よ
る
公
務
と
を
併
存
せ
し
め
、
公
然
た
る
形
態
に
お
い
て
両
者
の
長
所
を
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
日
本
の
前
途
と
し
て
考
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
」
（
傍
線
小
関
）

　
文
中
に
あ
る
よ
う
な
政
党
に
よ
る
猟
官
運
動
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
党
弊
の
最
た
る
も
の
と
し
て
蝋
山
が
排
斥
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
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ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

官
僚
の
党
派
か
ら
の
隔
絶
が
制
度
的
に
固
定
化
さ
れ
た
戦
後
に
お
い
て
は
、
逆
に
あ
る
程
度
の
官
僚
の
党
派
的
系
列
化
を
容
認
す
る
こ
と
が
民

主
化
の
促
進
に
つ
な
が
る
と
言
う
逆
説
を
い
み
じ
く
も
亀
山
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
系
列
化
（
「
猟
官
」
）
を
大
隈
憲
法
構
想
に
言
う
政
党
官
よ
り
広
い
範
囲
（
コ
定
範
囲
の
宮
職
」
）
に
ま
で
拡

大
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
政
党
に
よ
る
あ
る
程
度
深
部
ま
で
の
官
僚
の
系
列
化
と
そ
の
中
立
性
の
微
妙
な
調
和
を
追
求
す
る
対
応
に
関
し
て
は
、
大
隈
憲

法
構
想
の
基
本
的
発
想
を
継
承
し
な
が
ら
も
そ
の
次
元
を
超
え
て
お
り
、
ま
た
官
僚
制
の
末
端
ま
で
の
漸
進
人
事
を
行
使
し
た
戦
前
の
政
党
政

治
の
踏
襲
を
も
排
し
た
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
重
視
す
る
蝋
山
に
と
っ
て
、
事
務
次
官
以
下
の
処
遇
に
み
る
か
ぎ
り
大
隈
憲
法
構
想

の
地
点
ま
で
後
退
し
た
と
さ
え
言
え
る
戦
後
日
本
の
政
党
と
官
僚
制
と
の
関
係
形
態
は
、
近
衛
新
体
捌
の
レ
ベ
ル
に
す
ら
達
し
な
い
未
熟
な
も

の
と
映
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
認
識
を
も
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
戦
後
に
お
い
て
蠣
山
は
、
次
の
よ
う
に
戦
前
以
上
に
切
迫
し
た
問
題
意
識
に
か
ら
れ
て
二
大

政
党
糊
を
探
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
近
代
国
家
は
代
表
制
民
主
主
義
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
に
は
国
構
的
な
統
一
あ
る
政
治
、
…
…
国
民
生
活
の
独
立
向
上
の
た
め
の
能
率
的
な
政

　
　
　
治
、
そ
し
て
国
民
の
付
詫
に
応
え
る
貴
任
政
治
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
代
表
制
民
主
主
義
と
両
立
・
調
和
せ
し
め
ら
れ
て
初
め
て
近
代
国
家
と

　
　
　
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
正
し
い
意
味
の
民
主
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　
　
　
　
政
党
結
集
の
問
題
、
す
な
わ
ち
二
大
政
党
制
の
問
題
は
こ
の
正
し
い
意
味
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
理
が
働
い
て
、
代
表
制
民
主
主
義
の
悪
し
き
一
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
た
る
利
益
集
団
分
立
を
抑
制
し
、
政
治
の
完
整
と
能
率
と
責
任
と
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
ら
れ
た
と
き
に
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
線

　
　
　
小
関
）

　
五
五
年
体
制
の
成
立
を
目
前
に
し
て
、
野
山
が
こ
の
よ
う
に
改
め
て
二
大
政
党
制
確
立
の
要
件
に
「
国
民
的
な
統
一
あ
る
政
治
」
の
下
で
の

能
率
と
責
任
の
「
両
立
．
調
和
」
を
上
げ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
戦
前
に
お
け
る
二
大
政
党
制
へ
の
固
執
が
、
近
衛
新
体
制
の
経
験
を
媒
介
に
、
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戦
後
に
お
け
る
新
た
な
二
大
政
党
制
の
探
求
へ
と
転
生
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
最
後
に
、
当
初
の
二
大
政
党
欄
へ
の
傾
倒
か
ら
最
終
的
に
近
衛
新
体
制
に
関
与
す
る
に
至
っ
た
蝋
山
の
推

移
の
根
底
に
一
貫
し
て
存
在
し
た
政
治
的
領
域
の
優
位
化
へ
の
根
強
い
指
向
は
、
戦
後
に
至
っ
て
、
経
済
の
論
理
を
適
正
に
導
入
し
た
「
中
道

政
治
」
の
確
立
を
求
め
る
姿
勢
へ
と
補
正
さ
れ
た
こ
と
を
概
括
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

　
そ
も
そ
も
蝋
山
が
代
議
政
治
の
貫
徹
に
執
着
し
た
根
拠
自
体
、
吉
野
と
同
様
、
政
治
的
領
域
の
優
位
化
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
統
制

経
済
の
推
奨
も
、
プ
ロ
ヅ
ク
経
済
や
、
本
稿
で
は
述
べ
な
か
っ
た
が
東
亜
協
同
体
論
へ
の
懐
疑
も
、
突
き
つ
め
れ
ば
す
べ
て
こ
の
指
向
に
胚
胎

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
蝋
山
が
こ
こ
ま
で
執
拗
に
政
治
的
領
域
の
自
立
化
を
探
求
し
た
の
は
、
経
済
に
よ
る
支
配
の
横
行
が
日
本
の
民
主
化
を
阻
害
し
て
い
る
と
い

う
強
い
認
識
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
代
議
調
自
体
本
来
的
に
は
経
済
の
論
理
に
あ
る
程
度
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
れ
が
地
域
代
表
制
の
弊
害
と
相
即
し
つ
つ
過
度
に
進
行
し
た
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
の
党
弊
状
況
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
ま
た
政

党
政
治
へ
の
不
信
を
助
長
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
蠣
山
は
冷
静
に
見
抜
き
、
そ
の
病
根
を
経
済
の
論
理
の
賊
魑
に
見
据
え
、

そ
の
是
正
策
を
政
治
的
領
域
の
優
位
化
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
日
本
の
民
主
政
治
の
劣
化
を
矯
正
す
る
た
め
の
限
界
手
段
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
経
済
の
論
理
の
自
立
性
を
適
度
に

生
か
す
こ
と
が
民
主
政
治
の
正
常
な
形
態
で
あ
る
こ
と
を
島
山
は
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
「
資
本
と
労
働
の
何
れ
に
せ
よ
、
経
済
力
を
政
治
力
に
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
の
分
極
的
対
立
が
生
れ
る
。
こ
れ
に
反
対
し
て
、
い
か
な
る
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経
済
力
に
せ
よ
、
直
ち
に
こ
れ
を
政
治
的
に
統
合
す
る
こ
と
の
不
可
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
が
、
正
し
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
理
論
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
ぬ
。
さ
き
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
受
け
た
惨
害
の
教
訓
を
生
か
し
、
い
ま
共
産
主
義
の
脅
威
に
対
し
て
断
乎
自
ら
の
立
場
を
主
張
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
こ
の
課
題
に
対
す
る
中
道
政
治
の
使
命
が
あ
る
。
L
（
傍
線
小
関
）

言
う
な
れ
ば
、
戦
前
に
お
い
て
は
民
主
政
治
の
劣
悪
化
を
克
服
す
る
た
め
に
経
済
へ
の
政
治
の
主
導
力
の
強
化
を
求
め
た
野
山
は
、
戦
後
に



至
っ
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
へ
の
瞥
戒
と
ブ
一
，
シ
ズ
ム
へ
の
反
省
か
ら
、
経
済
へ
の
政
治
の
統
調
を
抑
制
し
、
両
者
の
協
調
に
立
脚
す
る
「
中
道
政

治
」
を
民
主
政
治
の
常
道
と
し
て
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
中
道
政
治
」
の
成
否
を
左
右
す
る
鍵
は
、
政
治
と
経
済
の
協
調
点
を
ど
の
地
点
に
定
め
、
い
か
な
る
形
態
に
お
い
て
安
定
化
さ
せ
る

か
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
定
点
も
定
形
も
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
永
遠
の
探
求
を
続
け
る
覚
悟
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

民本主義論の終焉と二大政党制論の改造（小関）

①
　
近
衛
叛
体
制
構
想
は
、
最
終
的
に
は
一
本
化
さ
れ
る
も
の
の
、
元
来
「
新
党

　
派
」
、
「
国
民
組
織
派
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
異
な
っ
た
潮
流
を
含
ん
で
お
り
、
社

　
大
党
や
昭
和
研
究
会
の
構
想
は
後
者
に
属
し
た
（
「
新
体
制
を
馨
る
人
々
」
〈
海
軍

　
文
書
〉
、
『
現
代
史
資
料
』
四
四
〈
一
九
七
四
年
、
み
す
ず
書
房
〉
所
収
、
二
三
七

　
～
九
頁
）
。
後
者
が
陸
軍
省
軍
務
局
長
武
藤
章
ら
が
企
図
し
た
一
属
｝
党
制
と
明

　
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
昭
和
研
究
会
に

　
深
く
関
与
し
た
矢
部
貞
治
が
武
藤
の
一
国
…
党
制
論
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
は
そ

　
の
試
左
で
あ
る
（
『
矢
部
貞
治
日
記
』
銀
杏
の
巻
〈
一
九
七
四
年
、
読
売
新
聞
社
〉
、

　
【
九
四
〇
年
七
月
一
八
日
、
八
月
二
二
、
二
望
、
二
六
日
な
ど
）
。

　
　
昭
茄
研
究
会
の
構
想
が
、
近
衛
を
一
方
の
局
に
し
た
国
内
体
偶
の
再
編
を
め
ざ

　
し
、
「
軍
官
民
」
の
分
割
を
前
捉
に
し
て
い
た
点
で
、
実
質
的
に
は
二
大
政
党
制

　
的
な
原
理
と
シ
ス
テ
ム
に
帰
結
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
矢
都

　
の
試
案
に
明
ら
か
で
あ
る
。

政
体
制
の
輪
廓
（
略
）

在
野
運
動
の
場
含

…
…
強
力
新
党
の
形
を
採
る
も
一
国
｝
党
主
義
は
非
ず
。
政
府
・
軍
・
官
と

対
立
せ
ず
、
表
裏
し
、
議
会
選
挙
の
み
を
目
標
と
せ
ず
。
故
に
政
党
の
修
正

で
は
な
く
国
民
運
動
。

そ
の
組
織
方
法

A
一
既
成
政
党

B
l
革
新
党
派
、
非
政
治
団
体
、

C
I
職
能
一
、
組
合
の
中
堅
分
子
、

㈲四⇔◎のN　　 S　　N　　 N　　N

青
年
運
動
器
、

A
の
み

A
を
主
と
し
、
B
C
を
統
合
、

A
と
8
C
を
半
々

お
C
を
主
と
し
、
A
の
優
秀
分
子
を
統
合

B
C
の
み

　
理
想
と
し
て
は
左
か
ら
。
併
し
現
実
の
可
能
性
と
客
観
情
勢
と
に
よ
り
決

す
。　

　
　
（
中
略
）

　
内
閣
組
織
者
と
し
て
の
場
合

　
こ
の
場
合
に
は
、
先
づ
内
聞
に
新
体
制
の
企
画
機
閨
を
置
く
。
軍
官
鼠
の

優
秀
分
子
。
少
数
。
…
…
（
傍
線
小
関
、
前
掲
『
矢
都
貞
治
日
記
』
銀
杏
の

巻
一
九
四
〇
年
七
月
八
日
）
。

戦
後
の
矢
部
の
「
特
に
陸
軍
や
革
・
新
右
翼
が
近
衛
新
体
制
を
親
軍
的
一
厨
＝
党
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に
利
用
せ
ん
と
策
し
つ
つ
あ
る
場
合
に
、
私
は
か
か
る
策
謀
と
．
断
乎
闘
争
す
べ
き

も
の
と
考
え
て
こ
そ
、
近
衛
公
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
式
は

断
じ
て
採
用
し
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
、
近
衛
公
に
も
そ
れ
を
言
っ
た
」
と
い
う
鰯

顧
は
（
矢
部
「
近
衛
新
体
制
に
つ
い
て
の
手
記
」
一
九
四
六
年
…
月
二
九
臼
、
前

掲
『
現
代
史
資
料
函
四
四
、
五
七
八
頁
）
、
こ
の
試
案
の
趣
旨
と
照
応
す
る
。

　
ま
た
亀
井
貫
一
郎
も
戦
後
、
　
～
九
三
八
年
の
構
想
に
つ
い
て
「
世
間
で
考
え
た

様
に
必
ず
し
も
一
国
一
党
を
狙
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
回
想
し
て
い
る

（「

ﾟ
衛
文
麿
宛
亀
井
貫
一
郊
墨
画
豊
稿
」
一
九
四
五
年
、
同
前
所
収
、
五
六
六

頁
）
。

　
　
い
ず
れ
に
せ
よ
昭
和
研
究
会
、
社
大
党
の
構
想
が
一
一
大
政
党
制
を
完
全
に
排
除

　
す
る
一
国
一
党
制
に
対
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

②
　
蝋
山
「
民
主
主
義
過
程
と
し
て
の
総
選
挙
」
、
『
中
央
公
論
』
一
九
閣
七
年
四
月
、

　
蝋
山
政
道
評
論
著
作
集
三
『
議
会
主
義
と
政
党
政
治
』
（
一
九
六
〇
年
、
中
央
公

　
論
社
）
所
収
、
五
三
頁
。

③
　
同
「
政
党
の
結
集
と
二
大
政
党
の
成
立
」
、
『
世
界
』
一
九
五
五
年
八
月
、
同
前

　
所
収
、
ご
四
入
～
九
頁
。

④
　
同
「
中
道
政
治
の
探
求
と
そ
の
方
途
」
、
『
中
央
公
論
』
一
九
四
八
年
一
一
月
、

　
同
前
所
収
、
一
一
二
頁
。
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〔
付
記
〕

末
尾
な
が
ら
啓
発
的
な
論
点
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
坂
野
潤
治
、
小
路
田
泰
直
両
先
生
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
鷹
史
民
俗
博
物
館
助
手
　
千
葉
県



connection　with　the　activities　of’　those　local　labor　movements’for　organ－

izing’the　ung．　killed　immigrant　workers　and　integrating　them’ 垂盾撃奄狽奄モ≠撃奄凵D

At　the　same　time　the　Labor　Party’s　social　democratic　programs　were

accepted　by　the　wider－ranging　liberal　forces　of　contemporary　intellectuals，

progressive　factors　of　national　trade　unionists　and　radical　farmers’　move－

ments．　So　the　Party　hacl　infiuencial　power　in　not　oniy　local　but　also

national　politics．

　　This　article，　while　paying　attention　to　the　infiuence　ef　the　British

Labor　Party　on　American　society　and　focusing　on　the　activities　of　the

Chicago　Federation　of　Labor，　analyzes　＠　the　．process　of　the　creation　of

the　Labor　Party　from　the　iocal　labor　union　movement，　and　examines　＠

the　characters　of　wider－ranging　social　・reform　movement　led　by　the　Labor

Party　of　the　United　States．

The　End　of　Minponshugi　Theory　and　Restructuring

　　　　of　The　Theory　on　The　Two　Party　System

　　　　　　　Royama　Masamichi’s　Theory　on　National　Democrcy

　　　　　　　　　　　　　and　The　Two　Party　System

by

OzEKI　Motoaki

　　The　theory　on　political　system　in　prewar　Japan　has　been　generally

dismissed　so　far．　But　a　few　scholars　began　to　pay　much　attention　to

the　importaエ1ce　of．political　liberalism　cQnceming　the　political　system．in

modern　Japan．　．　Taking　sides　with　that　trend，　this　article　is　focused　on

R6yama　Masamichs　theory　on　political　systems　（the　two・party　system

as　ip．　England）　in　prewar　Japan．　R6yama，　foliowing　Yoshino　Sakuz6’s

theory．　on　political　liberalism　in　its　outline，　wished　to　innovate　and

reconstruct　that　system．

　　Yoshipos　plan　for　a　two　party　system　was　based　on　the　amicable

relation＄hip　between　the　Shakaiminshyat6　・（the　right　wing　of　socialist

fqrce）．　and　Minseit6　（the．one　of　th．　e　established　parties）．

　　SQ・its　success　depended　on，whether　or　not　Shakaiminshyitto　wouid

maintain　the　firm　．　cQoperation　with　Minseit6　for　good．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（163）



　　Therefore，　as　Minseit6　was皿oving　away　from　Shal〈aiminshyitto，　R6・

yama　came　to．．recoghize　that　Yoshinols　plan　went　bankrupt．

　　R6yama　intended　to　rearrange　the．poW　er　balance．of　the　two　party

system　by　making　Shakaitaishyttt6． ithe　coalition　party　of　a　few　different

social三st　parties　established　in　1932）．into　the　mainstay　of　that　syste！皿．

　　His　plan　succeeded　to　the　exteエ1t　that　Shak：aitaishy轍δwon　37　seats　in

the　house　of　representatives｛n　1937，　but　not　to　the　extent　tllat　it　re－

shu田ed　the　two　party　system　and　became　the　mainstay　of　that．

　　So　R6yama　began　to　make　ShakaitaishyUtδcloser　to　pivotal　Konoe

Fumimaro（an　offspring　of　the　highest　moble　family　and　prime　minister

between　1937　andエ941）and　build　a　coalition　power　with　him．

　　This　power　base　has　been　regarded　as　the　establishement　of　the　Japa一

　　　　　　　コ　　　　　　　　　コ
Rese　taCISt工1ユSt三tU亡10n．

　　But　it　might　not　be　a　facist　institution　as　regarded　before．

　　It　was　not　so　d燈erent　from　the　former　coalition　power．

　　It　somehow　paved　the　way　for　further　democratization　of　Japanese

bureaucrat三。　system三n　some　points　in　the　post　war　period。

　　At　least，　it　might　set　a　stage　for　costing　doubts　on　the　legitimacy　and

e缶ciency　of　the　rigid　rule　and　domination　by　Japanese　bureaucracy

shortly　after　world　war　II．

（162）




