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吉
野
作
造
の
初
期
政
治
思
想

ー

l
政
党
内
閣
尚
早
論
を
中
心
に
|
|

士
口

田

博

司

は
じ
め
に

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
!
吉
野
作
造
(
一
八
七
八

i
一
九
三
三
)
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
本
誌
上
に
お
い
て

「
平
和
文
化
の
使
者
」
と
し
て
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
は
吉
野
の
鼓
吹
し
た
議
会
制
民
主
主
義
と
国
際
的
民
主
主
義
の
近
代
日
本
精
神
史

上
の
意
義
を
「
平
和
文
化
」
と
い
う
視
点
で
再
評
価
し
た
。

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
吉
野
は
、
政
党
内
閣
の
確
立
と
普
選
の
実
現
を
訴
え
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
支
持
を
与
え
た
の
が
「
民
本

主
義
」
で
あ
っ
た
。
民
本
主
義
は
、
主
権
の
所
在
(
天
皇
主
権
)
と
主
権
の
運
用
(
国
民
の
意
需
に
よ
る
国
利
民
福
の
実
現
)
を
裁
断

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
議
会
制
民
主
主
義
の
正
当
性
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
初
期
(
欧
米
留
学
以
前
)
の
吉
野
は
、
政
党
内
閣
や
普
選
の
当
面
の
実
現
に
は
否
定
的
見
解
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
小

稿
は
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
探
る
と
と
も
に
、
初
期
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
思
想
的
連
続
性
も
確
認
し
、
吉
野
政
治
思
想
の
課
題

と
も
言
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
指
摘
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。



初
期
吉
野
は
、
本
郷
教
会
の
熱
心
な
会
員
と
し
て
、
海
老
名
弾
正
の
主
宰
す
る
教
会
誌
『
新
人
』
(
明
治
三
十
三
年
七
月
十
日
創
刊
)

の
編
輯
を
手
伝
い
、
自
ら
多
く
の
政
論
を
そ
こ
に
寄
せ
た
。
『
新
人
』
は
文
芸
、
時
事
、
政
論
等
に
わ
た
る
綜
合
雑
誌
的
性
格
を
有
し
て

い
た
。
狭
義
の
宗
教
的
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
超
え
た
社
会
的
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
こ
の
時
期
の
教
会
の
精
神
風
土
の
特
色
で
あ
っ
た
。
『
新
人
』

で
の
吉
野
の
主
張
は
、
そ
の
一
斑
を
う
か
が
い
知
る
手
立
て
と
も
な
り
え
よ
う
。
こ
の
小
稿
の
資
料
は
『
新
人
』
掲
載
の
政
論
が
主
た

る
も
の
で
あ
る
。

立
憲
制
へ
の
国
家
主
義
的
評
価

日
露
開
戦
前
年
、
明
治
三
十
六
年
一
月
の
「
政
治
界
に
対
す
る
我
党
の
態
度
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
時
、
桂
内
閣
と
い

う
藩
閥
官
僚
を
代
表
す
る
超
然
内
閣
と
政
友
会
を
は
じ
め
と
す
る
議
会
勢
力
の
確
執
に
よ
り
、
議
会
解
散
と
い
う
不
安
定
な
政
局
が
現

出
し
て
い
た
。
ま
ず
、
吉
野
は
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
、
「
今
や
国
際
の
競
争
益
々
激
烈
を
現
せ
る
の
時
、
内
部
の
紛
争
に
精
力
を
費
や

す
は
甚
だ
国
家
の
不
利
に
し
て
挙
国
一
致
精
力
を
集
め
て
外
に
対
す
る
の
必
要
あ
り
」
と
立
論
す
る
。
そ
し
て
、
立
憲
制
こ
そ
こ
の
目

ま
ず
、

吉野作造の初期政治思想、

的
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

「
立
憲
制
度
の
理
想
は
君
民
の
和
衷
協
同
に
あ
り
、
国
民
の
利
益
は
窮
局
に
於
て
君
主
の
利
益
な
り
、
国
民
の
政
治
的
地
位
斯
の

如
く
尊
重
せ
ら
れ
ん
乎
、
和
衷
協
同
は
固
よ
り
当
然
の
結
果
た
ら
ず
ん
ば
非
ず
。
立
憲
制
度
の
目
的
は
国
力
の
統
一
に
在
り
、
既

に
和
衷
協
同
の
実
を
挙
、
ぐ
、
国
力
統
一
せ
ざ
ら
ん
と
す
る
も
得
ん
や
。
立
憲
制
度
の
国
家
生
活
に
於
け
る
効
用
著
大
な
る
こ
と
斯

く
の
知
し
」
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立
憲
制
の
意
義
を
「
国
力
統
ご
に
求
め
る
論
調
、
立
憲
制
の
国
家
主
義
的
評
価
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
は
見
ら
れ
な
い
、

こ
の
期
の
吉
野
の
国
家
主
義
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
、
立
憲
制
下
の
日
本
は
不
安
定
な
政
局
に
悩
む
の
か
。
吉
野
は
そ
の
因
を
ま
ず
、
議
会
側
の
責
任
意
識
の
薄
弱
に
帰
し

た

「
専
制
政
治
に
在
り
て
は
政
治
の
中
植
独
り
政
府
な
る
が
故
に
、
君
主
は
葱
に
多
く
の
適
材
を
網
羅
す
る
に
便
な
り
と
雄
も
、
議

会
は
則
ち
人
民
の
公
選
に
係
る
多
数
者
よ
り
成
る
が
故
に
、
組
織
の
上
に
於
て
必
ず
し
も
適
材
を
得
べ
か
ら
ず
、
多
数
な
る
が
故

に
責
任
の
意
識
甚
だ
薄
し
。
又
動
も
す
れ
ば
激
烈
な
る
党
争
を
生
じ
て
多
数
専
制
の
弊
を
馴
致
し
易
し
。
:
:
:
国
民
の
参
輿
は
即

ち
国
家
の
大
政
に
参
興
す
る
や
、
ま
さ
に
戦
々
競
々
と
し
て
慎
重
に
自
家
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
の
み
。
而
し
て
当
今
の
代
議
士

何
ぞ
そ
の
軽
薄
な
る
の
甚
だ
し
き
あ

次
に
、
「
議
会
と
政
府
と
の
衝
突
」
を
問
題
と
し
た
。

「
つ
ら
/
¥
近
時
の
情
勢
を
見
る
に
政
府
は
議
会
を
見
る
こ
と
喪
心
し
た
る
酔
漢
に
対
す
る
が
如
く
、
又
議
会
の
政
府
を
見
る
こ

と
継
子
の
ダ
ジ
を
こ
ね
る
が
如
し
。
両
者
互
に
相
敬
重
せ
ざ
る
の
結
果
は
国
政
の
円
満
を
害
し
政
治
機
関
の
運
用
を
誤
ら
し
め
、

た
め
に
国
力
発
展
の
上
に
於
て
失
ふ
所
少
に
非
ず
」



議
会
に
足
場
を
置
か
な
い
藩
閥
官
僚
(
超
然
)
内
閣
と
政
党
と
の
確
執
は
初
期
議
会
以
来
の
最
大
の
憲
政
運
用
上
の
問
題
で
あ
っ
た
。

吉
野
は
こ
の
歴
史
的
由
来
を
も
っ
確
執
の
現
状
に
、
政
局
不
安
の
一
因
を
求
め
る
の
み
で
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
よ
う
に
議
院

(
政
党
)
内
閣
制
確
立
に
よ
る
問
題
解
決
の
道
を
提
示
し
な
か
っ
た
(
と
い
う
よ
り
、
提
示
で
き
な
か
っ
た
)
。
吉
野
は
ひ
た
す
ら
「
政

治
教
育
」
と
い
う
啓
蒙
策
を
唱
え
る
し
か
な
か
っ
た
。

政
党
内
閣
尚
早
論

初
期
吉
野
が
政
党
内
閣
確
立
論
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
理
由
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
政
界
時
感
」
(
明
治
三
十
六
年
二
月
)
は
、
政

党
の
必
要
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、
政
党
内
閣
は
将
来
の
こ
と
と
し
た
政
論
で
あ
る
。

「
政
党
を
以
て
立
憲
政
治
に
必
伴
す
べ
き
現
象
と
せ
ば
、
政
党
内
閣
は
亦
窮
極
に
於
て
其
出
現
を
避
く
べ
か
ら
ず
。
政
党
内
閣
は

政
党
の
理
想
に
し
て
立
憲
政
治
の
極
致
な
る
こ
と
は
、
現
今
の
政
治
事
情
に
於
て
は
何
人
も
疑
を
挿
む
こ
と
能
は
ざ
ら
ん
」

吉野作造の初期政治思想

し
か
し
、
吉
野
は
「
政
党
内
閣
は
我
国
の
現
時
に
於
て
歓
迎
す
べ
き
か
」
と
問
い
、
否
定
的
見
解
を
示
し
た
。

「
国
政
を
托
す
る
に
足
る
有
識
至
誠
の
士
は
之
を
求
め
て
却
て
党
人
以
外
に
多
き
を
認
め
、
蕊
に
敢
て
政
党
内
閣
尚
早
論
を
唱
ふ

る
の
己
む
を
得
、
ざ
る
を
遺
憾
と
す
」
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「
政
党
内
閣
を
主
張
す
る
が
如
き
も
実
は
遠
大
な
る
経
論
を
国
政
の
上
に
実
行
せ
ん
と
す
る
の
至
誠
に
出
づ
る
の
で
は
な
く
、
顕

要
の
地
位
に
拠
っ
て
利
欲
を
図
ら
ん
と
す
る
の
私
心
に
出
づ
る
に
非
ら
ざ
ら
ん
や
」

144 

政
治
家
は
「
遠
大
な
る
経
論
」
に
携
わ
る
賢
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
フ
ラ
ト

l
的
哲
人
政
治
論
は
、
吉
野
の
生
涯
を
貫
く

基
底
音
で
あ
っ
た
(
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
も
、
「
政
治
的
民
本
主
義
は
精
神
的
英
雄
主
義
と
揮
然
相
融
和
す
る
と
こ
ろ
に
憲
政
の
花

は
見
事
に
咲
き
誇
る
」
と
い
っ
て
い
る
)
。
当
時
、
猟
官
欲
や
利
欲
を
節
制
し
え
な
い
政
党
人
に
、
吉
野
は
基
本
的
不
信
感
を
抱
い
て

い
たこ

う
し
て
、
超
然
内
閣
は
や
む
を
得
な
い
現
象
と
し
て
し
ば
ら
く
そ
の
存
在
を
忍
ば
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
一
方
、
議
会
に
は
、
国

政
の
円
滑
な
運
用
の
た
め
に
い
た
ず
ら
な
衝
突
を
避
け
る
よ
う
自
制
を
求
め
た
。
政
党
の
藩
閥
官
僚
政
府
に
対
す
る
権
力
闘
争
は
私
情

と
見
な
さ
れ
(
桂
内
閣
の
地
租
増
徴
案
に
反
対
し
た
政
党
に
対
し
て
吉
野
は
「
私
情
の
た
め
に
国
政
を
弄
す
る
も
の
」
と
批
判
し
た
)
、

議
会
政
治
確
立
へ
の
歴
史
的
闘
争
と
い
う
名
分
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
初
期
吉
野
の
強
い
帝
国
主
義
思

想
が
あ
っ
た
。

「
帝
国
主
義
は
現
時
世
界
の
大
勢
な
り
。
国
力
の
充
実
と
拡
張
と
を
図
る
は
各
国
生
存
の
必
要
也
。
こ
の
大
勢
は
こ
の
必
要
を
喚

び
、
こ
の
必
要
は
必
然
の
結
果
と
し
て
政
権
の
統
一
を
促
す
や
急
な
り
。
独
り
怪
む
、
議
会
政
府
の
紛
争
の
た
め
に
国
政
の
運
用

を
傷
ぶ
り
歩
一
歩
世
界
の
大
勢
に
後
る
〉
を
悟
ら
、
さ
る
こ
と
や
」



政
党
・
藩
閥
へ
の
ア
ム
ビ
バ
レ
ン
ス

初
期
の
吉
野
は
、
政
党
内
閣
を
立
憲
政
治
の
極
致
と
し
な
が
ら
も
、
政
党
内
閣
を
尚
早
と
し
、
超
然
内
閣
の
当
分
の
存
在
を
是
認
し

た
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
議
員
(
政
党
人
)

へ
の
、
ま
た
、
そ
の
選
出
に
あ
た
る
国
民
へ
の
基
本
的
不
信
で
あ
っ
た
。
そ
の
不

信
を
強
化
し
て
い
た
の
は
、
吉
野
の
賢
人
政
治
思
想
で
あ
り
、
利
益
政
治
を
軽
蔑
す
る
「
経
論
」
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
帝
国
主

義
的
環
境
の
中
で
国
力
統
一
と
い
う
フ
エ
イ
タ
ル
な
課
題
の
認
識
か
ら
、
政
府
、
議
会
(
政
党
)
の
衝
突
に
深
い
憂
慮
を
抱
い
て
い
た
。

吉
野
は
、
政
党
と
藩
閥
官
僚
に
対
し
て
信
・
不
信
の
ア
ム
ビ
パ
レ
ン
ス
を
も
っ
て
評
価
し
て
い
た
と
い
え
る
。
初
期
吉
野
の
統
括
的
憲

政
論
と
も
い
え
る
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」
(
明
治
三
十
八
年
二
月
)
は
、
内
閣
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
を
表
明
し
た
。

「
吾
人
は
所
信
を
簡
単
に
白
状
す
れ
ば
、
予
は
固
よ
り
閥
族
従
来
の
罪
過
を
認
め
ざ
る
に
非
れ
ど
も
、
議
会
の
見
識
に
就
て
は
猶

大
に
疑
慎
を
抱
く
を
以
て
、
寧
ろ
猶
未
だ
済
々
た
る
多
士
を
網
羅
す
る
閥
族
に
一
歩
を
譲
り
、
暫
く
超
然
内
閣
制
の
継
続
を
許
さ

吉野作造の初期政治思想

ん
と
欲
す
る
も
、
彼
等
従
来
の
態
度
は
徒
ら
に
民
論
を
束
縛
し
て
政
治
勢
力
の
普
及
を
妨
げ
ん
と
す
る
も
の
あ
り
し
を
如
何
せ
ん
。

吾
人
は
殆
ん
ど
策
の
出
づ
る
所
を
知
ら
ざ
る
也
。
責
任
内
閣
制
と
す
る
も
弊
あ
り
超
然
内
閣
制
と
す
る
も
弊
あ
る
を
以
て
也
」

こ
う
し
て
吉
野
は
、
内
閣
制
度
に
つ
い
て
の
「
建
策
立
言
」
を
止
め
る
と
ま
で
述
べ
る
に
い
た
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
論
文
は
、
「
藩
閥
一
系
の
頑
迷
を
諭
し
、
主
民
主
義
の
軍
門
に
脱
せ
し
め
、
議
員
を
警
告
し
て
大
に
自
重
自
愛
す
る
所

あ
ら
し
め
、
併
せ
て
彼
の
啓
蒙
と
此
の
悟
達
と
に
よ
り
二
者
相
待
ち
て
責
任
内
閣
制
に
到
達
せ
し
む
る
の
態
度
に
出
で
ん
こ
と
を
欲

145 



す
」
と
結
ん
で
い
る
。
議
会
が
内
閣
を
監
督
す
る
(
逆
に
言
え
ば
内
閣
が
議
会
に
対
し
て
責
を
負
う
)
責
任
内
閣
こ
そ
立
憲
制
下
の
内

閣
の
在
り
方
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
初
期
吉
野
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
よ
う
に
、

146 

責
任
内
閣
の
本
領
は
政
党
内
閣
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
と
ま
で
は
言
わ
な
か
っ
た
。
政
党
内
閣
は
責
任
内
閣
の

識
で
あ
っ
た
。
政
党
へ
の
信
・
不
信
の
ア
ム
ビ
バ
レ
ン
ス
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
(
不
信
が
強
か
っ
た
)
。
政
党
内
閣
が
効
果
を
収
め

ご
変
態
」
と
い
う
認

る
に
は
、
国
家
有
用
の
人
材
が
こ
と
ご
と
く
政
党
に
集
ま
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
て
お
り
、

家
の
一
大
深
憂
」
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
い
場
合
は
か
え
っ
て
「
国

四

普
選
へ
の
否
定
的
見
解

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
民
本
主
義
の
基
本
シ
ス
テ
ム
は
、
議
会
に
よ
る
政
府
監
督
、
民
衆
に
よ
る
議
会
監
督
と
い
う
二
重
構
造
を

成
し
て
い
た
。
初
期
吉
野
の
憲
政
論
で
も
、
す
で
に
こ
の
基
本
構
造
が
立
憲
制
度
の
仕
組
み
だ
と
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。
異
な
る
の
は
、

大
正
期
に
は
、
議
会
に
よ
る
政
府
監
督
の
実
現
が
政
党
内
閣
に
託
さ
れ
、
民
衆
に
よ
る
議
会
監
督
が
普
選
に
託
さ
れ
た
が
、
初
期
に
は

そ
こ
ま
で
踏
み
切
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
初
期
吉
野
は
、
民
衆
の
政
治
的
能
力
と
い
う
観
点
か
ら
、
財
産
に
よ

る
制
限
(
制
限
選
挙
)
を
是
認
凶
、
選
挙
権
の
拡
張
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
社
会
主
義
者
の
普
選
論
を
駁
し
た
「
普
通

選
挙
請
願
運
動
の
撤
を
読
む
」
(
明
治
三
十
七
年
十
二
月
)
を
見
て
み
よ
う
。
普
選
運
動
は
、
日
清
戦
争
後
、
明
治
三
十
年
代
に
は
じ
ま

る
が
、
当
時
は
知
識
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
社
会
主
義
者
、
政
界
人
の
一
部
か
ら
な
る
啓
蒙
運
動
に
と
ど
ま
り
、
大
正
期
の
よ
う
に

一
般
市
民
、
学
生
、
労
働
者
を
巻
き
込
む
大
衆
社
会
運
動
に
ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。



「
『
選
挙
権
の
納
税
資
格
を
設
く
る
こ
と
現
行
選
挙
法
の
如
く
な
れ
ば
、
議
会
が
必
し
も
一
般
平
民
の
利
益
を
代
表
せ
ざ
る
べ
し
』

と
い
ふ
は
可
な
り
。
然
れ
ど
も
選
挙
権
を
普
く
一
般
人
民
に
認
め
た
れ
ば
と
て
直
ち
に
平
民
議
会
の
確
立
を
見
る
べ
し
と
云
ふ
は

不
可
也
。
普
選
選
挙
に
よ
り
て
平
民
議
会
の
確
立
を
見
る
を
得
る
に
は
、
其
前
提
篠
件
と
し
て
一
般
平
民
に
議
会
を
制
製
監
督
す

る
を
得
る
の
能
力
あ
る
を
要
し
、
議
員
を
し
て
正
当
に
自
家
の
意
思
を
発
表
せ
し
む
る
の
実
力
あ
る
を
要
す
。
議
員
が
選
挙
者
を

支
配
す
る
に
非
ず
、
選
挙
者
が
議
員
を
支
配
す
る
に
至
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
選
挙
者
に
し
て
此
見
識
此
能
力
な
く
ん
ば
普
通
選
挙

は
偶
以
て
選
挙
の
弊
を
一
層
甚
し
か
ら
し
め
ん
の
み
。
:
:
:
現
今
の
人
民
が
概
し
て
目
前
の
利
害
に
依
り
て
選
挙
を
決
し
、
運
動

費
の
多
寡
が
当
選
落
選
の
岐
る
〉
所
た
る
が
如
き
状
態
に
在
り
て
は
、
普
通
選
挙
の
下
に
於
て
議
員
と
な
る
者
亦
富
有
な
る
地
主

資
本
家
に
多
か
る
べ
し
と
想
像
す
る
の
理
由
あ
り
」

目
前
の
利
害
に
よ
り
投
票
す
る
人
民
は
、
議
員
を
監
督
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
普
選
は
運
動
費
を
高
め
る
ば
か
り
だ
と
い
う
の
で

べ
き
だ
と
説
い
た
。
目
前
の
利
害
と
は
、
次

あ
る
。
そ
し
て
、
今
は
二
般
民
衆
を
教
導
し
て
以
て
彼
等
に
政
治
的
能
力
を
附
輿
す
」

の
一
文
が
暗
示
す
る
買
収
、
饗
応
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

吉野作造の初期政治思想

「
之
は
市
会
議
員
選
挙
の
話
な
る
が
去
秋
関
東
の
某
大
都
市
に
於
て
市
会
議
員
補
欠
選
挙
の
あ
り
し
と
き
、
他
に
競
争
者
な
く
某

一
般
公
民
は
為
め
に
何
の
物
質
的
利
益
を
も
得
る
に
由
な
け
れ
ば
と
て
棄
権
せ
し
も
の
八
割
の

多
き
に
及
び
し
と
云
へ
り
。
是
れ
只
一
例
の
み
。
何
の
利
益
も
な
き
時
に
は
棄
権
す
る
を
偉
ら
ざ
る
臣
民
が
、
何
故
に
国
会
議
員

の
際
に
の
み
挙
り
て
選
挙
の
権
利
を
行
使
す
る
や
」

氏
の
一
人
舞
台
と
な
り
し
か
ば
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大
正
期
に
は
、
選
挙
権
が
限
ら
れ
て
い
れ
ば
、
腐
敗
手
段
が
無
遠
慮
に
行
わ
れ
る
が
、
選
挙
権
が
極
端
ま
で
拡
が
れ
ば
買
収
な
ど
仕

切
れ
な
く
な
る
、
と
見
方
を
転
換
す
る
。
大
正
期
に
も
選
挙
腐
敗
、
選
挙
干
渉
は
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
(
だ
か
ら
、
吉
野
は
民
本
主

義
の
本
義
を
説
く
前
に
「
国
民
一
般
の
知
徳
」
を
問
題
に
し
た
)
が
、
日
露
戦
争
後
の
国
民
の
政
治
意
識
の
昂
ま
り
は
、
も
は
や
、
民
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衆
の
知
徳
の
不
足
を
理
由
に
選
挙
権
拡
張
に
反
対
す
る
初
期
吉
野
の
論
理
を
時
代
錯
誤
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

初
期
吉
野
は
、
民
衆
・
政
党
の
政
治
能
力
に
不
信
を
抱
き
、
政
党
内
閣
、
普
選
の
当
面
に
お
け
る
実
現
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
民

衆
に
よ
る
議
会
監
督
、
議
会
に
よ
る
政
府
監
督
と
い
う
憲
政
の
本
義
の
把
え
方
は
大
正
期
民
本
主
義
と
同
じ
で
あ
り
、
普
選
に
関
し
て

も
「
結
局
達
す
べ
き
目
標
」
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
大
正
期
に
お
け
る
思
想
修
正
の
背
景
を
検
討
し
て
稿
を
閉
じ
よ
う
。

第
一
に
、
日
露
講
和
条
約
反
対
運
動
(
明
治
三
十
八
年
九
月
)
、
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
(
大
正
元

1
二
年
)
を
経
た
国
民
の
政
治
意

識
の
覚
醒
で
あ
る
。
両
運
動
と
も
桂
内
閣
に
向
け
ら
れ
た
国
民
的
反
政
府
運
動
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
と
に
後
者
は
「
憲
政
擁
護
閥
族

打
破
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
、
桂
内
閣
を
総
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
。
「
閥
族
」
に
よ
る
超
然
内
閣
は
か
つ
て
の
権
威
を
失
い
、
政

党
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
(
象
徴
的
に
も
、
護
憲
運
動
の
立
役
者
、
尾
崎
行
雄
と
犬
養
毅
は
「
憲
政
の
神
様
」
と
は

や
し
た
て
ら
れ
た
)
。
こ
の
よ
う
な
時
代
、
初
期
吉
野
の
よ
う
な
賢
人
政
治
の
論
理
に
よ
っ
て
藩
閥
官
僚
(
有
識
至
誠
の
士
が
多
い
と
評

価
さ
れ
て
い
た
)
政
府
(
超
然
内
閣
)
を
擁
護
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
不
信
は
あ
っ
て
も
、
政
党
内
閣
確
立
に
踏
み
切
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。



普
選
論
へ
の
転
換
も
決
し
て
民
衆
へ
の
不
信
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
民
衆
の
政
治
教
育
は
依
然
と
し
て
、
吉
野
が
力

説
し
た
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
衆
の
覚
醒
し
た
政
治
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
の
解
決
を
見
て
か
ら
の
選
挙
権
拡
張
と
い
う
主

張
を
許
さ
な
い
ほ
ど
尖
鋭
化
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
吉
野
は
政
治
教
育
と
選
挙
権
拡
張
を
セ
ッ
ト
に
し
た
の
で
あ
る
。
選
挙
権
拡
張
は

政
治
教
育
に
も
役
立
つ
と
い
う
論
法
が
そ
れ
で
あ
る
。

第
二
に
、
制
度
論
的
視
点
の
強
化
で
あ
る
。
立
憲
政
治
下
に
お
け
る
、
国
民
や
議
員
の
モ
ラ
ル
確
立
を
初
期
吉
野
は
強
調
し
た
。
国

民
の
議
会
監
督
、
議
会
の
政
府
監
督
と
い
う
憲
政
の
本
義
を
完
か
ら
し
め
る
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
大
正
期
に
は
さ
ら
に
、
制
度
的
視
点
か

ら
憲
政
有
終
の
美
を
済
す
途
を
論
ず
る
に
い
た
っ
た
。

た
と
え
ば
、
議
員
が
政
府
を
十
分
監
督
で
き
ず
、
逆
に
政
府
に
買
収
さ
れ
る
醜
態
は
、
初
期
吉
野
に
よ
っ
て
姐
上
に
置
か
れ
た
が
、

こ
の
問
題
は
大
正
期
に
は
、
議
院
内
閣
制
の
確
立
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
的
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(
多
数
党
が
政
府
の
基
盤
で
あ

れ
ば
、
議
員
買
収
は
必
要
な
い
)
。

シ
ス
テ
ム
的
視
点
は
、
賢
者
と
い
え
ど
も
少
数
政
治
と
い
う
密
室
政
治
の
中
で
腐
敗
を
起
こ
す
と
い
う
現
実
認
識
に
も
負
う
て
い
た
。

多
数
政
治
(
議
会
政
治
)
に
よ
る
腐
敗
抑
制
と
い
う
視
点
が
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。

吉野作造の初期政治思想

普
選
選
挙
も
、
国
民
の
選
挙
モ
ラ
ル
の
向
上
を
目
し
た
制
度
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

(
1
)
吉
田
博
司
「
平
和
文
化
の
使
者
|
|
吉
野
作
造
|
|
」
『
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
』
一
九
号
、
二

O
O
三
年
十
二
月
。

(
2
)
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
清
水
靖
久
「
〈
解
説
〉
吉
野
作
造
の
政
治
学
と
国
家
観
」
(
『
吉
野
作
造
選
集
1
』
中
央
公
論
社
、

一
九
九
五
年
)
に
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お
い
て
次
の
よ
う
に
明
解
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
吉
野
は
、
一
九
O
五
年
に
す
で
に
主
民
主
義
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
強
い
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
ゆ
え
に
、
普
通
選
挙
も
政
党
内
閣
も
肯
定
で
き
な
か
っ
た
」
(
三
八
四
頁
)
。

(
3
)
『
新
人
』
創
刊
号
の
例
言
に
は
、
「
新
人
」
は
宗
教
道
徳
の
時
論
を
切
議
す
る
の
み
な
ら
ず
政
治
に
渉
ら
ざ
る
限
り
社
会
の
諸
問
題
に
就
き
公

平
な
る
批
評
を
試
む
可
し
、
と
あ
る
。
田
中
真
人
「
『
新
人
』
の
意
義
と
性
格
」
(
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
「
新
人
」
「
新
女
界
」

の
研
究
ー
ー
ー
二

O
世
紀
初
頭
キ
リ
ス
ト
教
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
人
文
書
院
、
一
九
九
九
年
)
に
よ
れ
ば
、
「
『
新
人
』
は
保
証
金
が
小
額
で

す
む
「
時
事
」
を
論
じ
な
い
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
選
択
し
た
た
め
に
、
そ
の
論
評
に
あ
た
っ
て
は
「
政
治
に
渉
ら
ざ
る
」
と
の
限
定
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
(
一
三
頁
)
。
実
際
に
は
多
く
の
政
論
が
掲
載
さ
れ
た
。

(
4
)
吉
野
作
造
「
政
治
界
に
対
す
る
我
党
の
態
度
」
『
新
人
』
第
四
巻
第
一
号
、
明
治
三
十
六
年
一
月
。

(
5
)
同
右
、
三
九
頁
。

(
6
)
同
右
、
同
頁
。

(
7
)
初
期
吉
野
の
国
家
主
義
的
傾
向
は
「
日
本
民
族
の
精
神
的
自
覚
」
(
『
新
人
』
第
六
巻
第
七
号
、
明
治
三
十
八
年
七
月
)
に
露
骨
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
「
日
本
人
は
独
り
露
国
と
戦
っ
て
勝
ち
得
る
を
疑
は
な
い
の
み
な
ら
ず
文
実
に
世
界
の
何
れ
の
国
と
戦
っ
て
も
負
け
な
い
と
云

う
大
自
信
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
思
ふ
」
(
五
三
頁
)
。

(
8
)
前
掲
「
政
治
界
に
対
す
る
我
党
の
態
度
」
、
三
九
頁
。

(
9
)
同
右
、
三
九
|
四

O
頁。

(
叩
)
吉
野
作
造
「
政
界
時
感
」
『
新
人
』
第
四
巻
第
二
号
、
明
治
三
十
六
年
二
月
。

(
日
)
同
右
、
三
二
頁
。

(
ロ
)
同
右
、
三
三
頁
。

(
日
)
同
右
、
同
頁
。

(
凶
)
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
』
三
十
一
年
一
号
、
一
九
一
六
年
一
月
)
『
吉
野
作

造
選
集
2
』
所
収
、
五
二
頁
。

(
日
)
吉
野
は
藩
閥
官
僚
の
巨
頭
伊
藤
博
文
の
政
友
会
結
成
に
馳
せ
参
じ
た
党
人
の
心
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
懐
疑
的
で
あ
る
。
「
彼
等
の
中

に
は
夙
に
政
党
内
閣
を
夢
み
局
長
の
椅
子
に
あ
り
つ
か
ん
な
ど
と
の
空
望
の
た
め
に
の
み
十
年
一
日
の
如
く
党
事
に
鞍
掌
し
来
り
し
も
の
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(
吉
野
作
造
「
政
党
進
化
論
」
『
新
人
』
第
五

も
あ
り
。
要
す
る
に
政
府
の
官
職
を
得
ん
と
の
希
望
は
彼
等
の
胸
中
に
欝
勃
た
り
し
な
り
」

巻
第
四
号
、
明
治
三
十
七
年
四
月
、
三

O
頁)。

(
時
)
前
掲
「
政
界
時
感
」
、
三
五
頁
。

(
口
)
同
右
、
三
六
頁
。

(
日
)
吉
野
の
利
益
政
治
へ
の
根
強
い
反
感
は
、
大
正
期
に
持
ち
越
さ
れ
、
地
盤
政
策
批
判
の
形
を
と
っ
て
表
出
し
た
。
吉
田
博
司
「
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
!
と
普
通
選
挙
運
動
」
(
寺
崎
修
編
著
『
近
代
日
本
の
政
治
』
法
律
文
化
社
、
二

O
O
六
年
)
、
一
四
三
|
一
四
四
頁
参
照
。

(
四
)
吉
野
作
造
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」
『
新
人
』
第
六
巻
第
二
号
、
明
治
三
十
八
年
二
月
、
二
一
頁
。

(
却
)
同
右
、
同
頁
。

(
幻
)
吉
野
作
造
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」
『
新
人
』
第
六
巻
第
一
号
、
明
治
三
十
八
年
一
月
、
一
七
頁
参
照
。

(
幻
)
同
右
、
同
頁
。

(
お
)
同
右
、
一
八
頁
。

(
M
)
吉
野
作
造
「
選
挙
権
拡
張
の
議
」
(
『
新
人
』
第
五
巻
第
二
一
号
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
)
は
、
「
政
治
能
力
の
多
少
は
大
体
に
於
て
財
産

の
多
少
と
正
比
例
す
べ
き
」
(
三
四
頁
)
と
し
て
い
る
。

(
お
)
吉
野
作
造
「
普
通
選
挙
請
願
運
動
の
搬
を
読
む
」
『
新
人
』
第
五
巻
第
二
一
号
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
。

(
お
)
前
掲
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
普
通
選
挙
運
動
」
『
近
代
日
本
の
政
治
』
、
二
二
一

l
!
二
二
二
頁
。

(
幻
)
前
掲
「
普
通
選
挙
請
願
運
動
の
搬
を
読
む
」
、
三
二
l

三
三
頁
。

(
お
)
同
右
、
三
三
頁
。

(
却
)
前
掲
「
本
邦
立
憲
政
治
の
現
状
」
『
新
人
』
第
六
巻
第
二
号
、
一
七
l

一
八
頁
。

(
却
)
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
『
吉
野
作
造
選
集
2
』
、
七
一
頁
。

(
訂
)
同
右
、
同
頁
。

(
辺
)
同
右
、
五

O
l五
一
頁
。
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