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明

　
坂
野
潤
治
氏
の
最
新
作
『
近
代
日
本
の
国
家
構
想
臨
は
、
常
に
刺
激
的
で

あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
氏
の
研
究
成
果
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
そ
れ

ら
を
も
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
氏
の
野
心
的
な
試
み
を
前
徽
に
押
し
出
し
た

論
争
的
な
性
格
の
書
で
あ
る
。
本
書
の
こ
の
性
格
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
氏
の
手
法
と
研
究
成
果
の
特
質
を
概
括
し
、
そ
の
上
で
氏
が
い

か
な
る
点
で
そ
れ
ら
の
相
対
化
を
試
み
ら
れ
た
の
か
を
解
析
し
て
い
く
こ
と

が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。

　
一
九
七
一
年
に
上
梓
さ
れ
、
学
界
に
衝
撃
を
与
え
た
氏
の
『
明
治
憲
法
体

制
の
確
立
』
が
、
当
時
未
だ
根
強
い
影
響
力
を
残
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義

史
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

本
書
と
の
関
連
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
際
の
氏
の
視
角

と
切
り
口
の
特
質
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
生
み
出
し
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
掲
書
に
込
め
ら
れ
た
氏
の
視
角
と
切
り
口
の
特
色
を
一
言
で
言
え
ば
、

政
治
史
の
自
立
化
の
追
求
に
あ
っ
た
と
需
え
よ
う
。
そ
れ
は
次
の
二
点
に
お

い
て
試
み
ら
れ
た
。
第
一
に
は
、
政
治
史
の
下
部
構
造
か
ら
の
自
立
性
で
あ

る
。
初
期
議
会
期
に
お
い
て
藩
閥
・
民
党
両
勢
力
の
対
立
が
「
明
治
憲
法
体

制
」
（
「
一
九
〇
〇
年
体
制
」
）
に
向
け
て
収
束
し
て
い
く
こ
と
の
基
底
的
要

因
と
し
て
、
経
済
変
動
の
庄
力
と
は
別
に
、
両
者
の
権
力
抗
争
に
裏
づ
け
ら

れ
た
独
自
の
政
治
力
学
の
作
用
を
想
定
す
る
の
は
氏
の
所
論
の
基
調
で
あ
る
。

第
二
に
、
明
治
憲
法
の
制
度
的
枠
組
み
か
ら
自
立
し
た
各
政
治
集
団
の
動
向

で
あ
る
。
藩
閥
勢
力
と
民
党
が
協
調
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
↓

「
明
治
憲
法
体
棚
」
）
要
因
の
～
つ
に
、
双
方
に
と
っ
て
「
諸
刃
の
剣
」
と

し
て
作
用
し
た
明
治
憲
法
の
鯛
度
的
拘
束
性
を
｝
応
想
定
し
つ
つ
も
、
そ
の

真
因
を
あ
く
ま
で
現
実
の
政
治
過
程
に
お
い
て
各
政
治
勢
力
が
と
っ
た
動
向

の
自
立
的
方
向
性
に
求
め
る
観
点
は
、
氏
の
所
論
の
問
題
設
定
で
あ
る
と
同

時
に
結
論
で
も
あ
る
。
そ
の
際
に
各
勢
力
の
動
向
を
根
底
に
お
い
て
規
定
し

て
い
る
の
は
、
各
勢
力
が
権
力
の
掌
握
に
向
か
っ
て
し
の
ぎ
を
削
る
こ
と
か

ら
お
の
ず
と
生
ず
る
政
治
力
学
（
蕊
妥
協
の
必
要
性
）
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
切
り
口
で
政
治
史
の
自
立
化
を
試
み
た
氏
の
訴
論
は
、
自
由
民

権
運
動
の
負
の
帰
着
点
で
あ
る
絶
対
主
義
的
な
憲
法
が
初
期
議
会
期
の
政
治

史
を
一
貫
し
て
拘
束
し
つ
づ
け
た
と
見
な
し
が
ち
な
従
来
の
単
調
な
絶
対
主

義
史
観
に
修
正
を
せ
ま
り
、
学
界
に
清
新
な
気
風
を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
っ

た
。　

し
か
し
こ
れ
は
氏
が
明
治
憲
法
の
制
度
的
拘
束
を
軽
視
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
明
治
憲
法
の
制
度
的
拘
束
か
ら
自
立
し
た
政

治
過
程
の
動
向
を
追
跡
し
な
が
ら
も
、
氏
の
所
論
は
、
立
論
に
反
し
て
、
か

え
っ
て
明
治
憲
法
の
拘
束
の
重
み
を
再
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
論
理
的
展
開

を
露
わ
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
立
論
段
階
で
明
治
憲
法
の
拘

束
か
ら
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
各
政
治
勢
力
の
動
向
の
分
析
に
照
準
を
合

わ
せ
な
が
ら
も
、
民
党
を
藩
閥
勢
力
と
の
妥
協
へ
と
方
向
づ
け
て
い
く
外
郭

144 （590）



評書

的
な
要
因
と
し
て
貴
族
院
の
抑
止
力
を
暗
黙
の
う
ち
に
視
野
に
入
れ
ざ
る
を

え
な
い
論
理
構
想
を
と
っ
て
い
る
氏
の
所
説
は
、
そ
の
存
在
を
保
障
し
た
明

治
憲
法
の
拘
怪
力
を
論
理
必
然
的
に
改
め
て
再
確
認
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
氏
は
こ
う
し
た
循
環
論
法
を
意
図
的
に
採
用
し
て
自
ら
の
所
説
に
あ
る
種

の
論
理
的
完
結
性
を
も
た
せ
て
い
る
と
雷
え
る
。
し
か
も
そ
れ
に
加
え
て
、

こ
う
し
た
循
環
論
法
は
、
以
下
の
二
点
で
氏
の
所
説
に
強
靱
な
生
命
力
を
与

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
逆
説
的
に
で
は
あ
れ
明
治
憲
法
の
規

定
力
を
論
理
展
開
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
憲
法
の
絶

対
主
義
的
な
拘
束
性
を
重
視
す
る
旧
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
か
ら
の
反
発

を
一
定
限
度
回
避
で
き
た
こ
と
、
②
単
に
純
理
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
堕
ち
ず

に
、
権
力
抗
争
が
生
み
出
す
政
治
力
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
反
映
さ
せ
な
が
ら

論
理
を
構
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
唄
実
証
主
義
」
を
標
傍
す
る
側
か
ら
の
共

感
を
も
あ
る
程
度
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
雷

う
な
れ
ば
、
対
象
自
体
の
リ
ア
り
ズ
ム
の
効
智
を
リ
ア
ル
に
再
構
成
し
、
粘

着
力
の
あ
る
方
法
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
結
実
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
氏

の
所
論
は
、
い
か
ほ
ど
か
の
違
和
感
を
持
た
れ
な
が
ら
も
、
今
日
ま
で
根
本

的
な
異
論
の
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
な
く
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
と
言
っ
て
よ

い
。

　
た
だ
し
、
対
象
に
内
在
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
高
度
に
融
合
し
た
翫
の
リ
ア

リ
ズ
ム
の
手
法
は
、
あ
る
種
の
陥
穽
を
産
み
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
氏
の
手
法
が
対
象
の
属
性
と
の
融
合
性
ゆ
え
に
、
そ
の
有
効
性
を
あ
え

て
検
証
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
最
大
の
強
み
に
自
己
の
影
響
力
を
拡

大
し
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
そ
れ
自
体
が
自
ら
の
有

効
性
を
吟
味
す
る
必
要
性
の
な
い
万
能
の
手
法
で
あ
る
か
の
ご
と
き
幻
想
を

生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
氏
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
手
法
が
、
対
象
の
性
格
を
度
外
視
し
て
、
「
実
証
主
義
」
の
名

の
下
に
薄
め
ら
れ
て
「
継
承
」
さ
れ
た
時
、
多
く
の
場
合
氏
の
手
法
に
備
わ

っ
て
い
た
鋭
利
な
再
現
能
力
は
影
を
ひ
そ
め
て
、
煩
雑
で
あ
り
な
が
ら
も
単

調
な
権
力
抗
争
の
描
写
に
終
始
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
避
け
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
氏
が
貴
め
を
負
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
対
象

の
属
性
に
密
着
し
た
再
現
能
力
を
最
大
の
魅
力
と
し
て
広
汎
な
信
仰
者
を
集

め
、
影
響
力
を
広
げ
た
密
ら
の
手
法
が
こ
の
陥
穽
を
生
み
落
と
し
た
こ
と
を

明
敏
に
察
知
し
、
あ
え
て
自
ら
の
手
法
の
相
対
化
と
自
己
革
新
に
踏
み
出
さ

れ
た
氏
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
一
つ
の
解
答
が
本
書
な
の
で
あ
る
。

　
以
下
こ
の
点
に
触
れ
る
前
に
、
本
書
の
構
成
と
内
容
を
概
括
し
て
お
き
た

い
。

　
ま
え
が
き

　
第
一
章
強
兵
・
富
国
・
民
主
化

　
…
「
革
命
目
的
」
か
ら
「
立
国
目
的
」
へ
一

　
第
二
章
　
三
つ
の
立
憲
政
体
構
想

　
ー
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
を
中
心
に
一

　
第
三
章
　
明
治
憲
法
体
制
の
三
つ
の
解
釈

　
第
四
章
　
政
党
政
治
の
成
立
と
崩
壊

　
第
一
章
は
、
一
八
七
｝
年
の
廃
藩
置
県
か
ら
八
一
年
の
「
明
治
一
四
年
の

政
変
」
ま
で
の
一
〇
年
間
を
近
代
日
本
の
「
立
国
過
程
」
と
位
琶
づ
け
た
上

で
、
そ
の
間
に
お
け
る
「
強
兵
・
冨
国
・
民
主
化
」
と
い
っ
た
互
い
に
妥
協

が
不
可
能
な
明
治
維
新
の
三
つ
の
「
革
命
目
的
」
の
相
克
と
盛
衰
の
様
相
を
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描
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
た
民
主
化
構
想

の
な
か
か
ら
、
「
超
然
主
義
」
や
「
天
賦
人
権
論
」
が
生
み
鳩
さ
ず
に
は
お

か
な
い
「
窟
民
事
礫
」
と
「
藩
閥
と
議
会
の
最
大
党
派
と
が
恒
常
的
に
協
力

し
合
う
『
官
民
調
和
体
制
』
」
（
五
六
頁
）
の
中
間
に
位
置
す
る
「
議
院
内
閣

制
論
」
に
焦
点
を
当
て
、
井
上
馨
、
福
沢
論
吉
、
徳
冨
蘇
峰
の
体
制
構
想
を

素
材
に
、
そ
の
理
想
主
義
と
し
て
の
可
能
性
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
二

大
政
党
制
論
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
本
章
が
本
書
の
中
軸
的
論
点
を
構
成
し

て
い
る
。
第
三
章
は
、
帝
国
憲
法
の
制
約
の
下
で
解
釈
改
憲
と
い
う
側
面
を

含
み
な
が
ら
も
、
①
穂
積
八
束
の
「
大
権
政
治
」
（
↑
「
超
然
主
義
」
）
、
②

美
濃
部
達
吉
の
「
内
閣
政
治
」
（
↑
「
宮
民
調
和
論
」
）
、
③
北
一
輝
と
吉
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

作
造
の
「
民
本
政
治
」
（
↑
「
二
大
政
党
制
論
」
）
が
鼎
立
し
た
様
相
を
描
写

し
、
そ
の
意
味
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
は
、
護
憲
三
派
内
閣
期

か
ら
岡
田
内
閣
期
の
諸
諜
題
に
目
を
配
り
な
が
ら
、
支
持
基
盤
の
動
向
を
も

視
野
に
入
れ
た
「
民
本
政
治
」
の
可
能
性
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
置

さ
れ
る
構
想
が
「
立
憲
独
裁
」
構
想
、
「
強
力
内
閣
」
構
想
、
「
憲
政
常
道
」

論
と
し
て
分
立
し
、
対
立
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
を
挙
国
一
致
内
閣
期
の
政

治
過
程
や
政
友
会
と
民
政
党
の
体
質
の
再
検
討
を
通
し
て
分
析
し
た
も
の
で

あ
る
。

二

　
で
は
い
か
な
る
点
で
本
書
が
こ
れ
ま
で
の
氏
の
研
究
の
総
括
で
あ
り
、
相

対
化
、
自
己
革
新
な
の
か
。
以
下
こ
の
点
に
関
す
る
本
書
の
重
要
論
点
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　
第
一
に
注
緕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
は
、
本
書
で
は
以
下
の
三
点
に

お
い
て
か
つ
て
『
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
曝
で
提
起
さ
れ
た
「
官
民
調
和
」

論
の
相
対
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
第
一

章
で
立
国
過
程
に
お
け
る
三
つ
の
「
立
国
目
的
」
を
め
ぐ
る
政
治
的
理
念
の

対
立
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
活
写
さ

れ
て
い
る
三
つ
の
「
立
国
素
的
」
の
対
立
は
、
「
強
兵
」
、
「
窟
磁
化
」
、
「
民

主
化
」
と
レ
ベ
ル
の
異
な
る
理
念
の
対
立
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
明

治
維
新
の
「
革
命
目
的
」
を
独
自
に
継
承
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
互
い
に
譲

歩
不
可
能
な
対
立
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
対
立
局
面
に
あ
え
て
焦
点
を

当
て
、
そ
の
重
要
性
に
注
意
を
喚
起
す
る
氏
の
論
述
は
、
か
つ
て
氏
が
詳
述

さ
れ
た
藩
閥
勢
力
と
民
党
と
の
妥
協
に
よ
っ
て
蝶
蝿
に
向
か
う
初
期
議
会
の

攻
防
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
す
る
含
意
を
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
さ
せ
ず
に
は

お
か
な
い
。

　
二
つ
に
は
本
書
全
体
の
論
理
構
成
で
あ
る
。
各
章
の
題
冒
を
一
督
す
る
か

ぎ
り
、
本
書
は
第
三
章
を
除
い
て
従
前
の
「
明
治
憲
法
体
制
論
」
と
は
無
縁

で
あ
る
か
に
も
見
え
る
。
し
か
し
よ
り
注
意
深
く
見
れ
ば
、
第
四
章
で
氏
が

論
及
さ
れ
て
い
る
「
憲
政
の
常
道
」
は
播
う
に
及
ば
ず
、
「
宇
垣
一
成
を
中

心
と
す
る
政
民
連
立
内
閣
構
想
」
（
二
二
三
頁
）
も
、
構
成
勢
力
や
、
当
該

局
面
で
の
政
治
的
比
重
、
役
割
は
異
な
る
と
は
い
え
、
政
治
シ
ス
テ
ム
論
的

発
想
が
希
薄
な
「
官
艮
調
和
」
構
想
の
延
直
上
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
こ
の
場
合
の
「
憲
政
の
常
道
」
論
は
劣
位
に
あ
る
政
友
会
の
民
政
党

（
も
し
く
は
岡
田
内
閣
）
攻
撃
の
手
段
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、
後
者

に
つ
い
て
は
当
該
潔
癖
の
危
機
管
理
に
即
応
し
た
権
力
調
和
を
要
請
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
「
官
民
論
和
」

論
的
発
想
が
各
敗
治
勢
力
に
よ
っ
て
独
自
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
ら
相
互
の
対

立
が
政
治
過
程
を
規
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
官
民

調
和
」
論
的
発
想
は
後
の
政
治
史
に
い
ぜ
ん
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
残
し
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て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
も
は
や
そ
れ
は
か
っ
て
の
「
官
民
調
和
」
と

は
異
な
っ
て
、
か
な
り
広
汎
な
振
幅
を
許
す
も
の
で
あ
っ
た
と
欝
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
う
し
た
「
窟
民
調
和
」
の
変
種
を
本
書
の
な
か
に
広
汎
に
散
り

ば
め
た
こ
と
も
、
か
つ
て
の
「
官
民
調
和
」
論
的
視
角
を
相
対
化
す
る
試
み

の
一
つ
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
三
つ
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
て
リ
フ
レ

イ
ン
す
る
「
官
民
調
和
」
構
想
と
根
本
的
に
対
立
す
る
二
大
政
党
制
論
の
重

要
性
に
注
意
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
官
民
調
和
」
構
想
の
全
体
的
な
相

対
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
溢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
大
政
党

謬
論
の
重
要
性
に
光
を
当
て
た
こ
と
が
、
本
書
の
価
値
を
画
期
的
な
も
の
た

ら
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
二
大
政
党
制
論
の
生
成
を
政
治
過
程
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
氏
の
手
法
は
、

例
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
周
到
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
氏
は
、
二
大
政
党
制
論

の
出
現
を
福
沢
の
『
民
情
一
斗
』
の
な
か
の
主
張
に
求
め
な
が
ら
も
（
第
二

章
第
二
第
）
、
そ
れ
と
井
上
馨
の
立
憲
政
体
論
と
の
微
妙
な
接
点
を
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
（
＝
六
～
一
八
頁
）
、
福
沢
の
理
念
が
第
一
章
で
扱
わ

れ
て
い
る
立
国
過
程
に
淵
源
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

立
国
過
程
に
お
い
て
「
強
兵
」
（
す
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
や
「
富
国
」
化

（「

繧
ｩ
ら
の
工
業
化
」
）
を
求
め
る
西
郷
や
大
久
保
の
理
念
と
の
競
合
に
勝

ち
抜
い
て
き
た
井
上
の
理
念
と
接
合
す
る
こ
の
「
手
続
き
」
に
よ
っ
て
、
福

沢
の
構
想
は
立
国
過
程
で
の
試
練
を
経
た
強
靱
な
生
命
を
誇
る
も
の
と
し
て

本
書
の
な
か
で
「
官
民
調
和
」
論
に
対
抗
し
う
る
格
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
福
沢
の
構
想
が
、
井
上
と
大
隅

が
対
立
を
深
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
微
妙
な
位
置
に
お
か
れ
な
が
ら
も
（
三
　
二

頁
、
八
○
買
）
、
や
が
て
自
ら
の
推
進
し
よ
う
と
し
た
「
上
か
ら
の
殖
産
興

業
政
策
」
が
危
機
に
陥
る
に
と
も
な
っ
て
（
八
六
頁
）
「
右
大
臣
岩
倉
や
黒

田
と
訣
別
」
し
て
孤
立
し
た
大
隅
（
九
五
頁
）
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
側
面
を

も
つ
こ
と
に
氏
は
改
め
て
論
及
し
、
そ
の
政
治
的
広
が
り
の
可
能
性
を
も
強

調
し
て
い
る
。

　
た
だ
大
隅
憲
法
構
想
の
後
ろ
盾
に
な
っ
た
点
に
福
沢
構
想
の
政
治
的
影
響

力
を
見
出
す
か
ぎ
り
、
通
常
な
ら
ば
当
然
明
治
一
四
年
政
変
に
よ
っ
て
大
隅

が
失
脚
す
る
と
と
も
に
そ
の
政
治
的
影
響
力
も
消
滅
し
た
と
い
う
通
説
的
理

解
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
氏
も
「
明
治
一
四
年
の
政

変
が
こ
の
構
想
を
最
終
的
に
挫
折
さ
せ
た
」
（
一
一
八
頁
）
こ
と
、
す
な
わ

ち
明
治
一
四
年
政
変
の
直
前
の
一
八
八
一
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
時
事
小

欝
』
に
お
い
て
福
沢
の
構
想
が
「
官
民
調
和
論
」
的
な
も
の
に
移
行
し
た
か

に
見
え
る
事
実
を
一
応
認
め
て
は
い
る
。

　
だ
が
氏
は
次
の
点
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
打

ち
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
時
事
避
雷
』
に
お
い
て
二
大
政
党
制
論
が
後
退

し
た
理
由
は
あ
く
ま
で
「
（
『
時
事
小
本
』
は
…
小
関
）
福
沢
が
明
治
政
府
の

有
力
三
参
議
（
伊
藤
・
井
上
・
大
隅
）
も
同
意
し
う
る
も
の
と
考
え
て
発
表

し
た
、
い
わ
ば
現
実
の
政
治
改
革
網
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
」
り
、
「
そ
の
よ

う
な
現
実
政
治
上
の
効
果
を
期
待
し
た
著
作
に
お
い
て
、
『
民
情
皿
新
』
に

お
け
る
鮮
明
さ
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
何
ら
の
不
思
議
も
な

い
」
（
＝
六
頁
）
と
い
う
解
釈
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
『
時
事
小
言
』

と
は
対
照
的
に
氏
は
、
魍
民
情
一
粒
勲
は
あ
く
ま
で
「
長
期
構
想
」
で
あ
っ

た
と
い
う
性
格
の
違
い
を
強
調
す
る
（
一
〇
五
頁
）
。
こ
こ
に
は
明
治
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

年
政
変
に
よ
っ
て
二
大
政
党
雲
丹
は
政
治
的
網
領
と
し
て
は
挫
折
し
た
が
、

「
長
期
構
想
」
と
し
て
命
脈
は
断
た
れ
て
い
な
い
と
い
う
含
意
を
込
め
た
氏

の
巧
み
な
論
の
運
び
が
見
て
と
れ
よ
う
。
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こ
う
し
た
論
の
運
び
は
、
つ
づ
い
て
氏
が
分
析
し
て
い
る
徳
富
蘇
峰
の
議

院
内
閣
制
論
（
二
大
政
党
坐
論
）
と
福
沢
の
二
大
政
党
制
論
と
の
間
に
空
隙

を
設
け
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
氏
は
「
イ
ギ
リ
ス
・
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

デ
ル
の
議
院
内
閣
制
論
者
で
あ
っ
た
：
…
二
八
八
七
年
の
蘇
峰
は
、
一
八
七

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

九
年
の
福
沢
の
、
正
当
な
後
継
者
で
あ
っ
た
」
（
二
二
～
二
三
頁
、
傍
点
小

関
）
と
雷
う
よ
う
に
、
蘇
峰
の
継
承
し
た
対
象
を
あ
え
て
＝
八
七
九
年
の

福
沢
」
に
限
定
す
る
過
剰
防
衛
に
も
映
る
論
述
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
福
沢

の
一
…
大
政
党
制
論
を
「
長
期
構
想
」
と
位
置
づ
け
る
前
述
の
趣
旨
か
ら
い
え

ば
、
あ
く
ま
で
福
沢
の
二
大
政
党
国
論
と
の
問
に
空
白
を
設
け
ず
に
蘇
峰
、

さ
ら
に
は
そ
れ
に
つ
づ
く
吉
野
の
二
大
政
党
無
論
へ
と
敷
津
す
る
の
が
氏
の

本
意
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
「
伝
統
」
に
支
え
ら
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
流
の
政
権
交
代
を
伴
っ

た
議
院
内
閣
制
」
構
想
は
、
「
約
四
五
年
を
か
け
て
、
よ
う
や
く
実
現
し
た
」

（
一
九
二
頁
）
。
す
な
わ
ち
「
一
九
二
四
年
五
月
の
総
選
挙
で
護
憲
三
派
が

大
勝
し
て
か
ら
、
～
九
三
一
年
＝
一
月
過
第
二
次
若
槻
内
閣
が
総
辞
職
す
る

ま
で
の
七
年
半
」
の
時
期
が
そ
れ
に
あ
た
る
（
同
）
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

間
の
政
治
的
特
徴
は
「
；
薗
で
表
現
す
れ
ば
、
憲
政
会
薩
民
政
党
の
時
代
で

あ
」
り
、
「
明
治
～
○
年
以
来
の
政
治
史
の
文
脈
の
中
で
博
い
直
せ
ば
、

…
…
『
改
進
党
の
時
代
』
で
あ
っ
た
」
（
同
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
氏
は
、
憲
政
会
翻
民
政
党
の
時
代
と
は
、
福
沢
以
来
の
構
想
を
継

承
し
た
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
が
体
制
化
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
評
価
し
な

が
ら
も
、
「
運
動
の
側
が
吉
野
を
捨
て
た
と
き
、
体
制
の
一
角
は
、
吉
野
構

想
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
（
一
九
三
買
）
と
両
者
の
間
に
タ
イ
ム
・

ラ
グ
が
存
在
し
た
こ
と
に
も
注
意
を
怠
ら
な
い
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
民
本

主
義
が
設
置
化
さ
れ
て
以
降
吉
野
構
想
を
支
え
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
運
動

と
し
て
氏
が
注
目
し
て
い
る
の
は
「
松
岡
駒
吉
や
西
尾
末
広
が
指
導
す
る
日

本
労
働
総
同
盟
」
（
同
）
の
そ
れ
で
あ
る
。
氏
が
第
二
次
若
槻
内
閣
の
崩
壊

を
民
本
主
義
の
体
制
化
の
挫
折
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
こ
の
総
同
盟
の
民
政

党
（
浜
口
内
閣
）
へ
の
期
待
は
第
五
九
議
会
で
労
働
組
合
法
案
が
流
産
し
て

も
な
お
同
党
を
見
限
ら
な
か
っ
た
程
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
政
権
の
瓦
解
に
よ
っ
て
同
党
が
こ
の
勢
力
を
支
持
母
体
に
吸
収
し
う
る

見
通
し
が
断
た
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
運
動
勢
力
に
と
っ
て
続
く
大
堺

内
閣
は
政
党
内
閣
で
は
あ
っ
て
も
、
支
持
に
値
す
る
政
権
で
は
全
く
な
か
っ

た
、
と
氏
は
評
価
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
内
閣
は
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が

政
党
政
治
に
か
け
た
期
待
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
裏
切
っ
た
か
ら
で
あ
る
」

（一

@
○
山
ハ
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
民
本
主
義
の
体
制
化
が
挫
折
し
て
以
後
の
「
挙
国
～
致
内
閣

期
の
体
制
構
想
」
と
し
て
氏
は
「
立
憲
独
裁
」
、
「
協
力
内
閣
」
、
「
憲
政
常

道
」
を
挙
げ
て
い
る
（
第
四
章
第
二
節
）
。
こ
う
し
た
氏
の
所
論
の
流
れ
か

ら
い
え
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
構
想
は
「
官
民
調
和
」
の
枠
内
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
論
理
的
帰
結
に
お
の
ず
と
辿
り
つ
く
か
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
氏
は
美
濃
部
達
吉
の
「
立
憲
独
裁
」
構
造
に
支
え
ら
れ
た
岡
田
内
閣

は
、
官
僚
の
優
位
化
と
「
軍
と
の
提
携
」
と
い
う
複
雑
な
性
格
を
は
ら
み
つ

つ
も
、
政
党
政
治
な
く
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
の
議
会
政
治
の
修
正
」

（
二
四
七
頁
）
を
試
み
た
側
面
も
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
一
一
・
二
六
事
件
に
よ
る
岡
田
内
閣
の
倒
壊
こ
そ
が
、
福
沢
以
来
の
構
想

の
可
能
性
を
根
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、
本

書
の
刊
行
以
降
、
氏
は
日
中
戦
争
開
始
の
時
点
ま
で
の
「
昭
和
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
の
可
能
性
を
展
望
し
て
お
ら
れ
る
）
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
本
書
の
論
調
を
以
て
し
て
、
氏
が
「
官
民
調
和
」
と
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い
う
現
実
政
治
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
二
大
政
党
制
の
理
念
を
陵
駕
し
て
い
っ
た

過
程
と
結
末
を
確
認
す
る
作
業
に
殉
じ
た
と
見
な
す
こ
と
は
ほ
ど
的
外
れ
な

も
の
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
か
つ
て
の
氏
の
研
究
が
マ
ル
ク
ス
シ
ズ
ム
へ
の

ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
書
が
政
治
史
の
表
面
か
ら
は
見
え

に
く
い
も
の
を
す
べ
て
排
除
し
て
狭
駐
な
政
治
過
程
の
追
跡
に
終
始
す
る

「
実
証
主
義
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
。

　
本
書
の
趣
旨
は
、
政
治
史
の
対
象
の
見
直
し
で
あ
る
以
上
に
、
手
法
、
視

角
の
見
直
し
で
あ
っ
た
。
当
然
、
本
書
の
特
色
は
、
政
治
史
の
表
面
か
ら
は

眺
望
し
に
く
い
政
治
体
制
構
想
を
政
治
史
の
特
上
に
上
げ
た
と
い
う
点
だ
け

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
の
最
大
の
特
色
は
、
「
官
民
調
和
」
へ

と
帰
着
し
て
ゆ
く
現
実
政
治
の
力
学
に
理
想
主
義
的
な
体
制
構
想
を
対
比
し

た
の
で
は
な
く
、
理
想
主
義
的
な
体
制
構
想
の
分
析
を
基
点
に
、
本
来
現
実

政
治
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
「
窟
民
調
和
」
を
も
理
念
と
し
て
据
え

直
し
、
両
管
の
理
念
と
し
て
の
対
抗
関
係
の
位
相
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
点

に
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
と
視
角
に
よ
っ
て
、
「
国
家
構
想
」
と
し
て
の
両

者
の
特
質
と
対
抗
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
本
書
の
最
大
の
眼
目

で
あ
る
。

　
以
上
こ
の
本
書
の
視
角
と
切
り
口
の
特
色
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
具
体

的
な
論
点
を
含
め
て
若
干
気
が
つ
い
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。

三

　
ま
ず
最
初
に
気
に
か
か
っ
た
の
は
、
一
一
大
政
党
制
論
（
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ

ル
の
政
党
内
閣
制
論
）
を
基
点
に
両
者
の
対
抗
関
係
の
究
明
に
力
点
を
置
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
大
政
党
制
論
か
ら
見
た
「
官
民
調
和
」
の
問
題
点
の

輪
郭
は
浮
か
び
上
が
っ
た
反
面
、
「
官
民
調
和
」
そ
れ
自
体
の
本
質
が
ム
ヱ

つ
不
分
明
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
官
民
調
和
」
と
は
何
か
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
立
国
過
程
」
に

お
い
て
強
兵
化
と
富
国
化
と
い
っ
た
二
つ
の
「
革
命
目
的
」
が
挫
折
し
、
さ

ら
に
明
治
一
四
年
の
政
変
に
お
い
て
大
隅
や
福
沢
の
議
院
内
閣
制
構
想
が
頓

挫
し
て
以
降
、
蘇
峰
や
吉
野
の
批
覇
を
浴
び
な
が
ら
も
定
着
し
て
い
っ
た
体

制
の
編
成
原
理
で
あ
り
、
後
の
「
憲
政
常
道
」
に
ま
で
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
で
は
そ
の
目
的
は
何
か
と
習
え
ば
、
本
書
で
は
「
官
民
軋
礫
」
の
回
避

と
い
う
理
由
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
「
官
民
軋
礫
」
を
回
避
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
官
民
軋
礫
」
の
事
態
を
放
置
し
た
ま
ま

「
官
」
の
側
が
権
力
を
掌
握
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
到
来
し
つ

つ
あ
っ
た
た
め
と
い
う
他
な
か
ろ
う
が
、
も
う
少
し
問
題
を
突
き
つ
め
れ
ば
、

「
官
」
と
「
民
」
が
画
然
と
対
立
し
た
権
力
区
分
の
下
で
は
大
規
模
な
政
策

を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
「
官
」
と

「
民
」
の
「
調
和
」
に
よ
る
安
定
権
力
を
模
索
す
る
力
学
と
配
慮
が
は
た
ら

い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
氏
は
お
そ
ら
く
、
「
立
国
過
程
」
に
み
ら
れ
た
「
開
発
」
主
義
や
、
後
の

原
政
友
会
内
閣
が
展
開
し
た
積
極
政
策
が
「
官
民
調
和
」
的
な
安
定
権
力
を

必
要
と
し
た
と
い
う
含
み
を
持
た
せ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、

や
は
り
政
策
構
想
と
の
関
連
を
も
う
少
し
前
面
に
押
し
出
し
て
分
析
す
べ
き

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
後
ろ
盾
と
な
る
政
策
構
想
を
一
ま
ず
切
り
は

な
し
て
、
体
制
構
想
を
独
自
に
検
討
し
よ
う
と
い
う
氏
の
狙
い
は
理
解
で
き

る
と
は
い
え
、
元
来
政
策
構
想
の
目
的
性
に
従
属
し
た
権
力
調
停
工
作
と
い

う
性
格
を
帯
び
が
ち
な
「
軽
羅
調
和
」
を
理
念
と
し
て
純
化
し
、
二
大
政
党

制
論
と
の
対
抗
局
面
に
比
重
を
置
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
逆
に
「
官
民
調
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和
」
の
持
つ
伸
縮
性
を
単
純
化
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
先
に
述
べ
た
本
書
の
特
色
は
、
こ
の
陥
穽
と
表
裏
～
体
の
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
氏
が
本
書
の
柱
に
据
え
て
お
ら
れ
る
二
代
政
党
藩
論
に
つ
い
て
も
、
子
細

に
見
れ
ば
、
支
持
勢
力
の
実
体
と
内
容
の
異
同
に
関
し
て
若
干
疑
問
が
残
っ

た
。　

ま
ず
第
一
に
、
明
治
一
四
年
政
変
以
前
に
福
沢
や
大
隅
の
二
代
政
党
制
構

想
が
影
響
力
を
及
ぼ
し
え
た
可
能
性
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
氏
は
井
上
馨

の
立
憲
政
体
論
と
の
接
点
に
着
目
し
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
氏
が
遣
わ
れ

る
通
り
、
明
治
初
年
の
「
立
国
過
程
」
の
段
階
に
お
け
る
「
強
兵
」
論
や

「
富
国
」
（
工
業
化
）
論
と
の
構
想
を
く
ぐ
り
抜
け
た
立
憲
政
体
論
と
の
問

の
距
離
が
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
福
沢
の
二
大
政
党
制
論
は
強
靱

な
生
命
力
に
後
ろ
盾
に
藩
閥
勢
力
に
浸
透
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
｝
方
で
氏
も
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
井
上
の
立
憲
政
体
論
は
、

そ
の
転
機
は
あ
え
て
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
井
上
毅
と
の
接
触
に
よ
っ
て
か

な
り
容
易
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
君
権
の
強
い
立
憲
制
」
導
入
を
容
認
し
て

し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
（
八
～
九
頁
）
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

井
上
の
立
憲
政
体
論
を
焦
点
に
、
福
沢
、
大
隅
の
構
想
と
伊
藤
博
文
の
そ
れ

と
の
距
離
を
縮
め
、
前
者
の
藩
閥
勢
力
へ
の
浸
透
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る
氏

の
思
惑
は
理
解
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
結
節
点
と
な
る
（
は
ず
の
）
井

上
の
立
憲
政
体
論
が
イ
ギ
リ
ス
流
と
プ
乱
心
イ
ン
流
の
揺
れ
動
く
振
幅
を
含

ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
試
み
は
も
う
少
し
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
い

か
。　

第
二
の
問
題
は
、
福
沢
の
二
大
政
党
制
論
と
蘇
峰
、
と
く
に
吉
野
の
そ
れ

と
の
微
妙
な
相
違
で
あ
る
。
福
沢
が
二
大
政
党
政
論
を
提
唱
し
た
理
由
は
、

氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
「
一
九
世
紀
の
『
交
通
・
情
報
革
命
』
に
よ
っ
て

雪
新
』
し
つ
づ
け
る
『
民
情
撫
に
対
応
す
る
に
は
、
国
会
を
開
設
し
て
二

大
政
党
間
の
政
権
交
代
を
頻
繁
に
行
う
以
外
に
な
い
こ
と
」
（
＝
頁
）
を

見
通
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
大
政
党
制
に
こ
だ
わ
り
つ

づ
け
た
吉
野
が
護
憲
三
派
内
閣
の
成
立
を
歓
迎
し
た
の
は
同
内
閣
が
「
『
非

選
出
部
分
』
に
対
す
る
内
閣
の
優
越
性
」
（
一
九
四
頁
）
、
す
な
わ
ち
「
非
選

出
部
分
」
に
対
す
る
「
七
草
部
分
」
の
優
位
化
を
確
立
し
た
こ
と
を
最
重
視

し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
吉
野
は
自
ら
の
打
倒
目
標
で

あ
る
政
友
会
を
含
ん
だ
護
憲
三
派
内
閣
を
「
歓
迎
」
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
峰

の
大
同
団
結
運
動
へ
の
期
待
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ

う
。　

一
方
福
沢
の
二
大
政
党
制
論
の
場
合
、
国
会
の
開
設
を
前
提
に
し
た
議
論

で
は
あ
り
な
が
ら
、
「
選
出
部
分
」
と
「
非
選
出
部
分
」
の
力
関
係
は
特
に

問
題
視
は
さ
れ
て
い
な
い
。
福
沢
が
重
視
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
両
者
の
～

部
を
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ん
だ
二
大
党
派
に
よ
っ
て
政
権
交
代
が
シ
ス
テ
ム
化
さ

れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
議
会
が
開
設
さ
れ
る
以
前
の
福
沢
の
構
想
と
、
普
選
体
制
下
で
一
ま
ず

「
選
出
部
分
」
の
優
位
を
確
立
し
た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
支
持
基
盤
を
抱
え
た
二

大
党
派
の
手
に
よ
る
安
定
し
た
二
大
政
党
制
の
定
着
を
見
込
ん
だ
吉
野
の
構

想
を
単
純
に
対
比
し
て
、
そ
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
議
論
す
べ
き
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
の
が
評
者
の
感
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
こ
の
点
と
も
関
連
し
て
第
三
に
、
普
選
体
制
下
に
お
け
る
二
大
政
党
制
構

へ想
の
顛
末
が
不
分
明
な
も
の
気
に
か
か
る
。
護
憲
三
派
内
閣
を
「
歓
迎
」
し
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評書

て
以
降
の
普
選
体
制
下
に
お
け
る
吉
野
の
二
大
政
党
制
論
の
様
相
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
護
憲
三
派
内
閣
制
立
か
ら
第
二
次
若
槻

内
閣
崩
壊
ま
で
の
期
間
を
、
吉
野
構
想
が
運
動
の
側
に
見
捨
て
ら
れ
な
が
ら

も
体
制
の
側
に
吸
収
さ
れ
た
「
民
本
主
義
の
時
代
」
と
位
置
つ
な
が
ら
も
、

氏
は
こ
の
時
期
の
吉
野
構
想
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
体
制
に
期
待
を

寄
せ
た
総
同
盟
右
派
の
動
向
に
分
析
を
重
点
化
し
て
お
ら
れ
る
。
「
選
出
部

分
」
が
優
位
に
立
っ
た
普
選
体
制
下
に
お
い
て
は
体
制
を
支
え
る
運
動
の
動

向
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
氏
の
問
題
意
識
は
理
解
で
き
る
が
、

民
主
主
義
が
体
制
化
さ
れ
て
以
降
の
吉
野
の
構
想
に
触
れ
な
か
っ
た
の
は
物

足
り
な
い
。

　
管
見
の
限
り
で
は
、
吉
野
も
運
動
の
側
の
意
向
と
同
様
に
、
民
政
党
（
↑

憲
政
会
）
内
閣
を
支
持
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
支
持
は
積
極
的
支

持
と
は
言
い
難
い
。
あ
く
ま
で
吉
野
は
、
労
働
立
法
の
実
現
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
民
政
党
内
閣
に
わ
ず
か
な
期
待
を
つ
な
い
だ
に
す
ぎ
な
い
。

　
民
政
党
政
権
へ
の
支
持
が
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
理
由
は
、
民
政

党
に
は
か
つ
て
吉
野
が
嫌
悪
し
た
政
友
会
の
分
派
（
政
友
本
党
）
が
ふ
く
ま

れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
事
情
も
含
め
て
普
選
体
制
下
に
お
け
る
既

成
政
党
の
動
向
全
般
に
失
望
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
裏
返
し
と
し
て
社

会
民
衆
党
に
肩
入
れ
し
た
吉
野
で
は
あ
っ
た
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
二
大
政

党
激
論
が
か
つ
て
の
精
彩
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
吉
野
自
身
が
二
大
政
党
制
と
抱
き
合
わ
せ
で
切
望
し
て
い
た
「
選

出
部
分
」
の
優
位
化
が
普
選
の
導
入
に
よ
っ
て
現
実
に
な
る
と
と
も
に
、
二

大
政
党
制
論
が
精
彩
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
こ
の
二
律
背
反
は
ど
の
よ
う
な

問
題
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
普

選
に
よ
る
「
選
出
部
分
」
の
優
位
化
と
と
も
に
吉
野
の
二
大
政
党
制
構
想
の

ど
の
よ
う
な
部
分
に
支
障
が
生
じ
た
（
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
た
）
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
吉
野
が
二
大
政
党
制
に
込
め
た
期
待
の
な
か
に
探
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
そ
の
際
に
鍵
と
な
る
の
は
、
吉
野
が
待
望
し
た
「
強
い
内
閣
」
が
二
大
政

党
熱
論
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
の
か
と
い

う
こ
と
を
掘
り
下
げ
て
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
ね
て
よ
り
普
選
と
二
大

政
党
制
の
実
現
が
吉
野
の
理
想
の
両
輪
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
欝
う

「
強
い
内
閣
」
と
は
単
に
「
選
出
部
分
」
の
優
位
化
を
確
立
す
る
こ
と
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
吉
野
が
理
想
と
し
た
状
態
と
は
、
あ

く
ま
で
「
選
出
部
分
」
の
優
位
化
の
も
と
で
、
極
端
な
異
論
の
噴
出
と
小
党

分
立
を
抑
制
す
る
一
方
、
世
論
の
等
質
化
と
権
力
の
一
元
化
に
も
歯
止
め
を

か
け
、
｝
定
範
囲
の
な
か
で
の
「
異
論
」
の
存
在
を
常
に
容
認
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
吸
収
し
た
二
大
党
派
が
公
正
な
競
争
に
基
づ
い
た
政
権
交

代
を
行
な
い
う
る
シ
ス
テ
ム
が
定
着
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
普
選
と
二
大
政
党
制
の
抱
き
合
わ
せ
構
想
の
な
か

に
は
、
二
大
党
派
の
権
力
基
盤
の
拡
大
と
と
も
に
、
当
該
政
権
の
崩
壊
が
権

力
の
空
白
を
招
く
可
能
性
を
事
前
に
回
避
す
る
と
い
う
命
題
が
込
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
政
権
交
代
が
可
能
な
政
治
勢
力
を

常
に
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
、
大
局
的
に
は
「
強
い
内
閣
」
の
定
着
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
吉
野
の
見
通
し
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
意
味
で
の

「
強
い
内
閣
」
を
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

　
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
強
い
内
閣
」
を
支
え
る
母
体
の
側
も
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
課
題
を
認
識
し
た
価
値
判
断
を
行
な
う
こ
と
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

を
機
能
さ
せ
る
条
件
と
な
る
。
利
益
要
求
の
普
遍
化
と
い
う
意
味
で
の
「
世
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論
」
の
等
質
化
と
利
益
形
態
の
多
様
化
と
い
う
意
味
で
の
「
世
論
」
の
分
化

が
表
裏
一
体
に
進
行
し
た
普
選
体
制
下
の
状
況
が
、
こ
の
条
件
と
か
け
離
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
需
う
ま
で
も
な
い
。

　
吉
野
の
二
大
政
党
制
論
へ
の
期
待
が
右
に
述
べ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
裏

づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ぎ
り
、
当
該
晴
期
の
状
況
下
で
は
、
普
選
に
よ
る
「
選

出
部
分
」
の
優
位
化
と
は
両
立
し
に
く
い
側
面
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
本
書
で
氏
が
注
目
し
て
お
ら
れ
る
吉
野
の
「
強
い
内
閣
」
へ
の
期
待
の
本

来
の
意
味
は
、
エ
リ
ー
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
込
め
た
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
（
権
力
の
定
安
化
）
が
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
か

ね
な
い
こ
と
を
見
通
し
て
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
接
近
を
開
始
し
た

吉
野
が
、
ク
ラ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
漸
次
的
移
行
を
援
助
し
う
る
「
定

安
し
た
権
力
」
を
求
め
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
あ
く
ま
で
評
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
視

点
を
導
入
し
、
吉
野
の
一
～
大
政
党
難
論
や
「
強
い
内
閣
」
論
の
異
な
っ
た
局

面
か
ら
の
分
析
と
意
味
づ
け
を
行
な
う
の
も
、
必
ず
し
も
的
外
れ
な
試
み
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
雑
駁
な
感
想
を
述
べ
た
が
、
刻
念
な
研
究
成
果
と
と
も
に
氏
の
自

己
革
新
へ
の
試
み
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
本
書
か
ら
我
々
が
汲
み
と
る
べ
き

も
の
は
、
情
報
で
は
な
く
氏
の
危
機
意
識
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
事

を
今
一
度
強
調
し
て
筆
を
お
き
た
い
。
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