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吉野作造の政党観

は　

じ　

め　

に

　

吉
野
作
造
（
一
八
七
八
〜
一
九
三
三
）
は
、
明
治
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
現
実

的
、
漸
進
的
な
民
主
化
運
動
の
旗
手
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
思
想
史
的
評
価

が
な
さ
れ
て
き�
た�
。
吉
野
は
天
皇
主
権
を
前
提
と
し
た
政
党
政
治
の
確
立
を
唱
道

（
１
）

し
、
普
選
の
導
入
、
軍
部
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
反
民
主
的
機
構
の
改
廃
を
主
張

し
、
民
主
的
な
無
産
政
党
運
動
を
先
導
し
た
。
国
際
的
民
主
主
義
の
立
場
か
ら
の

帝
国
主
義
政
策
の
批
判
も
見
逃
せ
な
い
。

　

こ
の
論
稿
は
、
こ
の
う
ち
政
党
政
治
論
に
関
し
、
吉
野
の
政
党
観
に
焦
点
を
あ

て
て
、
そ
の
い
さ
さ
か
の
再
評
価
を
試
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
民
衆
の
意

嚮
に
よ
る
政
治
（
民
本
主
義
）
を
唱
え
た
吉
野
は
、
民
衆
と
政
党
と
の
関
係
を
ど

う
論
じ
て
い
た
か
。
そ
の
歴
史
的
背
景
と
吉
野
の
国
家
と
政
治
に
対
す
る
基
本
思

想
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
現
代
民
主
主
義
の
政
党
論
か
ら
見
て
の
若
干
の
問
題

点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

一　

政
党
観
の
構
造
と
問
題

　

吉
野
が
政
党
政
治
の
確
立
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
欧
州
留
学
（
一
九
一

〇
〜
一
九
一
三
）
後
で
あ
る
。
留
学
前
は
、
超
然
内
閣
か
ら
責
任
内
閣
へ
の
移
行

が
望
ま
し
い
と
し
な
が
ら
も
、
政
党
内
閣
は
条
件
が
揃
わ
ず
危
険
だ
と
さ
え
論
じ

て
い�
た�
。

（
２
）

　

し
か
し
、
留
学
中
、
国
内
政
治
は
藩
閥
官
僚
政
治
打
破
の
国
民
的
運
動
（
第
一

次
憲
政
擁
護
運
動
）
を
経
て
、
政
党
政
治
へ
の
気
運
と
条
件
を
内
包
す
る
に
到
っ

て
い
た
。
吉
野
は
超
然
主
義
に
代
わ
る
政
治
原
理
と
し
て
、
議
院
（
政
党
）
内
閣

政
治
を
説
く
こ
と
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
代
表
論
文
が
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て

其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（
大
正
五
年
一
月
）
で
あ
る
。
吉
野
は
こ
こ
で
、

立
憲
政
治
の
精
神
的
根
底
を
、
主
権
運
用
に
お
い
て
一
般
民
衆
の
利
福
と
意
嚮
を

重
ん
ず
る
「
民
本
主
義
」
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
政
治
原
理
を
議
院
（
政

党
）
内
閣
政
治
に
求
め
た
の
で
あ�
る�
。
民
本
主
義
は
、
民
衆
の
議
会
監
督
、
議
会

（
３
）
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吉野作造の政党観

の
政
府
監
督
の
道
筋
を
示
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
吉
野
は
民
衆
と
政
党
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
独
特
の
見
解
を
展
開
し

た
。
民
衆
の
政
党
に
対
す
る
「
超
然
的
態
度
」
の
要
請
と
、
政
党
の
民
衆
に
対
す

る
地
盤
政
策
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　
「
凡
そ
市
民
は
、
単
純
な
る
市
民
と
し
て
あ
る
限
り
、
其
本
来
の
義
務
と
し
て
、

有
ら
ゆ
る
政
党
に
対
し
て
絶
対
に
超
然
的
態
度
を
維
持
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。

夫
の
有
象
無
象
が
自
ら
政
友
会
員
た
り
憲
政
会
員
た
る
を
誇
る
が
如
き
は
、
言

語
道
断
の
沙
汰
だ
と
思
ふ
。
況
ん
や
之
に
依
っ
て
無
用
の
争
に
耽
る
が
如
き
を

や
。
斯
は
正
に
道
徳
的
罪
悪
と
し
て
責
む
る
に
値
す
る
も
の
で
あ�
る�
」

（
４
）

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
民
衆
の
政
党
参
加
へ
の
敵
意
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
ま
ず

市
民
を
「
有
象
無
象
」
と
表
現
す
る
衆
愚
観
が
眼
に
つ
く
。
吉
野
は
立
憲
政
治
の

前
提
と
し
て
の
国
民
の
見
識
（
知
徳
）
に
は
悲
観
的
で
あ
り
、
衆
民
教
育
の
必
要

を
訴
え
て
い�
た�
。
だ
か
ら
、
民
本
主
義
は
民
衆
の
意
嚮
に
も
と
づ
く
政
治
だ
と
し

（
５
）

な
が
ら
も
、「
少
数
哲
人
」
の
精
神
的
指
導
が
必
要
で
あ
り
（「
精
神
的
貴
族
主
義

�
」�
）、「
最
良
の
政
治
は
民
衆
政
治
を
基
礎
と
す
る
貴
族
政
治
」
で
あ�
る�
、
と
説
く

（
６
） 

（
７
）

エ
リ
ー
ト
政
治
論
の
一
貫
し
た
鼓
吹
者
で
も
あ
っ
た
。

　

民
衆
の
意
嚮
は
、
エ
リ
ー
ト
た
る
専
門
政
治
家
（
吉
野
は
よ
く
、
こ
れ
を
医
者

に
喩
え�
た�
）
に
対
す
る
受
動
的
判
断
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
８
）

政
治
家
の
政
見
や
人
格
の
善
し
悪
し
の
判
断
で
あ�
る�
。
と
き
に
政
見
の
判
断
さ
え

（
９
）

危
ぶ
ま
れ
、
人
格
の
判
断
で
よ
い
と
も
い
う
（
本
当
は
こ
ち
ら
の
方
が
む
ず
か
し

い
の
に
）。
こ
う
し
て
、
政
治
に
素
人
で
あ
る
一
般
民
衆
が
玄
人
と
肩
を
並
べ
る
こ

と
へ
の
敵
意
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
元
来
、
政
党
員
と
は
、
之
を
相

撲
に
譬
ふ
る
な
ら
ば
、
晴
れ
の
土
俵
に
出
て
相
撲
を
取
る
力
士
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
我
々
民
衆
は
純
然
た
る
見
物
人
で
あ
る
限
り
、
相
撲
を
と
ら
ず
し
て
番
付
面

に
姓
名
を
記
入
せ
よ
と
強
要
す
る
の
は
、
不
条
理
と
い
ふ
よ
り
は
滑
稽
だ
」
と
い

う
軽
蔑
の
念
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

民
衆
は
政
治
に
対
す
る「
精
々
監
督
者
と
し
て
の
立
場
」し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
と
は
言
っ
て
も
こ
の
監
督
機
能
こ
そ
、
吉
野
が
代
議
政
治
を
合
理
的
な
ら
し

め
る
第
一
条
件
と
し
て
い
る
最
肝
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
吉
野
は
「
少
数
賢
者

の
政
治
」
の
弊
を
「
暗
室
の
政
治
」
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
民
衆
の

監
督
的
立
場
が
政
党
に
良
善
を
競
わ
せ
る
と
も
見
て
い
た
。

　

吉
野
の
「
超
然
的
態
度
」
論
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
信
・
不
信
と
い
う

面
に
お
い
て
、
民
衆
と
少
数
賢
者
（
政
治
家
）
両
者
へ
の
ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。

吉
野
が
政
党
の
地
盤
政
策
を
厳
し
い
俎
上
に
置
い
た
の
は
、
こ
の
政
策
が
民
衆
の

超
然
的
態
度
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
「
政
党
は
利
権
の
提
供
に
依
り
地
方
の
良
民
を
駆
っ
て
続
々
自
党
に
加
入
せ

し
め
て
居
る
で
は
な
い
か
。
之
を
称
し
て
彼
等
が
我
等
の
地
盤
と
云
ふ
。
地
盤

と
は
即
ち
、
地
方
良
民
に
対
す
る
政
党
の
横
暴
な
る
奴
隷
的
駆
使
の
別
名
に
他

な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
地
盤
な
る
が
故
に
、
中
央
幹
部
の
意
の
儘
に
動
く
。
所

謂
公
認
候
補
の
制
に
依
て
、
選
挙
投
票
の
自
由
は
地
方
良
民
よ
り
奪
は
る
ゝ
。
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吉野作造の政党観

（
途
中
略
）
河
川
改
修
・
学
校
の
新
設
等
公
共
の
仮
面
を
被
れ
る
国
帑
の
濫
費
は
、

謂
は
ゞ
贈
賄
で
あ
る
。
政
党
幹
部
の
指
定
す
る
公
認
候
補
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、

粗
末
な
不
正
品
の
提
供
で
あ
る
」。

　

地
盤
政
策
へ
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
自
由
判
断
（
超
然
的
態
度
）

の
略
取
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
贈
賄
の
力
で
立
て
ら
れ
る
公
認
候
補
者
と
い
う

政
治
家
の
質
の
悪
化
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
地
盤
政
策
は
、
吉
野
の
民
本
主
義

の
基
本
理
念
―
民
衆
に
監
督
さ
れ
る
少
数
賢
者
の
政
治
―
を
挫
折
せ
し
め
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
野
に
と
っ
て
は
、
政
治
は
価
値
の
創
成
で
あ
り
、
英
雄（
天

才
）
の
事
業
で
あ
っ
て
、
代
議
制
は
こ
の
少
数
者
を
選
出
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
激
し
い
地
盤
政
策
へ
の
敵
意
の
根
は
こ
こ
に
も
あ
っ
た
。
吉
野

は
「
民
衆
の
良
心
と
其
の
自
由
の
判
断
と
に
何
等
実
質
的
連
絡
な
き
代
議
士
を
集

め
て
之
に
政
党
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
居
る
」
現
状
に
大
な
る
不
満
を
表
明
し
た

の
で
あ
る
。
吉
野
は
普
選
の
実
行
に
よ
る
地
盤
政
策
の
打
破
を
訴
え
て
い
く
。

吉
野
が
展
開
し
た
民
衆
と
政
党
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
同
時
代
の
憲
政

発
展
の
実
状
を
背
景
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
政
治
に
素
人
で
あ
る
一
般

民
衆
は
原
則
と
し
て
政
党
に
加
入
し
な
い
態
度
を
可
と
す
る
」
と
い
う
、
民
衆
と

政
党
と
の
二
分
論
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
分
論
が
、

選
挙
民
が
政
党
の
地
盤
政
策
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

民
衆
を
「
無
垢
」
な
存
在
と
す
る
ナ
イ
ー
ヴ
さ
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
。

民
衆
が
自
分
た
ち
の
地
方
的
利
益
（
利
権
）
を
政
党
支
持
（
地
盤
化
）
の
見
返
り

と
し
て
得
て
い
る
と
す
れ
ば
、
民
衆
は
無
垢
で
は
な
く
、
部
分
的
利
益
を
要
求
す

る
政
治
的
主
体
で
あ
る
。
吉
野
は
一
般
民
衆
の
利
己
性
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。「
何
の
利
益
も
な
き
時
に
は
棄
権
す
る
を
憚
ら
ざ
る
臣
民
」
と
叱

咤
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

吉
野
が
民
衆
を
無
垢
な
存
在
と
言
う
の
は
、
民
衆
へ
の
ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の

一
面
で
あ
る
と
と
も
に
、
利
己
性
の
上
に
立
つ
政
治
的
主
体
と
し
て
の
民
衆
と
い

う
他
の
一
面
を
、
国
家
的
・
全
体
的
利
益
を
至
上
化
す
る
自
己
の
政
治
の
論
理
に

引
き
込
む
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

現
代
民
主
主
義
は
、
部
分
的
、
階
級
的
、
地
方
的
利
害
の
表
出
を
前
提
と
し
た
妥

協
、
調
整
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
個
別
的
利
害
の
表
出
は
政
治
の
前
提
で
あ
り
、

政
治
の
公
正
と
は
、
そ
の
妥
協
、
調
整
に
関
わ
る
バ
ラ
ン
ス
の
倫
理
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
別
的
利
害
を
介
し
て
民
衆
と
政
党
が
結
び
つ
く
過
程
そ
の
も

の
は
非
難
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

吉
野
は
政
治
に
国
家
的
、
全
体
的
利
益
（
ル
ソ
ー
的
一
般
利
益
）
と
い
う
実
体

的
存
在
を
突
出
さ
せ
す
ぎ
た
と
思
わ
れ
る
。「
各
政
党
に
対
し
て
は
、
国
民
は
常
に

公
平
な
る
審
判
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
超
然
的
態
度
の
要
請
が
、
無
私
�

�

の
国
民
を
前
提
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
吉
野
は
利
害
対
立
の
錯
綜

す
る
多
元
的
社
会
を
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

民
衆
の
部
分
（
地
方
的
）
利
害
の
表
出
を
前
提
と
し
た
政
治
と
政
党
の
論
理
を

構
築
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
吉
野
は
、
し
か
し
、
無
産
階
級
と
い
う
部
分
（
階
級
）

利
害
の
政
治
的
主
体
の
登
場
と
と
も
に
、
部
分
利
害
の
表
出
の
必
然
性
を
認
識
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
一
般
民
衆
の
利
福
を
目
的
と
す
る
民
本
主
義
は
、
政
治
�

�

の

修
正
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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二　

無
産
政
党
観
の
構
造
と
問
題

　

吉
野
に
と
っ
て
、
は
じ
め
、
有
機
体
的
国
家
の
民
衆
は
一
枚
岩
で
あ
っ
た
。
国

家
権
力
は
、
こ
の
一
体
た
る
民
衆
の
共
通
意
思
（「
国
家
魂
」
と
か
「
国
家
精
神
」

と
吉
野
は
呼
ん
で
い
た
）
の
具
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

大
正
六
年
夏
の
米
騒
動
で
、
近
代
日
本
の
社
会
分
化
の
現
実
は
決
定
的
に
露
呈
し

た
。
民
衆
は
貧
富
に
分
断
さ
れ
、
労
働
者
と
資
本
家
は
階
級
と
し
て
対
峙
を
深
め

て
い
た
。
こ
こ
に
お
け
る
政
治
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
一
階
級
の
他
階
級
の
征

圧
に
よ
る
全
体
性
の
回
復
か
。
政
治
を
社
会
（
利
益
）
集
団
間
の
闘
争
過
程
と
認

識
す
る
政
治
学
も
現
わ
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

吉
野
の
修
正
さ
れ
た
政
治
�

�

は
、
階
級
闘
争
を
認
め
つ
つ
も
有
機
体
的
国
家
の
修

復
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
予
輩
は
今
日
の
政
治
が
今
日
の
資
本
家
の
手
に
依
っ
て
運
用
せ
ら
る
ゝ
を

痛
苦
と
な
し
、
一
日
も
早
く
之
を
一
般
民
衆
の
手
に
回
収
せ
ん
こ
と
と
熱
望
す

る
一
人
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
一
般
民
衆
の
手
に
回
収
す
る
と
云
ふ
事
は
資
本

家
と
云
ふ
階
級
か
ら
移
し
て
、
之
を
例
へ
ば
労
働
者
と
云
ふ
階
級
の
手
に
収
む

る
こ
と
で
は
な
い
。（
途
中
略
）
具
体
的
の
問
題
と
し
て
は
、
多
数
を
占
む
る
労

働
者
が
有
機
体
に
於
て
特
に
優
勝
の
地
位
を
占
む
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

唯
少
数
な
る
資
本
家
階
級
も
十
分
な
発
言
を
有
す
る
其
有
機
的
組
織
に
最
高
の

権
能
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
斯
う
云
ふ
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
順
序

と
し
て
今
の
資
本
家
の
勢
力
を
挫
く
と
﹇
云
ふ
﹈
事
が
先
決
の
急
務
で
あ
る
が
、

然
し
乍
ら
そ
の
資
本
家
の
勢
力
を
挫
く
と
云
ふ
事
が
何
処
ま
で
も
労
働
階
級
の

利
己
的
動
機
に
出
で
ゝ
は
不
可
な
い
」

　

吉
野
は
政
治
�

�

に
部
分
（
階
級
）
間
の
闘
争
を
認
め
て
は
い
る
が
、
部
分
利
益
の

政
治
的
主
体
性
（「
労
働
階
級
の
利
己
的
動
機
」）
は
あ
く
ま
で
認
め
な
い
。
政
治

の
主
体
は
有
機
体
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
階
級
と
い
う

部
分
は
主
体
で
は
な
い
か
ら
、
資
本
家
の
「
撲
滅
」
を
目
指
す
「
政
治
否
認
説
」

や
「
革
命
的
労
働
運
動
」
は
否
定
さ
れ
る
。
闘
争
手
段
は
「
説
得
」
と
「
政
治
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

で
は
、
こ
の
政
治
�

�

に
お
い
て
無
産
政
党
の
組
織
と
任
務
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。

大
正
十
四
年
に
普
選
法
が
成
立
し
、
無
産
政
党
の
結
成
が
よ
う
や
く
現
実
の
問
題

と
な
る
と
、
吉
野
は
さ
っ
そ
く
「
無
産
政
党
問
題
に
対
す
る
吾
人
の
態
度
」
を
発

表
し
て
い
る
。

　
「
無
産
階
級
に
取
て
政
党
運
動
は
無
用
で
は
な
い
。
併
し
無
産
階
級
の
民
衆
一

般
は
自
ら
進
ん
で
政
党
を
組
織
し
或
は
参
加
し
て
は
い
け
な
い
。
政
党
は
ど
こ

ま
で
も
自
家
階
級
中
の
政
治
専
門
家
に
任
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
民
衆
一
般

が
無
産
政
党
と
直
接
の
関
係
が
な
い
か
ら
と
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
の
籠
絡
す
る

所
と
な
る
可
ら
ざ
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
無
産
階
級
だ
か
ら
必
ず
無
産
政

党
に
投
票
す
る
と
固
定
す
る
の
は
却
て
無
産
政
党
を
堕
落
せ
し
む
る
所
以
で
あ

る
。（
途
中
略
）
要
す
る
に
無
産
階
級
運
動
と
無
産
政
党
運
動
と
は
二
者
混
同
し
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て
は
い
け
な
い
」

　

超
然
的
態
度
論
の
無
産
政
党
へ
の
適
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
無
産
階
級
運
動
と

無
産
政
党
運
動
の
混
同
を
戒
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
政
治
�

�

の
主
体
を
有
機
体
と
考

え
て
い
た
か
ら
、
一
階
級
の
利
害
表
出
で
あ
る
無
産
階
級
運
動
が
政
治
の
主
体
と

し
て
登
場
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
無
産
政
党
の
議
員
は
議
会
に

お
い
て
は
「
階
級
的
立
場
の
宣
伝
」
を
す
べ
き
で
は
な
く
、「
国
利
民
福
」
の
増
進

を
は
か
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
る
。
民
衆
の
超
然
的
態
度
の
主
張
か
ら
、

無
産
政
党
の
地
盤
政
策
も
批
判
さ
れ
た
。

　
「
密
か
に
聞
く
所
に
依
れ
ば
、
或
る
方
面
で
は
多
少
の
買
収
は
已
む
を
得
ぬ
と

既
に
選
挙
の
準
備
を
整
へ
て
居
る
も
の
も
あ
る
と
か
。
然
ら
ざ
る
も
、
彼
等
は

今
や
み
な
既
成
政
党
の
顰
み
に
倣
う
て
一
生
懸
命
地
盤
の
開
拓
に
腐
心
し
て
い

る
。
既
成
政
党
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
金
を
以
て
地
盤
を
開
拓
し
た
も
の
だ
。
無

産
政
党
は
今
や
頻
り
に
宣
伝
に
依
て
地
盤
を
作
ら
ん
と
し
て
居
る
。
武
器
は
異

れ
ど
も
、
民
衆
の
聡
明
を
蔽
ひ
そ
の
盲
目
的
追
随
を
強
ふ
る
点
に
至
っ
て
は
彼

此
全
然
同
一
で
あ
る
」

　

宣
伝
に
よ
る
地
盤
政
策
ま
で
反
対
す
る
吉
野
の
立
論
に
、
あ
く
ま
で
民
衆
に
自

由
判
断
を
求
め
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
強
靱
さ
を
確
認
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
そ
の
立
論
に
は
い
く
つ
か
の
歴
史
的
事
情
が
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
、
地
盤
拡
張
競
争
が
無
産
政
党
間
の
分
離
確
執
の
原
因
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
金
の
か
か
る
宣
伝
で
の
競
争
は
既
成
政
党
に
有
利
で
は
な
い
か
と
い
う

判
断
が
あ
っ
た
。
吉
野
は
、
こ
の
点
、
無
産
政
党
の
宣
伝
政
策
の
逆
効
果
を
指
摘

し
、
民
衆
が
宣
伝
に
乗
ら
な
い
よ
う
な
教
育
こ
そ
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
。

　

最
後
に
、
吉
野
が
同
時
代
の
左
派
の
組
織
に
専
制
的
体
質
を
察
知
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。「
無
産
政
党
は
無
産
大
衆
そ
の
も
の
の
政
治
行
動
の
組
織
で
あ
る
」
と

す
る
階
級
主
義
的
政
党
の
現
実
は
、「
大
衆
の
大
部
分
は
事
実
西
も
東
も
分
ら
ず
、

一
に
幹
部
を
信
頼
し
て
そ
の
指
揮
に
盲
従
し
て
居
る
有
様
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
野
の
修
正
さ
れ
た
政
治
�

�

に
お
い
て
、
階
級
運
動
と
い
う
部
分

利
害
の
表
出
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
無
産
大
衆
は
政
治
の
主
体
あ
る
い
は
政
党

の
構
成
員
と
し
て
は
つ
い
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
民
衆
・
政
党
の
二
分
論
の
貫

徹
で
あ
る
。

　

た
だ
、
度
重
な
る
無
産
政
党
の
選
挙
不
振
を
前
に
、
限
定
的
に
こ
の
立
場
を
譲

歩
す
る
に
い
た
る
。

　
「
今
日
無
産
政
党
が
或
程
度
の
地
盤
政
策
に
意
を
用
い
る
の
は
、
或
は
既
成
政

党
と
の
対
抗
上
止
む
を
得
ざ
る
方
途
で
も
あ
ら
う
し
、
或
は
無
産
政
党
の
性
質

上
、
不
利
な
労
働
条
件
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
人
々
の
経
済
的
団
結
体
―
組
合
―

を
そ
の
主
な
る
構
成
要
素
と
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ら
う
と
、
解
釈
さ
れ
る
。

と
も
か
く
、
政
党
員
の
何
れ
も
が
大
体
に
於
い
て
、
利
権
や
栄
達
を
目
的
と
し

て
狂
奔
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
改
造
と
い
ふ
真
情
に
発
足
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
直
接
間
接
に
実
際
の
政
治
運
動
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
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る
。
こ
の
点
に
於
い
て
、
彼
等
は
普
通
の
所
謂
政
党
員
と
そ
の
本
質
を
異
に
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
地
盤
政
策
も
弊
害
が
少
な
い
わ
け
だ
」

　

一
般
民
衆
が
部
分
的
な
利
害
の
表
出
（
こ
こ
で
は
「
不
利
な
労
働
条
件
」
の
表

出
）
を
介
し
て
政
党
に
加
入
す
る
（
地
盤
化
す
る
）
こ
と
の
必
然
性
、
ま
た
、
利

権
や
栄
達
を
目
的
と
し
な
い
「
政
治
改
造
と
い
ふ
真
情
に
発
足
」
し
た
無
垢
�

�

な
政

治
的
主
体
（
政
党
員
）
の
存
在
が
認
容
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
調
は
弱
い
。
吉

野
は
、
無
産
政
党
の
地
盤
政
策
は
「
将
来
に
於
い
て
一
切
の
地
盤
政
策
を
一
掃
す

る
た
め
の
過
渡
的
手
段
た
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
駄
目
を
押
し
て
い
る
。

お　

わ　

り　

に

　

吉
野
は
結
局
、
部
分
利
害
（
地
方
的
で
あ
れ
階
級
的
で
あ
れ
）
の
表
出
を
前
提

と
し
た
政
治
の
在
り
方
を
、
部
分
（
地
方
良
民
で
あ
れ
、
無
産
大
衆
で
あ
れ
）
を

政
治
的
主
体
・
政
党
員
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
う
政
党
観
を
積
極
的
に

構
築
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
多
元
的
利
益
社
会
の
展
開
が
い
ま
不
十
分
で
あ
っ

た
ろ
う
し
、
民
衆
は
立
憲
政
治
の
経
験
が
浅
く
、
政
治
的
主
体
性
を
認
め
る
に
は

そ
の
知
徳
（
吉
野
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
国
家
的
教
養
」）
は
未
熟
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
吉
野
思
想
に
あ
っ
て
は
、
多
元
的
利
益
社
会
の
相
剋
と
紛
争

を
肯
定
的
に
認
知
し
、
政
治
�

�

を
一
元
的
な
真
理
や
価
値
の
実
現
の
舞
台
と
し
て
で

は
な
く
、
利
害
の
葛
藤
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
見
つ
め
る
に
は
、
あ
ま
り
に
有
機
体

的
国
家
、
相
互
扶
助
的
共
同
体
へ
の
幻
影
が
濃
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

注

（
１
）　

三
谷
太
一
郎
『
新
版
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

五
、
大
田
雅
夫
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
』
新
泉
社
、
一
九
七
五
、
松
尾

尊
�
『
民
本
主
義
と
帝
国
主
義
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
、
田
中
惣
五
郎

『
吉
野
作
造
』
未
来
社
、
一
九
五
八
、『
吉
野
作
造
選
集
』（
全
十
五
巻
）
岩

波
書
店
、
一
九
九
五
（
以
下
『
選
集
』
と
略
記
）「
解
説
」
等
を
参
照
せ
ら

れ
た
い
。

（
２
）　

吉
野
作
造
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」『
新
人
』
一
九
〇
五
年
二
月
（『
選
集

１
』
所
収
、
一
〇
頁
）。

（
３
）　

吉
野
作
造
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」『
中

央
公
論
』
一
九
一
六
年
一
月
（『
選
集
２
』
所
収
、
三
〇
、
三
五
、
八
六
、

九
〇
頁
）。

（
４
）　

吉
野
作
造
「
新
政
党
に
対
す
る
吾
人
の
態
度
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年

九
月
（『
選
集
４
』
所
収
、
五
五
頁
）。

（
５
）　

前
掲
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」（『
選
集
１
』
所
収
、
七
〜
九
頁
）。

（
６
）　

吉
野
作
造
「
民
本
主
義
の
意
義
を
説
い
て
再
び
憲
政
有
終
の
美
を
済
す
の
途

を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
一
月
（『
選
集
２
』
所
収
、
一
三
六
頁
）。

（
７
）　

吉
野
作
造
「
民
衆
的
示
威
運
動
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
四
年
四
月

（『
選
集
３
』
所
収
、
三
三
頁
）。

（
８
）　

吉
野
作
造
「
我
が
無
産
政
党
の
辿
る
べ
き
途
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年

一
月
（『
選
集
２
』
所
収
、
一
九
六
頁
）。

（
９
）　

前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（『
選
集
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２
』
所
収
、
四
九
頁
）。

（　

）　

前
掲
「
民
衆
の
示
威
運
動
を
論
ず
」（『
選
集
３
』
所
収
、
二
六
頁
）。

１０
（　

）　

吉
野
作
造
『
近
代
政
治
の
根
本
問
題
』
ク
ラ
ラ
社
、
一
九
二
九
年
（『
選
集

１１

２
』
所
収
、
二
五
九
頁
）。

（　

）　

吉
野
作
造
「
現
代
政
局
の
展
望
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
九
年
二
月
（『
選
集

１２

４
』
所
収
、
二
八
二
頁
）。

（　

）　

前
掲
『
近
代
政
治
の
根
本
問
題
』（『
選
集
２
』
所
収
、
二
七
一
頁
）。

１３
（　

）　

前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（『
選
集

１４

２
』
所
収
、
五
〇
頁
）。

（　

）　

前
掲
「
我
が
国
無
産
政
党
の
辿
る
べ
き
途
」（『
選
集
２
』
所
収
、
二
〇
二
頁
）。

１５
（　

）　

前
掲
「
新
政
党
に
対
す
る
吾
人
の
態
度
」（『
選
集
４
』
所
収
、
五
六
頁
）。

１６
（　

）　

前
掲
『
近
代
政
治
の
根
本
問
題
』（『
選
集
２
』
所
収
、
二
六
九
頁
）。

１７
（　

）　

吉
野
作
造
「
最
近
政
変
批
判
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
七
月
（『
選
集
４
』

１８

所
収
、
四
〇
頁
）。

（　

）　

吉
野
作
造
「
現
代
政
局
内
面
観
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
六
月
（『
選
集

１９

４
』
所
収
、
二
九
頁
）。

（　

）　

前
掲
『
近
代
政
治
の
根
本
問
題
』（『
選
集
２
』
所
収
、
二
五
九
頁
）。

２０
（　

）　

吉
野
作
造
『
現
代
政
治
思
潮
』
岩
波
講
座
世
界
思
潮
第
一
二
冊
、
一
九
二
九

２１

年
（『
選
集
１
』
所
収
、
三
五
三
頁
）。

（　

）　

前
掲
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」（『
選
集
１
』
所
収
、
一
二
頁
）。

２２
（　

）　

例
え
ば
次
の
主
張
を
参
照
。「
二
つ
に
は
投
票
は
国
家
の
為
に
す
る
も
の
で

２３

あ
っ
て
、
地
方
の
利
益
の
為
に
す
る
の
で
は
な
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
地
方

的
利
益
の
み
を
着
眼
し
て
選
挙
す
る
の
は
、
往
々
に
し
て
国
家
全
体
の
利
益

を
犠
牲
に
す
る
の
結
果
を
生
ず
る
の
恐
れ
が
あ
る
」（
前
掲
「
憲
政
の
本
義

を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」〈『
選
集
２
』
所
収
、
六
七
頁
〉）。

（　

）　

次
の
文
献
を
参
照
。����

�
���
��
�
�
�
�
�
�����

�
�
����
�
����
�
�
���
�
�
�
�
�

２４

（
Ｊ
・
ラ
イ
ヴ
リ
ー
著
、
櫻
井
陽
二
、
外
池
力
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何

か
』
芦
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
八
六
頁
）、�

�
�
���
�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
�

����
�
�
���
�
�
���
�����
�
�
�
�
�
�

（
Ｒ
・
Ａ
・
ダ
ー
ル
著
、
中
村
孝
文
訳
『
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
四
、
一
三
四
頁
）、

内
田
満
『
政
党
・
圧
力
団
体
・
議
会
』
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
八
頁
以
下
。

（　

）　

岡
田
憲
治
『
権
利
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、

２５

第
三
節
参
照
。

（　

）　

前
掲
Ｊ
・
ラ
イ
ヴ
リ
ー
著
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
』
一
八
五
〜
一
八
六

２６

頁
、
二
〇
一
頁
を
参
照
。

（　

）　

前
掲
『
現
代
政
治
思
潮
』（『
選
集
１
』
所
収
、
三
四
一
頁
参
照
）。

２７
（　

）　

吉
野
作
造
「
普
通
選
挙
主
張
の
理
論
的
根
拠
に
関
す
る
一
考
察
」『
国
家
学

２８

会
雑
誌
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
（『
選
集
２
』
所
収
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
）。

（　

）　

清
水
靖
久
「〈
解
説
〉
吉
野
作
造
の
政
治
学
と
国
家
観
」（『
選
集
１
』
三
九

２９

七
頁
参
照
）。

（　

）　
「
同
右
」、（『
同
右
書
』、
三
八
五
頁
以
下
参
照
）。

３０
（　

）　

吉
野
作
造
「
国
家
魂
と
は
何
ぞ
や
」『
新
人
』
一
九
〇
五
年
二
月
（『
選
集
１
』

３１

所
収
、
七
八
頁
、
八
〇
頁
）。
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（　

）　

前
掲
『
政
党
・
圧
力
団
体
・
議
会
』
五
六
頁
。

３２
（　

）　

吉
野
作
造
「
労
働
運
動
に
於
け
る
政
治
否
認
説
を
排
す
」『
中
央
公
論
』
一

３３

九
一
九
年
八
月
（『
選
集　

』
所
収
、
四
三
頁
）。

１０

（　

）　
「
同
右
」（『
同
右
書
』
所
収
、
四
四
頁
）。

３４
（　

）　
「
同
右
」（『
同
右
書
』
所
収
、
四
五
頁
）。

３５
（　

）　

吉
野
作
造
「
無
産
政
党
問
題
に
対
す
る
吾
人
の
態
度
」『
中
央
公
論
』
一
九

３６

二
五
年
一
〇
月
（『
選
集　

』
所
収
、
一
六
六
〜
一
六
七
頁
）。

１０

（　

）　

吉
野
作
造
「
無
産
党
議
員
に
対
す
る
国
民
の
期
待
」『
中
央
公
論
』
一
九
二

３７

八
年
四
月
（『
選
集　

』
所
収
、
二
三
七
頁
）。

１０

（　

）　

前
掲
「
我
が
国
無
産
政
党
の
辿
る
べ
き
途
」（『
選
集
２
』
所
収
、
二
三
二
〜

３８

二
三
三
頁
）。

（　

）　
「
同
右
」（『
同
右
書
』
所
収
、
二
三
三
頁
）。

３９
（　

）　

吉
野
作
造
「
無
産
政
党
の
無
力
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年
九
月
（『
選
集

４０

　

』
所
収
、
二
三
〇
頁
）。

１０

（　

）　

前
掲
「
我
が
国
無
産
政
党
の
辿
る
べ
き
途
」（『
選
集
２
』
所
収
、
一
九
二
頁
、

４１

一
九
四
頁
）。

（　

）　

前
掲
『
近
代
政
治
の
根
本
問
題
』（『
選
集
２
』
所
収
、
二
六
〇
〜
二
六
一
頁
）。

４２
（　

）　
「
同
右
」（『
同
右
書
』
所
収
、
二
六
一
頁
）。

４３
（　

）　

前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（『
選
集

４４

２
』
所
収
、
一
〇
頁
）。

（　

）　

前
掲
「〈
解
説
〉
吉
野
作
造
の
政
治
学
と
国
家
観
」（『
選
集
１
』
三
九
七
頁

４５

参
照
）。
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