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紹
介
と
批
評

中
村
菊
男
著

『
昭
和
政
治
史
』

　
本
書
は
、
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
　
「
滞
洲
事
攣
頃
か
ら
太
李
洋
職
雫
敗
職
に

い
た
る
間
の
歴
史
を
主
題
と
し
て
記
述
し
、
そ
れ
に
職
後
十
二
年
の
政
治
を
素

描
し
た
」
（
序
七
頁
）
も
の
で
あ
る
。
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書

の
よ
う
に
現
代
を
封
象
と
し
て
歴
史
を
あ
む
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
使
用
さ
れ
る
資
料
が
あ
ま
り
に
も
な
ま

な
ま
し
く
、
現
存
す
る
政
治
勢
力
の
利
害
と
直
接
結
び
つ
い
た
も
の
が
少
く
な

い
た
め
に
、
極
め
て
重
要
な
資
料
が
公
表
さ
れ
な
か
つ
た
り
、
公
表
さ
れ
た
資

料
を
公
正
に
到
断
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
つ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
困
難
は
あ
る
に
し
て
も
、
現
代
史
を
正
し
く
あ
む
た
め

の
努
力
は
、
不
臨
に
且
つ
着
實
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
代
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
な
か
で
わ

れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

九
二

（
八
六
六
）

　
わ
た
く
し
は
、
日
本
現
代
史
を
專
攻
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
ん
に
ち
ま

で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
國
に
お
い
て
十
分
な
研
究
の
成
果

が
う
み
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
す
で
に
多
数
の
重
要
な
資
料

が
公
表
さ
れ
、
太
李
洋
職
雫
史
、
そ
の
他
昭
和
政
治
に
か
ん
す
る
臨
片
的
な
螢

作
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
日
本
近
代
化
の
過
程
と
の
關
蓮
に
お
い
て

包
括
的
に
と
り
あ
つ
か
つ
た
書
物
は
、
極
め
て
数
少
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
敷
少
い
包
括
的
な
日
本
現
代
史
研
究
の
螢
作
の

一
つ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ぱ
遠
山
茂
樹
・
今
井
清
一
・
藤
原
彰
「
昭
和
史
」
（
岩

波
書
店
・
昭
和
三
十
年
）
な
ど
の
よ
う
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
で
は
な

く
、
著
者
自
身
の
解
繹
を
基
、
礎
と
し
て
昭
和
に
お
け
る
政
治
的
獲
展
過
程
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
著
者
中
村
菊
男
教
授
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る

必
要
は
な
い
と
思
う
。
中
村
教
授
は
現
在
本
大
學
法
學
部
政
治
學
科
に
所
屈

し
、
こ
ん
に
ち
ま
で
に
す
で
に
、
「
政
治
學
」
（
全
訂
版
・
有
信
堂
・
昭
和
三
＋

一
年
）
・
「
政
治
心
理
學
」
（
改
訂
版
・
有
信
堂
・
昭
和
三
＋
二
年
）
・
「
民
主

吐
會
主
義
の
理
論
」
（
青
山
書
院
・
昭
和
二
＋
七
年
）
・
「
民
主
杜
會
主
義
の
思

想
」
（
青
山
書
院
・
昭
和
二
＋
七
年
）
・
「
近
代
日
本
と
福
澤
識
吉
」
（
泉
丈
堂
・

昭
和
二
十
八
年
Y
「
近
代
日
本
の
法
的
形
成
」
（
有
信
堂
・
昭
和
三
十
一
年
）
・

「
明
治
的
人
間
像
ー
星
亨
と
近
代
日
本
政
治
」
（
慶
懸
通
信
・
昭
和
三
＋
二
年
）

な
ど
極
め
て
多
敬
の
螢
作
を
獲
表
さ
れ
、
本
書
の
刊
行
後
も
「
伊
藤
博
文
」
（
時

事
通
信
吐
・
昭
和
三
十
三
年
）
を
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
螢
作
か
ら

も
到
蜥
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
現
在
の
主
要
な
學
問
的
關
心
は
、
政
治
學
的

硯
角
よ
り
す
る
日
本
近
代
化
過
程
の
研
究
を
？
）
じ
て
そ
の
政
治
學
的
成
果
を



豊
富
に
し
獲
展
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
意

味
に
お
い
て
も
昭
和
政
治
史
を
書
か
れ
る
う
え
に
適
任
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
の
内
容
の
紹
介
に
は
い
る
ま
え
に
、
こ
こ
で
と
く
に
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
著
者
が
昭
和
政
治
の
展
開
過
程
を
考
察
す
る
に
あ
た
つ

て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
馳
に
潔
い
注
音
心
を
は
ら
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
は
、
政
治
に
お
い
て
は
人
間
の
も
つ
非
合
理
的
性
格
が

非
常
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
首
と
い
う
事
實
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
熱
血
漢
や
激

情
家
が
出
現
し
て
そ
れ
が
世
の
中
を
動
か
す
に
い
た
る
理
由
が
あ
る
」
　
（
序
四

頁
）
の
で
あ
つ
て
、
昭
和
政
治
史
の
過
程
は
「
自
意
識
過
剰
な
こ
の
政
治
の
非

合
理
的
性
格
」
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
い
ま
一
つ
は
、
昭
和
政
治
に
お
け
る
軍
國
主
義
の
進
出
に
あ
た
つ

て
、
日
本
國
民
が
そ
れ
に
「
大
小
彊
弱
の
相
蓮
は
あ
れ
、
と
に
か
く
同
調
し
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
」
（
序
三
頁
）
、
こ
の
よ
う
に
國
民
を
軍
國
主
義
化
へ
同

調
さ
せ
た
重
要
な
原
因
が
日
本
の
共
同
肚
會
そ
の
も
の
の
な
か
に
も
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
い
う
こ
の
二
つ
の
黙
は
、
わ
れ
わ
れ
が
昭

和
政
治
の
展
開
過
程
を
考
察
す
る
場
合
に
、
自
明
の
事
實
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
と
か
く
な
お
ざ
り
に
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
政
治
に

お
け
る
人
間
の
行
動
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
、
合
理
的
な
到
漸

や
思
考
に
よ
つ
て
み
ち
び
か
れ
た
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ

と
で
あ
り
、
日
本
の
軍
國
主
義
化
の
過
程
を
分
析
す
る
場
合
で
も
、
一
般
國
民

を
軍
國
主
義
的
指
導
者
の
指
導
と
宣
傳
に
よ
つ
て
欺
か
れ
た
被
害
者
と
し
て
の

み
み
る
こ
と
も
少
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
昭
和
政
治
史
を
正
し
く
理
解

す
る
う
え
に
な
ん
ら
役
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と

紹
介
と
批
評

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
昭
和
政
治
の
護
展
過
程
に
お
い
て
、
人
間
の
も
つ
非
合
理
的

性
格
が
は
た
し
た
役
割
を
具
騰
的
に
正
し
く
と
ら
え
、
そ
の
位
置
づ
け
を
公
正

に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
昭
和
政
治
史
に
封

す
る
理
解
を
促
進
す
る
う
え
に
極
め
て
有
意
義
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
一
方
、
日

本
國
民
が
、
軍
國
主
義
の
被
害
者
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
日
本
の
軍
國
主
義
化

を
促
す
要
素
を
も
つ
て
い
た
と
い
う
二
面
的
性
格
を
、
昭
和
政
治
の
具
膣
的
な

展
開
過
程
の
な
か
で
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た

昭
和
政
治
史
の
正
し
い
理
解
の
た
め
の
不
可
飲
の
要
件
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
完
全
に
實
現
す
る
こ
と
は
、
決

し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
著
者
が
從
來
の
昭
和
政
治
史
と
は
異

り
、
積
極
的
に
こ
の
問
題
を
提
出
し
、
そ
の
角
度
か
ら
昭
和
政
治
の
展
開
過
程

を
槍
討
し
よ
う
と
し
た
意
圖
は
、
十
分
一
証
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
書
は
全
部
で
十
一
章
か
ら

な
り
た
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
み
て
、
だ
い
た
い
こ
れ
を
四
つ
の
部

分
に
匠
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
部
分

は
、
日
本
近
代
化
の
過
程
と
そ
の
性
格
の
分
析
を
つ
う
じ
て
昭
和
に
お
け
る
軍

國
主
義
擾
頭
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
部
分
で
あ
り
、
第
二
の
部
分

は
、
軍
國
主
義
勢
力
の
擾
頭
と
政
蕪
政
治
の
没
落
か
ら
日
華
事
攣
お
よ
び
太
李

洋
職
雫
に
い
た
る
経
過
の
分
析
で
あ
り
、
第
三
は
蓮
合
國
占
領
に
よ
る
日
本
政

治
膿
制
の
攣
革
過
程
を
と
り
あ
つ
か
つ
た
部
分
で
あ
り
、
第
四
は
、
日
本
に
お

け
る
肚
會
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
蓮
動
の
清
長
に
か
ん
す
る
間
題
を
と
り
あ
つ

か
つ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
四
つ
の
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の

お
の
お
の
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。九

三

（
八
六
七
）



紹
介
と
批
評

二

　
ま
ず
第
｝
の
部
分
で
あ
る
が
、
第
一
章
近
代
日
本
政
治
の
進
展
、
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
こ
の
章
で
著
者
は
、
日
本
近
代
化
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
い
く
つ
か
の

基
本
的
特
徴
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
と
の
關
蓮
に
お
い
て
軍
國
主
義
擾
頭

の
諸
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
お
り
、
本
書
で
も
つ
と
も
重
要
な

部
分
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
が
明
治
維

新
以
來
、
近
代
的
國
家
瞠
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
あ
た
つ
て
重
要
な
障
害
と
な

つ
た
も
の
は
、
不
李
等
條
約
チ
．
の
他
に
象
徴
さ
れ
る
外
國
の
堅
力
で
あ
り
、
當

時
の
明
治
政
府
の
指
導
者
は
こ
の
よ
う
な
條
件
の
も
と
に
外
國
勢
力
と
到
等
の

地
位
に
日
本
を
引
き
あ
げ
る
た
め
に
は
、
「
産
業
の
近
代
化
と
軍
事
力
の
搬
充
」

と
を
實
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
が
ん
ら
い
、
明
治
維
新
の
推
い

手
で
あ
つ
た
當
時
の
指
導
者
は
、
封
建
膿
制
に
封
す
る
不
滞
分
子
で
は
あ
つ
た

け
れ
ど
も
、
眞
の
意
味
に
お
け
る
民
主
主
義
的
な
近
代
思
想
の
持
ち
主
で
は
な

く
、
し
た
が
つ
て
か
れ
ら
は
、
「
産
業
の
近
代
化
と
軍
事
力
の
櫨
充
」
と
を
「
軍

部
官
僚
を
支
柱
と
す
る
彊
力
な
中
央
集
樺
的
な
瞠
制
を
つ
く
る
」
（
六
頁
）
こ

と
に
よ
つ
て
實
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
そ
の
反
面
、
明
治
維

新
以
降
自
由
主
義
思
想
も
楡
入
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
人
々
は
藩
閥
勢
力

に
封
す
る
不
滞
分
子
と
結
ん
で
自
由
民
灌
蓮
動
を
螢
展
さ
せ
、
不
徹
底
な
も
の

で
は
あ
つ
た
が
立
憲
制
度
の
も
と
に
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
「
藩
閥
の
優

位
に
お
け
る
藩
閥
勢
力
と
政
煎
勢
力
と
の
灌
力
分
割
」
（
七
頁
）
の
歌
態
を
つ

く
り
だ
す
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
箏
力
の
擁
充
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
藩
閥
勢
力
の
中
心
的
目
標
の
一
つ
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
當
時

の
指
導
者
、
有
識
者
暦
全
瞠
を
つ
う
じ
て
廣
く
承
認
さ
れ
て
い
た
考
え
方
で
あ

九
四

（
八
六
八
）

り
、
か
れ
ら
は
、
西
欧
諸
國
の
ア
ジ
ア
進
出
を
防
衛
す
る
た
め
に
は
、
「
日
本

が
朝
鮮
牛
島
か
ら
ア
ジ
ア
大
陸
に
進
出
す
る
」
（
九
頁
）
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
、
日
本
共
同
杜
會
の
内
部
に
は
、
　
「
軍
人
優
先
、
軍

部
尊
重
の
考
え
方
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
天
皇
中
心
主
義
と
結
び
つ
い
て
、
竃

部
軍
観
の
考
え
方
を
支
え
る
精
紳
的
風
土
と
吐
會
勢
力
と
を
形
成
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
軍
部
は
、
明
治
維
新
以
來
、
日
本
政
治
の
な
か

で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
次
世
界
大
職
後
に
お
け
る

民
主
主
義
の
風
潮
は
日
本
の
政
界
、
學
界
、
思
想
界
、
言
論
界
に
大
き
な
影
響

を
あ
た
え
、
著
者
の
い
う
「
な
し
く
ず
し
民
主
主
義
」
の
前
進
が
お
こ
な
わ

れ
、
政
黙
政
治
の
全
盛
時
代
に
は
い
る
と
と
も
に
、
軍
部
の
日
本
政
治
に
お
け

る
地
位
は
、
そ
の
影
響
を
う
け
て
腰
迫
さ
れ
、
低
下
す
る
こ
と
と
癒
っ
た
。
．
」

の
よ
う
な
状
態
に
剴
す
る
不
滞
と
近
代
職
の
必
要
に
こ
た
え
る
べ
き
國
家
豊
制

の
強
化
の
要
求
と
が
、
目
本
に
お
け
る
立
憲
制
度
の
不
徹
底
性
、
纒
濟
的
危
機

の
到
來
、
政
窯
の
灌
力
闘
雫
と
腐
敗
な
ど
の
諸
條
件
と
相
侯
つ
て
、
軍
部
の
危

機
感
を
増
大
さ
せ
、
革
新
思
想
の
擁
頭
と
そ
の
政
治
へ
の
進
出
と
を
ま
ね
く
こ

と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
軍
部
勢
力
進
出
の
基
礎
條
件

を
概
括
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
漏
洲
事
攣
後
太
李
洋
職
箏
の
敗
職
に
い
た

る
軍
部
中
心
の
政
治
隣
制
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
規
定
す
る
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム

論
」
に
言
及
し
、
日
本
に
は
「
中
心
と
な
つ
た
政
窯
も
な
く
、
長
期
に
わ
た
つ

て
持
績
的
に
安
定
せ
る
指
導
勢
力
と
な
つ
た
人
々
も
な
く
…
…
政
治
権
力
の
構

造
は
外
観
的
に
は
天
皇
蹄
一
と
い
5
か
た
ち
で
一
元
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み

え
る
が
、
實
質
的
に
い
え
ば
、
構
力
は
多
元
的
に
分
散
化
さ
れ
」
（
二
六
i
七

頁
）
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
し
て
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。



　
第
二
の
部
分
は
、
軍
部
勢
力
の
擾
頭
か
ら
日
華
事
攣
を
脛
て
太
李
洋
職
雫
の

絡
結
に
い
た
る
ま
で
の
脛
過
の
考
察
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
第
二
章
軍
部
勢
力

は
い
か
に
し
て
擾
頭
し
た
か
　
第
三
章
満
洲
事
攣
勃
襲
す
る
　
第
四
章
日
華
の

衝
突
は
な
に
を
も
た
ら
し
た
か
－
第
五
章
政
窯
政
治
は
い
か
に
し
て
凋
落
し
た

か
　
第
六
章
日
本
太
李
洋
職
雫
に
突
入
す
る
　
第
七
章
榮
光
か
ら
悲
劇
へ
、
の

六
章
が
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
第
二
章
で
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か

け
て
、
藩
閥
勢
力
の
統
制
力
が
失
わ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
軍
部
内
に
し
だ
い
に

革
新
勢
力
と
涙
閥
封
立
が
う
ま
れ
、
そ
れ
が
民
間
右
翼
勢
力
と
結
び
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
三
月
事
件
、
十
月
事
件
、
さ
ら
に
は
五
二
五
事
件
を
ひ
き
お
こ
し
、

つ
い
に
二
・
二
六
事
件
に
い
た
つ
て
皇
道
派
封
統
制
派
の
封
立
が
統
制
派
の
勝

利
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
、
軍
部
勢
力
の
政
治
進
出
と
大
陸
政
策
の
推
進
を
決
定

的
な
も
の
に
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
は
、

滞
洲
事
攣
勃
饗
の
原
因
の
究
明
か
ら
日
華
事
攣
の
獲
生
に
い
た
る
ま
で
の
脛
過

に
つ
い
て
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
著
者
が

滞
洲
事
攣
を
「
日
本
國
内
情
勢
の
う
つ
積
し
た
室
氣
を
打
破
す
る
た
め
の
封
外

的
解
決
手
段
で
あ
り
…
…
軍
部
が
日
本
の
現
代
政
治
の
推
進
力
と
し
て
活
動
す

る
突
破
口
を
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
る
」
（
六
八
頁
）
と
し
、
そ
の
軍
部
の
大
陸

政
策
推
進
の
動
力
と
な
つ
た
「
當
時
の
雰
園
氣
」
は
、
第
一
次
大
職
後
の
軍
縮

そ
の
他
の
匪
迫
に
封
す
る
「
軍
人
肚
會
の
欲
求
不
蒲
」
が
、
海
外
の
全
鵬
主
義

的
革
新
思
想
の
影
響
を
う
け
て
臨
國
し
た
少
批
將
校
の
革
新
熱
、
お
よ
び
日
本

経
濟
と
く
に
農
村
裡
濟
の
破
綻
と
結
び
つ
い
て
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
當
時
の
雰
園
氣
」

が
、
軍
を
し
て
そ
の
吐
け
口
を
大
陸
に
も
と
め
さ
せ
、
そ
れ
が
軍
内
部
の
統
制

力
の
鮫
除
と
相
侯
つ
て
關
東
軍
を
中
心
と
す
る
浦
洲
事
攣
の
計
聲
と
な
り
、
渦

紹
介
と
批
評

洲
國
の
成
立
に
み
ち
び
ぐ
と
と
も
に
、
こ
れ
に
期
待
を
つ
な
い
だ
國
民
の
同
調

も
あ
つ
て
軍
部
勢
力
の
政
治
進
出
を
可
能
に
し
、
さ
ら
に
は
目
華
事
攣
へ
と
前

進
す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
し
て
い
為
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
日
華
事
攣
直
前

の
目
本
の
中
國
進
出
に
つ
い
て
、
日
本
が
諸
外
國
の
ブ
ロ
ッ
ク
纏
濟
の
彊
化
に

よ
つ
て
貿
易
に
よ
る
海
外
進
出
を
阻
止
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
5
懸
念
を
い
だ

き
、
そ
れ
が
中
國
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
を
さ
ら
に
促
進

す
る
契
機
と
な
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
日
華
事
攣
に
際
し
て
軍
に
は
「
周

到
に
準
備
さ
れ
た
大
陸
侵
略
計
甕
が
あ
つ
た
」
（
九
八
頁
）
わ
け
で
は
な
く
、

い
ま
の
う
ち
に
た
た
い
て
お
け
ば
何
と
か
な
る
と
い
つ
た
よ
う
な
氣
持
が
あ
つ

た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
二
改
國
共
合
作
を
背
景
と
す
る
中
國
の
抗

日
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き
さ
を
見
誤
つ
た
當
時
の
軍
の
國
際
情
勢
評
債
の
あ
ま
さ

を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
日
華
事
攣
は
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
調
停
の
失

敗
、
注
政
権
の
樹
立
な
ど
を
脛
て
太
李
洋
職
璽
へ
と
搬
大
の
一
途
を
た
ど
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
軍
部
の
進
出
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
相
懸
の
理
由
が
あ
つ
た
に
し

て
も
、
そ
れ
に
封
抗
す
る
政
窯
勢
力
の
無
力
さ
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
實
現
さ
れ

な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
つ
て
政
黛
勢
力
凋
落
の
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
軍
部
進
出
の
も
つ
と
も
重
要
な
條
件
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
、

著
者
は
こ
れ
を
第
五
章
で
お
こ
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
五
・
一
五
事

件
當
時
の
政
窯
内
部
に
は
、
す
で
に
「
二
大
政
窯
の
封
立
を
よ
ろ
こ
ば
ず
議
會

に
絶
蜀
多
歎
を
も
つ
一
國
一
窯
的
な
彊
力
政
黙
を
欲
す
る
動
き
」
が
あ
り
、
政

蕪
相
互
間
に
お
い
て
も
倫
理
的
正
當
性
を
失
う
よ
う
な
行
動
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
み
ず
か
ら
の
立
脚
鮎
を
わ
す
れ
閣
僚
の
地
位
に
あ
こ

が
れ
、
右
往
左
往
し
て
い
た
」
（
一
一
九
頁
）
の
で
あ
つ
て
、
政
黙
を
政
槽
か

九
五

（
八
六
九
）



紹
介
と
批
評

ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
當
時
の
動
き
に
封
し
て
も
強
い
抵
抗
を
示
さ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
か
く
て
、
昭
和
十
年
の
國
騰
明
徴
閲
題
を
契
機
と
す
る
國
民
意
識

の
國
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
統
一
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
抵
抗
せ
ず
、
黙

内
分
裂
に
よ
り
自
ら
そ
の
力
を
弱
め
、
昭
和
十
五
年
近
衛
文
融
の
政
治
新
膿
制

樹
立
へ
の
動
き
を
機
會
と
し
て
解
窯
し
、
日
本
憲
政
史
上
無
政
窯
時
代
を
現
出

す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
は
、
日
華
事
攣
の
獲
展
後
、
日
濁
伊
三
國
軍
事
同
盟
の
締
結
を
脛
て

太
李
洋
職
雫
に
突
入
す
る
纒
過
を
、
ま
た
第
七
章
は
緒
職
の
勝
利
か
ら
敗
戦
に

い
た
る
ま
で
の
過
程
を
と
り
あ
つ
か
つ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
事
態
の
推
移
の

一
般
的
救
述
に
中
心
が
お
か
れ
て
お
り
、
と
く
に
問
題
と
な
る
馳
は
な
い
が
、

著
者
が
太
李
洋
職
箏
の
原
因
と
し
て
、
O
ア
メ
リ
カ
の
門
戸
開
放
機
會
均
等
政

策
と
日
本
の
封
東
亜
政
策
の
衝
突
　
⇔
日
本
に
お
け
る
暗
殺
の
脅
威
と
言
論
匿

迫
　
㊧
ド
イ
ッ
・
イ
タ
リ
ー
の
實
力
の
過
大
評
便
　
㈲
ア
メ
リ
カ
の
實
力
の
過

小
評
贋
　
㈲
ア
メ
リ
カ
の
輕
濟
厭
　
迫
、
な
ど
を
摯
げ
て
い
る
の
は
、
概
ね
要
嘗

な
見
解
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
太
李
洋
職
雫
敗
職
の
原
因
の

一
つ
と
し
て
、
政
職
爾
略
の
不
一
致
い
い
か
え
れ
ば
國
務
と
統
帥
の
分
離
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
の
部
分
は
、
占
領
時
代
に
お
け
る
日
本
の
政
治
膣
制
攣
革
の
過
程
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
八
章
占
領
政
治
時
代
は
じ
ま
る
　
第
九
章
講
和
條
約

後
の
日
本
、
の
二
章
が
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
占
領
政

策
に
と
も
な
う
憲
法
改
正
、
政
窯
政
治
の
復
活
、
職
雫
裁
判
な
ど
の
諸
問
題
を

含
め
て
職
後
政
治
の
展
開
過
程
を
概
観
し
、
中
華
人
民
共
和
國
の
成
立
を
契
機

ど
す
る
共
産
主
義
勢
力
の
進
出
、
朝
鮮
動
飢
の
獲
生
、
な
ど
を
機
會
に
、
ア
メ

リ
カ
が
講
和
條
約
と
日
本
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

九

！、

（
八
七
〇
）

り
、
一
九
五
一
年
九
月
の
封
日
講
和
條
約
、
さ
ら
に
日
米
安
全
保
障
條
約
を
締

結
す
る
に
い
た
つ
た
脛
緯
を
読
明
し
て
い
る
。
ま
た
第
九
章
で
は
、
講
和
條
約

後
の
内
閣
の
攣
遷
、
二
大
政
窯
封
立
時
代
の
到
來
、
日
ソ
國
交
間
題
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
蕨
述
は
、
簡
潔
に
且
つ
要
領
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
こ
の
時
期
の
政
治
の
一
般
的
脛
過
を
概
観
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
第
四
の
部
分
に
あ
た
る
の
は
、
第
十
章
無
産
運
動
か
ら
成
長
し
た

日
本
吐
會
窯
　
第
十
一
章
共
産
主
義
運
動
の
溝
長
、
の
二
章
で
あ
る
。
第
十
章

は
職
前
の
無
産
蓮
動
か
ら
職
後
に
な
つ
て
今
日
の
日
本
祉
會
黙
が
う
ま
れ
て
く

る
ま
で
の
痙
過
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
章
の
分
析
は
極
め
て
要

領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
、
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
と
く
に
塾
肘
の
肚

會
主
義
蓮
動
が
、
小
黙
分
立
か
ら
統
一
へ
、
さ
ら
に
ま
た
分
裂
へ
と
い
う
過
程

を
く
り
返
し
て
い
つ
た
脛
過
お
よ
び
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
さ
ら
に
職

後
に
お
け
る
日
本
肚
會
窯
の
性
格
に
つ
い
て
の
論
雪
、
そ
の
分
裂
と
統
一
に
か

ん
す
る
彼
述
は
と
く
に
す
ぐ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
十
一
章
で

は
、
コ
、
・
・
ン
テ
ル
ソ
と
日
本
共
潅
窯
と
の
關
係
、
職
前
の
揮
座
下
に
お
け
る
共

産
主
義
勢
力
の
衰
退
、
戦
後
の
窯
の
再
建
と
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
批
到
、
李
和
革

命
論
か
ら
暴
力
革
命
論
へ
の
顛
換
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三

　
以
上
が
本
書
の
内
容
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
た
く
し
の
讃
後
感
を
一

言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
書
物
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
昭
和
史
を
主
と
し
て
政
治
的
側
面
か
ら

概
齪
七
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
昭
和
政
治
史
の
諸
問
題
が
包
括

的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
昭
和
政
治
の
展
開
過
程
は
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い



る
。
と
く
に
、
著
者
が
政
治
に
お
け
る
非
合
理
的
性
格
を
彊
調
し
、
日
本
の
軍

國
主
義
化
の
要
因
の
一
つ
を
日
本
共
同
肚
會
そ
の
も
の
の
な
か
に
も
と
め
て
い

る
こ
と
は
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
問
題
を
や
や
詳
細
に
み
て
み
る
と
、
な
お
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
黙
が
な
い
で
も
な
い
。
い
ま
そ
の
い
く
つ
か
を
つ
ぎ
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
が
滞
洲
事
攣
・
日
華
事
攣
を
脛
て
太
李
洋
職
雫
に
は

い
つ
て
い
つ
た
に
つ
い
て
は
、
軍
部
を
中
心
と
し
て
國
際
情
勢
に
甥
す
る
正
當

な
評
償
が
敏
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
評
債
の
誤
り
が

か
れ
ら
を
職
璽
へ
導
く
一
つ
の
大
き
な
力
と
な
つ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
昭
和
時
期
を
つ
う
じ
て
、
東
洋
を
め
ぐ
る
國
際

情
勢
の
推
移
お
よ
び
國
際
情
勢
に
劃
す
る
軍
部
お
よ
び
各
界
の
判
噺
が
よ
り
詳

細
に
究
明
さ
れ
れ
ば
、
日
本
の
大
陸
政
策
の
推
進
、
さ
ら
に
は
職
雷
突
入
へ
の

要
因
が
さ
ら
に
は
つ
き
り
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
馳
に

つ
い
て
一
暦
の
配
慮
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

　
第
二
の
問
題
は
、
政
窯
勢
力
の
衰
退
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く

政
窯
勢
力
は
、
軍
事
勢
力
に
到
抗
す
る
も
つ
と
も
重
要
な
政
治
勢
力
の
一
つ
で

あ
り
、
い
か
に
軍
部
勢
力
が
革
新
思
想
の
影
響
を
う
け
そ
の
欲
求
不
浦
か
ら
政

治
進
出
を
企
圖
し
た
と
し
て
も
、
も
し
政
窯
勢
力
が
そ
れ
に
甥
抗
す
る
力
と
し

て
確
立
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
軍
部
勢
力
が
日
本
政
治
の
な
か
で
指
導
的
立
場

に
つ
く
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
つ

て
、
政
窯
が
、
政
灌
か
ら
し
め
出
さ
れ
る
ま
で
、
な
ぜ
軍
部
勢
力
に
蜀
し
て
積

極的に

到
庭
し
え
な
か
つ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
は
極
め
て

重
要
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
だ
た

ん
に
政
窯
間
の
権
力
獲
得
闘
雫
と
か
政
黛
の
腐
敗
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

紹
介
と
批
評

個
々
の
具
騰
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
政
窯
が
軍
部
勢
力
の
進
出
に
封
し
て
ど
の

よ
う
な
内
部
的
事
情
か
ら
ど
の
よ
う
な
剴
慮
の
仕
方
を
し
た
か
が
詳
細
に
槍
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
の
共
同
肚
會
の
性
格
お
よ
び
目

本
近
代
化
の
不
徹
底
性
と
の
關
蓮
に
お
い
て
、
政
窯
そ
れ
自
身
の
な
か
に
、
一

方
で
軍
部
を
批
到
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
な
性
格
が
存
在

し
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
驕
に
つ
い
て
よ

り
詳
細
な
研
究
が
必
．
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
共
同
吐
會
の
内
部
に
、
軍
部
の

進
出
を
支
持
す
る
よ
う
な
要
因
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
事
實
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
著
者
の
い
う
日
本
共
同
肚
會
内
部
の
諸
要
因

が
、
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
獲
展
を
阻
止
す
る
よ
う
な
性
絡
を
も
ち
、
軍

國
主
義
化
の
方
向
へ
の
み
働
く
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
日
本
共
同

肚
會
の
性
格
は
太
李
洋
職
雫
の
終
了
後
ど
の
よ
う
な
攣
革
を
こ
う
む
つ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
れ
は
、
日
本
民
主
化
と
の
關
係
に
お
い
て
現
在
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
政
治
史
に
關

心
を
も
つ
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
極
め
て
重
要
な
間
題
で
あ
り
、
著
者
の
い
う
日

本
共
同
肚
會
の
性
格
に
つ
い
て
は
も
つ
と
掘
下
げ
て
槍
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
、
わ
た
く
し
の
希
望
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
、
昭
和
政
治
史
を
包
括
的
に
と
り
あ
つ
か
つ
た
本
書
の
贋
値
を
損
う
も

の
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
に
は
、
本
書
は
、
日
本
政
治
史
を
專
攻
す
る
人
々
ぱ

か
り
で
な
く
、
廣
く
一
般
に
讃
ま
れ
て
も
よ
い
書
物
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
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