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あのなハ・一よ
る苑と－１１１○る一
が言こっ内ｌ」最九
、がろのⅢ１に初ｌｌＬｌ
こなでポ肋いの七
こさ、イ旗た政年
でれｌ(ｉンのる権に
もた近卜Ｄｉ（八を成
う。、と囚力意立
一そハ・なをノ｜味し
度れ’１１つ解－すた
、ら内て｜ﾘ’○るハ・
そのＩＸ１いす．’］も１１１
れ苑ノｊｌるるにの内
ら言壊・こすでＩＨＩ
の｜よのとぎあは

苑汽原はなつへ、
言Ｗ］囚、かた上当
を１Jにわつ゜時
収新つがたしの
録IMIい囚・か｜］
し￣てに片し木
、紙、お１１１，社
そ」１片け内ハ・会
ので１１１る｜#１１１１党
上な内社は内委
でさ’＃１会、｜Ｍ１［ｉ
若れの主なの災
干た｜H１義ぜ成川・
の（）係政、立１１１
検の者党わ期哲
討でかにずＩｉｉ１を
をあらよかは荷
試るＩＭＩる八、班
みのかｈｈ力一と
るでな初ノ｝九一j‐
こ、論の余四る
と多イト政で七、
にくの柿例年わ
しの形のれ六が
た人を絲な月ｌｉ１
いのと験け一に
。’=１つをれ日お
にて分ばかけ
ふ注折ならる
れ｜］十ら一社
てするな九会
いぺさか四主
るきいつ八義
も二のた年政
の、７Kの二党
で三要か月に

｡ 

（
１
）
片
山
内
側
は
、
社
会
党
と
民
主
党
、
川
氏
協
同
党
と
の
迎
立
政
権
で
あ
っ
た
。
片
山
内
閣
の
次
の
渋
川
内
側
も
、
同
じ
三
光
に
よ
る
述
立
政
権

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
四
一

Ｆ－１ 

ｉ主
､＿’ 

片
山
内
閣
伽
壊
の
原
因
に
つ

は
じ
め
に

い

て

高
橋
彦
博



日
本
社
会
党
の
姿
、
災
と
し
て
一
九
四
七
年
に
甘
州
の
地
位
に
つ
い
た
片
山
哲
氏
は
、
一
九
六
○
年
、
民
社
党
の
分
立
と
と
も
に
社
会

党
を
離
れ
、
一
九
六
五
年
に
は
民
社
党
か
ら
も
離
党
し
て
い
る
。
し
か
し
、
片
山
氏
は
、
こ
の
間
、
｜
貸
し
て
日
本
国
憲
法
擁
護
の
運
助

に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
は
今
Ⅲ
に
い
た
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
の
片
山
氏
が
、
「
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
三
月
四
日
付
の
「
論
壇
」
で
、
戦
後
滅
後
の
片
山
内
閣
が
在
任
八
カ
月
余
で
総
辞
職
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
理
山
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
社
会
党
内
部
に
お
け
る
「
左
派
の
造
反
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
、
ア
メ
リ

カ
占
領
邪
の
対
日
方
針
の
蛎
換
、
と
く
に
Ｗ
躯
術
政
簸
の
隠
微
な
押
し
付
け
に
あ
っ
た
と
発
言
し
た
の
が
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
。
片
山

氏
の
「
投
稿
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

片
山
内
閣
総
辞
職
の
真
相

ｌ
米
剛
の
耐
躯
倫
政
策
に
繊
く
反
鍬
ｌ

片
山
哲

十弐刺才Ⅷ砥纈繩鋤Ｅ牡一》紺州琲峨啄沙い鈍州剛率い畷壹｜の鍛彗巍赫班魂”織繊輝雄綴緯但ついて、片山内閣が社会党

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
四
二

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
脈
に
い
え
ば
、
わ
が
凶
に
お
け
る
社
会
主
義
政
党
に
よ
る
簸
初
の
政
権
は
、
保
守
政
党
と
の
述
立
政
搬
と
し
て
、

片
山
・
芦
田
両
内
閣
と
し
て
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
片
山
・
芦
川
内
閣
に
か
ん
す
る
分
析
的
な
論
述
と
し
て
、
『
歴
史
評
論
』
第
二
九

八
号
（
一
九
七
五
年
二
月
）
・
第
三
二
○
号
（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
に
お
け
る
柴
山
敏
雄
、
山
田
散
男
、
矢
野
洋
三
、
佐
瀬
昭
二
郎
各
氏
の
論

稿
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
片
山
・
西
尾
論
争



の
左
派
を
排
除
し
保
守
と
手
を
握
っ
た
の
が
退
陣
の
爪
川
、
と
の
説
が
、

岐
近
に
い
た
る
も
な
お
一
部
で
と
な
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
琳
突
と

相
違
し
て
い
る
。
以
下
、
真
相
を
記
述
し
て
お
き
た
い
。

当
時
の
保
守
党
は
、
吉
田
茂
君
の
自
由
党
、
芦
田
均
君
の
民
主
党
、

三
木
武
夫
君
の
国
民
協
同
党
に
分
か
れ
て
い
た
。
二
十
二
年
四
月
の
総

避
難
の
結
果
、
社
会
党
が
節
一
党
に
な
っ
た
。
敗
戦
後
の
混
乱
の
真
っ

た
だ
中
で
も
あ
り
、
こ
の
さ
い
準
凶
一
致
内
側
を
つ
く
ろ
う
と
の
ｗ
が

術
ま
っ
た
。
古
川
澗
の
ほ
か
、
河
野
一
郎
芯
ら
も
こ
れ
を
主
狼
し
た
。

こ
と
に
古
川
芯
は
、
硴
夜
ひ
そ
か
に
、
私
を
片
瀬
（
神
奈
川
以
鵬
沢

市
）
の
草
庵
に
た
ず
ね
て
、
挙
脚
内
側
を
い
っ
し
ょ
に
や
ろ
う
と
巾
し

込
ん
で
き
た
ほ
ど
の
純
真
さ
で
あ
っ
た
。
私
は
、
と
に
か
く
第
一
党
の

社
会
党
が
首
班
に
な
る
ぺ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
社
会
党
で
は
、
首
班

に
あ
ら
ず
ん
ぱ
野
党
に
な
る
こ
と
を
取
り
さ
だ
め
て
い
た
。
こ
れ
を
も

っ
て
し
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
社
会
党
の
左
派
は
巡
立
内
側
そ
の
も

の
に
反
対
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
何
度
と
な
く
砿

認
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
図
会
に
お
け
る
背
班
脂
約
は
、
片
山
哲
を
ほ
ぼ
満
場

一
致
で
決
定
し
た
。
私
は
こ
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
芦
川
窓
の
民
主
党

と
現
総
理
三
木
君
の
国
協
党
と
と
も
に
連
立
内
閣
を
つ
く
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
左
派
も
万
々
、
承
知
の
う
え
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
平
凡
社
の
世
界
大
百
科
事
典
に

片
山
内
側
川
竣
の
爪
囚
に
つ
い
て

いこあ戦政そいは理．'Ｍ１内と当はな左立お
とまる争椛当れて、１１１とし｜Ｍ１で１１ゲ左で〈派にい
念で￣をのⅡｻﾞ以、左かこたがなの派きさのよて
じもと放時の」：迫派らろ・成ん西のなれ力つ、
てもい棄代ァに力１１のでで立とノ６力い§がてⅡ・
いりつしでジ、予鈴は、しか末か。：強成１１’
たたてたあアマ猟木な私たし広ら￣〈立内
・てい日つ１１１１ツの茂いがとよ’１丁もななしIMI
、た本た勢力政三・辞きうレノ、どるたが
福゜は゜は１府郎ため、￣ｌと入とにも－，
祉私、マ、・ﾘ・案君したよと’１丁｜M１説つの光
画は束ツ毛｜ががかのういがし{ｿ１れで内
家こ洋力沢司帝委にはやうｌｌｉたさてあの

卓鍔｜鰄駕峠,'１１熱帯鰯
新んス元い方たし緯が勘あのうる大めお
意ででＭ’ま針こて辞ど十つでも゜き、さ
法、あはだのとい職う、たあのこく動え

一を日リヨ成変でたのこ野がるがれし労民

豐総玉靭洲瞥繊ＺＭｉぞ両會蔦慰燃
し新デ法ずあた姿をいのの）‘た服辞批と
て憲ンに、つ･員早うｉ１Ｉｉ後１１。す職判の
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片
山
氏
の
発
言
の
意
図
は
、
叩
に
耶
態
の
真
机
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
○
年
代
の
半
ば
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
自
民
党
に
よ
る
長
期
政
権
の
安
定
性
が
失
な
わ
れ
、
何
ら
か
の

形
に
お
け
る
革
新
政
権
の
成
立
が
具
体
的
日
程
に
の
ぼ
っ
た
段
階
で
、
片
山
氏
は
、
約
三
○
年
前
の
社
会
党
政
権
に
つ
い
て
、
内
部
対
立

に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
で
は
な
く
、
占
領
政
簸
に
対
抗
す
る
た
め
総
辞
職
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
の
嚇
災
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
っ
た
。
片
山
氏
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
簸
初
の
社
会
党
政
権
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
平
和
擁
誠
の
精
神
を
守
り
ぬ
く
た
め
、
占

領
政
策
の
転
換
に
強
く
抵
抗
し
て
総
辞
職
し
た
こ
と
に
な
る
。

片
山
氏
の
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
二
年
、
「
片
山
内
閣
組
閣
二
五
周
年
記
念
会
」
が
開
か
れ
た

席
上
に
お
い
て
、
片
山
氏
は
右
の
「
投
稿
」
と
同
趣
旨
の
簡
単
な
発
言
を
行
な
っ
て
Ｌ
麩
・
さ
ら
に
、
片
山
氏
は
、
一
九
六
七
年
に
発
表

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

し
か
し
、
そ
の
後
の
国
際
怖
勢
の
変
化
を
う
け
て
、
迎
合
国
、
こ
と

に
米
国
政
府
の
対
日
方
針
が
変
わ
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
い
う
こ
と
も

変
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
か
れ
は
「
エ
デ
ン
の
園
の
理

想
は
実
現
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
ほ
の
め
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
私
に
対
し
、
Ⅱ
本
の
秤
服
倣
に
手
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
仕
向
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
信
念
に
反
す
る
。

平
和
主
義
者
の
私
と
し
て
は
、
戦
争
を
避
け
る
た
め
に
は
日
本
は
再

凧
附
す
ぺ
き
で
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
再
服
倫
を
き
ら
っ
て
、
内
側
総

辞
職
に
も
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
四
四

私
の
あ
と
、
芦
川
職
が
内
側
を
組
織
し
た
。
前
述
の
と
お
り
、
芦
川

内
閣
に
は
社
会
党
の
左
派
の
諸
君
も
入
閣
し
て
い
た
。
し
か
し
薦
田
君

は
、
戸
を
締
め
て
お
か
な
い
と
外
敵
に
侵
さ
れ
る
と
い
う
「
戸
締
り
論
」

を
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
芦
川
芯
の
再
疋
備
論
は
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
圧
力
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

間
違
っ
た
説
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
意
外
千
万
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

あ
え
て
一
文
を
菌
し
、
辞
職
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。（
元
廿
机
Ⅱ
投
稿
）



し
た
回
想
記
の
中
で
、
右
の
趣
旨
を
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
た
。
片
山
氏
は
、
片
山
内
側
が
総
辞
職
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
第
一
の
き

っ
か
け
」
は
「
平
野
追
放
問
題
」
で
あ
り
、
「
地
も
腫
接
的
な
原
因
」
と
な
っ
た
も
の
は
党
内
左
派
に
よ
る
「
補
正
予
算
政
府
案
否
決
」
で

あ
っ
た
が
、
「
そ
れ
以
上
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
の
極
東
政
策
に
関
す
る
変
化
が
、
私
に
辞
職
を
決
意
さ
せ
る
大
き
な
理

（
２
）
 

山
に
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
た
。

片
山
氏
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
た
。
「
特
に
、
私
が
非
術
に
放
火
に
感
じ
た
の
は
、
新
恋
怯
の
行
景
で
あ
る
平
和
主
義
に
つ
い
て
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
自
身
の
考
え
方
の
中
に
、
Ⅲ
本
に
一
砲
、
一
艦
だ
に
な
く
と
も
、
ソ
述
に
対
抗
し
て
東
洋
の
平
和
を
守
る
た
め
に
は
、
海

外
派
兵
の
道
は
つ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
変
化
が
川
て
き
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
後
年
の
戸
締
り
防
衛
論
に
つ
な

が
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
逸
早
く
察
知
し
た
時
、
私
は
災
居
無
川
、
政
椛
は
早
晩
投
げ
川
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
。
社
会
党

が
与
党
で
こ
の
路
線
を
強
要
さ
れ
た
ら
、
ど
う
に
も
反
対
の
術
は
な
く
な
る
か
ら
だ
。
従
っ
て
片
山
内
閣
の
後
半
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
変
化
に

（
３
）
 

さ
か
ら
っ
て
多
少
と
も
改
革
を
進
め
る
こ
と
と
、
投
げ
ど
き
を
見
つ
け
出
す
こ
と
し
か
な
か
っ
た
と
も
一
一
ｍ
え
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
片
山
内
側
が
一
九
四
八
年
二
〃
の
時
点
で
総
辞
職
の
決
意
を
川
め
る
に
い
た
っ
た
小
怖
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
社
会
党
内
部

に
お
け
る
「
左
派
の
造
反
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
兄
解
を
、
槻
会
あ
る
た
び
に
示
し
て
き
た
の
は
、
当
時
、
ｎ
本
社
会
党
謝
記
災

で
あ
り
、
片
山
内
側
に
お
い
て
は
内
閣
悔
厩
焚
官
で
あ
っ
た
西
尾
末
広
氏
で
あ
っ
た
。
両
足
氏
は
、
衆
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
政
府
案

否
決
は
、
予
算
委
働
災
で
あ
っ
た
鈴
木
茂
三
郎
を
中
心
と
す
る
社
会
党
左
派
の
「
計
画
的
な
陰
謀
」
で
あ
っ
た
と
断
じ
た
上
で
、
「
こ
こ
に

片
山
内
閣
は
、
八
カ
月
に
し
て
残
念
な
が
ら
倒
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
世
間
の
多
く
は
連
立
内
閣
そ
の

も
の
の
尖
敗
の
よ
う
に
い
い
ま
す
が
、
実
は
社
会
党
の
党
内
不
統
一
の
た
め
で
あ
り
、
政
局
担
当
の
政
党
と
し
て
は
社
会
党
が
未
成
熟
で

（
４
）
 

あ
っ
た
こ
と
が
主
た
る
原
因
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
た
。
西
尼
氏
に
お
い
て
、
社
会
党
左
派
へ
の
批
判
が
、
保
守
党
と
の

片
山
内
側
川
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
四
五



片
山
内
側
崩
壊
の
爪
囚
に
つ
い
て

一
四
六

連
立
政
椛
擁
談
論
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
文
脈
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

片
山
氏
も
、
社
会
党
政
権
が
保
守
政
党
と
の
連
立
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
に
政
権
倒
壊
の
原
因
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
兄
方
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
片
山
氏
と
西
尾
氏
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
党
左
派
の
片

山
内
側
に
対
す
る
批
判
と
攻
撃
を
、
内
閣
を
し
て
総
辞
職
に
追
い
や
っ
た
根
本
脈
因
と
兄
る
か
存
か
で
、
両
氏
の
几
解
は
大
き
く
唯
い
遮

っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
片
山
氏
の
先
の
「
投
稿
」
に
対
し
て
、
西
尼
氏
は
庇
ち
に
「
補
足
修
正
的
所
見
」
を
発
表
す
る

こ
と
に
な
る
。
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
三
月
一
六
日
付
の
「
論
壇
」
に
発
表
さ
れ
た
西
尾
氏
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

三
川
四
日
の
本
欄
に
掲
戦
さ
れ
た
片
山
哲
氏
の
「
片
山
内
側
総
辞
職

の
典
帆
」
な
る
一
文
は
、
邪
兆
の
煎
大
な
る
点
に
お
い
て
、
Ⅲ
皿
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
当
時
、
商
況
焚
竹
で
あ
っ
た
私
の
立
場
か
ら
、

若
干
、
補
足
修
正
的
所
見
を
の
ぺ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

片
山
さ
ん
は
、
汁
山
巡
立
内
側
の
成
立
に
は
、
社
会
党
左
派
も
賛
成

で
あ
っ
た
と
い
い
、
平
凡
社
の
大
百
科
郡
山
が
「
片
山
内
側
は
、
党
内

左
派
を
押
さ
え
、
民
主
党
と
の
妥
協
述
立
に
よ
っ
て
成
立
し
た
」
と
あ

る
の
は
間
述
い
だ
、
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
私
も
全
く
同
意

原
因
や
は
り
左
派
の
造
反

ｌ
片
山
内
側
総
瀞
職
の
い
き
さ
つ
Ｉ
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西
尾
氏
の
「
補
足
修
正
」
に
対
し
、
片
山
氏
は
反
論
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
れ
が

占
領
政
策
の
転
換
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
通
説
ど
お
り
社
会
党
内
に
お
け
る
「
左
派
の
造
反
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か

に
つ
い
て
、
論
争
は
、
片
山
・
西
旭
両
氏
を
離
れ
て
展
洲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
片
山
氏
の
場
合
、
予
想
さ
れ
る
七
○
年
代
後
半
以
一
峰
に

お
け
る
球
新
政
権
の
樹
立
に
対
し
て
、
三
○
年
前
の
社
会
党
政
椛
が
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
な
る
よ
う
な
評
価
を
帝
定
し
て
お
き
た
い
と
の
心

境
か
ら
す
る
今
回
の
発
言
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
当
事
者
の
あ
い
だ
に
お
け
る
論
争
は
、
意
識
し
て
避
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
に
、
片
山
氏
は
、
西
尼
氏
に
よ
る
片
山
内
側
生
誕
に
か
ん
す
る
努
力
に
対
し
、
「
情
義
」
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
あ
つ

（
５
）
 

た
。
論
争
は
、
他
の
川
山
内
川
Ⅲ
係
者
の
あ
い
だ
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
。

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

（
４
）
 

（
５
）
 

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

し
い
発
言
が
あ
っ
た
。
私
は
政
府
の
大
黒
柱
と
し
て
、
こ
の
と
き
、
内

側
巡
帥
を
決
意
し
、
二
川
九
Ⅱ
、
そ
の
旨
片
山
総
理
に
巡
茸
し
、
片
山

さ
ん
は
や
や
、
跨
麟
（
ち
ゅ
う
ち
ょ
）
の
様
子
で
あ
っ
た
が
、
結
励
、

『
週
刊
民
社
』
一
九
七
二
年
八
月
二
日
・

片
山
哲
『
阿
願
と
展
望
』
一
九
六
七
年
、
橘
村
川
版
、
二
七
八
’
二
七
九
頁
。

同
右
、
二
六
五
’
二
六
六
頁
。

西
尾
末
広
『
新
党
へ
の
道
』
（
中
村
菊
男
編
）
一
九
六
○
年
、
論
争
社
、
九
二
’
九
三
頁
。

片
山
、
前
掲
『
回
顧
と
展
望
』
二
九
五
頁
。

〔
注
〕

一
四
八

翌
十
日
、
総
辞
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
片
山
内
閣
退
剛
の
直

接
の
原
因
で
あ
っ
た
。

（
民
社
党
顧
問
、
元
副
総
理
Ⅱ
投
稿
）



戦
後
史
が
三
○
余
年
の
重
み
を
も
つ
に
い
た
る
と
と
も
に
、
現
代
史
と
は
戦
後
史
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
と
く
に
占
領
体
制
下
の

川
本
の
分
析
が
、
職
後
史
す
な
わ
ち
現
代
史
の
鑓
点
の
分
析
と
し
て
虹
祝
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
占
傾
体
制
下
の
日
本
の

分
析
に
さ
い
し
て
、
占
恢
政
策
の
内
容
上
の
変
化
が
、
戦
後
史
の
時
期
区
分
の
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
追
究
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
今
日
ま
で
の

と
こ
ろ
、
対
日
占
恢
政
策
は
、
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
八
年
に
か
け
て
大
き
く
転
換
し
た
と
と
ら
え
る
税
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
細

か
く
い
え
ば
、
一
九
四
六
年
五
〃
二
○
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
官
が
「
暴
比
デ
モ
許
さ
ず
」
と
い
う
声
明
を
発
表
し
た
時
点
を
と
る

か
、
一
九
四
七
年
に
お
け
る
。
一
・
一
ス
ト
」
に
対
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
ス
ト
中
止
摘
命
が
川
さ
れ
た
時
点
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
一
九
四
八

年
七
月
二
二
日
、
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
書
簡
」
と
い
う
形
で
公
務
員
の
争
議
行
為
が
禁
止
さ
れ
た
時
点
を
と
る
か
、
い
く
つ
か
見
解
の
相
違
は

あ
る
が
、
一
九
四
七
年
に
お
け
る
片
山
内
側
成
立
前
後
の
時
期
に
、
占
倣
政
雄
が
、
そ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
民
主
化
政
雄
」
か
ら
大
き

（
１
）
 

く
変
わ
っ
て
い
っ
た
珈
尖
は
、
一
般
に
硫
認
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
戦
後
史
に
つ
い
て
の
一
般
認
識
か
ら
い
え
ば
、
片
山
氏
の
占
領
政
筑
転
換
論
は
、
甘
肯
さ
れ
る
論
点
で
あ
っ
た
。
西
尾

氏
が
「
左
派
の
造
反
」
説
を
川
持
す
る
の
も
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
占
領
政
簸
の
転
換
に
つ
い
て
「
兆
し
」
し
か
見
ら
れ

な
か
っ
た
と
し
、
「
日
本
の
再
耶
備
を
要
誠
す
る
よ
う
な
気
配
は
当
時
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
点
が
、
ま
ず
第
一
の
問

題
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
八
年
一
月
六
日
、
ア
メ
リ
カ
陸
顕
長
官
ロ
イ
ヤ
ル
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
行
な
っ

（
２
）
 

た
有
治
な
減
税
の
中
で
、
Ⅱ
本
の
「
非
躯
事
化
」
政
雄
に
つ
い
て
反
省
し
て
い
る
事
実
を
無
視
し
、
再
服
備
要
請
の
「
気
配
」
す
ら
感
じ

ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
西
尾
氏
の
把
握
は
、
妥
当
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
朝
Ⅱ
新
聞
』
の
一
読
者
か
ら
次
の

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
四
九

二
論
争
の
展
開



右
の
「
投
諜
」
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
同
じ
『
朝
日
新
川
』
一
九
七
六
年
四
〃
四
日
付
の
「
論
域
」
に
寄
せ
ら
れ

た
元
統
光
新
川
政
胎
部
紀
粁
子
宏
泰
氏
の
兄
解
で
あ
っ
た
。
子
安
氏
は
、
片
山
。
Ｗ
尼
論
争
に
つ
い
て
、
「
こ
の
論
争
が
戦
後
政
桁
史
の
補

蛾
改
定
に
役
立
つ
か
、
あ
る
い
は
い
ま
班
ん
に
論
縦
さ
れ
て
い
る
野
党
の
Ⅲ
の
〈
政
椛
の
受
け
ザ
ラ
〉
問
題
に
何
ら
か
の
教
訓
と
な
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
と
の
意
義
は
大
き
い
」
と
し
た
上
で
、
当
時
、
「
つ
ぶ
さ
に
取
材
に
当
た
り
、
個
人
的
に
も
両
氏
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い

る
」
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
当
時
Ⅱ
水
の
政
界
の
上
川
部
に
は
、
対
Ⅱ
政
餓
の
方
針
を
め
ぐ
る
占
伽
耶
内
の
Ｇ
Ⅱ
（
参
謀

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
○

よ
う
な
的
確
な
内
容
の
見
解
が
寄
せ
ら
れ
た
。
一
九
七
六
年
三
〃
二
四
日
付
同
紙
上
の
「
声
」
欄
で
あ
る
。
”
片
山
内
閣
総
辞
職
の
其
扣
ご

教
示
を
切
望
”
と
題
す
る
「
投
稿
」
の
飛
者
は
、
東
京
都
の
杵
雅
氏
で
あ
り
、
「
、
山
業
、
“
識
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

面
へ
の
希
望
を
述
ぺ
た
い
。

本
紙
〈
論
蹴
〉
に
、
片
山
元
首
机
（
４
Ⅱ
付
）
と
西
尾
元
官
臓
長
官
（
胆
Ⅱ
付
）
か
ら
、
片
山
内
閣
総
辞
職
の
真
因
に
つ
い
て
、
互
い
に
異
な
る
見

解
が
符
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
金
川
氏
に
と
っ
て
も
、
今
Ｈ
的
な
雑
の
深
い
川
脇
促
起
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
Ⅱ
木
の
安
保
防
衛
川
題
の
根
源
に
面
接

か
か
わ
り
、
占
領
政
淌
の
実
態
、
ひ
い
て
は
Ⅱ
下
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
珈
仲
に
も
深
く
つ
な
が
る
問
題
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
戦

前
か
ら
政
界
、
外
交
界
の
川
辺
に
つ
い
て
、
近
代
ｎ
本
政
沿
史
の
災
机
を
探
求
し
て
き
た
一
同
比
と
し
て
、
両
氏
の
凡
解
に
側
す
る
愚
兄
と
側
係
力

ま
ず
両
氏
の
所
兄
に
つ
い
て
は
、
両
氏
と
も
今
回
の
発
討
の
動
機
に
他
意
は
な
い
と
信
頼
す
る
が
、
私
は
片
山
氏
が
い
わ
れ
る
〈
真
机
〉
を
、
西

尾
氏
の
い
わ
れ
る
事
実
よ
り
も
、
さ
ら
に
深
層
に
秘
め
ら
れ
て
き
た
く
真
実
〉
と
解
し
た
い
。
筒
相
と
し
て
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
と
の
幾
た
び

か
の
対
話
の
全
杼
を
、
禰
尻
災
向
に
も
逐
一
伝
え
る
余
裕
も
必
要
も
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
汁
山
氏
に
限
ら
ず
、
廿
机
が
退
陣
決
断
の
真
意
を
閣
議
に

も
表
明
し
得
な
か
っ
た
先
例
も
あ
る
の
で
、
今
回
の
西
尾
反
論
の
範
囲
で
は
、
片
山
発
言
を
覆
す
に
た
り
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
に
か
く
問
題
は
砿
大
で
あ
る
。
当
時
の
爽
悩
に
詳
し
い
側
係
力
耐
の
力
々
に
、
こ
れ
に
側
す
る
ご
教
示
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。



第
二
部
Ⅱ
ち
ょ
う
報
担
当
）
と
Ｏ
Ｓ
（
民
政
川
）
の
対
立
に
呼
応
し
た
複
雑
な
動
き
が
み
ら
れ
、
憐
報
な
ど
に
し
て
も
、
附
く
人
の
立
場

に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
そ
れ
が
政
敵
を
Ⅱ
標
に
意
例
的
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
慌
奇
な
時
代
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

片
山
内
閣
の
退
陣
問
題
を
報
道
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
当
時
は
ま
だ
片
山
氏
か
ら
再
軍
備
説
は
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
主
と
し
て
そ

れ
は
現
象
面
か
ら
し
か
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
そ
の
結
果
は
西
尾
氏
の
い
う
左
派
の
〈
謀
略
〉
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
一

般
的
に
も
左
派
起
因
脱
が
と
ら
れ
て
い
た
。
」

子
安
氏
は
、
片
山
氏
が
今
日
の
時
点
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
耶
慨
が
、
当
時
、
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
ふ
し

ぎ
で
は
な
い
当
時
の
情
勢
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
子
安
氏
が
も
っ
と
も
強
調
し
た
点
は
、
子
安
氏
の
「
投
稿
」

が
”
「
片
山
短
命
内
側
」
の
教
訓
ｌ
主
体
性
欠
い
た
ま
ま
巡
立
を
趣
ぐ
ｌ
”
と
題
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
片
山
内
閣
が
安
易
な
形
で
政
権
の

「
受
け
ザ
ラ
」
に
な
っ
て
い
た
点
で
あ
り
、
子
安
氏
は
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
安
氏
は
い
う
。
「
政
椛
の
核

と
な
る
ぺ
き
与
党
筋
一
党
の
社
会
党
が
、
党
内
不
統
一
で
は
内
側
も
短
命
に
終
わ
る
こ
と
は
妓
初
か
ら
分
か
っ
て
い
た
。
社
会
、
民
主
、

国
協
の
三
党
間
に
政
簸
協
定
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
政
椛
挑
巡
の
主
体
性
に
欠
け
た
ま
ま
、
保
守
と
の
述
立
を
急
い
だ
こ
と
が
、
退
陣
の

様
相
を
被
雑
に
し
た
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
時
は
移
り
、
再
び
連
立
政
椛
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
関
係
者
は
こ
の
こ

と
を
教
訓
に
前
進
を
図
る
べ
き
だ
ろ
う
。
」

片
山
氏
と
両
脇
氏
の
あ
い
だ
で
諭
争
が
展
川
さ
れ
な
い
ま
ま
、
両
氏
の
兄
解
の
机
述
の
も
つ
意
味
の
砿
要
性
が
胴
燗
さ
れ
、
識
論
は
、

静
か
な
論
争
と
し
て
片
山
内
閣
関
係
者
の
あ
い
だ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
片
山
、
西
尾
、
子
安
、
三
氏
が
ふ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
あ
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
点
を
指
摘
し
、
片
山
・
西
尾
論
争
の
核
心
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
都
留
重
人
氏
で
あ
る
。
都
留
氏
は
、

片
山
内
側
段
隣
で
強
化
さ
れ
た
紐
済
安
定
本
部
に
お
い
て
、
都
剛
氏
の
た
め
に
と
く
に
設
け
ら
れ
た
「
総
合
述
絡
姿
、
会
剛
委
日
長
」
と

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
一



片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
二

い
う
典
め
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
。
片
山
内
側
が
「
安
本
内
側
」
と
呼
ば
れ
、
都
柵
氏
が
「
安
本
」
の
場
か
ら
「
紐
済
臼
諜
」
の
第
一
号

を
発
行
し
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
都
留
氏
の
見
解
は
『
朝
日
新
聞
」
一
九
七
六
年
四
月
一
四
日
付
の
「
論
壇
」

に
発
表
さ
れ
た
。

真ざ述経のもやのiWiこ
因るノヤペ済つ－１そよらと司
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片
山
内
閣
総
辞
職
の
い
き
さ
つ

ｌ
遊
反
防
ぐ
知
恋
に
卯
か
さ
ぬ
禰
焔
氏
Ｉ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
客
観
的
具
体
的
立
証
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て

い
な
い
。
Ｍ
イ
ャ
ル
陵
Ⅲ
次
而
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
減
税
（
一
九
四

八
年
一
〃
六
Ⅱ
）
や
マ
ヅ
コ
イ
少
将
の
棚
來
委
ｕ
会
で
の
兄
解
表
明

（
同
年
一
〃
二
十
一
日
）
は
、
占
領
政
簸
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
て
い

た
が
、
そ
の
内
容
は
む
し
ろ
、
ま
ず
日
本
経
済
の
自
立
復
興
を
助
け
よ

う
と
い
う
力
向
の
も
の
で
あ
っ
た
。
解
禁
さ
れ
た
占
傾
政
蛾
関
係
文
愁

に
よ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
服
部
が
「
Ⅱ
本
の
限
定
的
秤
肌
Ⅲ
」
を
荷

い
だ
し
た
の
は
一
九
四
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
点
で
も
、
こ

れ
は
国
務
省
お
よ
び
マ
元
帥
の
方
針
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
明
言
し

た
「
ピ
シ
副
ツ
プ
・
メ
モ
」
が
の
こ
っ
て
い
る
。

他
力
、
西
旭
氏
が
、
片
山
内
側
総
辞
職
の
「
原
因
は
あ
く
ま
で
左
派

の
謀
略
的
造
反
に
よ
る
も
の
」
と
断
じ
た
こ
と
は
、
私
に
は
納
得
で
き

都
例
虹
人



な
い
。

た
し
か
に
、
き
っ
か
け
は
、
左
派
の
鈴
木
茂
三
郎
氏
が
委
員
長
だ
っ

た
衆
議
院
予
算
委
員
会
が
政
府
予
算
案
を
政
府
に
返
上
す
る
決
定
（
二

〃
五
日
）
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と

に
な
っ
た
か
な
の
だ
。

提
出
さ
れ
た
追
加
予
算
案
と
い
う
の
は
、
政
府
が
公
務
員
に
た
い
し

て
一
Ⅱ
木
ま
で
に
支
払
う
こ
と
を
公
約
し
た
生
祈
柵
給
金
○
・
八
ヵ
几

分
の
繊
川
所
要
額
二
十
四
位
Ⅲ
を
、
鉄
道
旅
沸
巡
腕
と
皿
価
料
金
の
引

き
上
げ
（
二
几
中
旬
以
降
二
倍
）
で
ま
か
な
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
公
共
料
金
の
航
上
げ
そ
れ
ｎ
体
は
、
す
で
に
閣
議
で

決
定
し
て
い
た
こ
と
で
、
鈴
木
委
且
も
．
応
認
め
て
よ
い
」
と
し
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
争
点
は
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
公
務
員
生
活
補
給
金

の
財
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仕
組
む
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。
こ
の
争
点
を
め
ぐ
り
、
政
府
部
内
で
も
、
大
厳
省
と
安
本
が
対

立
し
、
安
本
は
、
い
わ
ゆ
る
「
所
得
税
の
は
ね
か
え
り
」
手
法
で
こ
の

追
加
予
算
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
イ
ン
フ
レ
の
巡
行
過
秘
で
お
の
ず
か
ら
州
当
の
炳
収
に
な
る
こ

と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
所
得
税
収
入
の
見
直
し
を
一
部
お
こ
な
っ
て
、

予
算
財
源
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

占
恢
下
に
あ
っ
た
当
時
の
こ
と
だ
か
ら
、
政
府
原
案
そ
れ
じ
た
い
に

つ
い
て
、
占
領
当
局
の
承
認
を
必
要
と
し
た
わ
け
だ
が
、
一
月
中
句
以

片
山
内
側
川
娯
の
爪
囚
に
つ
い
て

降
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
大
蔵
行
対
安
本
の
対
立
は
、
占
恢
当
励

を
か
な
り
困
惑
さ
せ
た
よ
う
だ
。
当
時
大
蔵
行
の
巡
絡
部
長
だ
っ
た
渡

辺
武
氏
の
『
占
領
下
の
日
本
財
政
覚
え
書
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
一
月
二
十
一
一
一
日
（
金
）
、
二
十
四
日
（
士
）
の
段
階
で
は
、
大
蔵
省

の
ほ
う
が
旗
色
が
悪
く
、
安
本
を
代
表
し
て
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た
私

は
、
二
十
四
日
の
週
末
で
安
本
案
が
六
、
七
分
ど
お
り
勝
ち
を
し
め
た

と
い
う
印
離
を
も
ち
、
や
や
気
を
ゆ
る
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
大
施
行
側
は
、
北
川
の
夜
と
Ⅱ
暇
、
再
度
に
わ
た
っ
て
司
令

部
説
得
に
あ
た
り
、
珈
態
を
逆
転
さ
せ
た
。

こ
の
川
、
私
は
、
安
本
竹
尻
次
災
の
稲
葉
秀
三
氏
と
同
行
で
西
尼
愉

房
長
崗
と
面
談
し
、
大
蔵
案
で
は
予
算
委
員
会
が
通
り
そ
う
も
な
い
こ

と
、
安
本
案
で
司
令
部
を
説
得
し
う
る
こ
と
を
詳
し
く
説
明
し
、
西
尾

氏
の
協
力
を
求
め
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
西
尼
氏
は
私
た
ち
の
直
言

を
真
剣
に
川
く
と
い
う
態
度
を
み
せ
ず
、
結
采
は
、
不
傘
に
し
て
私
た

ち
が
予
想
し
た
と
お
り
に
な
っ
た
。
「
左
派
の
謀
略
的
造
反
」
な
る
も

の
を
魂
Ⅲ
さ
せ
ず
に
十
ん
だ
知
忠
に
両
足
氏
が
耳
を
か
さ
な
か
っ
た
の

は
、
な
ぜ
か
。

（
朝
日
新
剛
論
説
顧
問
）

五



片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
四

都
柵
氏
の
指
摘
は
、
両
足
官
尻
焚
官
が
「
大
蔵
対
安
本
」
の
対
抗
側
係
の
中
で
大
蔵
川
に
立
ち
、
む
し
ろ
窓
諏
的
に
「
左
派
の
逝
反
」

を
呼
び
起
こ
し
た
事
実
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
づ
く
り
に
、
当
時
の
大
蔵
官
僚
の
策
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に

桁
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
都
佃
氏
、
邸
が
、
他
の
機
会
に
「
大
蔵
対
安
本
」
の
対
抗
に
つ
い
て
苑
一
雨
し
て
い
る
例
が
あ
る
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
都
側
氏
の
発
言
に
よ
る
と
し
な
が
ら
、
傭
夫
滴
三
郎
氏
が
、
通
史
と
し
て
は
も
っ
と
も
詳
細
な
片
山
内
閣
論
を
展
開
し
た
際

に
、
と
く
に
一
節
を
設
け
、
「
官
恢
の
簸
謀
」
を
指
摘
し
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
あ
る
。
信
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
大
蔵
満

は
、
こ
の
自
然
蝋
収
に
は
日
を
つ
ぶ
り
、
鉄
逆
旅
群
運
賃
と
通
信
料
金
の
値
上
げ
と
い
う
新
た
な
イ
ン
フ
レ
要
因
を
宮
公
山
の
賃
上
げ
と

だ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
を
主
眼
し
、
総
司
令
部
と
の
交
渉
に
お
け
る
火
腋
次
向
池
川
勿
人
の
政
胎
力
に
よ
り
、
自
己
の
主
張
を
片
山
内
側
の

原
案
と
し
て
採
川
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
と
ど
の
つ
ま
り
が
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
否
決
で
あ
っ
た
。
予
算
を
符
掌
す
る
大
蔵
省
主

計
川
の
局
災
は
、
桶
川
赴
夫
で
あ
っ
た
。
安
本
と
主
計
局
の
対
立
、
和
川
安
本
長
官
と
某
栖
蔵
扣
の
対
立
、
社
会
党
と
民
主
党
の
対
立
は
、

池
川
野
人
と
福
川
越
夫
の
謀
略
で
大
蔵
櫛
と
民
主
党
の
勝
利
に
終
っ
た
。
宮
係
制
度
に
た
い
す
る
根
本
の
批
判
を
欠
い
て
い
た
片
山
内
側

（
３
）
 

は
、
街
暉
恢
の
簸
謀
に
よ
っ
て
生
死
の
関
頭
に
た
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」

以
上
か
ら
「
官
僚
の
策
謀
」
が
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
存
在
し
て
い
た
事
実
を
確
認
で
き
る
が
、
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
、
す

な
わ
ち
、
な
ぜ
、
西
尼
官
尻
災
官
が
「
安
本
」
側
に
で
は
な
く
大
蔵
官
僚
の
側
に
立
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
よ
り
航
要
な
内
窓
を
含

ん
だ
問
題
点
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
都
留
氏
が
い
う
よ
う
に
、
西
尾
氏
が
意
識
的
に
「
左
派
の
造
反
」
を
現
出
さ
せ
た
の
は

「
な
ぜ
か
」
、
こ
こ
で
そ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
注
〕

（
１
）
占
領
体
制
下
の
時
代
の
時
期
区
分
論
と
し
て
は
、
山
木
潔
〃
戦
後
危
機
の
展
開
過
程
ｌ
時
期
区
分
を
中
心
と
し
て
ｌ
“
『
講
座
・
戦
後
改
茄
』



こ
の
間
の
事
情
の
鍵
を
握
る
人
物
は
、
当
時
の
官
房
長
官
と
し
て
の
西
尾
氏
で
あ
り
、
西
尾
氏
が
「
左
派
の
造
反
」
説
を
固
執
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
こ
の
間
の
事
情
は
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
都
冊
氏
が
、
「
な
ぜ
か
」
と
問
い
か
け
た
ま
ま
答
え
な
か
っ
た
問

題
点
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
右
翼
社
会
民
主
主
義
の
体
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
党
右
派
は
、
明
確
な
綱
領
を
も
た
ず
、
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
も
な
く
、
た
だ
、
政
椛
参
画
を
目
標
に
議
会
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
い
う
の
が
占
領
下
の
時
期
に
お
け
る
特
徴
点
で
あ
っ
た
。
社
会

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
五

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
を
探
る
さ
い
、
片
山
内
閣
の
次
に
成
立
し
た
の
が
芦
田
内
閣
で
あ
り
、
そ
の
芦
田
内
閣
は
政
権
の
「
た
ら
い
回

し
」
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
内
側
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
噸
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
芦
川
内
閣
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
片
山
内
側
の

総
辞
職
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
片
山
内
閣
の
成
立
も
、
実
は
芦
川
内
閣
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
一
段
階
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
片
山
内
閣
は
、
は
じ
め
か
ら
短
命
内
閣
を
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

（
５
、
労
働
改
革
）
、
一
九
七
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
所
収
を
参
照
。
な
お
、
山
本
氏
の
時
期
区
分
論
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
所
在
に
つ
い
て
は
、

田
沼
肇
氏
に
よ
る
右
『
戦
後
改
革
』
（
５
）
に
か
ん
す
る
書
評
が
参
考
に
な
る
。
『
社
会
科
学
研
究
』
第
二
八
巻
一
号
、
参
照
。

（
２
）
画
イ
ヤ
ル
減
税
の
巾
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
（
辻
清
明
編
『
資
料
・
戦
後
二
十
年
史
（
１
）
、
政
治
』
一
九
六
六
年
、
日
本
評
論
社
、

五
八
頁
以
下
参
照
）
。
恩
…
岳
の
【
の
宮
⑫
餌
１
⑫
の
口
目
】
ロ
の
ぐ
菌
ワ
］
①
ロ
『
８
．
ｍ
８
コ
霞
。
庁
す
の
［
ゴ
の
①
ロ
［
ゴ
の
。
【
種
目
－
８
．
８
℃
（
。
（
す
『
○
日
：
，

目
一
一
日
蝕
Ｂ
［
］
。
。
：
旦
岳
の
ロ
の
ヨ
ロ
ロ
８
．
冊
。
、
ヶ
昌
臼
。
い
い
開
］
【
，
⑪
ロ
８
．
刊
冒
ｍ
ｐ
ｐ
汁
】
。
。
・
圏

（
３
）
信
夫
情
三
郎
『
戦
後
日
本
政
治
史
Ⅱ
』
一
九
六
六
年
、
勘
草
書
房
、
七
一
三
’
七
一
四
頁
。

三
総
辞
職
の
背
景



片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
六

党
右
派
は
、
西
尼
氏
を
先
頭
に
、
保
守
党
と
の
連
立
政
権
の
樹
立
を
妓
火
目
標
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
党
単
独
政
権
は
お
ろ
か
、
（
１
）
 

社
会
党
首
班
内
側
す
ら
求
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
西
尾
氏
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
注
日
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
「
片
山
内
側
を
つ
く
る
時
分
に
も
、
ま
だ
ま
だ
党

政
権
を
担
当
す
る
ま
で
成
焚
し
て
お
ら
な
い
し
、
経
験
も
な
い
こ
と
な
の
で
岐
初
組
閣
を
懸
念
す
る
向
き
も
あ
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
政

権
を
担
当
し
て
も
あ
の
と
き
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
伴
食
大
臣
を
や
り
将
来
に
備

え
て
、
勉
強
し
た
力
が
よ
い
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
力
が
よ
い
。
政
餓
で
は
い
く
ら
か
で
も
わ
れ
わ
れ
の
主
狼
を
災
現
す
れ
ば
つ
ぎ
の

（
２
）
 

選
挙
で
ま
た
勝
て
る
と
い
←
ソ
考
え
で
し
た
。
か
な
ら
ず
し
も
叶
山
内
側
を
つ
く
る
こ
と
円
体
が
Ⅱ
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

西
尾
氏
が
右
で
率
直
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
当
時
の
官
房
長
官
と
し
て
の
西
尾
氏
は
、
内
閣
の
組
閣
に
賛
成
で
な
か
っ
た
。
さ
ら
に

西
尾
氏
は
片
山
行
州
に
単
な
る
政
権
放
棄
と
し
て
の
総
辞
職
を
す
す
め
た
の
で
あ
り
、
「
懸
政
の
常
道
」
論
に
従
っ
て
野
党
の
、
山
党
に

政
椛
を
波
し
、
総
避
難
に
の
ぞ
む
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
と
か
、
不
佃
任
決
継
案
を
受
け
、
国
会
解
散
で
対
処
し
、
総
選
米
に
の
ぞ
む
な

ど
と
い
う
逆
を
選
ぶ
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
尾
氏
は
、
西
尾
氏
が
右
で
い
う
、
「
伴
食
大
原
」
の
逆
に
進
む
た
め
、
片
山
内

閣
を
総
辞
職
と
い
う
形
で
退
陣
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
、
社
会
党
の
「
準
正
史
」
は
「
内
閣
に
ま
っ
た
く
存
続
の
可
能

（
３
）
 

性
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
秋
極
的
に
投
げ
川
し
た
と
み
ら
れ
る
ふ
し
も
あ
る
」
と
記
述
せ
ざ
る
を
窟
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
総
辞
職
後
の
両
足
氏
の
動
向
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
西
尾
氏
が
、
片
山
荷
相
を
し
て
総
辞
職
を
決
意
さ
せ
た
の
は
、
芦
川
内
閣

を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
政
権
の
「
た
ら
い
回
し
」
を
計
る
た
め
で
あ
っ
た
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。
右
の
両
足
氏
の
証
言
の
中
に
お
け
る
、

「
川
山
内
閣
を
つ
く
る
こ
と
日
体
が
川
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
西
尾
氏

の
企
図
は
、
当
初
か
ら
、
社
会
党
首
班
内
閣
の
樹
立
と
そ
の
維
持
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
民
主
党
主
導
型
の
連
立
政
権
の
樹
立
と
そ
れ



戦
後
第
二
回
の
総
選
挙
、
新
慰
法
公
布
後
第
一
川
の
総
選
挙
で
社
会
党
が
第
一
党
に
な
っ
た
と
き

し
た
。
西
尾
氏
に
よ
れ
ば
「
そ
い
っ
は
大
変
だ
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
西
尾
氏
の
「

味
は
大
き
い
。
戦
時
体
制
下
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
保
守
政
界
一
部
と
の
一
定
の
人
的
交
流
の
災
紐

体
制
内
的
市
民
樅
確
保
を
め
ざ
す
伝
統
的
な
右
塊
社
会
民
主
主
義
の
体
厩
、
そ
し
て
社
会
党
廿
班
論

こ
れ
ら
の
要
因
の
す
べ
て
が
社
会
党
第
一
党
と
い
う
選
挙
結
采
に
対
す
る
社
会
党
誹
記
災
両
足
氏
の

（
５
）
 

い
る
の
で
あ
る
。

へ
の
参
加
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
た
ら
い
回
し
」
の
た
め
に
は
、
総
選
挙
を
意
味
し
な
い
総
辞
職
が
必
要
で
あ
っ
た
。

西
尾
氏
は
、
芦
川
内
閣
の
成
立
事
情
に
か
ん
し
て
「
政
権
の
タ
ラ
イ
廻
し
だ
と
い
う
非
難
が
商
か
つ
た
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の

上
で
次
の
よ
う
に
弁
明
し
て
い
る
。
「
国
会
を
解
散
し
て
選
挙
の
結
果
に
従
う
ぺ
き
だ
と
い
う
議
論
も
成
り
立
ち
ま
す
が
、
当
時
は
総
司

令
部
の
意
向
を
無
視
し
て
政
局
を
担
当
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
総
選
挙
後
ま
だ
一
年
に
も
み
た
な
い
と
き
で
も
あ
っ
た
わ
け
で

（
４
）
 

す
。
・
・
・
…
ま
た
当
時
の
時
局
は
解
散
な
ど
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
状
態
で
し
た
。
」
だ
が
、
こ
の
西
尾
氏
の
弁
明
を
聞
け
ば
、
「
解
散

な
ど
や
っ
て
い
ら
れ
な
ど
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
西
尾
氏
は
、
そ
の
瞬
間
を
、
片
山
内
閣
の
政
権
投
げ
Ⅲ
し
の
時
機
、
す
な
わ
ち

総
辞
職
に
よ
る
芦
川
内
側
へ
の
政
権
「
た
ら
い
回
し
」
の
好
機
と
判
断
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
、
か
え
っ
て
残
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
芦
川
内
側
の
川
川
と
い
う
点
で
、
桶
川
Ⅱ
西
尾
両
氏
の
組
合
せ
も
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

戦
後
第
一
一
回
の
総
選
挙
、
新
慰
法
公
布
後
第
一
川
の
総
選
挙
で
社
会
党
が
第
一
党
に
な
っ
た
と
き
、
西
尾
氏
は
「
し
ま
っ
た
」
と
発
言

し
た
。
西
尾
氏
に
よ
れ
ば
「
そ
い
っ
は
大
変
だ
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
西
尾
氏
の
「
し
ま
っ
た
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意

味
は
大
き
い
。
戦
時
体
制
下
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
保
守
政
界
一
部
と
の
一
定
の
人
的
交
流
の
災
紙
、
さ
ら
に
は
、
政
椛
蛾
握
で
は
な
く
、

体
制
内
的
市
民
樅
確
保
を
め
ざ
す
伝
統
的
な
右
塊
社
会
民
主
主
義
の
体
厩
、
そ
し
て
社
会
党
廿
班
論
を
腰
側
す
る
社
会
党
左
派
と
の
対
抗
、

こ
れ
ら
の
要
因
の
す
べ
て
が
社
会
党
第
一
党
と
い
う
選
挙
結
采
に
対
す
る
社
会
党
誹
記
災
両
足
氏
の
「
し
ま
っ
た
」
発
育
に
集
約
さ
れ
て

社
会
党
首
班
内
閣
を
、
保
守
党
主
導
型
述
立
政
権
へ
の
踏
み
台
と
し
て
、
短
命
内
側
に
終
わ
ら
せ
た
西
尾
氏
の
政
沿
工
作
は
、
わ
が
国

に
お
け
る
二
大
政
党
制
確
立
の
萌
芽
を
押
し
洲
し
た
紡
采
と
な
り
、
一
九
四
八
年
の
第
二
次
吉
川
内
閣
以
降
に
お
け
る
保
守
党
支
配
体
制

の
確
立
を
躯
術
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
点
と
の
関
迎
で
、
片
山
内
閣
段
階
で
一
度
は
総
選
挙
を
行
な
う
ぺ
き
で
あ
っ
た
、
と
西
尾
氏

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
七



片
山
内
側
川
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
五
八

を
批
判
す
る
の
が
平
野
力
三
氏
で
あ
る
。
平
野
氏
は
、
都
冊
氏
に
つ
づ
き
、
『
朝
Ⅱ
新
川
』
一
九
七
六
年
四
〃
二
三
Ⅱ
付
「
論
域
」
で
次
の

よ
う
に
兆
一
言
し
た
。

片
山
内
側
総
辞
職
の
真
相
を
め
ぐ
っ
て
、
関
係
満
の
方
々
が
本
欄
に

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
見
解
を
述
ぺ
ら
れ
た
。
そ
の
発
端
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
当
の
片
山
哲
氏
で
あ
り
、
氏
の
見
解
に
対
し
て
す
か
さ
ず

反
論
し
た
の
が
、
当
時
内
側
の
官
房
長
向
で
あ
っ
た
西
尾
末
広
氏
で
あ

る
。当
時
の
片
山
内
側
の
閣
僚
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
背
は
、
片
山
、

西
尼
両
氏
の
ほ
か
に
、
現
在
の
総
理
大
臣
で
あ
る
三
木
武
夫
氏
（
当
時

は
逝
偏
大
臣
）
、
森
戸
辰
男
氏
（
同
文
部
大
阪
）
、
と
私
（
同
農
林
大
臣
）

の
五
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
も
、
側
係
者
の
一
人
と
し
て
あ
の
こ
ろ
を

顧
み
て
柵
足
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
総
辞
職
の
〃
文
相
”
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
の
記
憶
で
は
、

片
山
氏
が
い
っ
て
い
る
「
再
肛
倣
の
要
訓
が
あ
っ
た
の
で
辞
職
の
脳
を

き
め
た
」
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

片
山
内
閣
の
教
え
た
も
の

Ｉ
Ｉ
党
内
同
志
の
職
い
結
束
の
璽
製
性
Ｉ

党乱い片きもる内のる
'１９つがつマ１１’てが再lMl結そ゜
にざ超てツ氏も知軍に采も
おにきき力の、らＭｉた、そ
け、たたＩ何はなをい社も
る片この・ｿ・かれい要し会、
丙１１１ろは１の返の諭て党片
政内で吉司Ｍ』せにし、がIlI

iilMi3lllliii魁1ドル譽泗'１１
受短たＩＭＩがいｔｆＩＩ’た力党は
け命・時鮮でこ氏とＩと新
ザに代蹴はとだはサな意
ラ終の予なでけ老１つ法
_わ１１１｛（(Ｍい、にえ司てに
１こつｆｉｌ隊か総そら令生よ
った二的と１W（んれ部まつ
いこ‐トな思職なながれて
てと菰もうの１Kい新た行
でと年の。哩婆･憲内わ
あ、、を１１１なも法IMIれ
るこつ枚にこしのでた
がんまけＩよとｌｇ１桁あ量
、にD窓なを僚神る初
こちｌiﾘ]よらいのに。の

鮒ｉＭｌｉ償ぞ僻纈

平
野
力
三



平
野
氏
が
右
で
い
う
「
同
志
的
絲
來
」
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
右
翼
社
会
民
主
主
義
打
同
志
間
の
結
束
の
こ
と
で
あ
る
。
平

野
氏
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
平
野
農
相
罷
免
」
「
平
野
追
放
」
問
題
は
、
同
志
と
し
て
の
西
尾
氏
に
よ
る
平
野
氏
に
対
す
る
裏
切
り
行

片
山
内
側
崩
壊
の
瓜
囚
に
つ
い
て

一
五
九

はじう物たあれつばそるえに
右め片のの政かつｌｌｌ］るた111ｆ左のこｉｉｌｉてつ
派右１１１で同袖゜た題｡こ党派ljj（と)もいい
に派内あ志はっこはと、しｌＡＩは氏るて
あのIMIる的、まと、はとその、が。、
ＤＩｉｉ１が。結イリに左後いの究私、わ
、志誕束デ、気派にうこｌ）ｌもノ,：れ
そ的生がオ右がの加ｌＩｉ（ろこ認派わ
う結す政匝派つ反藤Ⅱリ、そめのれ
し束る椎ギのか繋勘を行火る造は
たがまをｌｕｌなを＋堅リピ切。反、

ili蝿とも結け愛氏締遼でしが大りさがれけやし社あか総い
の、、、る弱ぱな野て会るし辞に

ｒ第片まこぐなけ溝お党と、職反
－１１１たとなられ勝りかＡｌ１Ｌなに省
片党氏、なつなぱ氏、らうぜつし
１１１とを同がたいなの述｜Ⅱ。左なな
内なｉｌｉ志らこ゜ら入立せ派がけ
|M１つ心的、となな閲１ﾉｌぱのつれ
がたと離政にぜいに｜M’よ造たぱ
｣上･し散党あ；(;「右よにし反、な
まそてが内る派派つ反、がとら
れの西政の。がのて対で起述な
たｌＨ尼権’１１弱弱立でなきぺい
の禅氏を心化化証なけたてと
で力は失人しにさかれかい券

、

労本あ党結が百選燃をあ変本あ
え囚つ戦内來い四準とえ受こるわ欄る
る民た後ＩＭＩしか十をも上けん、Dで゜
ものな三はてな三行あがてにと、片し
のたら十こ時る人うれらいち私同山か
でめぱ年のをⅢ'１－こ、なる、は志、し
あに、の三侍１１Ｉしと当いのｕＡｕの西、
るしこ’|;１－|・てにたが時のにツう総ノもそ
。あん、年ぱおとでをはもキ。』〔氏の
わに係’''１，い恩きふ、かＩががハ・
せち守に第てうたりおかド乱述１１１
での政二二絶゜ら返たわり「れぺ内
あよ党回次辞そ、つがら（'|：たてＩＭＩ
つうとぐ片職れｔｌ；ていずにのいが
たな華ら山すだ会、反、おがる絶
の保新い内るけ党片尚社い｝A]よ辞
で守政は間このは山の会てＭう職
は党党ではと基二内必党こ役に１こ

つなのときむが礎ＷｉＩＭ１典政れげ、迫

#1い体のたるあが人のが椎だ’'１西い
林かＩｉＴＩｌｌｌとんつあは下あのけし尾込

#:鮒鼈K趣Ｗｉｌ＄蝋
、｜司片当一氏が１１１（えこ

船寸:iii社志Ⅱ,,,朧峻か打脚力と
～〈１１が会が氏は絶ら蝦でがは

、



のた柵でｉＵｉに社想右史うｌｌＨさ為
｣ｚ・Ａｕきノ&対会とと翼にとｌｕらに
でこのる氏し党こ、社おお’１Fにほ
芦う｜ﾉﾘ・にて左ろ最会いり件ｉｉｉか
川し存そよ資派で初氏て、とｌｉ１ｊｌな

M'て１４Ⅷ篭１４４職聯潅;〕ｔＭ
に祉突、、る社時会義とのれたか内

噸盤＃鱒蕊織＄霊＃章；
競剛キボ２：耀騨：$,:１１|｛＆鮒
か、左とたな閣派けるい会でを、因
ら］|｢派しとけ論はる西だ党芦歩平塔
二尖をてのれで、司尼の政１１１む野い
`'１絲入、こぱあ右茄氏政ｌ１ＩｉＩﾉｌこ氏て
の過IMI一となつ派新の樅はＭとが
入とさ皮でらたの汚昭交一ががい
|Ｍ１しせ、あな゜総職魅緋回倒でう
新てる入るくそDll￣ｚｌｌＦがで鱗きよ
を、内ＩＭＩがなし西は件繰終したう
１１１片ＩＨｌＩｌｌｌ、るて尾、へりわたのに
し１１１か翅当゜、氏重の返るｉｎ：で、
て内否が時す社にな述さこ後あ社
いｌＭｌか苑、な会より座別しとのつ会
っのを生表わ党るあでるなこた党
た総評しにち筒政つあ可〈とろ右
の辞Ｉｌｌｉ、川入班治てつ能、でう派
でｊｌＭのそた閣内工ｙ虞た性第あかと
あの１１れ報で間作新のが二つ゜し
るあ地が道あがに政であ次た戦て

。と粍い雛鰔促耐糊ボ
ノＪ１・るれは片すよ立゜･るを三束
１１１とれ、山れうのりlｉしい、１１１１が
内こぱ鈴内ぱに可尼かはＪＩＡの間
ＩＭＩろこ木’３１、対能氏し第野総け
成へじ茂へ首応性に、三氏選れ
立変れ三の班しをよそ次は拳ぱ
にＹｌｉる郎左内て抑るの片兇で、
］Ｒしほと派閣いし保可ＩＩｌＷｉＦ社社
要てど力１１か論た澁守能Ｉﾉ}し会会
ない、藤ら者のし党性１N’て党党
役か左勘のとでて主ををいがは
Ｗりざ派－１．入しあい導な川る惨総一

jii：ｔ２１１ｉ１くぷillf１斗;'1蕊５
たえて氏補そると立たせ野たを
しなのを老のうへい政の、氏の通
、か政砿は内かＺえ樅は戦がはじ
そつ権認、｜Ｍ１゜るイル、後い、て

１ 
，－’ 

￣、

'1|層

〃
片
山
内
閣
の
成
立
過
程
〃
『
社
会
労
働
研
究
』
第
一
九
巻
三
・
四
号
（
『
ｎ
本
の
社
会
民
主
主
義
政
党
』
一
九
七
七
年
、
法
政
大
学
出
版



（
２
）
西
尼
、
前
掲
『
新
党
へ
の
道
』
九
四
頁
。

（
３
）
〃
刊
社
会
党
編
染
部
『
日
本
社
会
党
の
三
十
平
川
』
一
九
七
四
年
、
社
会
新
報
社
、
一
六
四
頁
。
な
お
、
こ
の
「
川
正
史
」
で
は
、
、
片
山
内

閣
を
総
辞
職
さ
せ
た
「
西
尾
の
筋
が
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
左
派
攻
勢
と
対
決
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
（
同

頁
）
。
分
析
が
あ
ま
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
４
）
西
尾
、
前
掲
『
新
党
へ
の
道
』
九
七
’
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
両
足
氏
の
「
し
ま
っ
た
」
発
言
の
背
鍬
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
前
記
（
注
１
）
の
拙
稲
、
と
く
に
後
者
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
「
平
野
鵬
机
陥
免
」
小
件
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
傭
夫
、
前
掲
『
戦
後
川
本
政
抽
史
Ⅱ
』
六
七
六
瓦
以
下
参
照
。
と
こ
ろ
で
「
平
野
辿

放
」
問
題
は
、
「
政
界
辿
放
」
が
い
か
に
政
摘
的
な
意
凶
を
含
ま
せ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
端
的
に
示
す
例
と
な
っ
て
い
る
。
片
山
氏

も
、
「
平
野
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
「
大
変
ま
ず
い
こ
と
を
や
っ
た
と
思
う
事
件
の
一
つ
で
あ
る
」
と
率
直
に
述
べ
て
い
る
（
片
山
、
前
掲
『
回
顧

と
展
望
』
二
七
八
頁
）
。

（
７
）
社
会
党
左
派
の
立
溺
か
ら
、
片
山
内
側
の
崩
壊
に
つ
い
て
伏
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
例
が
あ
る
。
「
左
派
は
、
つ
い
に
倒
閣
を
決
断
し
、
十
二

月
十
二
Ⅱ
、
い
わ
ゆ
る
〈
党
内
野
党
宣
訂
〉
を
発
す
る
に
至
っ
た
。
」
「
こ
う
し
た
大
衆
闘
争
の
盛
り
上
り
の
中
に
、
み
ず
か
ら
の
組
織
活
動
の
飛

般
を
つ
く
り
つ
つ
あ
っ
た
左
派
は
、
鈴
木
予
算
委
側
焚
を
先
狐
に
、
政
府
予
鈍
撤
阿
の
励
雛
を
二
四
対
○
（
難
椛
一
）
で
可
決
し
、
政
府
を
危
樋

に
お
ち
い
ら
し
め
た
。
」
（
横
山
泰
治
”
戦
後
、
日
本
社
会
党
の
成
立
”
・
向
坂
逸
郎
著
『
日
本
社
会
主
義
述
釛
史
』
一
九
五
五
年
、
室
町
書
房
、
八

二
’
八
三
頁
。
）
も
し
、
当
時
の
社
会
党
左
派
が
、
こ
の
よ
う
な
対
応
し
か
、
右
派
に
対
し
て
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
き
わ

め
て
叩
純
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
左
派
は
、
右
派
の
術
簸
に
、
ま
ん
ま
と
陥
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
「
左
派
の
造
反
」
の

先
頭
を
切
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
鈴
木
茂
三
郎
氏
（
故
人
）
の
場
合
、
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
組
み
棒
え
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
、
と
弁
明
十
る

趣
旨
の
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
（
鈴
木
『
あ
る
社
会
主
義
稀
の
半
生
』
一
九
五
八
年
、
文
芸
春
秋
社
、
二
五
四
’
二
五
六
頁
）
。
鈴
木
氏
の
場
合
、

胸
尼
氏
の
政
治
工
作
を
ど
の
程
度
ま
で
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

片
山
内
側
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
一
ハ
ー

局
、
所
収
）
、

さ
れ
た
い
。

拙
稿
。
社
会
党
廿
班
内
閣
の
成
立
と
挫
折
“
『
講
座
ｏ
ｎ
本
歴
史
昊
第
皿
巻
、
現
代
Ｉ
）
一
九
七
七
年
、
岩
波
譜
店
、
な
ど
を
参
照



右
に
お
い
て
明
ら
か
な
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
第
二
次
片
山
内
側
の
樹
立
計
画
が
、
両
足
氏
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
那
尖
で

あ
る
。
な
お
、
付
け
加
え
れ
ば
、
片
山
氏
は
、
芦
田
内
閣
に
対
し
て
も
、
個
人
的
に
か
か
わ
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。
芦
田
甘
机
か
ら
の

第
二
次
片
山
内
側
、
あ
る
い
は
第
三
次
片
山
内
側
の
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
恢
拠
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
那
実
に
凡
川
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
『
机
Ⅱ
新
附
』
一
九
四
八
年
三
川
八
日
付
に
お
け
る
而
叩
な
報
道
に
す
ぎ
な
い
が
、
放
要
な
問
題
点
を
含
ん
で

い
る
記
録
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
社
会
党
の
鈴
木
茂
三
郎
氏
は
六
日
夜
片
山
哲
氏
を
訪
問
、
当
而
の
組
閣
問
題
、
今
後
の
社
会
党
の
運
営
方
針
、
総
選
挙
対
箙
、
芦
川
内
閣
に
対
す

る
党
の
根
本
力
針
そ
の
他
に
つ
き
焚
時
川
に
わ
た
っ
て
懇
談
し
た
が
、
そ
の
結
来
、
一
、
横
川
内
側
に
は
、
片
川
、
鈴
木
、
浅
沼
三
氏
は
人
間
し
な
い
。

二
、
総
選
挙
ま
で
三
者
一
体
と
な
っ
て
党
を
一
本
に
ま
と
め
、
主
体
性
の
確
立
に
全
力
を
あ
げ
る
。
三
、
適
当
な
機
会
に
総
選
挙
を
行
い
、
選
挙
後
は

党
が
一
体
と
な
っ
て
第
二
次
片
川
内
側
の
樹
立
に
邇
進
す
る
、
な
ど
の
根
本
方
針
に
つ
い
て
、
両
者
の
意
兄
は
完
全
に
一
致
し
た
模
様
で
さ
ら
に
次
の

よ
う
な
懲
兄
の
交
換
が
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
今
後
党
を
一
本
の
湊
に
も
っ
て
行
き
た
い
と
い
う
点
で
は
両
宥
は
全
く
同
意
凡
で
、
特

に
こ
の
点
に
つ
き
片
山
氏
か
ら
〈
そ
の
方
法
と
し
て
、
議
会
に
お
け
る
党
所
属
議
員
の
投
票
を
、
ど
ん
な
鳩
合
で
も
党
議
で
し
ば
ろ
う
と
す
る
や
り
方

は
、
む
し
ろ
党
内
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
は
き
迎
え
で
あ
る
と
思
う
か
ら
、
こ
の
際
な
ん
と
か
再
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
〉
と
の
ぺ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
鈴

木
氏
は
、
〈
自
分
も
全
然
同
感
で
従
来
か
ら
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
党
内
に
は
い
ろ
い
ろ
の
立
場
の
人
が
お
り
、
従
っ
て
そ
の
た
め
に
あ
る
法
案
に

つ
い
て
は
、
意
兄
が
分
れ
て
来
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
そ
ん
な
場
合
、
投
蠣
を
党
議
で
し
ば
る
と
、
今
後
は
い
つ
で
も
分
裂
と
か
党
内
不
統
一
と
か
い

う
川
越
が
生
ず
る
か
ら
、
鵬
合
に
よ
っ
て
は
投
票
を
側
山
側
Ｍ
と
し
て
あ
つ
か
え
る
よ
う
な
述
加
に
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
肌
う
〉
と
群
え
た
。
」

片
山
内
側
川
壊
の
爪
囚
に
つ
い
て

ｕ
も
う
一
つ
の
川
壊
凶

Ｉ
 

一
一
ハ
ー
ー
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片
山
内
側
川
填
の
原
因
に
つ
い
て

一
六
四

僚
の
平
に
ゆ
だ
ね
て
お
く
の
で
は
な
く
、
編
成
方
針
に
つ
い
て
は
与
党
の
政
調
会
が
主
導
性
を
発
押
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
態
度
決
定
が
、

（
５
）
 

党
の
方
針
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
、
予
卵
編
成
様
の
問
題
で
あ
り
、
官
僚
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
対
す
る
党
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
確
立
の
問
題
で
あ
る
。
大
蔵
主
導
型
補
正
予
算
案
を
採
川
し
よ
う
と
す
る
社
会
党
析
班
内
閣
に
対
し
、
社
会
党
党
大
会
の
決

定
は
、
こ
こ
で
正
而
か
ら
対
立
す
る
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

片
山
内
閣
は
、
次
の
芦
川
内
閣
と
違
っ
て
、
在
任
期
間
が
六
月
か
ら
翌
年
の
二
〃
で
あ
り
、
水
子
卯
を
も
つ
機
会
は
な
く
、
補
正
予
算

（
６
）
 

の
編
成
が
内
側
の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
主
要
弧
題
で
、
党
の
全
図
大
会
と
識
〈
雪
党
と
の
あ
い
だ
に
深
刻
な
対
立
が
生
じ
た
の

で
あ
り
、
予
鈍
委
員
会
に
お
け
る
鈴
木
姿
、
災
の
と
っ
た
態
度
は
、
左
派
の
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
全
図
大
会
の
決
定
に
忠
実

（
７
）
 

な
立
場
に
立
っ
た
態
度
で
あ
っ
た
。
片
山
内
閣
が
崩
壊
す
る
面
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
補
正
予
算
政
府
原
案
否
決
の
事
態
は
、
災
は
、

以
上
の
よ
う
な
、
単
な
る
議
貝
災
凹
で
は
な
く
、
党
独
自
の
下
部
機
榊
と
大
会
代
議
員
に
よ
る
方
針
決
定
の
機
構
を
も
つ
社
会
主
鏡
政
党

が
、
政
権
を
掌
握
し
て
内
閣
を
憐
成
し
た
場
合
、
不
可
避
的
に
直
面
す
る
党
と
内
閣
と
の
札
熊
を
経
験
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

先
の
片
山
・
鈴
木
会
談
に
お
け
る
こ
の
問
題
へ
の
解
決
蛾
は
、
「
日
山
投
票
」
制
の
実
施
の
必
要
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
先

の
記
堺
か
ら
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
推
察
す
れ
ば
、
党
の
決
定
と
、
識
風
の
法
案
採
決
の
行
助
と
の
あ
い
だ
を
、
機
械
的
に
耐
緋
す

る
の
で
は
な
く
、
両
打
の
あ
い
だ
に
、
一
定
の
緩
衝
傾
城
を
設
定
す
る
側
係
と
し
て
、
「
脚
山
役
禦
」
川
が
想
定
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
発
想
は
、
ク
ｍ
ス
・
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
も
結
び
付
く
発
想
で
あ
り
、
一
嵩
で
い
え
ば
、
党
執
行
部
と
の
関
係
に
お
け
る
議
員
集
団
の

相
対
的
独
自
性
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
自
由
投
票
」
制
と
い
う
解
決
策
は
、
社
会
主
義
政
党
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
一
つ
の
要
因
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

偏
っ
た
解
決
策
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
側
を
含
む
議
員
梨
川
の
判
断
を
醜
飯
す
る
あ
ま
り
、
党
を
全
休
と
し
て
識
勵
災
川
化
し
、
選
挙



民
と
議
員
と
の
関
係
で
党
全
体
を
津
す
る
結
果
と
な
る
。
一
つ
の
解
決
策
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
単
純
な
解
決
策
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
螂
尖
、
そ
の
後
の
社
会
党
は
、
約
三
○
年
の
雁
史
全
体
を
通
じ
て
、
識
傲
染
川
化
の
傾
向
に
悩
み
、
そ
の
状
態
か
ら
の
脱
却
を
悲
馴

に
も
似
た
課
題
と
し
て
い
る
。
議
員
集
団
の
杣
対
的
独
自
性
を
存
認
し
な
が
ら
、
党
員
と
党
執
行
部
と
の
ラ
イ
ン
か
ら
、
い
か
に
瀧
員
集

（
８
）
 

川
に
対
し
、
社
〈
我
主
義
政
党
に
川
す
る
識
仇
と
し
て
の
行
助
弧
題
を
Ⅲ
党
さ
せ
、
一
定
の
行
励
枠
組
と
が
え
て
い
く
か
、
そ
の
点
を
弧
題

と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
問
題
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
第
一
次
片
山
内
閣
の
短
か
い
経
験
の
中
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

中
央
錐
棚
制
は
、
す
ぺ
て
の
行
助
的
紐
織
の
組
織
爪
則
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
紐
織
原
則
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
糾
織
内
多
元

性
を
い
か
に
確
立
す
る
か
が
、
社
会
主
義
政
党
論
の
今
日
的
課
題
と
し
て
要
諦
さ
れ
て
い
る
。
「
自
山
投
票
」
制
を
解
決
策
と
す
る
安
易
な

姿
勢
は
、
社
会
主
義
政
党
論
の
こ
の
今
Ｈ
的
な
課
題
の
緊
迫
し
た
内
存
を
、
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
１
）
『
朝
日
新
附
』
一
九
四
八
年
三
川
二
五
冊
、
四
〃
三
Ⅱ
、
お
よ
び
三
Ⅱ
二
七
Ⅱ
付
「
図
会
記
打
席
」
柵
、
を
参
照
。

（
２
）
片
山
、
前
掲
『
回
顧
と
展
望
』
二
八
三
頁
。

（
３
）
社
会
主
義
政
党
が
、
議
会
制
民
主
主
義
の
状
況
に
定
肴
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
深
刻
に
な
る
組
織
論
上
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
術
叩

な
指
摘
で
あ
る
が
、
拙
摘
”
社
会
韮
溌
政
党
論
の
今
Ⅱ
的
郷
駆
“
『
科
学
と
思
旭
』
第
二
三
号
、
一
九
七
七
年
一
月
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
月
刊
社
会
党
編
集
部
、
前
掲
『
川
本
社
会
党
の
三
十
平
川
』
一
五
七
’
一
五
八
頁
。

（
５
）
紐
済
安
定
本
部
の
立
場
か
ら
す
る
悔
低
対
餓
と
し
て
、
都
冊
取
人
氏
は
、
「
予
卯
の
樅
限
を
、
は
っ
き
り
と
図
会
に
移
す
こ
と
」
を
主
眼
し
て
い

た
（
『
都
柵
玖
人
雑
作
災
』
第
皿
懇
、
一
九
七
六
年
、
榊
談
社
、
一
九
二
頁
）
。

（
６
）
Ⅱ
刊
社
会
党
綱
災
部
、
前
掲
『
日
本
社
会
党
の
三
十
平
川
』
一
六
二
頁
。
片
山
内
側
の
補
正
予
算
編
成
同
数
は
一
五
例
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
．

淌
川
内
閣
の
場
合
は
、
節
二
Ｎ
会
に
お
い
て
本
予
算
案
を
通
過
さ
せ
て
い
る
。

（
７
）
政
府
原
案
は
、
鈴
木
氏
を
含
む
党
の
中
執
委
で
決
定
さ
れ
た
党
議
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
党
議
を
、
鈴
木
氏
が
「
個
人
的
立
場
か
ら
、
ひ

片
山
内
剛
崩
壊
の
爪
因
に
つ
い
て

一
六
五

ノーⅡ

;主
$＿' 



片
山
氏
の
発
言
に
対
す
る
両
足
氏
の
「
柵
足
修
正
」
と
い
う
形
の
反
論
で
川
火
を
切
っ
た
、
片
山
内
側
肋
壊
の
原
川
に
か
ん
す
る
、
片

山
内
閣
関
係
者
の
あ
い
だ
に
お
け
る
節
か
な
論
争
は
、
一
九
七
六
年
五
月
三
日
、
憲
法
記
念
日
に
お
け
る
、
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
で
の
片
山

氏
の
談
納
発
表
で
、
そ
の
排
を
川
じ
た
。
片
山
氏
は
折
る
。
「
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
紳
部
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
Ⅳ
耶
附
を
押

し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
衆
知
し
た
。
」

片
山
氏
が
「
察
知
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
も
こ
れ
に
反
論
の
し
ょ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。
片
山
満
机
の
談
話
と
し
て
、

「
察
知
」
さ
れ
た
内
秤
は
、
一
資
料
と
し
て
残
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
片
山
氏
の
談
話
だ
け
で
は
な
く
、
片
山
氏
の
飛
初
の
発
言
も
、

そ
し
て
西
尾
氏
の
反
論
も
、
さ
ら
に
他
の
関
係
者
た
ち
の
発
言
も
、
す
べ
て
、
今
回
の
論
争
は
、
片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て
の
貴

奴
な
盗
科
と
し
て
、
記
録
さ
れ
る
価
仙
を
も
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
戦
後
史
の
記
述
に
お
い
て
、
片
山

片
山
内
側
肋
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
一
ハ
ー
ハ

つ
く
り
返
し
た
」
の
は
過
憾
で
あ
っ
た
、
と
す
る
と
ら
え
方
が
あ
る
（
片
山
、
前
掲
『
回
顧
と
展
望
』
二
七
八
頁
）
。
第
三
回
大
会
で
決
定
さ
れ
た

中
執
委
の
構
成
は
、
布
派
の
一
七
紺
に
対
し
左
派
の
一
二
糸
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
縦
川
繁
Ⅱ
安
東
に
兵
衛
『
Ⅱ
本
社
会
党
（
上
）
』
一
九
六

○
年
、
三
一
新
替
、
一
一
一
頁
）
。
社
会
党
に
お
け
る
左
派
的
政
簸
と
右
派
的
体
厩
の
矛
府
が
、
こ
こ
に
鱒
呈
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

（
８
）
党
執
行
部
と
議
口
災
団
と
の
側
係
に
つ
い
て
、
最
近
の
イ
タ
リ
ア
共
産
党
は
注
月
十
ぺ
き
取
組
を
見
せ
て
い
る
。
識
且
梨
団
と
し
て
の
「
図
会

グ
ル
ー
プ
」
は
、
国
会
戦
術
と
立
法
活
助
に
つ
い
て
、
「
災
務
機
関
」
に
た
い
す
る
「
舷
大
阪
の
自
主
性
」
を
も
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、

党
組
織
や
党
風
、
専
門
家
、
他
の
組
織
と
「
不
断
の
つ
な
が
り
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
ジ
ャ
ン
ー
ー
・
チ
ェ
ル
ベ
ッ
テ
ィ

”
中
央
委
、
会
・
中
央
統
制
委
員
会
合
同
総
会
で
の
報
告
〃
『
世
界
政
泊
盗
料
』
第
叫
九
五
号
、
一
九
七
七
年
二
月
下
旬
号
）
。
こ
の
「
不
断
の
つ

な
が
り
」
の
具
体
的
形
態
の
明
確
化
は
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
に
お
い
て
、
当
面
す
る
創
造
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び



以
上
の
静
か
な
論
争
を
通
じ
て
、
一
つ
の
共
通
点
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
各
論
者
が
、
潜
在
あ
る
い
は
顕
在
の
意
識
と
し
て
、
一
九
四

○
年
代
の
社
会
党
政
権
を
、
一
九
七
○
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
革
新
政
権
樹
立
の
課
題
と
の
関
述
で
論
じ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
樹
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
球
新
政
柿
と
の
側
述
で
い
え
ば
、
論
じ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
片
山
内
側
川
壊
要
因
の
中
で
、
と
く
に
、
社
会

主
義
政
党
と
官
僚
層
と
の
関
係
が
、
「
議
会
制
社
会
主
義
」
の
党
の
直
面
す
る
課
題
と
し
て
、
大
き
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

片
山
内
閣
に
お
い
て
、
経
済
安
定
本
部
の
機
構
と
ス
タ
ッ
フ
は
、
経
済
復
興
会
議
と
連
携
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
的
薙
盤
を
確

立
し
、
戦
後
官
恢
の
中
軸
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
大
蔵
博
恢
機
柵
と
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
対
抗
十
ぺ
き
位
慨
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
紐
済
安
定
本
部
と
党
政
調
会
と
の
関
係
が
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
、
経
済
復
興
会
議
も
内
部
対
立
で
動
き
が
と
れ
ず
、
予
算
編
成
は

大
蔵
主
導
型
と
な
り
、
片
山
内
閣
は
党
全
国
大
会
決
定
方
針
と
の
矛
盾
を
深
め
、
瓦
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
苦
い
経
験
は
、
そ
の
ま

ま
、
社
会
主
義
政
党
論
の
今
日
的
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
付
け
加
え
れ
ば
、
党
執
行
部
と
議
員
集
団
の
関
係
も
、
今
回
の
論
争
の
表
面
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
官
僚
に
対
す
る

規
制
の
問
題
と
内
的
に
関
連
す
る
、
片
山
内
閣
が
残
し
た
苦
い
経
験
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
問
題
も
、
そ
の
ま
ま
、
社
会
主
義
政
党
論
の

今
日
的
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

片
山
内
閣
の
経
験
の
歴
史
的
分
析
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
党
政
権
に
関
す
る
単
な
る
歴
史
的
把
握
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

七
○
年
代
後
半
以
降
の
現
実
課
題
で
あ
る
「
議
会
制
社
会
主
義
」
の
具
体
的
展
開
と
結
び
付
く
、
き
わ
め
て
時
務
的
理
論
課
題
に
も
な
っ

て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
砿
認
し
て
お
き
た
い
。

片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
六
七

内
閣
論
が
詳
し
く
展
開
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
し
て
や
、
片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て
多
面
的
に
論
じ
た
例
は
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



片
山
内
閣
崩
壊
の
原
因
に
つ
い
て

一
六
八

〔
補
記
〕
本
稿
校
了
後
、
”
証
言
記
録
、
片
山
述
立
内
側
は
こ
う
し
て
倒
れ
た
Ｉ
「
迎
合
時
代
」
へ
の
巡
訓
と
し
て
ｌ
”
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
七
七

年
八
月
九
日
・
一
六
日
合
併
倍
大
号
）
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
で
平
野
力
三
、
加
藤
勤
十
、
骨
禰
益
、
森
戸
辰
男
氏
ら
に
よ
る
片
山
内
側
崩
壊

の
原
因
に
関
す
る
最
新
の
「
証
言
」
と
、
松
岡
英
夫
氏
に
よ
る
「
総
括
」
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。


