
ワイマール共和国前半期における帝制復興運動をめぐる一考察（中村）

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
前
半
期
に
お
け
る
「

帝
制
復
興
運
動
を
め
ぐ
る
一
考
察

ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
を
中
心
と
し
て

中

村

幹

雄

　
【
要
約
】
　
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
け
る
最
強
の
帝
制
派
政
党
で
あ
っ
た
。
即
ち
同
党
は
共
和
国
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
体
制
外

存
在
と
し
て
、
共
和
国
の
安
定
に
著
し
い
負
担
を
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
一
九
二
五
年
一
月
に
成
立
す
る
ル
タ
ー
内
閣
へ
の
同
党
の
入
閣
は
、

同
党
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
を
容
認
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
同
党
の
い
わ
ば
体
制
外
存
在
か
ら
体
制
内
存
在
へ
の
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

転
換
が
何
故
行
わ
れ
た
か
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
共
和
国
史
の
研
究
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
。
こ
こ
で
は
こ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
理
由
を
、
同
党
が

自
ら
の
県
会
的
経
済
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
共
和
国
と
の
合
致
を
み
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
求
め
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の

崩
壊
要
因
論
の
中
で
一
つ
の
有
力
な
立
場
を
な
す
、
共
和
国
の
成
立
期
に
既
に
そ
の
崩
壊
の
原
因
を
み
よ
う
と
す
る
立
場
、
　
つ
ま
り
成
立
史
論
を
も
つ
て
崩

壊
史
論
を
お
さ
え
よ
う
と
す
る
立
場
に
一
つ
の
批
判
を
提
供
し
て
み
た
。
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ま
　
え
　
お
　
き

　
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
け
る
帝
制
懸
垂
運
動
は
さ
し
あ
た
り
ほ
ぼ
　
九
二

四
年
を
境
と
し
て
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
即
ち
一
九
一
八
年

か
ら
二
四
こ
口
で
は
、
帝
制
派
勢
力
が
共
和
国
に
た
い
す
る
体
制
外
存
在
と
し

て
、
実
力
行
動
を
と
し
て
も
こ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
を
試
み
た
に
た
い
し
、
二

四
年
以
降
は
帝
制
派
勢
力
が
共
和
国
と
い
う
事
実
を
認
め
て
体
制
内
に
入
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

共
和
国
を
通
じ
て
自
ら
の
活
動
を
展
開
す
る
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
㎝

九
二
五
年
一
月
に
成
立
す
る
ル
タ
ー
内
閣
へ
の
、
帝
制
派
政
党
で
あ
る
ド
イ
ツ

　
　
　
　
⑨

国
民
人
酔
党
U
o
三
ω
o
び
暴
餓
§
巴
Φ
＜
亀
隆
超
p
同
8
凶
の
入
閣
は
、
明
ら
か
に
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制
派
政
党
に
よ
る
共
和
国
の
容
認
を
意
旅
す
る
も
の
で
あ
り
、
帝
制
潜
勢
力
が

共
和
国
に
た
い
す
る
体
制
外
存
在
か
ら
体
制
内
存
在
へ
と
転
化
し
た
こ
と
を
あ

ら
わ
す
一
例
で
あ
っ
た
。

　
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
は
そ
の
成
立
以
来
、
左
右
両
端
に
蠕
卜
し
た
体
制
外
存

在
か
ら
の
脅
威
を
常
に
う
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
共
産
派
勢
力
は

一
八
年
一
一
月
、
　
一
九
年
一
月
、
　
一
＝
ト
年
三
月
、
　
二
三
年
一
ケ
月
と
四
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
た
っ
て
琶
会
主
義
共
和
国
樹
立
の
好
機
を
む
か
え
て
お
り
、
ま
た
帝
制
派
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

力
も
二
〇
年
三
月
の
カ
ッ
プ
一
揆
や
二
三
年
秋
の
ゼ
ー
ク
ト
の
独
裁
計
画
な
ど

に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
力
行
動
を
遂
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
企
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
共
和
国
の
存
立
を
脅
や
か
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
四
年
以

降
の
時
期
に
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
体
制
外
存
在
か
ら
の
危
険
は
共

和
国
に
と
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
反
共
和
国
活
動
に
お
い
て
活
量
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
展
開
し
た
ド
イ
ツ
共
産
党
も
、
当
時
革
命
へ
の
躍
動
力
を
失
い
、
も
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

や
共
和
国
に
た
い
し
何
等
真
剣
な
脅
威
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
帝

制
派
勢
力
も
そ
の
有
力
な
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
国
防
軍
が
共
和
国
に

た
い
す
る
中
立
政
策
を
つ
ら
ぬ
き
、
ま
た
ド
イ
ツ
．
圏
斑
人
民
党
や
ド
イ
ツ
国
民

党
U
＜
勺
の
如
き
帝
制
派
政
党
が
共
和
国
へ
の
容
認
を
行
動
を
通
じ
て
明
ら
か

に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
共
和
国
は
左
右
の
体
制
外
存

在
か
ら
の
覆
減
へ
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
共

和
国
は
、
共
和
体
制
の
維
持
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
左
右
か
ら
の
脅
威
と
い

う
重
荷
を
解
除
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
時
点
で
の
ワ
イ
マ
ー
ル

共
和
国
の
安
定
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
が
帝
制
派
勢
力
か
ら
、
そ
れ
も
狭
く

限
っ
て
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
か
ら
負
担
を
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
と
り
扱

い
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
圏
史
の
研
究
に
お
い
て
も
つ
意
義

に
つ
い
て
一
つ
の
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。
な
お
こ
の
際
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党

を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
同
党
が
そ
の
成
立
以
来
共
和
国
に
た
い
す
る
原
則
的
否

定
者
と
し
て
の
性
格
を
一
貫
し
て
保
持
し
た
ほ
か
、
国
防
軍
や
そ
の
他
の
反
共

和
主
義
的
急
進
団
体
、
政
治
結
祉
に
く
ら
べ
て
、
政
党
と
し
て
、
大
衆
的
な
基

盤
を
も
ち
、
し
か
も
共
和
国
政
治
の
進
展
に
直
接
的
な
対
応
関
係
を
も
つ
て
い

た
点
に
著
目
し
て
み
た
か
ら
で
あ
る
。

　
①
O
鴎
・
芝
●
疑
．
図
震
団
届
き
詳
鷺
。
屋
邑
。
霞
の
B
ぎ
葺
①
司
魚
目
種
芋
8
¢
げ
－

　
　
犀
ρ
や
メ
（
り
臼
Φ
考
　
閃
O
触
犀
　
μ
Φ
㎝
し
◎
。
）

　
②
妻
・
↓
お
躍
ρ
U
①
三
ω
魯
Φ
℃
曽
溝
鉱
O
同
。
σ
q
第
ヨ
日
①
蕊
9
山
り
経
・
ω
’
一
〇
メ

　
　
（
Φ
α
＃
ぎ
σ
q
①
p
淳
き
匡
自
計
し
σ
巴
ぎ
お
鋒
）

　
③
｝
ゆ
巳
ざ
。
〆
↓
冨
O
曾
B
掌
・
⇔
O
o
津
日
毒
翼
ω
き
9
跨
①
ゑ
ω
①
o
団

　
　
瓢
三
舞
・
℃
・
回
0
9
（
ぎ
．
．
↓
げ
Φ
↓
ぼ
戦
国
鉱
。
び
、
．
U
o
三
島
。
⇔
H
り
田
●
）

　
④
＜
σ
q
罪
ρ
窯
●
呵
●
国
鉱
茜
鍵
審
p
田
9
び
菊
Φ
8
房
≦
⑦
町
雌
巳
H
巳
亭

　
　
ω
碕
δ
．
忌
D
ω
．
悼
9
凸
．
（
団
巴
9
昌
犀
｛
窪
同
，
け
　
節
　
ζ
畳
　
一
り
㎝
朝
。
）

　
⑤
｝
図
。
一
二
①
茜
”
国
巨
ω
8
9
謎
舅
α
○
①
ω
。
田
魯
8
無
賃
毒
①
愛
日
①
目

　
　
図
8
0
巨
時
●
ω
。
。
謄
瞳
○
。
ム
㎝
同
・
（
司
見
餌
隔
P
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9
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ワイ＝r　一ル共和国前半期にオ5ける帝制復興運動をめぐる～考察（中村）

一
　
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
と
帝
制
主
義

　
一
九
一
八
年
　
一
月
、
叢
－
命
の
嵐
が
ド
イ
ツ
各
地
を
お
そ
っ
て
い
た
と
き
、

第
二
帝
制
下
の
政
治
・
経
済
指
導
者
達
は
完
全
に
敗
北
者
の
地
位
に
た
た
さ
れ

て
い
た
。
当
時
ド
イ
ツ
内
政
の
唯
一
の
裁
定
者
で
あ
り
、
主
人
公
で
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
同
月
一
か
日
ベ
ル
リ
ン
に
成
立
し
た
人
昆
委
員
協
議
会
政
府
で
あ
り
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ド
　
テ

政
府
の
背
後
に
あ
る
労
働
者
及
び
肩
凝
土
評
議
会
の
強
大
な
カ
の
前
に
、
帝
制
派

勢
力
は
お
し
な
べ
て
無
力
状
態
に
陥
り
、
当
面
な
す
と
こ
ろ
な
く
敗
退
を
除
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
他
方
で
帝
制
派
勢
力
は
、
帝
制
の
崩
壊
と
共
和
国
の
成
立
が
既
成
事
実

と
な
る
こ
と
を
阻
止
し
、
迫
り
来
る
社
会
革
命
の
ま
え
に
対
抗
力
を
提
供
す
る

必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
た
め
に
は
、
革
命
の
衝
撃
に
よ
り
一
時
崩

嬢
状
態
に
あ
っ
た
帝
制
派
勢
力
を
広
汎
に
再
編
成
す
る
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
課
題
に
こ
た
え
る
べ
く
、
復
古
的
な
勢
力
を
広
汎
に
糾
合
し
て
出

現
し
き
た
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
同
党
は
凡
ゆ
る
復
古
的
な
勢
力
の
「
結
集
政
党
」
ω
p
旨
旨
。
ピ
巽
け
9
と

　
②

し
て
、
　
輩
λ
爺
の
潮
流
の
中
か
ら
、
　
帝
制
代
の
政
治
形
態
や
既
得
の
社
会
的
地

位
・
権
力
を
救
出
す
る
こ
と
を
囲
女
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
革
命
勢
力
へ
の
一
芯
の
譲
歩
と
当
時
大
衆
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
保

　
　
　
　
　
　
　
　
③

守
主
義
巻
層
へ
の
嫌
悪
に
面
し
て
、
新
党
の
足
取
り
は
ま
ず
極
め
て
慎
重
で
あ

っ
た
。
一
八
年
一
一
月
二
四
日
に
発
し
た
党
創
建
の
轍
は
温
和
な
響
き
さ
え
お

び
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
冒
頭
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
う
た
う
。

　
「
わ
が
祖
国
は
四
年
前
わ
た
る
戦
争
に
よ
り
深
い
痛
手
を
こ
う
む
っ
た
。
祖

国
は
解
体
の
危
機
に
あ
る
。
法
と
秩
序
は
失
わ
れ
、
凡
て
に
わ
た
っ
て
の
転
覆

が
差
迫
っ
て
い
る
。

　
我
々
に
と
り
神
聖
か
つ
貴
重
で
あ
る
多
く
の
も
の
が
崩
壊
し
た
。
け
れ
ど
も

失
わ
れ
た
も
の
を
な
す
こ
と
な
く
悲
し
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
国
家

及
び
民
族
の
再
建
に
協
力
し
、
新
ド
イ
ツ
に
新
し
い
形
式
と
新
し
い
生
命
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ち
た
内
容
を
付
与
す
る
こ
と
は
各
人
の
義
務
で
あ
る
」
。
ひ
き
つ
づ
い
て
微
は
、

憲
法
制
定
の
た
め
の
国
民
議
会
窯
騨
鉱
。
昌
9
0
δ
＜
Φ
話
”
誌
面
ぼ
ロ
α
q
の
召
集
に
賛
成

　
　
レ
　
じ
　
テ

し
、
評
議
会
独
裁
に
反
対
を
表
明
し
つ
つ
、
　
「
我
々
は
法
と
秩
序
が
支
配
す
る
、

い
か
な
る
国
家
形
態
の
土
台
の
2
ん
で
も
協
力
す
べ
き
用
意
が
あ
鬼
畜
を
宣

言
し
た
。
こ
の
微
に
は
帝
制
復
帰
へ
の
要
求
を
掲
げ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
党
が
帝
制
復
興
を
断
念
し
、
共
和
制
を
ば
承
認
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
し
あ
た
り
反
革
命
的
行
動
力
を
欠
い

た
現
在
、
党
に
は
ま
つ
革
命
勢
力
に
た
い
し
て
行
動
σ
自
由
を
保
持
し
、
共
和

国
を
ソ
ビ
エ
ト
・
ド
イ
ツ
へ
の
防
壁
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
民
衆
内
の
帝
捌

的
感
情
の
復
活
を
期
待
し
て
、
で
き
う
べ
く
ん
ば
国
章
議
会
を
共
和
国
へ
の
死

刑
執
行
の
部
屋
に
転
化
し
よ
う
と
す
る
戦
略
的
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

　
⑥

れ
る
。
こ
の
微
よ
り
も
、
党
の
有
力
な
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
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伯
が
一
九
年
三
月
　
一
三
日
の
『
新
プ
ロ
イ
セ
ン
土
牢
新
聞
』
紙
上
で
語
っ
た
つ

ぎ
の
言
葉
が
、
こ
の
当
時
の
党
の
真
の
意
図
を
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

即
ち
「
皇
帝
と
皇
太
子
は
退
位
し
た
。
こ
の
こ
と
は
帝
制
主
義
の
直
接
的
な
政

治
活
動
を
狭
め
て
い
る
。
…
…
反
革
命
に
つ
い
て
は
誰
も
考
え
て
な
い
。
信
念

と
義
務
と
の
撞
着
の
う
ち
に
、
帝
綱
主
義
者
は
少
く
と
も
個
々
の
要
件
で
、
共

和
国
と
協
動
す
る
よ
う
よ
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
誰
も
我
々
の
心
か
ら
、

ホ
ー
エ
ソ
ッ
ォ
ル
レ
ル
ソ
王
家
に
た
い
す
る
愛
着
、
我
々
の
個
人
的
な
忠
誠
心
、

我
々
の
感
謝
に
み
ち
、
満
足
せ
る
記
憶
、
我
々
の
深
く
根
ざ
し
た
帝
制
へ
の
信

念
を
ひ
き
さ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
、
ド
イ
ツ
民
衆
が
再
び
心
か
ら
我

々
の
帝
制
へ
の
理
想
の
実
現
を
、
厳
密
に
合
法
的
な
基
礎
の
う
え
で
な
し
と
げ

る
よ
う
成
熟
す
る
ま
で
、
時
期
を
ま
つ
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
と
き
ま
で
、

帝
制
懸
の
傷
害
努
め
る
こ
と
は
奪
党
員
の
第
一
の
霧
で
あ
る
ゆ

　
成
立
し
た
ば
か
り
の
ド
イ
ツ
国
属
人
野
党
の
ま
え
に
は
、
ま
つ
一
九
年
一
月

に
予
定
さ
れ
た
国
民
議
会
の
選
挙
と
い
う
課
題
が
控
え
て
い
た
。
帝
制
下
に
保

守
主
義
勢
力
が
享
受
し
て
い
た
制
度
上
の
保
証
が
凡
て
失
わ
れ
た
現
在
、
党
は

な
に
よ
り
も
大
衆
的
且
且
を
選
挙
に
あ
た
っ
て
必
要
と
し
て
い
た
。
だ
が
こ
の

課
題
は
党
が
凡
ゆ
る
復
古
勢
力
の
結
集
体
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
の
な
か
に
い

く
分
か
解
決
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
新
党
は
そ
の
中
核
を
な
し
た
旧
ド
イ
ツ
保
守

党
の
如
く
、
も
は
や
東
エ
ル
ベ
の
ユ
ン
カ
ー
政
党
と
し
て
の
単
一
的
な
性
格
を

も
た
ず
、
大
土
地
所
有
者
と
な
ら
ん
で
、
重
工
業
、
高
級
官
吏
、
知
的
自
由
職

業
者
、
福
音
教
会
、
都
衛
手
工
業
者
、
農
民
、
被
用
人
、
労
働
者
な
ど
雑
多
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

社
会
屑
を
党
内
に
包
含
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
党
は
旧
保
守
党
と

異
り
、
支
持
岩
群
を
ド
イ
ツ
東
部
の
み
で
な
く
、
西
部
、
北
部
、
南
部
に
も
拡

大
し
、
地
域
的
に
も
社
会
構
成
的
に
も
、
広
い
基
盤
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た

　
　
　
⑨

の
で
あ
る
。
党
が
い
か
に
保
守
主
義
の
大
衆
化
に
腐
心
し
た
か
は
、
新
た
に
選

挙
権
を
認
め
ら
れ
た
婦
人
届
へ
の
働
き
か
け
に
最
も
よ
く
み
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
共
和
国
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
選
挙
で
は
、
党
は
常
に
男
子
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

挙
人
よ
り
も
婦
人
選
挙
人
の
票
の
方
を
よ
り
多
く
集
め
え
た
の
で
あ
る
。

　
選
挙
戦
に
あ
た
っ
て
、
党
は
同
じ
く
共
和
国
反
対
、
帝
制
復
帰
賛
成
の
意
見

を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ
国
民
党
（
重
工
業
の
利
益
政
党
、
国
民
自
由
党
の
後
身
）

と
相
結
託
し
て
、
国
昆
議
会
選
挙
へ
、
の
布
石
を
お
し
す
す
め
、
共
和
派
と
の
対

決
に
の
り
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
年
一
二
月
二
七
日
、
国
民
人
民
党
は
選

挙
に
あ
た
っ
て
の
緻
を
発
し
、
協
調
的
な
響
き
を
お
び
て
い
る
と
は
い
え
、
帝

制
主
義
的
な
意
向
を
表
明
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
我
々
は
新
畏
主
憲

法
の
も
と
で
も
、
政
党
を
超
越
し
た
、
政
治
生
活
安
定
の
個
人
的
フ
ァ
ク
タ
ー

と
し
て
の
帝
王
を
、
わ
が
斑
族
の
歴
史
的
個
性
と
合
目
的
性
に
一
致
す
る
も
の

と
確
信
し
て
い
る
。
だ
が
我
々
は
国
民
議
会
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
い
か
な
る
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

家
形
態
の
中
で
も
、
祖
国
の
繁
栄
に
協
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
か
く
し
て

露
探
議
会
選
挙
は
、
＝
月
革
命
以
来
最
初
の
帝
制
派
と
共
和
派
の
力
だ
め
し

の
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

42　（218）



ワイー…一ル共和圏前半期における帯制復興運動をめぐる一考鍔駅中村）

　
一
九
年
一
月
一
九
日
に
挙
行
さ
れ
た
国
民
議
会
選
挙
は
、
帝
制
派
の
敗
北
、

共
和
派
の
勝
利
と
な
っ
て
現
れ
た
。
選
挙
投
票
に
よ
り
、
票
数
は
第
一
表
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
に
各
政
党
に
配
分
さ
れ
た
。
　
（
但
し
％
で
示
す
）

　
ま
つ
一
九
＝
一
年
の
帝
制
代
最
後
の
国
会
選
挙
と
比
較
し
て
み
る
と
、
帝
制

第一衰

　1919出

国罠入民党
薗　民　党
中　　央　　党

民　　主　　党

社会罠主党及び
独立社会民主党

そ　　の　　他

投票数の％

109．6

59，i

2291e

18％

増減

一7％

一6．0／o

－1．％

＋8ere

雛器）・・6％

1％　一10％

1912年　　　投票数の％

保守主義ブロック　17％

国民自由党　！1％

中央党23％
進歩党10％
社会民主党　28％

その他1！％
派
政
党
の
％
の
減
退
に
比
べ
て
、
い

わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
連
合
に
結
束
し

た
諸
政
党
は
、
申
公
党
の
軽
微
な
減

退
を
除
い
て
、
社
会
民
主
党
及
び
民

主
党
の
増
大
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
国
民
人
民
党
と
ド
イ
ツ
国
罠
党

は
合
わ
せ
て
一
五
％
に
す
ぎ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
帝
制
派
政
党
の
一
五
％

と
い
う
数
字
は
、
逆
に
選
挙
人
の
圧

倒
的
多
数
が
革
命
と
共
和
国
と
い
う

事
実
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
と

に
角
こ
の
落
掌
・
は
当
蒔
に
お
け
る
共

和
派
の
帝
制
派
に
た
い
す
る
力
の
強

さ
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
だ
が
国
属
人
畏
党
は
こ
の
敗
北
の
後
に
も
、
も
と
よ
り
自
ら
の
コ
ー
ス
を
変

更
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
党
は
依
然
と
し
て
革
命
と
共
和
国
と
い
う
事
実

を
否
認
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
憲
法
制
定
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
バ
ゥ

ア
ー
（
社
民
）
の
ワ
イ
マ
ー
ル
連
合
政
府
に
た
い
す
る
国
厩
人
民
党
議
員
v
・

グ
レ
ー
プ
ニ
の
議
会
演
説
が
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
。
－
「
諸
君
が
旧

ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
を
う
ち
倒
し
て
つ
く
っ
た
憲
法
は
、
諸
君
が
彼
の
事
業
の
破

壊
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
三
斜
が
帝
制
を
転
獲
さ
ぜ
た
方
法
は
、

ド
イ
ツ
風
呂
の
多
数
の
意
志
で
あ
っ
た
の
か
。
選
挙
結
果
は
諸
君
に
何
等
の
正

当
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
だ
が
諸
君
は
こ
の
議
会
の
中
に
、
根
本

か
ら
共
和
主
義
的
な
多
数
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
。
多
数
派
ブ
ロ
ッ
ク
は
実
際

の
事
実
を
欺
賑
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
中
央
党
や
議
会
中
道
派
の
中
に
、
一

年
前
か
ら
共
和
主
義
憲
法
を
根
本
か
ら
信
奉
し
て
い
た
も
の
が
い
る
の
か
。
も

し
今
日
器
質
が
こ
の
よ
う
な
土
台
に
た
っ
て
い
る
な
ら
、
…
…
そ
れ
は
決
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

共
和
制
へ
の
信
奉
で
は
な
い
の
だ
。
」
　
こ
の
よ
う
に
同
党
は
共
和
国
に
た
い
す

る
帝
制
的
反
対
の
役
捌
を
ひ
き
う
け
、
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
採
択
に

あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
国
民
党
と
と
も
反
対
票
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
え
て
翌
二
〇
年
の
初
頭
に
、
園
山
人
民
党
は
正
式
に
党
綱
領
を
制
定
す
る

に
至
る
が
、
こ
の
時
に
は
帝
制
の
復
帰
を
は
っ
き
り
と
党
の
目
標
と
し
て
掲
げ

た
の
で
あ
る
。
即
ち
同
綱
領
の
帝
制
に
関
す
る
箇
処
で
、
話
題
は
い
う
。
　
「
帝

制
的
国
家
形
態
は
ド
イ
ツ
の
個
性
と
歴
史
的
発
展
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
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…
…
ド
イ
ツ
各
邦
は
自
ら
の
国
家
形
態
に
つ
い
て
の
決
定
の
自
由
を
も
つ
べ
き

で
あ
る
。
我
々
は
ラ
イ
ヒ
を
ホ
ー
エ
ソ
ツ
ォ
ル
レ
ル
ン
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

帝
国
へ
と
再
生
さ
す
べ
く
努
力
す
る
。
」
と
。
か
く
て
党
は
共
和
国
に
た
い
す

る
体
制
外
存
在
と
し
て
の
線
を
明
確
に
打
出
し
、
共
和
国
に
対
抗
す
る
姿
勢
を

と
と
の
え
た
の
で
あ
る
。

①
》
．
図
。
ω
①
ロ
び
①
茜
”
8
・
o
許
ω
ω
．
B
下
鱒
。
。
ρ

②
　
即
ち
同
党
に
は
、
帝
制
代
の
反
デ
モ
ク
ラ
シ
…
的
な
保
守
主
義
勢
力
た

　
る
ド
イ
ツ
保
守
党
、
自
由
保
守
党
（
帝
国
党
）
、
ド
イ
ツ
民
族
党
、
キ
リ
ス

　
ト
教
祉
会
党
、
国
民
自
由
党
右
派
、
並
び
に
汎
ド
イ
ツ
連
盟
》
犀
画
①
暮
ω
o
ぴ
①

　
＜
①
目
び
p
昌
α
、
そ
の
他
教
会
勢
力
な
ど
が
結
集
し
た
の
で
あ
る
。
（
ω
・
瓢
①
率

　
白
蟻
p
P
U
δ
9
三
ω
o
冨
℃
p
鳥
①
δ
⇔
・
ω
・
①
O
．
〈
し
u
Φ
臣
口
H
⑩
ω
O
・
Y
岡
昏
旨
●

　
＜
．
切
お
旨
お
マ
い
。
臣
呂
ぎ
く
Φ
昌
り
∪
Φ
自
ω
o
寓
声
ぼ
。
け
鮎
①
＜
o
貯
ω
鵠
碁
①
貿
の
ρ

　
り
●
〈
じ
σ
Φ
辱
一
一
⇔
　
回
㊤
G
◎
ω
〉
）
な
お
薪
党
創
立
に
い
た
る
ま
で
の
詳
細
な
経
過
に

　
つ
い
て
は
省
略
し
た
い
。

③
頃
筈
き
．
＜
．
艶
①
讐
曽
α
。
げ
ト
。
円
貯
α
。
び
。
＜
Φ
詳
。
℃
・
o
嘗
ω
ω
．
圃
あ
・

④
⑤
　
U
①
三
ω
o
び
曾
O
①
ω
。
ぼ
。
鐸
路
曽
二
二
。
び
a
Φ
留
巳
ω
。
冨
園
①
〈
o
ご
ぎ
戸

　
し
d
q
．
押
の
．
Q
Q
N
Φ
・

⑥
貞
●
即
囚
p
。
昏
窪
き
P
o
や
．
簿
‘
O
O
●
釦
ふ
も
。
．

⑦
ま
§
”
》
’
認
．

⑧
芝
●
江
Φ
σ
9
∪
δ
U
o
暮
ω
。
げ
昌
簿
け
ざ
⇔
巴
①
＜
o
郎
ω
鴇
隣
巴
H
O
H
c
。
山
り
謹
●

　
の
ω
．
H
㎝
ム
①
．
（
一
）
熔
ω
ω
①
一
α
O
地
h
　
一
㊤
切
①
●
）

⑨
　
一
九
一
九
年
一
月
｝
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
国
民
議
会
選
挙
に
お
け
る

　
党
へ
の
投
票
は
地
域
的
に
A
表
の
如
く
配
分
さ
れ
る
。
な
お
選
出
議
員
の

表A
社
会
酌
構
成
は
B
表
の
通
り
で
あ
る
。

エルベ以東………1，251，108票

エルベ以西の　　　　　　…　t・・　982，997一
中独及び西独

北ドイツ………153，863票

南ドィッ＿＿…733，511票

表B

人
人
人
　
　
人

囎
9
」
　
蛎

者
舞
振
看
者

業
蝋
麩
働

現
官
自
ぱ
労

　
こ
の
両
表
か
ら
同
党
は
反
共
和
主
義
的
な
「
結
集
政
党
」

　
も
、
党
の
選
挙
基
盤
及
び
社
会
構
成
は
な
お
東
部
及
び
大
土
地
所
有
者
に

　
大
き
く
比
重
が
傾
い
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
甫
．
ピ
δ
び
ρ
o
や
。
罫
”
紛
・

　
日
メ
鐸
ω
●
一
Q
。
・
）
。
し
か
し
こ
の
選
挙
に
お
い
て
党
へ
の
総
投
票
数
の
う
ち

　
エ
ル
ベ
以
東
が
四
〇
％
を
占
め
、
そ
の
他
の
地
域
は
六
〇
％
で
あ
る
が
、

　
同
党
の
中
核
を
な
し
た
旧
ド
イ
ツ
保
守
党
の
一
八
八
七
年
－
一
九
　
二
年

　
間
の
国
会
選
出
議
員
総
数
中
に
占
め
る
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
者
と
非
プ
ロ
イ

　
セ
ソ
出
身
者
と
の
比
率
が
八
四
％
対
一
六
％
で
あ
る
（
駁
●
ω
o
o
白
ρ
U
δ

　
U
Φ
露
ω
o
げ
貯
。
⇔
ω
Φ
巴
く
p
強
く
Φ
℃
p
露
①
ド
ρ
8
〈
U
離
の
ω
①
冠
。
臨
H
Φ
健
▽
か
ら

　
算
出
）
こ
と
に
比
較
す
れ
ば
、
矢
張
り
新
党
の
選
挙
基
盤
の
地
域
的
拡
大

　
を
認
め
ぬ
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。

⑩
一
九
　
九
年
一
月
選
挙
の
際
の
両
者
の
比
率
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九

　
二
〇
年
国
会
選
挙
で
の
比
率
は
男
子
四
四
％
に
た
い
し
、
婦
人
層
は
五
六

　
％
で
あ
る
。
な
お
二
四
年
一
二
月
で
の
同
党
選
出
議
員
で
は
男
子
議
員
四

＝i僧　　侶・・…………・…3人

葛引儲一一…・一2人
り1手工業春………………2入
な1
がi工業及び商業……………ユ入
らi
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九
名
に
た
い
し
、
婦
人
議
員
は
五
四
名
で
あ
る
。
（
芝
．
江
Φ
σ
ρ
o
や
。
搾
博

　
ω
」
ω
一
・
）

⑪
U
o
片
鋸
日
①
艮
Φ
q
曾
∪
Φ
巳
ω
畠
①
p
℃
。
襲
涛
ρ
巳
O
①
ω
。
田
9
8
．
ゆ
α
・
。
。
”

　
6
一
〇
占
O
。
。
。
。
u
ω
．
9
（
じ
d
①
饒
p
笛
①
鑓
易
σ
q
①
び
興
｝
●
国
。
三
Φ
｛
Φ
匡
）

⑫
≦
・
鵠
．
囚
き
h
B
二
三
8
。
9
け
ご
勺
層
勲
’

⑬
　
》
・
カ
。
ω
①
p
げ
Φ
茜
》
o
や
9
酔
‘
ω
’
ω
誌
．

⑭
U
Φ
三
ω
魯
興
○
Φ
の
〇
三
〇
｝
嵩
の
開
巴
①
巳
Φ
融
。
ω
切
・
旨
茜
4
じ
d
α
・
困
押
冒
詳

　
O
Φ
N
Φ
ヨ
げ
①
融
6
一
P
の
●
ω
回
．

⑮
妻
．
↓
お
離
ρ
8
・
9
叶
‘
ω
・
δ
メ

ニ
　
カ
ッ
プ
一
揆
と
国
民
人
民
党

　
国
民
議
会
選
挙
に
お
け
る
共
和
派
の
勝
利
は
、
労
働
者
階
級
と
と
も
に
、
都

市
及
び
農
村
の
中
産
層
が
革
命
の
う
み
だ
し
た
新
し
い
秩
序
を
認
め
、
共
和
国

と
い
う
民
主
的
な
構
造
体
の
形
成
に
自
ら
も
協
同
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
現
れ

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
憲
法
制
定
に
よ
り
新
国
家
の
骨
組
が
完
成
し

た
と
は
い
え
、
こ
の
聞
に
次
第
に
進
行
せ
る
貨
幣
価
値
低
落
に
基
ず
く
経
済
的

社
会
的
不
安
の
増
大
は
、
共
和
国
の
前
途
に
極
め
て
暗
い
影
を
な
げ
か
け
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
と
な
っ
た
。
経
済
危
．
機
に
よ
り
窮
境
に
陥
り
、
労
働
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ

や
街
頭
闘
争
に
社
会
的
不
安
の
増
大
を
み
た
中
産
春
大
衆
は
、
共
和
国
に
こ
そ

窮
乏
と
混
乱
、
無
秩
序
と
不
和
の
責
任
が
あ
る
と
考
え
、
次
第
に
か
か
る
共
和

国
を
関
知
し
ま
い
と
す
る
風
潮
が
か
も
し
だ
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
人
々
は
憧
れ

に
み
ち
て
帝
制
下
の
古
き
器
物
を
回
想
し
、
帝
制
主
義
へ
の
大
衆
的
旋
回
が
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

行
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
国
昆
人
民
党
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
希
望
の
眼
を
開
い
た
。
彼
等
は
共
和
国

に
た
い
す
る
原
則
的
反
対
の
線
を
堅
持
し
、
現
状
に
不
満
を
抱
く
凡
て
の
人
々

を
糾
合
し
よ
う
と
し
た
。
彼
等
は
「
帝
制
下
の
よ
き
隠
代
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
掲
げ
て
、
帝
制
を
ば
共
和
国
内
の
全
般
的
発
農
に
不
満
を
も
つ
大
衆
の
精

神
の
故
郷
と
し
、
情
緒
的
な
溝
足
の
対
象
に
し
ょ
う
と
し
て
、
霊
活
な
煽
動
を

　
　
　
　
　
　
　
②

開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
右
派
勢
力
か
ら
の
共
和
国
に
た
い
す
る
危
険
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
人

民
党
の
濡
動
に
の
み
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
時
、
共
和
国
に
半
心
か
ら
の
協
力

を
行
う
に
す
ぎ
ぬ
帝
制
派
軍
部
や
か
の
反
共
義
勇
軍
写
9
囚
。
弓
ω
は
、
共
和

国
に
と
り
不
気
味
な
存
在
と
し
て
常
に
そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
更
に

各
地
に
は
、
こ
の
若
き
共
和
国
に
た
い
し
恐
る
べ
き
死
の
一
撃
を
く
わ
え
よ
う

と
す
る
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
半
割
窮
鼠
団
体
、
反
共
和
主
義
的
政
治
結
社
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

思
想
団
体
が
待
期
の
姿
勢
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
共
和
国

は
兵
土
評
議
会
の
解
体
の
後
に
は
、
頼
る
べ
き
軍
事
力
を
も
た
ず
、
も
し
こ
れ

ら
の
反
共
和
主
義
勢
力
が
帝
制
派
政
党
と
と
も
に
、
共
和
国
打
倒
の
実
力
行
動

に
う
つ
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
共
和
国
の
終
焉
へ
と
発
展
す
る
可
能

性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ヅ
九
二
〇
年
三
月
二
二
日
ベ
ル
．
リ
ソ
を
は
じ
め
各
地
域
を
ま
き
こ
ん
で
挙
行

45　（22！）



さ
れ
た
カ
ッ
プ
一
揆
は
、
革
命
以
来
最
初
の
共
和
国
覆
減
の
実
力
行
動
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
れ
の
確
実
な
勝
利
は
疑
い
も
な
く
帝
調
の
復
興
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
こ
の
一
揆
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
や
鷹
接
の
動
機
は
省
略
し
て
、
こ
こ
で

は
専
ら
カ
ッ
プ
一
揆
と
国
民
人
民
党
と
の
関
係
を
ば
記
述
の
中
心
に
お
き
た
い
。

な
お
こ
の
一
揆
は
国
民
人
民
党
員
カ
ッ
プ
及
び
ベ
ル
リ
ン
軍
指
令
官
リ
ュ
ト
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ラ
イ
コ
コ
　
　
ル

イ
ツ
を
指
導
的
人
物
と
し
、
エ
ア
ハ
ル
ト
反
共
義
勇
軍
が
軍
事
的
実
力
行
動
の

聖
心
を
な
し
た
こ
と
だ
け
を
こ
こ
で
付
言
し
て
お
こ
う
。

　
カ
ッ
プ
一
揆
に
先
立
っ
て
、
野
饗
人
民
党
は
大
衆
感
情
が
次
第
に
帝
制
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ヒ
ス
ク
　
ク

方
に
傾
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
察
知
し
て
、
国
民
議
会
の
解
散
、
国
会
及
び
大
統

領
の
即
時
選
挙
を
要
求
し
、
霞
網
に
有
利
な
状
勢
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
い

た
。
一
揆
と
党
と
の
相
互
協
力
は
、
ま
つ
こ
の
要
求
を
中
心
と
し
て
と
り
結
ば

れ
る
。
即
ち
一
揆
指
導
者
達
は
行
動
に
う
つ
る
に
先
立
っ
て
、
同
党
の
こ
の
要

求
を
と
り
あ
げ
、
三
月
二
二
日
午
前
七
時
迄
に
こ
の
要
求
が
受
入
れ
ら
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ら
ば
、
ベ
ル
リ
ン
に
進
軍
す
る
旨
の
最
後
通
牒
を
政
府
に
お
く
っ
た
が
、
一

三
日
ベ
ル
リ
ン
占
領
後
に
成
立
し
た
カ
ッ
プ
政
府
の
ド
イ
ツ
国
民
あ
て
布
告
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

中
で
も
、
冒
頭
に
こ
の
党
の
要
求
を
政
府
が
無
視
し
た
こ
と
を
攻
撃
し
、
自
己

の
行
動
を
正
当
化
し
よ
う
と
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時
の
バ
ウ
ア
1
政
府
が
ベ

ル
リ
ン
を
避
退
し
、
一
揆
不
参
加
の
国
防
軍
も
国
防
相
ノ
ス
ケ
の
討
伐
要
求
を

拒
否
し
て
中
立
の
態
度
を
保
持
し
て
い
た
と
き
、
一
揆
の
勝
利
は
確
実
な
も
の

に
思
わ
れ
た
。
国
下
人
畏
党
は
国
会
選
挙
施
行
を
条
件
と
し
て
カ
ッ
プ
政
府
支

持
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
国
民
党
も
同
じ
く
新
政
府
支
持
の
態
度
を
う
ち
だ
し
た

　
　
　
⑦

の
で
あ
る
。

　
国
民
人
民
党
は
党
全
体
と
し
て
、
こ
の
一
揆
の
準
備
や
遂
行
に
直
接
関
係
は

し
な
か
っ
た
が
、
個
々
の
党
員
や
党
組
織
が
こ
れ
に
協
力
を
お
こ
な
っ
た
こ
と

は
疑
い
え
ぬ
事
実
で
あ
っ
た
。
カ
ッ
プ
政
府
に
党
幹
部
で
あ
る
ト
ラ
ウ
プ
が
丈

相
と
し
て
入
閣
し
た
ほ
か
、
ブ
レ
デ
レ
ッ
ク
が
新
聞
五
宮
に
、
ま
た
党
と
常
に

親
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
元
ベ
ル
リ
ン
警
視
総
監
丁
・
v
・
ヤ
ー
ゴ
ウ
が
内

相
と
し
て
協
力
を
行
っ
た
。
ま
た
党
右
派
に
属
す
る
指
導
的
人
物
が
積
極
的
に

一
揆
の
準
備
に
加
わ
り
、
な
か
で
も
そ
の
有
力
者
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
伯
は
、
　
一

揆
の
準
備
委
員
会
に
参
加
し
、
リ
ュ
ト
ヴ
ィ
ツ
将
軍
と
も
こ
の
件
で
数
回
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
る
会
談
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
党
右
派
の
多
数
が
直
接
、
間
接

に
こ
の
企
て
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
こ
の
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

自
身
が
後
に
公
表
し
た
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
党
の
一
揆
へ
の

積
極
的
な
参
加
は
、
と
く
に
シ
ニ
レ
ジ
ェ
ン
地
方
に
お
い
て
み
ら
れ
た
。
当
地

方
に
お
い
て
は
同
じ
く
三
月
一
三
日
に
国
民
人
民
党
の
v
・
ケ
ッ
セ
ル
ー
オ
ー

ベ
ル
グ
ラ
ウ
エ
を
総
裁
と
す
る
行
政
府
が
成
立
す
る
が
、
党
の
有
力
な
指
導
者

V
・
フ
ラ
イ
タ
…
ク
。
ロ
ー
リ
ン
グ
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
こ
の
企
て
の
遂
行
に
尽
力

し
た
ほ
か
、
中
部
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
の
党
組
織
は
一
揆
の
支
持
を
直
ち
に
表
明
し

　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ッ
プ
政
府
は
、
労
働
者
階
級
の
ゼ
ネ
ス
ト
を
始
め
と
す
る
共
和
派
の
反
撃

46　（222）
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に
よ
り
、
脆
く
も
敗
退
を
絵
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
こ
の
一
揆
の
失
敗
後
、
党
は

今
度
は
一
揆
を
弁
護
す
る
こ
と
を
計
っ
た
。
即
ち
三
月
二
四
日
に
党
は
声
明
を

発
し
て
、
一
揆
の
貴
書
は
憲
法
に
反
し
て
故
意
に
選
挙
を
ひ
き
の
ば
し
た
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
あ
る
旨
を
宣
言
し
、
一
揆
の
立
場
を
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
党
の
振
舞
は
共
和
派
を
痛
く
刺
戟
す
る
に
至
り
、
、
社
会
民

主
党
や
中
央
党
は
国
民
議
会
や
機
関
紙
の
中
で
党
へ
の
政
撃
を
行
っ
た
が
、
な

か
で
も
社
会
民
主
党
の
O
・
ウ
ェ
ル
ス
の
「
こ
の
よ
う
な
女
々
し
い
国
民
人
民

党
よ
り
も
、
共
産
主
義
渚
の
方
が
私
に
は
ず
っ
と
ま
し
だ
。
…
…
敵
は
右
翼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
る
」
と
い
う
発
言
は
大
き
な
反
響
を
よ
び
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
共
和
派
か

ら
発
せ
ら
れ
た
「
国
民
人
民
党
一
揆
」
と
い
う
非
難
に
は
、
遂
に
党
も
譲
歩
す

る
に
至
り
、
党
首
ヘ
ル
ク
ト
は
四
月
一
〇
臼
に
憲
法
の
暴
力
的
変
草
を
非
難
す

る
旨
の
言
明
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
如
く
、

一
揆
と
党
が
相
互
に
支
援
を
期
待
し
あ
い
、
ま
た
党
の
側
か
ら
一
揆
の
準
備
や

遂
行
に
協
力
し
、
そ
し
て
失
敗
の
後
も
こ
の
一
揆
を
弁
護
す
る
挙
に
で
た
こ
と

な
ど
は
、
党
の
反
共
和
国
的
な
底
意
の
現
れ
で
あ
り
、
共
和
国
に
た
い
す
る
原

則
的
否
定
者
と
し
て
の
党
の
性
格
を
明
確
に
打
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
と
に
興
国
民
人
畏
党
は
実
力
行
動
を
と
し
て
も
、
こ
の
共
和
国
を
打
倒

す
る
こ
と
を
決
し
て
い
と
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ヒ
ス
ク
　
ク

　
ひ
き
つ
づ
い
て
二
か
年
六
月
に
は
共
和
国
最
初
の
国
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
の
選
挙
は
一
九
一
五
年
一
月
に
比
し
て
帝
制
派
が
進
出
し
て
い
る
点
で
興
味

深
い
。
即
ち
共
和
派
の
減
退
に
比
し
て
、
帝
制
派
政
党
は
い
ず
れ
も
投
票
数
を

増
加
し
、
王
党
派
た
る
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ノ
ー
フ
ェ
ル
党
と
合
わ
せ
て
、
総
議
席

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
の
一
三
％
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
帝
制
派
は
な
お
全
体
と
し
て
は
共
和
派

の
票
数
を
上
廻
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
比
率
の
上
昇
は
か

か
る
問
に
進
行
し
た
大
衆
感
情
の
帝
制
派
へ
の
旋
回
を
明
ら
か
に
物
語
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
し
か
七
な
が
ら
選
挙
に
お
け
る
帝
制
派
の
進
出
に
も
拘
ら
ず
、
カ
ッ
プ
一
揆

に
示
さ
れ
た
実
力
行
動
に
よ
る
共
和
国
打
倒
の
失
敗
と
い
う
経
験
は
、
帝
制
派

政
党
の
コ
ー
ス
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
つ
ド
イ
ツ
国
民
党
の
中

に
共
和
国
に
た
い
す
る
態
度
の
転
換
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二

〇
年
六
月
二
〇
日
に
成
立
し
た
中
央
町
の
フ
ェ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
内
閣
へ
の
四
人

　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
国
罠
党
員
の
入
閣
と
い
う
事
実
の
中
に
示
さ
れ
る
。
同
党
は
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ

マ
ソ
の
強
い
影
響
下
に
、
帝
制
主
義
は
放
棄
せ
ぬ
が
、
共
和
国
の
維
持
は
現
在

の
条
件
の
も
と
で
は
、
帝
制
復
活
と
い
う
危
険
な
企
て
よ
り
も
ド
イ
ソ
再
建
に

役
立
つ
と
の
見
地
を
と
る
。
そ
し
て
政
体
の
い
か
ん
に
係
ら
ず
入
閣
を
通
じ
て

社
会
的
経
済
的
問
題
に
直
接
の
影
響
力
を
ふ
る
い
、
国
内
の
繁
栄
と
国
外
の
威

信
の
恢
復
に
努
め
る
と
い
う
、
と
く
に
二
四
年
以
降
強
力
に
展
開
さ
れ
た
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
国
疑
的
現
実
政
策
」
窯
蝉
銘
8
巴
①
閃
8
甘
。
密
涛

の
コ
ー
ス
を
と
り
始
め
た
の
で
あ
る
つ
な
お
フ
ェ
ー
レ
ソ
バ
ッ
ハ
内
閣
へ
の
国

民
党
の
入
閣
と
い
う
事
実
は
、
共
和
派
内
の
勢
力
関
係
の
比
重
の
交
替
を
あ
ら
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わ
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
期
ち
共
和
派
の
指
導
権
は
次
第
に
桂
会
民
主
党

か
ら
離
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
中
道
派
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
共
和
国
が
、
当
初
の
被
会
民
主
党
に
よ

る
広
汎
な
社
会
化
の
漸
進
的
な
体
制
内
へ
の
滲
透
と
い
う
意
図
と
は
逆
に
、
次

第
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
共
和
国
と
し
て
の
性
格
を
固
定
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物

　
　
　
　
　
　
　
⑩

語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
の
行
論
と
關
係
す
る
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
カ
ッ
プ
一
揆
の
失
敗
は
、
国
熟
人
罠
党
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
国
民
党
に
み
ら
れ
た
如
き
入
隔
を
通
じ
て
の
共
和
国

へ
の
協
調
と
い
う
立
場
の
転
換
で
は
な
く
、
む
し
ろ
党
内
の
内
紛
の
激
化
と
党

分
裂
の
危
機
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
・
即
ち
カ
ッ
プ
一
揆
失
敗
の
経
験
か
ら

何
事
を
も
学
ぶ
ま
い
と
す
る
党
急
進
派
と
党
幹
部
を
中
心
と
す
る
温
和
派
と
の

対
立
の
激
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
は
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
の
立
場
に
た
ち
、
共
和
国
に
た
い
す
る
激
烈
な
闘
争
を
党
が
遂
行
す
る
よ
5

要
求
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
党
の
つ
ぎ
に
と
る
べ
き
コ
ー
ス
に
つ
い
て
の
対

立
の
激
化
は
、
党
を
分
裂
状
態
に
お
と
し
い
れ
、
党
勢
を
弱
め
る
に
至
る
が
、

結
局
両
派
の
争
い
は
一
九
二
二
年
一
〇
月
の
ゲ
ル
リ
ッ
ッ
党
大
会
に
お
い
て
一

応
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
ま
で
続
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
会
の
結
果
は
、
昆
族
派
の
敗
北
と
彼
等
の
党
か
ら
の
離
脱
と
い
う
形

　
　
　
　
　
⑰

で
終
焉
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
大
会
は
党
の
共
和
国
に
た
い
す
る
立
場
の
転
換

の
機
会
と
は
ま
だ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
で
は
、
党
が
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ

ン
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
実
際
行
動
を
通
じ
て
共
和
国
を
容
認
す
る
こ
と
は
、

問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
党
は
二
三
年
秋
の
ド
イ
ツ
内
外
の
危
機
の

際
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
共
和
国
と
政
府
に
た
い
す
る
一
貫
し
た
反
対
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
い
、
ま
た
し
て
も
独
裁
樹
立
や
帝
制
復
興
に
尽
力
し
た
よ
う
に
依
然
と
七
て

共
和
国
へ
の
体
制
外
存
在
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

①
》
。
団
。
ω
Φ
旨
①
茜
℃
o
や
9
げ
ご
ω
．
ω
9
●

②
　
毒
●
即
囚
憲
章
盆
踊
昌
詳
。
や
房
々
・
噛
O
●
8
●

③
こ
の
よ
う
な
詩
体
の
性
格
や
活
動
に
つ
い
て
は
閑
碧
｛
日
9
。
β
詳
8
．
良
計

　
や
や
刈
α
1
目
9
に
く
わ
し
い
。

④
司
．
串
函
p
亀
鑓
9
。
目
”
o
マ
9
3
b
，
。
。
。
。
一
Φ
ρ
村
瀬
興
雄
『
ド
ィ
ッ
現

　
代
史
』
工
七
二
頁
（
東
京
。
…
九
五
四
年
）

⑤
筐
q
こ
燭
．
。
。
①
●

⑥
∪
。
ざ
鷹
峯
δ
山
賃
U
o
巳
。
。
。
冨
け
℃
o
鐸
跨
ρ
O
Φ
ω
。
ぼ
。
茸
ρ
b
d
9
ω
・

　
巳
一
り
一
お
ω
ω
鳩
ω
．
羅
Q
Q
・

⑦
芝
●
頃
・
駁
雲
団
B
碧
p
8
・
9
叶
・
堕
づ
◎
。
。
メ

⑧
芝
●
犀
Φ
げ
P
8
．
9
f
ω
・
㎝
㎝
・

⑨
ま
藁
鴇
の
●
㎝
①
・

⑩
葭
伽
ご
ω
ω
’
α
⑦
1
㎝
メ

⑪
　
旨
峯
．
り
ω
．
㎝
o
Q
・

⑫
皆
律
鴇
ω
・
紹
・

⑬
名
●
霞
’
図
碧
h
日
き
p
8
●
o
一
8
や
認
・

⑭
　
フ
ェ
ー
、
レ
ン
バ
ッ
ハ
内
閣
の
構
成
は
、
中
央
党
閣
僚
襲
名
、
罠
主
党
顯
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僚
二
名
、
国
民
党
閣
僚
四
名
、
無
所
属
二
名
で
あ
る
。
社
会
面
主
党
は
始

　
め
て
政
権
か
ら
退
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑮
妻
’
瓢
・
囲
9
鼠
筥
碧
p
o
や
。
詳
．
”
署
●
お
窄
お
。
。
鴇
F
や
O
O
。
・

⑯
鋭
菊
。
ω
①
呂
Φ
嶺
9
8
．
9
f
ω
卿
。
。
鵡
・

⑰
罰
．
江
①
げ
ρ
8
’
9
け
こ
ω
ω
．
M
O
霜
『

⑱
　
等
達
G
ω
●
詩
心
・
な
お
○
。
妻
’
男
・
口
P
諏
α
Q
9
ヰ
①
P
は
前
掲
の
　
自
活
δ
ひ

　
幻
①
貯
げ
の
尋
Φ
犀
↓
9
H
昌
α
償
ω
鐸
δ
の
中
で
、
二
三
年
秋
の
ゼ
、
：
ク
ト
将
軍
・
に

　
よ
る
共
和
国
打
倒
、
独
戴
樹
立
の
計
画
を
取
上
げ
、
こ
の
計
画
と
重
工
業

　
家
シ
ュ
テ
ィ
ソ
ネ
ス
を
中
心
と
す
る
グ
ル
…
プ
及
び
一
部
ユ
ン
カ
ー
層
と

　
の
提
携
を
指
摘
す
る
が
、
国
斑
人
民
党
が
こ
の
計
酒
と
ど
の
よ
う
な
関
係

　
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
。
し
か
し
こ
の
計
画
の
成
功
は
疑

　
い
も
な
く
帝
制
の
復
興
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
彼
の
言
及
ほ
こ

　
の
際
充
分
に
注
目
し
て
よ
い
。
（
筐
噺
‘
ω
．
酷
．
）
な
お
本
書
、
と
く
に
そ

　
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
野
田
宣
雄
氏
が
『
西
洋
　
史
学
』
一
ニ
ニ
輯
（
六
九
一

　
七
二
買
）
で
紹
介
並
び
に
批
評
を
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

三
　
ド
ー
ズ
案
導
入
と
入
閣
問
題

　
一
九
二
三
年
一
一
月
ヒ
ッ
ト
ラ
レ
の
い
わ
ゆ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
一
揆
分
失
敗
の

後
、
無
秩
序
と
不
安
に
み
た
さ
れ
て
い
た
時
代
は
お
わ
り
、
共
和
国
の
歴
史
に

新
し
い
頁
が
ひ
ら
か
れ
始
め
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
に
は
、
二
五
年
一
月
に
国

畏
人
民
党
が
政
府
に
入
閣
し
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
如
く
、
帝
制
派
政
党
に

よ
る
共
和
園
へ
の
無
条
件
反
対
の
態
度
の
放
棄
と
、
共
和
国
へ
の
協
調
方
針
へ

の
立
場
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
二
四
年
当
初
に
お
い
て
は
、
党
は
な
お
共
和
国
に
た
い
し
協
調
的
態

度
を
と
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
。
同
党
の
カ
ー
ニ
ヅ
ツ
伯
が
二
三
年
一
二
月

に
成
立
し
た
中
央
党
の
マ
ル
ク
ス
内
閣
に
入
閣
し
た
と
き
、
党
を
去
る
よ
う
強

　
　
　
　
　
　
①

制
さ
れ
た
こ
と
は
、
党
の
非
協
調
方
針
を
例
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が

な
ぜ
一
年
以
内
の
う
ち
に
、
党
の
共
和
国
に
た
い
す
る
立
場
の
転
換
が
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
こ
で
は
そ
の
過
程
を
問
題
と
し
て
み
る
こ
と

と
し
よ
う
。

　
こ
の
党
の
立
場
の
転
換
の
切
掛
と
な
っ
た
も
の
は
、
実
は
ほ
か
な
ら
ぬ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ド
ー
ズ
案
導
入
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
党
の
共
和
国
に
た
い
す
る

態
度
の
変
化
の
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
ド
ー
ズ
案
の
内
容
に
つ
い

て
の
簡
単
な
知
識
を
し
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
た
い
す
る
党
の
対
応
の
変
遷
を

辿
っ
て
み
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
ド
イ
ツ
は
二
三
年
秋
ル
ー
ル
抵
抗
の
失
敗
の
後
に
、
再
び
戦
勝
国
に
た

い
し
協
調
外
交
を
展
開
す
る
に
至
る
が
、
こ
の
過
程
の
中
で
ド
イ
ツ
賠
償
支
払

を
あ
ら
た
め
て
規
整
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
二
四
年
一
月
中
旬
以

来
パ
リ
ー
に
こ
の
問
題
を
協
議
す
べ
く
専
門
家
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の

会
議
は
四
月
九
日
に
い
わ
ゆ
る
ド
ー
ズ
案
と
よ
ば
れ
た
決
議
を
採
択
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
案
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
は
賠
償
支
払
の
年
次
金
を
一
定
額
に
確
定

さ
れ
る
と
と
も
に
、
支
払
財
源
を
も
規
定
さ
れ
、
な
か
で
も
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
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を
政
府
企
業
か
ら
独
立
の
企
業
に
転
化
し
、
こ
れ
が
発
行
す
る
鉄
道
債
券
に
よ

る
賠
償
支
払
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
な
お
プ
ラ
ン
の
実
行
を
助
け
る
た

め
に
、
八
億
金
マ
ル
ク
の
信
用
が
ド
イ
ツ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て

　
　
　
　
　
③

い
た
の
で
あ
る
。

　
折
し
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
二
四
年
五
月
に
圏
・
会
選
挙
が
挙
行
さ
れ
る
に
至

り
、
諸
政
党
の
選
挙
闘
争
は
ド
ー
ズ
案
受
入
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
た
た
か
わ
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
四
月
一
日
党
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
臨
時
党
大
会
を
開
い
て
、

な
お
審
議
卵
麺
あ
っ
た
ド
ー
ズ
案
に
た
い
し
反
対
の
立
場
を
定
め
、
そ
の
席
上

党
首
ヘ
ル
ク
ト
は
、
わ
け
て
も
ド
ー
ズ
土
中
の
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
の
質
入
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
選
挙
戦
に
あ
た
っ
て
党
は
、
ド
ー
ズ
案
を
新
し
い

．
「
奴
隷
化
過
程
」
、
「
第
二
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
」
と
し
て
激
し
い
非
難
を
こ
れ
に

集
中
し
た
。
こ
の
よ
う
に
当
初
ド
r
ズ
案
拒
否
の
立
場
で
は
党
は
よ
く
一
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

表一開第

官吏（教育嚢をふくむ）…126

中小商・工業者……………69

自由職業者………一……・・61

土岐塾所有者・・・…　一・・・・・・・・・・…　55

被用人・労働者…・・………・44

工業及び大実業……………28

元　将　校…………・……・・26

イ曽　　 ｛呂・・・・・・・・・・…一・。・…　9

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
二
四
年
五
月
四
日
に
挙
行
さ

れ
た
国
会
選
挙
に
お
い
て
党
は

大
勝
利
を
収
め
、
一
〇
六
人
の

議
員
を
擁
し
て
第
一
党
へ
と
進

出
し
た
。
選
挙
に
あ
た
っ
て
党
、

は
、
ド
ー
ズ
案
反
対
の
広
い
基

盤
を
確
得
し
よ
う
と
し
て
、
選

挙
リ
ス
ト
に
は
種
々
の
職
業
の
代
表
を
指
名
し
て
い
た
。
そ
れ
は
第
二
表
の
通

　
　
　
④

り
で
あ
る
。

　
だ
が
実
際
の
当
選
結
果
は
、
党
内
の
真
の
勢
力
関
係
の
比
重
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
の
行
論
と
重
要
な
関
連
を
も
つ
故
に
、
こ
こ
で
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
党
は
成
程
選
挙
リ
ス
ト
に
は
種
々
の
職

業
グ
ル
ー
プ
を
指
名
し
て
い
た
が
、
リ
ス
ト
の
上
位
に
は
大
土
地
所
有
者
、
高

級
官
吏
、
重
工
業
の
代
表
者
が
記
載
さ
れ
、
当
選
が
た
や
す
く
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

当
選
後
の
議
員
の
社
会
的
構
成
は
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
な
お
こ
の
表
で

は
高
級
宮
吏
と
大
土
地
所
有
者
が
若
干
重
な
り
あ
っ
て
で
て
き
て
い
る
。
）

　
こ
の
選
挙
結
果
は
、
重
工
業
の
利
益
代
表
者
が
大
土
地
所
有
者
な
ど
と
く
ら

表三三

農業（主として大土地所有者）……34

官吏（主として高級官吏）………2！

長長人及び労働者・・…・……………13

工業及び大実業…………・……・…・8

自由職業者…………・……・…・……8

教育者（主として大学教授など）…8

手工業者…………………………8

元　将　校……………・・………・…6

イ曽　　 ｛呂…一・■■■■・一・・一・■一・…一一・・。・5

べ
て
少
数
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
、
党
内
の
重
工
業
翼
の

比
重
の
軽
さ
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
受
取
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
事
実
は
む
し
ろ

逆
で
あ
っ
て
、
党
内
の
重
工

業
翼
は
こ
の
年
の
春
に
ド
イ

ツ
国
民
党
内
の
反
シ
ュ
ト
レ

ー
ゼ
マ
ソ
派
の
結
成
し
た

「
国
民
自
由
主
義
連
合
」
が
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党
に
加
入
し
た
結
果
、
以
前
よ
り
も
そ
の
影
響
力
を
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
ひ

選
挙
戦
に
お
い
て
は
党
と
ル
ー
ル
工
業
と
の
提
携
が
計
ら
れ
、
党
は
ル
ー
ル
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

業
の
指
名
者
を
選
挙
リ
ス
ト
の
上
位
に
記
載
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
選
挙
の
後
、
六
月
三
岡
に
中
央
党
の
マ
ル
ク
ス
を
主
班
と
す
る
内
閣
が

再
び
政
権
を
担
当
す
る
が
、
国
民
人
民
党
は
第
一
党
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
閣

外
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
党
は
七
月
一
穴
鴇
以
来
ロ
ン
ド
ン
で
膿
催

さ
れ
た
ド
ー
ズ
案
を
め
ぐ
る
各
国
政
府
間
の
会
議
に
ま
た
し
て
も
強
い
拘
束
を

か
け
、
会
議
の
進
行
状
況
に
「
新
し
い
強
制
命
令
」
、
　
「
第
二
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
」
と
い
う
激
し
い
非
難
を
あ
び
せ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ン
ド
ン
会

議
は
八
月
ニ
ハ
日
に
終
了
す
る
が
、
同
月
二
一
日
ド
イ
ツ
国
民
人
民
党
国
会
フ

ラ
ク
は
声
明
を
発
し
て
、
ド
ー
ズ
案
拒
否
の
立
場
を
今
ム
度
強
く
打
出
し
た
の

　
　
⑨

で
あ
る
。

　
ひ
き
つ
づ
い
て
八
月
一
一
三
臼
の
議
会
に
お
い
て
は
、
宰
桐
マ
ル
ク
ス
及
び
外

相
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
協
定
に
つ
い
て
の
政
府
の
説
明
が
行

　
⑯

わ
れ
、
ド
ー
ズ
案
受
入
は
い
よ
い
よ
問
題
の
核
心
に
入
っ
た
が
、
下
ー
ズ
適
中

の
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
を
政
府
企
業
か
ら
は
っ
す
案
件
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
修

正
を
必
要
と
し
、
こ
の
た
め
に
は
票
決
に
際
し
て
王
分
の
二
以
上
の
多
数
票
が

確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
当
時
の
議
会
状
勢
で
は
ド
ー
ズ
案
に
た

い
す
る
国
民
人
民
党
の
賛
成
は
、
法
案
逮
過
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
ド
；
ズ
案
受
入
は
い
ま
や
い
つ
に
か
か
っ
て
同
党
の
向
背
に
か
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
八
月
二
五
日
の
畿
会
で
行
わ
れ
た
ド
ー
ズ
案
の
討
議
に
お
い
て
は
、
四
旦
顕
に

国
民
人
民
党
党
首
ヘ
ル
ク
ト
が
た
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
模
様
を
攻
撃
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

同
党
は
ド
ー
ズ
案
拒
否
以
外
に
道
は
な
い
旨
を
言
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ド
ー

ズ
案
は
同
党
の
拒
否
的
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
通
過
の
見
込
み
が
危
う
く
さ
れ
て

い
た
と
き
、
こ
こ
に
思
い
が
け
な
く
も
党
内
の
一
蔀
に
法
案
通
過
賛
成
へ
の
態

度
の
転
換
を
迫
る
事
態
が
実
は
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
を
促
し

た
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
工
業
金
国
連
盟

図
Φ
ざ
げ
ω
〈
Φ
吾
き
α
鳥
。
邑
α
①
露
ω
o
げ
Φ
嵩
冒
α
¢
馨
臣
Φ
、
全
国
農
業
同
盟
陶
①
零
び
ω
－

鼠
巳
9
p
Ω
及
び
ド
イ
ツ
岡
民
行
動
救
助
連
盟
U
o
癖
ω
。
曹
象
δ
昌
鉱
①
麟
弩
α
－

冨
品
詔
Φ
ぼ
に
。
穿
く
Φ
讐
”
⇔
α
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
圧
力
隣
体
の
党
に
た
い
す

る
プ
レ
ッ
シ
ァ
ー
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
こ
の
三
団
体
の
ド
…
ズ
案
に
た
い
す
る
動
向
に
言
及
す
れ
ば
、
ま
つ

ド
イ
ツ
重
工
業
の
利
益
圧
力
集
団
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
工
業
入
園
連
盟
の
立
場
は
、

ド
ー
ズ
案
受
入
に
よ
っ
て
外
国
軍
占
領
下
に
あ
る
ド
イ
ツ
工
業
を
救
出
し
、
か

つ
受
入
後
に
期
待
さ
れ
る
外
陣
ク
レ
ヂ
ッ
ト
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
を

計
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
八
月
二
三
日
同
連
盟
は
ド
ー
ズ
案

賛
成
の
表
明
を
行
い
、
し
か
も
国
民
入
宋
党
が
こ
れ
を
受
入
れ
る
よ
う
働
き
か

　
　
　
　
　
⑲

け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
土
地
．
所
有
者
の
圧
力
団
体
で
あ
り
、
一
〇
六
人
の
同

党
圏
会
フ
ラ
ク
の
う
ち
五
二
名
を
団
体
成
員
と
し
て
い
た
全
国
農
業
同
盟
も
、
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外
資
導
入
の
期
待
か
ら
当
初
の
ド
ー
ズ
案
反
対
を
放
棄
し
、
投
票
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
個
々
の
議
員
の
自
由
に
任
せ
る
べ
き
決
議
を
行
い
、
更
に
被
用
人
及
び
労
働

看
の
利
益
圧
力
集
団
で
あ
り
、
同
党
国
会
フ
ラ
ク
内
に
数
人
の
代
表
を
数
え
て

い
た
ド
イ
ツ
士
民
行
動
救
助
連
盟
も
、
ド
ー
ズ
案
は
大
衆
失
業
の
脅
威
を
な
く

し
、
経
済
安
定
を
計
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
受
入
を
党
に
迫

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
団
体
は
い
ず
れ
も
党
の
財
政
支
持
団
体
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
経
済
圧
ヵ
団
体
か
ら
の
ド
ー
ズ
案
受
入
要
求
は
党
内
に
大
き
い
動
揺

と
混
乱
を
ま
き
お
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
党
内
に
は
こ
の
経
済
団
体
の
要
求
に
従
っ
て
、
ド
ー
ズ
案
を
受
入

れ
よ
う
と
す
る
賛
成
派
と
あ
く
迄
も
拒
否
の
線
を
貫
ぬ
こ
う
と
す
る
反
対
派
が

対
立
す
る
に
至
り
、
そ
の
落
間
に
党
及
び
フ
ラ
ク
指
導
考
が
た
っ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

彼
等
は
む
し
ろ
前
者
の
立
場
に
接
近
し
て
い
た
。
当
時
の
党
の
不
統
一
ぶ
り
を

ポ
ン
メ
ル
ソ
地
方
の
党
指
導
者
パ
ッ
サ
ル
ゲ
は
八
月
二
六
日
の
日
記
に
以
下
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
i
「
フ
ラ
ク
内
で
は
見
解
は
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
あ

っ
た
。
ラ
イ
ン
工
業
、
南
ド
イ
ツ
、
と
き
に
は
全
国
農
業
同
盟
が
全
力
を
つ
く

し
て
受
入
を
迫
っ
た
。
東
部
、
わ
け
て
も
ポ
ソ
メ
ル
ソ
は
頑
強
に
無
条
件
反
対

　
　
　
　
　
　
⑰

を
ば
要
求
し
た
。
」

　
ひ
き
つ
づ
い
て
二
七
日
に
、
諸
経
済
団
体
所
属
の
議
員
及
び
被
占
領
地
出
身

の
議
員
ほ
ぼ
三
〇
名
が
ド
ー
ズ
案
受
入
賛
成
の
態
度
を
表
明
し
、
ま
た
反
対
派

議
員
三
三
名
が
国
民
社
会
主
義
自
由
党
と
の
協
働
の
う
ち
に
拒
否
を
貫
ぬ
く
た

め
の
対
抗
結
集
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
党
内
の
意
晃
は
完
全
に
分
裂
し
、
統
一

を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
二
八
日
の
『
ベ
ル
リ
ン
日
報
』
は
こ
の
間
の
党
の
状
況

を
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
一
「
舞
台
裏
を
み
る
も
の
は
、
〃
統
一
”

な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
…
…
二
歩
進
め
ば

一
歩
退
き
、
　
二
回
は
つ
き
り
と
声
高
ら
か
に
〃
否
”
と
い
う
と
、
三
回
た
め

ら
い
な
が
ら
、
か
す
か
に
“
然
り
”
と
い
っ
て
い
る
。
…
…
彼
等
の
一
部
は
論

議
の
的
と
な
っ
た
鉄
道
法
案
の
受
入
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
他
の

一
部
は
こ
の
動
揺
し
て
い
る
人
々
に
手
綱
を
は
め
よ
う
と
圧
力
を
か
け
て
い

　
⑲

る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
分
裂
し
た
態
度
の
ま
ま
、
同
党
は
遂
に
八
月
二
九
日
の
最
終
投

票
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ド
ー
ズ
案
中
の
個
々
の
案
件
に
つ
い
て
の
投

票
の
う
ち
、
問
題
の
鉄
道
法
案
の
票
決
は
七
番
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
通
過
の
見
込
み
は
最
後
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
。
党
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て

統
一
を
確
保
す
る
こ
と
に
完
金
に
失
敗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
採
決
が
行
わ
れ

た
と
き
、
党
の
投
票
に
完
全
に
分
裂
し
た
。
党
フ
ラ
ク
の
四
八
議
員
は
賛
成
票

を
投
じ
、
か
く
し
て
問
題
の
鉄
道
法
案
は
三
一
四
対
＝
一
七
票
で
可
決
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

必
要
と
さ
れ
た
三
分
の
二
の
多
数
が
確
保
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
党
は
結

果
に
お
い
て
ド
ー
ズ
案
導
入
を
助
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
五
年
一
月
に
お
け
る
党
の
共
和
国
政
府
へ
の
入
閣
は
、
ド
ー
ズ
案
受
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
わ
ば
論
理
酌
帰
結
で
あ
っ
た
。
党
が
分
裂
せ
る
投
票
で
ド
ー
ズ
案
導
入
を
助
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け
た
こ
と
、
及
び
受
入
賛
成
の
動
機
が
社
会
的
経
済
的
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
ド
ー
ズ
案
の
も
た
ら
す
つ
ぎ
の
課
題
、
つ
ま
り
外
資
導
入
に
よ
る
ド
イ
ツ

経
済
の
再
建
に
党
が
直
接
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
も
ち
始
め
る
こ
と
を
邪
げ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
ド
ー
ズ
案
と
外
資
導
入
が
既
成
事
実
と
な
っ
た
後
に

は
、
こ
の
法
案
に
反
対
し
た
議
員
達
の
な
か
に
さ
え
も
、
入
閣
を
通
じ
て
ラ
イ

ヒ
政
策
に
党
が
直
接
的
な
影
響
力
を
ふ
る
う
こ
と
が
有
利
で
あ
る
と
の
見
解
が

高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
触
か
の
ヴ
・
ス
タ
ル
プ
伯
が
友
人
Y
ド
ー
メ
乏

あ
て
た
一
〇
月
一
〇
日
付
き
の
番
簡
の
中
に
は
、
国
会
及
び
プ
μ
イ
セ
ソ
邦
会

の
同
党
議
員
達
が
強
く
入
閣
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
か
き
し
る
さ
れ
て

　
　
　
　
　
＠

い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
党
に
は
次
第
に
国
家
形
態
の
問
題
よ
り
も
、
赴
会

的
経
済
酌
問
題
の
方
が
主
要
な
関
心
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
国
民
人
民

党
は
か
の
ド
イ
ツ
国
斑
党
の
辿
っ
た
道
を
い
ま
や
歩
き
は
じ
め
る
。

　
な
お
こ
の
際
党
の
入
閣
を
強
く
促
し
た
も
の
は
、
再
び
経
済
圧
力
団
体
で
あ

　
⑳

つ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
外
資
導
入
に
よ
る
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
に
強
い
イ

ン
タ
レ
ス
ト
を
よ
せ
、
な
か
で
も
全
国
農
業
同
盟
は
当
時
恐
慌
下
に
あ
っ
た
農

業
を
救
済
す
る
た
め
に
保
護
関
税
を
闘
い
と
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
て
い
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
団
体
は
嗣
昆
人
民
党
を
中
央
党
や
国
民
党
と
結
び
つ
け
、
も

っ
て
内
閣
を
構
成
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
国
民
党
は
、

国
民
人
斑
党
が
同
じ
く
資
本
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
代
弁
し
て
い
る
点
に
糊
口
し
、

両
党
の
協
力
を
通
じ
て
ラ
イ
ヒ
政
策
を
資
本
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
で
も
つ
て
支
配

　
⑳

す
る
た
め
に
、
国
民
人
民
党
が
入
閣
す
る
よ
う
強
く
要
請
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
い
ま
や
国
罠
人
民
党
内
に
も
、
共
和
國
へ

の
無
条
件
反
対
と
か
、
帝
制
復
興
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
党
の
支
持
者
の
イ
ン

タ
レ
ス
ト
を
幻
想
的
に
代
表
す
る
よ
り
も
、
入
閣
を
通
じ
て
ラ
イ
ヒ
政
策
に
積

糎
的
に
影
響
力
を
ふ
る
う
こ
と
に
よ
り
支
持
者
膚
の
社
会
的
経
済
的
イ
ン
タ
レ

ス
ト
を
現
実
的
に
代
表
す
る
必
要
を
認
め
る
意
見
が
支
配
的
と
な
り
、
既
に
二

四
年
一
〇
月
以
来
ブ
ル
ジ
コ
ー
ワ
諸
政
党
と
の
聞
に
入
閣
を
め
ぐ
る
協
議
を
進
め

た
の
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
は
二
〇
年
六
月
の
フ
ェ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
内

閣
に
ド
イ
ツ
国
民
党
が
入
閣
し
た
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
既
に
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
共
和
国
と
し
て
の
性
格
を
固
定
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
国
斑
人
民
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
ド
イ
ツ
国
民
党
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
共
和
國
が
彼
等
の
社
会
的
経
済
的
イ

ン
タ
レ
ス
ト
の
確
保
に
障
害
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
が
貫
徹
を
保
障
し
う
る

限
り
、
こ
の
共
和
国
を
認
め
よ
う
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
一
九
一
八
年
－

二
三
年
間
を
通
観
し
て
、
．
こ
の
間
に
左
右
両
端
の
体
制
外
存
在
か
ら
企
て
ら
れ

売
実
力
行
動
が
い
ず
れ
も
、
結
果
的
に
は
共
和
国
を
打
倒
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
を
こ
こ
に
付
記
し
て
お
こ
う
。

　
さ
て
同
党
の
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
二
四
年
一
二
月
の
国
会
選
挙
で
社
会
罠

主
党
が
大
勝
利
を
収
め
、
　
二
二
一
名
の
議
員
を
重
し
て
第
二
党
と
な
っ
た
と
き
、

切
実
な
も
の
と
な
っ
た
。
社
会
民
主
党
の
入
閣
に
よ
っ
て
労
働
者
の
イ
ン
タ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ス
ト
が
ラ
イ
ヒ
政
策
に
滲
透
す
る
を
防
ぐ
た
め
に
、
い
ま
や
園
民
人
民
党
は
ド
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イ
ツ
岡
落
馬
、
中
央
党
、
民
主
党
と
と
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
閣
を
構

成
し
よ
う
と
し
、
二
五
年
一
月
に
成
立
し
た
ル
タ
ー
内
閣
に
三
人
の
閣
僚
を
お

　
　
　
　
　
　
⑳

く
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
社
会
民
主
党
や
中
央
党
な
ど
の
共
和
派
は
、
帝
制
派
政
党
の
入
閣
に

強
い
危
惧
を
表
明
し
て
い
た
。
国
民
人
目
党
閣
僚
が
議
会
に
現
れ
た
と
き
に
は
、

左
翼
の
側
か
ら
「
帝
制
主
義
を
倒
せ
」
と
い
う
叫
声
が
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

宰
相
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
共
和
派
の
危
倶
の
念
に
た
い
し
、
新
内
閣
は
共
和

国
に
と
っ
て
何
等
危
険
な
も
の
で
な
い
と
の
釈
明
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
月
一
九
日
の
政
府
施
政
方
針
演
説
で
彼
は
政
府
政
策
の
基
礎
は
共
和
主
義
憲

法
で
あ
り
、
こ
れ
の
暴
力
的
変
革
に
は
全
力
を
つ
く
し
て
反
対
す
る
と
の
言
明

　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
二
〇
日
に
は
社
会
民
主
党
に
よ
る
帝
制
派
の
入
閣
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
攻
撃
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
伯
は
国
民
人
蝿
党
を

代
表
し
て
、
帯
制
主
義
は
放
棄
せ
ぬ
が
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
党
活
動
の
基
礎
に

　
　
　
　
　
　
⑳

お
く
旨
を
表
明
し
、
共
和
派
の
攻
撃
に
釈
開
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
人
民
党
は
い
ま
や
精
神
に
お
い
て
は
帝
制
主
義
者
で
あ
り

な
が
ら
、
行
動
に
お
い
て
は
共
和
主
義
煮
の
立
場
に
た
ち
、
共
和
国
政
府
の
濡

動
と
自
ら
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
一
致
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
二
五
年
一
月
に
お
け

る
同
党
の
入
閣
は
、
同
党
が
ワ
イ
吋
、
ー
ル
共
和
国
に
た
い
す
る
体
制
外
存
在
か

ら
体
制
内
存
荘
へ
と
転
化
し
た
こ
と
を
明
白
に
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
お
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
同
党
の
共
和
国
内
に
占
め
た
位
羅
の
い
わ
ば
質
的
転

換
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
か
、

に
つ
い
て
の
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。

こ
れ

①
≦
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類
．
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．
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．
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U
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σ
q
げ
O
ぐ
①
戸
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b
●
9
汁
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ω
●
節
⑩
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な
お
党
の
閣
僚
ポ

　
ス
ト
は
内
相
（
シ
ー
レ
）
、
蔵
相
（
シ
晶
り
r
ペ
ン
）
、
経
済
相
…
（
ノ
イ
ハ

　
ウ
ス
）
で
あ
り
、
こ
の
際
党
閣
僚
が
と
く
に
経
済
欄
係
の
ポ
ス
ト
に
つ
い

　
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑳
　
U
①
蓉
●
O
Φ
ω
o
臣
。
三
島
鉱
書
目
Φ
予
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¢
曽
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江
尾
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卜
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刈
Q
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⑳
彗
q
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あ
．
。
。
b
。
・

⑳
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噺
．
あ
．
・
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毛
．
騨
囚
鍵
略
鑓
き
詳
。
や
6
5
唇
・
吋
。
。
γ
お
。
。
。

結

甑下口

　
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
史
の
研
究
に
お
い
て
、
最
も
興
味
を
ひ
く
点
は
、
そ
れ

が
何
故
一
四
年
と
い
5
短
命
な
経
過
の
う
ち
に
崩
変
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
要
因
論
は
こ
の
共
和

国
史
研
究
の
中
心
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
事
実
戦
後
に
公
刊
さ

れ
た
多
く
の
ワ
イ
マ
…
ル
共
和
国
史
の
研
究
は
、
凡
て
こ
の
観
点
か
ら
記
述
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
要
二
面
の
中
で
、
共
和
国
の
成
立
そ
の
も
の
の
う
ち
に

既
に
崩
壊
の
．
原
因
が
存
在
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
成
立
史
論
を
も
つ
て
崩
壊
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

論
を
お
さ
え
よ
5
と
す
る
見
解
が
、
一
つ
の
有
力
な
立
場
を
な
し
て
い
る
。
本

稿
で
記
述
し
た
帝
制
派
勢
力
の
体
制
外
存
在
か
ら
体
制
内
存
在
へ
の
転
化
と
い

う
事
実
は
、
実
は
こ
の
共
和
国
の
成
立
期
に
崩
壊
原
因
を
求
め
よ
う
と
す
る
立

場
に
た
い
す
る
｝
つ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
歴
史
学
者
や
政
治
学
者
の
崩
壊
要
因
論
は
、

お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
点
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
革
命
が
第
二
帝
制
の
支

柱
を
な
し
た
諸
勢
力
の
根
幹
に
ふ
れ
ず
、
こ
れ
ら
の
勢
ヵ
が
窟
ら
の
体
制
を
そ

の
ま
ま
温
存
し
つ
つ
、
共
和
国
内
に
移
行
し
た
と
い
う
点
に
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
派
の
人
々
は
お
し
な
べ
て
、
共
和
国
の
成
立
過
程
の
中
で
大
土
地
所
有
が

解
体
さ
れ
ず
、
重
工
業
が
社
会
化
さ
れ
ず
、
軍
部
が
畏
主
化
さ
れ
な
か
っ
た
事

実
に
注
目
を
払
い
、
こ
れ
ら
の
心
底
か
ら
反
共
和
主
義
的
で
あ
っ
た
諸
勢
力
が

何
等
の
変
革
を
も
強
制
さ
れ
ず
に
、
共
和
国
内
に
自
ら
の
既
得
0
地
位
を
維
持

し
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
共
和
国
の
崩
壊
の
原
因
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
、
例
え
ば
共
和
国
の
崩
壊
を
コ
月

の
革
命
が
社
会
革
命
に
進
展
し
な
か
っ
た
点
に
求
め
る
A
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

　
　
　
　
　
③

の
著
作
の
中
に
、
ま
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
成
立
と
構
造
を
も
ろ
も
ろ
の
政

治
・
社
会
集
団
が
革
命
期
に
と
り
結
ん
だ
一
連
の
協
定
の
申
に
求
め
よ
う
と
す
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①

る
、
即
ち
多
元
的
国
家
理
論
に
た
つ
F
・
ノ
イ
マ
ン
の
中
に
、
そ
し
て
ワ
イ
マ

ー
ル
民
主
制
の
成
立
の
い
わ
ば
即
興
的
な
性
格
を
指
摘
す
る
T
・
エ
ッ
シ
ェ
ン

ブ
ル
ク
の
中
空
出
す
こ
と
が
で
ぎ
の
で
あ
る
・

　
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
は
、
た
し
か
に
＝
畷
の
妥
当
性
は
も
つ
。
我
々
は
共

和
国
の
末
期
に
こ
れ
ら
の
勢
力
が
共
和
国
の
終
焉
に
演
じ
た
楽
車
を
否
定
で
き

　
　
　
　
　
　
④

な
い
か
ら
で
あ
る
。
じ
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
絵
り
に
も
共
和
国
の
短
命

な
崩
壊
と
い
う
結
果
に
と
ら
わ
れ
て
、
崩
壊
の
原
因
を
因
果
必
然
的
に
成
立
期

に
結
び
つ
け
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
人

々
の
主
張
は
つ
ぎ
の
点
で
自
己
撞
着
に
陥
る
。
何
故
な
ら
も
し
成
立
期
に
逆
に

彼
等
の
い
う
共
和
国
の
永
続
的
安
定
の
諸
条
件
が
す
べ
て
み
た
さ
れ
て
い
た
な

ら
、
そ
れ
は
か
っ
て
存
在
し
た
、
そ
の
ま
ま
の
歴
史
現
象
と
し
て
の
ワ
イ
マ
ー

ル
共
和
国
と
は
全
く
別
箇
な
も
の
に
な
っ
た
に
相
違
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
指
摘
さ
れ
た
如
き
共
和
国
安
定
の
諸
条
件
が
み
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
こ
そ
が
、
実
は
ワ
イ
マ
～
ル
共
和
国
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
た
だ
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
成
立
史
論
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
我
々
は
本
稿
で
の
べ
た
筋
書
に
た
ち
か
え
っ
て
み
よ
う
。
即
ち
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
国
に
た
い
す
る
体
制
外
存
在
と
し
て
の
帝
制
派
勢
力
の
辿
っ
た
径

路
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
難
民
人
民
党
の
動
向
を
中
心
に
考
察
を
限
定
し

た
が
、
し
か
し
ま
つ
こ
こ
で
こ
の
政
党
が
、
大
土
地
所
有
理
、
重
工
業
、
そ
れ

に
官
僚
。
軍
部
な
ど
と
常
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
帝
鮒
派
政
党
が
体
制
外
か
ら
体
制
内
存
在
へ
と
転
化
し
た
事

実
と
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
共

和
国
が
自
ら
の
原
則
的
異
端
者
を
体
制
内
に
包
摂
し
え
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
は
成
立
期
以
来
の
そ
の
ま
ま
の
歴
史
現
象
と
し
て
、
内

に
反
共
和
主
義
勢
力
を
か
か
え
つ
つ
も
、
安
定
へ
と
進
み
え
た
と
い
う
こ
と
を

物
藷
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
国
民
人
罠
党
を
は
じ
め
と
す
る
帝
制
派
勢
力
は
、
三
〇
年
以
降
の

共
和
国
の
終
焉
期
に
は
、
ま
た
し
て
も
共
和
国
反
薄
の
方
向
に
ふ
み
き
り
、
体

制
外
存
在
へ
と
再
転
し
て
い
る
。
だ
が
何
故
こ
の
よ
う
な
再
転
が
お
こ
な
わ
れ

た
か
は
、
成
立
期
に
た
だ
こ
れ
ら
の
勢
力
が
温
存
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
説
明
で
き
な
い
。
帝
制
派
勢
力
が
体
制
内
か
ら
再
び
体
制
外
に
転
成
す
る
過

程
は
、
も
つ
ば
ら
共
和
国
安
定
以
降
の
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
諸
条
件
の

発
展
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
我
々
は
共
和
国
崩
壊
の

端
緒
が
、
ま
ず
体
制
内
存
在
相
互
間
の
対
立
に
基
ず
く
国
政
の
遠
心
的
分
解
か

ら
き
た
り
、
こ
れ
を
収
束
す
る
も
の
と
し
て
再
び
帝
制
派
勢
力
か
ら
共
和
園
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

倒
の
運
動
が
お
こ
さ
れ
た
と
い
う
経
過
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
て
み
れ

ば
共
和
国
の
崩
壊
要
因
並
び
に
起
点
の
探
究
は
、
共
和
国
が
左
右
の
体
制
外
存

在
か
ら
覆
減
へ
の
危
険
と
い
う
重
荷
を
解
放
さ
れ
た
時
期
、
成
立
期
以
来
の
そ

の
ま
ま
の
歴
史
現
象
と
し
て
の
共
和
国
が
到
達
す
る
に
成
功
し
た
安
定
の
時
期
、

こ
の
魅
惑
の
様
相
の
中
か
ら
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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　　A　Study　of　the　monarchistic　Movemeiit　in　the　first　balf

Period　of　the　WeiMar　Republic　；　especially　concerning

the　German　National　People’s　Party

　　　　　　by

Mikio　Nal〈amura

　　’Z”he　German　National　People’s　Party　（Die　deutschnationale　Voll〈spartei）

was　the　most　monarchistic　amohg　the　political　parties　of　the　Weimar

Republic，　Therefore　this　party，　as　“Outs”　in　the　Republic，　was　a　heavy

burden　to　the　stabilization　of　tlie　Republic．　ln　this　connection，　its　partici－

pation　in　the　Luther　cabinet　which　was　formed　in　January，　19．　25，　rn．eans

its　approach　to　the　Weimar　Republic　and　its　transformation　from　“Outs”

into　“Ins”　in　the　RepublicL　Why　did　this　transformation　happen？　And

what　significance　did　it　hold？　ln　this　article，　1　ic　ssume　it　was　because

that　the　party　came　to　find　the　probability　to　realize　its　social　and　eco－

110miC　jnterests　in　the　framework　of　the　Repub工ic．　From　this　point　of　view，

1　would　criticize　the　theory　asserting　that　the　Republic　had　had　undermin－

ing　factors　already　at　its　birth；　i．　e．　this　sort　of　theory　has　had　a　strong

foothold　among　various　theories　as　to　the　causes　of　the　collapse　of　the

Republjc．　ln　other　words　1　would　rather　criticize　the　approach　to　the

collapsing　phases　of　the　Republic　on　the　basis　of　the　very　condition　of　its

forrnation　of　the　Republic．
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