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説

イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
と
労
働
党

(三)

(完)

論

-

i

労
働
党
の
政
治
指
導
の
形
成
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

目

次

序

問

題

の

所

在

(

本

誌

九

巻

三

号

)

一
章
圧
力
団
体
か
ら
組
織
・
政
策
の
再
編

一
節
労
働
運
動
と
労
働
党

一
一
節
自
由
党
と
労
働
党

三
節
労
働
党
の
組
織
改
革
と
政
策
的
独
立
(
以
上
本
誌
九
巻
四
号
〉

一
一
章
「
陛
下
の
反
対
党
」
へ
の
進
出
と
労
働
党
内
閣

一
節
指
導
体
制
と
そ
の
変
化

一
一
節
労
働
党
内
閣
の
誕
生
と
党
の

D
lダ
l
シ
ツ
プ

結

び

(

以

上

本

号

)

二
章

「
陛
下
の
反
対
党
」

へ
の
進
出
と
労
働
党
内
閣

大
戦
中
に
か
け
て
の
自
由
主
義
の
衰
退
と
自
由
党
の
両
複
分
解
は
、

十

亀

ag 

雄

一
面
で
は
労
働
党
に
よ
る
自
由
主
義
継
承
と
、
他
面
保
守
党
に
よ
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る
自
由
党
の
保
守
的
分
子
の
吸
収
と
を
通
じ
て
、

保
守
・
労
働
両
党
に
よ
る
保
守
党
と
自
由
党
の
伝
統
的
二
党
制
の
解
体
と
新
た
な
局
面

で
の
再
編
成
を
予
示
し
て
い
た
。
加
え
て
、
労
働
党
の
政
策
・
組
織
の
再
編
強
化
は
、
労
働
党
を
し
て
総
選
挙
を
全
国
的
規
模
で
斗
う
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
た
し
、

ま
た
こ
の
組
織
の
整
備
と
拡
大
強
化
な
ら
び
に
政
策
の
定
式
化
は
、
自
由
党
に
代
っ
て
伝
統
的
二
党
制
の
一

翼
に
間
も
な
く
労
働
党
を
上
昇
せ
し
め
、
も
っ
て
労
働
党
と
自
由
党
と
の
役
割
お
よ
び
地
位
交
替
を
可
能
な
ら
し
め
る
政
策
的
組
織
的
前

提
条
件
を
充
足
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
た
。
自
由
党
の
分
裂
が
こ
の
よ
う
に
政
権
へ
の
道
を
準
備
し
つ
つ
あ
る
労
働
党
を
し
て
、
議
会
内

で
の
最
も
有
力
な
政
府
の
反
対
派
化
す
る
乙
と
に
な
り
、
労
働
党
は
こ
れ
ま
で
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
創
生
期
を
終
え
、
新
し
く

権
力
と
国
民
的
政
治
責
任
へ
の
道
程
の
前
に
立
つ
乙
と
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
"
陛
下
の
反
対
党
“
を
め
ぐ
る
労
働
党
と
自
由
党
と
の
対

立
抗
争
は
第
一
次
大
戦
後
も
な
お
し
ば
ら
く
継
続
さ
れ
た
も
の
の
、
前
進
へ
の
基
礎
条
件
を
充
た
し
た
労
働
党
の
躍
進
は
目
ざ
ま
し
く
、

あ
い
つ
ぐ
総
選
挙
で
‘

国
民
の
政
治
的
再
編
成
、
再
組
織
化
を
着
実
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
党
勢
力
の
漸
進
的
拡
大
を
実
現
し
た

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

の
で
あ
る
。

一
九
二
二
年
お
よ
び
翌
二
三
年
の
総
選
挙
で
、
僅
か
で
も
総
得
票
数
に
お
い
て
自
由
党
を
引
き
離
し
、
議
席
数
に
お
い
て
も

二
三
年
に
は
三
二
名
と
自
由
党
を
オ
ー
バ
ー
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
四
二
名
、

一
九
一
名
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

二
二
年
に
は
二
七
名

自
由
党
に
代
り

η

陛
下
の
反
対
党
μ

へ
の
前
進
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
労
働
階
級
、
筋
肉
労
働
者
を
主
体
と
す
る
階
級
的
利
益
を
代
表
す
る
集
団
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
労
働
党
も

今
は
、
独
自
の
政
策
体
系
と
組
織
構
造
に
立
脚
し
た
国
民
政
党
と
し
て
、
自
由
党
か
ら
確
実
に
バ
ト
ン
を
引
き
受
け
う
る
体
制
を
整
え
、

リ
陛
下
の
反
対
党
μ

へ
の
進
出
は
い
か
に
し
て
、

ま
た
何
故
に
、

政
権
へ
の
コ
1
ス
の
前
に
立
た
し
め
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て

い
か
な
る
状
況
を
背
景
に
行
な
わ
れ
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
議
会
主
義
レ
グ
1
ム
の
下
で
の
伝
統
的
二
党
制
の
論
浬
へ
の
適
応
の
努

カ
が
ど
の
よ
う
に
再
編
後
の
労
働
党
政
治
指
導
の
骨
格
と
基
調
と
を
制
約
し
規
制
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
の
聞
の
詳
細
な
分
析
は
い
ず
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説

れ
別
稿
に
お
い
て
自
由
党
の
衰
退
と
の
関
連
で
検
討
す
る
予
定
な
の
で
詳
論
は
さ
け
て
主
と
し
て
後
者
に
重
点
を
お
い
て
考
察
し
て
み
た

ぃ
。
そ
ζ

で
以
下
に
お
い
て
は
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
二
年
に
か
け
て
の
労
働
党
政
治
指
導
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
(
ト
)
と
、
そ
の
基
礎
に

論

ま
た
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
(
昨
)
と
い
う
問
題
に
限
定
し
て
若
干
の
分
析
を

立
っ
て
労
働
党
政
権
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
と
し
て
、

加
え
て
み
た
い
。

官庁

指
導
体
制
と
そ
の
変
化

労
働
党
が
議
会
主
義
の
枠
組
と
そ
の
支
配
様
式
を
認
容
す
る
以
上
、
小
数
政
党
と
し
て
の
労
働
党
が
、
他
日
政
権
党
と
し
て
そ
の
目
的

そ
し
て
社
会
主
義
実
現
の
方
法
を
投
票
箱
の
平
和
的
活
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
ん

と
す
る
社
会
主
義
諸
政
策
を
実
行
し
う
る
た
め
に
は
、

コ
ン
ス
テ
イ
チ
ユ

i
v
ヨ
ン

と
す
る
た
め
に
は
、
英
国
憲
法
、

議
会
制
、
伝
統
的
責
任
二
党
制
等
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
文
化
に
支
配
的
な
政
治
表
象
内
部

に
労
働
党
が
調
和
裡
に
編
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
労
働
党
が
旧
支
配
政
党
と
の
色
芯

E
E
g
な
政
党
、
少
な
く

も
英
国
人
の
多
数
者
に
と
っ
て
巳

S
B三
宮
町
で
あ
る
た
め
に
は
、

労
働
党

l
階
級
政
党
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
労
働
党

1
国
民
的
政
党

い
し
国
民
的
利
益
と
同
一
視
さ
れ
る
組
織
表
象
を
積
極
的
に
構
成
す
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
従
来
の
支
配
的
政
治
像
、
政
党
像
に

E

面
か
ら
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
提
的
基
礎
的
準
備
と
作
業
は

ス
テ
ッ
プ

つ
い
で
第
二
の
段
階
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
は
、
既
成
体
制
の
枠
内
で
政
権
の
座
に

す
で
に
一
九
一
八
年
に
基
本
的
に
完
了
さ
れ
た
が

つ
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
政
権
の
座
に
つ
く
た
め
に
は
ま
ず
自
由
党
に
代
っ
て
"
陛
下
の
反
対
党
ん
へ
の
進
出
が

必
要
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く

、
、
、
、

イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
の
歴
史
に
お
い
て
議
会
制
を
内
閣
制
に
機
能
転
化
し
た
主
た
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、

北法 12(2・160)288 
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大
政
党
制
の
確
立
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

で
あ
り
、
反
対
党
の
執
行
部
は
通
常
"
影
の
内
閣

μ
(
ω
E色
。
認
め
与
一
口
主
と
し
て
の
地
位
と
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

オ
ポ
ジ

V
ヨ
ン

乙
の
政
党
制
、
政
党
構
造
の
成
立
は
下
院
に
お
け
る
反
対
党
の
重
要
性
を
同
時
に
増
大
し
た
の

英
国
型
の
二
党
制
げ
に
も
と
づ
く
政
治
支
配
の
論
理
が
、
政
府
H
H
与
党
と
野
党

1
H陛
下
の
反
対
党
μ

と
の
聞
に
振
子
運
動
と
し
て
政
権
交
替

を
要
請
す
る
限
り
、
政
権
の
座
に
つ
く
と
と
そ
れ
自
体
の
予
備
条
件
と
し
て
、
げ
陛
下
の
反
対
党
μ

と
し
て
機
能
し
う
る
地
位
と
勢
力
を
労

働
党
は
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ζ

の
条
件
を
充
た
し
た
の
が
一
九
二
二
年
選
挙
に
お
け
る
労
働
党
の
第
二
党
へ
の
進
出
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、

乙
の
時
点
の
前
後
を
廻
る
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
戦
前
後
の
議
会
的
訓
練
を
経
て
党
自
身
の
再
組
織
化
を
終
了
し
た
労
働
党
が
、
漸
進
的
に
国

強
力
な
労
働
組
合
を
そ
の
支
柱
と
し
、

有
化
政
策
を
実
施
し
、

平
和
的
に
、
議
会
主
義
の
制
度
と
慣
行
の
枠
内
に
お
い
て
社
会
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
、

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

議
会
党
の
背
後
に
大
衆
支
持
を
組
織
化
す
る
こ
と
と
、

く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
議
会

そ
の
強
力
な
支
持
組
織
に
裏
打
ち
さ
れ
た
党
が
、
議
会
の
多
数
派
を
構
成
で
き
な

と
ζ

ろ
で
こ
の
大
衆
政
党
化
の
た
め
の
二
つ
の
要
請
と
も
条
件
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、

外
の
大
衆
組
織
と
議
会
党
と
の
関
係
い
か
ん
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る

。
こ
の
議
会
労
働
党
と
議
会
外
党
組
織
と
の
指
導
上

権
力
関
係
上
の
調
整
は
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
R
-
T
・7
ヅ
ケ
ン

グ

1
の
研
究
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
は
労
働
党
が
自
由
党
に
と
っ
て
代
っ
て
、
第
二
党
に
進
出
し
た
一
九
二
二
年
の
選
挙
後
、

p
-
L
・
p

a

h

m

〉

議
会
労
働
党
と
議
会
外
大
衆
組
織
と
の
諸
関
係
は
、
ま
す
ま
す
既
成
政
党
の
そ
れ
と
類
似
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。

英
国
議
会
制
度
の
運
用
形
態
に
順
応
し
、

そ
の
政
治
的
慣
行
に
党
組
織
全
体
を
同
化
し
つ
つ
、
自
ら
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
体
制

を
こ
乙
に
基
本
的
に
定
型
侶
し
た
と
い
っ
て
も
、
も
と
よ
り
労
働
党
内
部
に
、
後
年
議
会
労
働
党
お
よ
び
労
働
党
議
員
が
、
議
会
外
組
織

コ

シ

ト

ロ

ー

ル

イ

ツ

ν
ュ
l

も
し
く
は
議
会
外
的
統
制
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
べ
き
か
と
い
う
党
組
織
上
の
争
点
が
鋭
い
形
で
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け

北法 12(2・161)289 



説

〈

H
V

で
は
な
か
っ
た
。

こ
王

犬
，
刀

党
組
織
上
の
い
く
た
の
経
過
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず

一
九
一
八
年
の
再
組
織
後
の
労
働
党
に
あ
っ
て
は

論

議
会
外
大
衆
党
組
織
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
は
か
な
り
自
由
な
自
律
的
独
立
的
議
会
党
と
し
て
の
性
格
と
機
能
は
本
質
的
に
変
ら
ず
一
貫

し
て
維
持
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
向
。
党
組
織
の
著
し
い
発
展
が
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
に
伴
う
党
官
僚
の
漸
次
的
強
化
が
一
面
で
は
政
党

本
来
の
指
導
と
議
会
党
の
自
律
性
を
疎
外
せ
ず
、

他
面
、

組
織
の
高
度
化
に
よ
っ
て
も
大
衆
党
組
織
が
民
衆
政
治
(
吉
宮

-amo耳
目
・

5
2門
)
の
能
率
的
手
段
と
し
て
、
政
治
参
与
の
次
元
で
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
ト
さ
れ
な
い
と
い
う
巧
み
な
政
党
構
造
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
狭
い
意
味
の
政
治
的
次
元
を
越
え
て
よ
り
精
密
な
幅
広
い
イ
ギ
リ
ス
政
治
文
化
全

体
の
構
造
分
析
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

と
も
か
く
一
般
に
組
織
の
著
し
い
官
僚
的
成
長
が
議
会
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
権
力
を

弱
め
る
ど
こ
ろ
か
、
内
閣
制
を
て
こ
と
し
て
党
首
へ
の
権
力
集
中
を
ま
す
ま
す
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、

民
衆
、
対
党
組
織
の
政
治
責
任
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
っ
た
乙
と
は
注
目
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
、

乙
の
集
中
権
力
が
対

保
守
党
、
自
由
党
に
お
い
て
は
、
大
胆
に
い
え
ば
参
政
権
の
拡
大
に
伴
う
上
か
ら
の
組
織
化
を
基
軸
と
す
る
大
衆
政
党
化
の
コ

1
ス
を

コ
シ
ト
ロ
ー
ル

辿
っ
た
か
ら
党
首
に
よ
る
党
組
織
の
統
御
は
自
明
で
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
が
、
下
か
ら
の
組
織
化
を
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
し

乙
の
統
御
は
究
極
に
は
労
働
組
合
の
手
中
に
握
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
一

て
組
織
づ
く
り
を
重
ね
て
き
た
労
働
党
に
あ
っ
て
は

面
正
し
い
指
摘
で
は
あ
る
。
労
働
党
樹
立
の
事
情
と
、
労
働
党
へ
の
集
団
と
し
て
の
労
働
組
合
の
加
盟
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
社
会
党
に

お
け
る
党
組
織
に
よ
る
労
働
組
合
支
配
の
形
態
と
臭
っ
て
、
そ
の
自
然
的
帰
結
と
し
て
、
労
働
組
合
の
諸
代
表
者
に
党
の
全
体
組
織
で
の

大
き
な
影
響
力
と
発
言
権
と
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

投
票
組
織
令

2
g
m
E
R
r
-
5
)
で
あ
り
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
議
会
労
働
党
と
区
別
さ
れ
た
労
働
党
は
、
単
に

マ
ッ
ケ
ン
グ
1
の
著
書
が
精
密
に
明
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
投
票
獲
得
機
械

(
g
F
m
m
R
E
m

B
R
r
z
m
)
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

全
労
働
党
内
部
に
お
け
る
労
働
党
と
議
会
労
働
党
と
の
関
係

言
葉
を
換

北法 12(2・162)290 



え
る
と
労
働
党
の
全
体
構
造
の
内
部
体
制
に
お
け
る
指
導
の
構
造
配
置
は
.
労
働
党
勢
力
の
主
体
を
構
成
す
る
労
働
組
合
運
動
の
質
と
議

会
主
義
の
要
請
と
い
う
緊
張
関
係
の
不
断
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、

そ
の
緊
張
の
質
と
度
合
に
強
く
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
以
上
の
べ
た
よ

う
な
形
で
の
制
度
化
定
型
化
を
み
た
の
で
あ
る
。

ポ
ロ
ッ
ク
は
そ
の
英
国
政
党
組
織
と
い
う
論
文
の
結
論
に
お
い
て
「
理
論
上
、
英
国
の

政
党
組
織
は
全
く
民
主
的
で
あ
る
:
:
:
。
だ
が
、
明
敏
の
士
に
は
、
党
首
が
権
力
を
所
有
し
、
か
つ
党
は
党
首
の
指
導
に
服
す
る
こ
と
を
期

ト

ク

ー

ル

三

日

}

待
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
組
織
は
彼
の
道
具
で
あ
り
、
そ
れ
は
党
首
の
諸
決
定
に
反
応
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
最

大
の
理
由
に
つ
い
て
は
伎
は
次
の
ご
と
く
い
っ
て
い
る
。
「
お
そ
ら
く
、
英
国
に
あ
っ
て
、
党
諸
組
織
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
や
一
敗
す

ベ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
権
力
を
直
接
下
院
に
責
任
を
も
っ
首
相
に
集
中
せ
し
め
、
転
じ
て
下
院
は
民
衆
に
責
任
を

負
う
よ
う
な
議
院
内
閣
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
政
策
決
定
と
党
組
織
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
全
く
党
首
に
必
要
な
諸
権
力
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
労
働
党
に
あ
っ
て
も
一
九
三

O
年
ま
で
に
は
乙
の
間
の
事
情
が
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
附
言
し
て

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

い
る
。さ

て
、
一
九
一
八
年
の
労
働
党
再
編
前
後
か
ら
、
一
九
二
二
年
の
労
働
党
の
「
陛
下
の
反
対
党
」

へ
の
進
出

し
た
が
っ
て
ま
た
政
権
へ

の
コ

I
ス
を
目
前
に
控
え
た
労
働
党
に
お
い
て
、
議
院
内
閣
制
の
制
度
の
論
理
に
よ
っ
て
他
日
首
相
た
る
べ
く
目
さ
れ
る
党
首
と
し
て
の

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
選
出
前
後
に
か
け
て
、
労
働
党
全
体
制
の
指
導
の
構
造
は
ど
う
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
に
従
来
の
形
態

と
異
っ
て
修
正
な
い
し
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
ま
か
な
そ
の
仕
組
み
は
以
上
に
お
い
て
簡
単
に
理
論
的
要
約
を
述
べ
て
お
い
た

の
で
、
次
い
で
議
会
労
働
党
と
議
会
外
大
衆
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
ま
少
し
精
し
く
解
明
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

パ
1
9
メ

y
タ

リ

パ

ー

テ

ィ

リ

ー

ダ

ー

・

オ

プ

・

パ

ー

テ

ィ

「
党
組
織
は
国
全
体
を
通
じ
て
発
展
し
た
の
で
、
下
院
も
し
く
は
上
院
の
議
会
党
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
ま
た
国
全
体
の
党
首

と
し
て
も
認
め
ら
れ
'
る
。
下
院
も
し
く
は
上
院
の
い
ず
れ
か
の
党
首
以
外
に
別
個
の
リ
ー
ダ
ー
を
党
が
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
憲
法
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説

に
お
け
る
議
会
の
地
位
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
B
・ト

1
7
ス
は
述
べ
て
い
る
が
、
下
院
に
お
け
る
議
会
党
の
リ
ー
ダ
ー
が
党

首
で
あ
り
、
党
首
は
い
つ
の
日
か
首
相
と
な
る
と
す
る
党
首
の
政
治
的
論
理
は
そ
れ
自
体
、
議
院
内
閣
制
の
現
在
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ

論

を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
。
同
じ
く
彼
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
長
期
に
わ
た
る
党
組
織
発
展
の
歴
史
を
有
し
、
し
か
も
乙
の
党
組

ア

・

プ

リ

オ

リ

コ

モ

ン

・

セ

Y

ス

織
が
、
先
験
的
考
察
で
は
な
く
歴
史
と
常
識
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
英
国
特
有
の
経
験
的
性
格
か
ら
作
ら
れ
た
典
型
的
産

物
で
あ
る
故
に
、
議
会
党
と
議
会
外
政
党
組
織
と
の
関
係
は
一
義
的
公
式
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
未
定
義
の
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
意
味
で
は
正
当
な
指
摘
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
だ
が
と
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
見
て
き
た
よ
う
に

議
会
党
と
議
会
外
組
織
と
の
諸
関
係
に
つ
い
て
の
同
じ
く
経
験
的
な
分
析
と
考
察
と
は
、
政
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
全
体
制
に
お
け
る
議

会
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
優
位
と
議
会
外
党
組
織
の
副
次
的
、
従
的
役
割
、
第
二
次
的
機
能
と
組
織
を
伝
え
て
い
る
。
今
日
の
労
働
党
が
、

マ
ー
ジ
ナ
ル
・
ポ
ー
ト
{
回
》

投
票
な
か
ん
ず
く
中
産
階
級
の
限
界
投
票
の
獲
得
に
政
権
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
現
象
が
、
実
は
そ
れ
自
体
、
議
会
主
義
的
に
伝
統
的

な
投
票
行
動
の
組
織
化
な
り
、
参
政
権
の
量
的
拡
大
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
に
原
理
的
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

メ
カ
ニ
ズ
ム

っ
て
、
投
票
の
機
制
、
機
能
や
参
政
権
の
政
治
的
機
能
、
構
造
な
ど
の
変
革
的
質
的
転
換
を
作
為
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
態
様
の
も

の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
別
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
想
と
行
動
様
式
と
の
議
会
主
義
的
漸
進
主
義
へ
の

同
化
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
同
時
に
党
全
体
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
画
一
化
を
排
除
し
ー
ー
そ
の
結
果
の
イ

し
か
し
、

デ
オ
ロ
ギ

1
的
不
統
一
は
さ
け
ら
れ
な
い
に
し
て
も
|
|
具
体
的
政
策
を
も
っ
て
す
る
社
会
主
義
へ
の
漸
進
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
し
く

は
漸
進
策
を
不
可
避
的
構
造
的
に
労
働
党
に
要
求
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
乙
の
伝
統
的
投
票
の
組
織
化
な
り
、

獲
得
な
り
が
労
働
党
リ
ー
ダ
シ
ツ
プ
の
基
本
的
発
想
と
な
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
党
勢
力
の
強
化
が
党
組
織
の
量
的
拡
大
と
高
度
化
に
導

メ
カ
ニ
ズ
ム

く
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
投
票
の
機
制
と
機
能
と
が
労
働
党
の
指
導
に
よ
っ
て
質
的
に
変
革
さ
れ
な
い
以
上
、
労
働
党
リ
ー
ダ
ー

北法 12(2・164)292 



ヨ
リ
J

A

プ
ク
ス
ト

シ
ッ
プ
の
全
体
構
造
が
党
内
部
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
党
外
の
党
支
持
の
支
持
の
質
か
ら
も
制
約
さ
れ
な
が
ら
既
成
政
党
の
そ
れ
ら

と
類
似
の
コ

I
ス
を
辿
り
、
次
第
に
同
質
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
党
に
対
す
る
支
持
の
状
況
状
況
で
の
量
一
的
差
を
別
に
し
て
当
然
の
事

理
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら

K
こ
の
傾
向
は
、
労
働
党
の
勢
力
増
大
、

そ
れ
に
並
行
し
て
の
政
権
の
近
距
離
目
標
化
に
伴
い
強
め
ら
れ

深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
に
よ
り
今
日
の
労
働
党
の
指
導
構
造
の
原
型
確
立
を
一
九
二

0
年
代
前
半
に
お
け
る
労

働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
体
制
に
求
め
る
ζ

と
が
可
能
と
な
る
。

党
年
次
大
会
(
宰
〉
ロ
5ロ己
E白
]
の
。
Bロ『
r白円叩
2口円
2白
)
全
国
執
行
委
員
会

(2Z向喜片官
g

同

5。BロE戸
包
]
何FM

(わリ。

B555F広5H芯5凸

2凸ε)、
議
会
労
働
党

(FユE
B
E
S弓
「
与
。

RHν
尽
き
と
、
大
き
く
三
区
分
し
て
制
度
論
的
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
問
、

労
働
党
の
形
式
的
組
織
に
つ
い
て
は

通
常

ら
三
者
の
形
式
的
紺
織
権
限
関
係
に
つ
い
て
は
マ
ツ
ケ
ン
ジ

1
の
「
イ
ギ
リ
ス
政
党
論
」
を
は
じ
め
幾
多
の
研
究
室
百
が
そ
れ
ぞ
れ
精
し
く

解
説
し
て
あ
る
の
で

そ
れ
ら
の
文
献
に
譲
る
と
し
て

乙
乙
で
比
較
的
最
近
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
労
働
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
文
脈

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

を
観
察
し
捉
え
て
い
る
か
の
一
例
と
し
て

S
・ピ

1
ア
の
分
析
を
み
て
み
よ
う
。

ピ
1
ア
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
労
働
党
は
幹
部
統
治

(E(U22印
。
。
耳
目

B
B
H
J
i
l
l議
会
外
集
団
に
よ
る
支
配
(
月
三

m
s
s
a
R
3
R
E
B
g
g
q
σ
o身
)
|
|
を
避
け
て
、
政
策
、
紀
律
、

大
臣
職
と
い
っ
た
重
要
な
諸
問
題
の
決
定
に
際
し
て
の
主
要
な
役
割
を
議
会
指
導
(
吉
岡

E
B
g
g
q
r包
mar--
の
手
中
に
保
持
し

幻
〕
。
さ
ら
に
議
会
党
が
党
内
で
高
度
の
自
律
性
と
、
憲
章
の
形
式
的
理
解
か
ら
は
そ
う
み
え
そ
う
に
も
な
い
非
公
式
の
権
限
と
を
保
持
し

p
-
L
-
P
 

て
い
る
と
い
う
乙
と
、
党
紹
織
上
で
の
そ
の
原
因
を
指
摘
し
、
乙
の
議
会
党
の
労
働
党
全
体
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
体
制
に
お
け
る
優
位
と
、

議
会
外
集
団
か
ら
の
高
度
の
自
律
性
に
よ
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
レ
ペ
ル
で
の
フ
リ

I
・
ハ
ン
ド
が
遮
げ
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
労
働
党
リ

ー
ダ

1
シ
ツ
プ
の
態
様
を
イ
ギ
リ
ス
の
全
政
治
体
制
に
関
連
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
簡
潔
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
「
選
挙
操
作
上
の
必
要

(色町三

C
E
-
S
E
a
-丘
町
田
)
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
労
働
党
が
多
数
を
獲
得
す
る
や
、
労
働
党
は
単
な
る
教
義
だ
け
の
政
党
(
同
仏

E
E
E
H
B

ζ 

れ

北法 12(2・165)293 



説

コ
γ
ス
テ
イ
チ
ユ

l
v
ヨ
γ

同
区
立
可
)
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
労
働
組
合
の
道
具
以
上
の
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最
も
重
要
な
の
は
英
国
国
家
体
制
の

コ
1
カ
ス
・
ガ
パ
l
γ

メ
γ
ト

諸
々
の
必
要
で
あ
る
o

H

幹

部

統

治

μ

は
議
院
内
閣
政
と
も
、
ま
た
議
院
内
閣
制
が
イ
ギ
リ
ス
の
投
票
者
と
政
治
家
の
中
に
培
養

し
た
慣
習
、
態
度
、
価
値
と
も
両
立
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

ラ
ン
ク
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル

だ
が
と
の
よ
う
な
議
会
党
の
自
律
が
労
働
運
動
の
卒
伍
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
除
々
に
で
あ
っ

論

そ
れ
を
労
働
運
動
の
侍
女
と
し
て
扱
い
、
議
会
党
は
年
次
大
会
と
党
の
全
固
執
行
委
員
会
の
指
図

に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
り
す
る
傾
向
も
一
貫
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
労
働
党
と

イ
ユ

ν
ア

テ

イ

グ

円

叩

J
V

い
う
複
雑
な
構
造
に
お
い
て
、
主
導
権
と
指
導
と
が
労
働
党
の
議
会
的
幹
部
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
議
会
党
の
高
度
の

た
し
、
議
会
党
の
自
律
を
否
認
し
て
、

自
律
が
基
礎
的
に
確
立
を
み
せ
た
の
は

い
か
な
る
政
治
状
況
の
構
造
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
点
の
精
し
い
分
析
も

別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
と
し
て
以
下
に
こ
れ
ま
で
の
説
明
を
補
足
す
る
意
味
で
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

労
働
党
は
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
労
働
運
動
と
社
会
主
義
運
動
と
の
混
合
体
と
し
て
誕
生
し
樹
立
さ
れ
た
と
い
う
由
来
に
よ
っ
て
も

議
会
外
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
を
い
か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
課
題
は
、
お
そ
か
れ
早
か
れ
労
働
党
の
重
要
争
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
成
。

し
か
も
議
会
外
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
の
処
理
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
直
ち
に
英
国
的
議
会
制
度
へ
の
不
安
な
い
し
脅
威
と
し
て
、

あ
る
い
は
望
ま
し
か
ら
ざ
る
状
況
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
議
会
主
義
的
行
動
様
式
の
圧
倒
的
に
支
配
的
な
政
治
社
会
と
政
治
風

イ
ッ

ν
ュー

と
の
問
題
は
容
易
に
政
党
聞
の
重
大
争
点
化
し
て
政
党
聞
の
権
力
関
係
に
ま
で
微
妙
に
波
及
し
て
い
く
か
ら
、

土
の
下
に
あ
っ
て
は

具
体
的
現
実
的
行
動
様
式
の
採
択
に
あ
っ
て
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
象
徴
の
次
元
と
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
お
い
て
は
特
に
議
会
外
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
問
題
は
巧
妙
に
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
に
な
る
。
い
ま
、
政
党
の
抽
象
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
政
策
目
標
、
政
治
理
念
を

は
じ
め
と
す
る
象
徴
と
し
て
の
次
元
に
お
け
る
政
党
の
問
題
と
し
て
は
と
も
か
く
、
当
時
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
具
体
的
問
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題
に
即
し
て
い
え
ば
、
労
働
党
初
期
に
お
け
る
圧
力
団
体
的
性
格
の
濃
厚
な
時
期
に
は
、
労
働
党
議
員
の
多
く
は
労
働
組
合
代
表
者
に
よ
ー
マ

て
占
め
ら
れ
、
議
会
に
あ
っ
て
統
一
的
指
導
力
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
の
勢
力
と
組
織
と
政
策
と
を
欠
如
し
て
い
た
か
ら
、
固
有
の
意
味
で

の
議
会
外
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
は
未
だ
表
面
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ツ
ケ
ン
グ
1
の
指
摘
す
る
よ

う
に
労
働
党
の
初
期
に
お
い
て
議
会
労
働
党
が
、

を
失
う
よ
う
な
危
険
状
態
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
支
持
団
体
の
代
弁
者
以
上
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
そ
れ
自
身
の
独
立
的
存
在
性

か
か
る
事
態
は
初
期
に
お
け
る
労
働
党
が
労
働
団
体
を
は
じ
め
、
議
会
外
大
衆
組
織
の

要
求
と
利
害
関
係
を
議
会
と
政
府
の
政
策
形
成
過
程
に
反
映
さ
せ
、
プ
レ
ス
す
る
と
い
う
圧
力
団
体
的
行
動
様
式
に
終
始
し
、

ま
た
そ
の

よ
う
な
性
格
の
政
治
集
団
と
し
て
止
ま
る
限
り
当
然
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
議
会
労
働
党
の
基
礎
が
お
か
れ
た
の
は
、
労
働

党
議
員
の
増
大
を
み
た
一
九

O
六
年
で
あ
っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
ま
で
の
年
月
、

乙
の
よ
う
な
不
安
定
な
事
情
は
根
本
的
に
変
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
に
先
だ
っ
数
年
間
の
い
わ
ゆ
る
産
業
不
安
定
期
に
党
内
に
拡
張
し
て
い
っ
た
議
会
労
働
党
の
指

と
れ
ま
で
の
不
安
定
な
指
導
構
造
に
一
層
の
混
迷
と
政
治

た
と
え
ば

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

導
と
成
果
へ
の
失
望
や
、
大
戦
聞
を
通
じ
て
の
議
会
労
働
党
内
部
の
分
裂
は
、

一
時
的
に
議
会
労
働
党
が
そ
の
行
動
決
定
に
お
け
る
自
律
性
を
喪
失
し
て
、

議
会
外
大
衆
組
織
の
発
言
権
と
主
導
権
が
著
し
く
強
化
さ
れ
た
と
い
う
現
象
が
発
生
し
た
。
か
か
る
指
導
状
況
の
発
生
は
、
議
会
労
働
党

指
導
の
行
き
詰
り
状
態
と
を
暫
時
招
来
さ
せ

そ
の
叫
桔
果

の
全
労
働
党
指
導
体
制
に
お
け
る
地
位
と
役
割
と
を
大
衆
組
織
の
従
属
的
位
置
に
引
下
げ
た
か
に
見
え
、
議
会
外
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
へ
の
議

会
労
働
党
の
服
従
と
も
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
、

乙
の
状
況
は
決
し
て
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

状
況
は
議
会
党
の
自
律
に
有
利
に
展
開
さ
れ
そ
の
優
位
が
保
持
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
っ
た
の

T

-

u

・
0

乙
れ
に
あ
ず
か
つ
て
何
よ
り
力
あ
っ
た
の
は
議
会
外
組
織
の
主
要
部
分
で
あ
る
労
働
組
合
会
議
の
性
格
と
そ
の
改
組
と

し
か
し
、

一
時
的
状
況
と
し
て
脱
却

で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
労
働
組
合
会
議
の
議
会
委
員
会
が
、

一
層
広
汎
な
権
限
を
附
与
さ
れ
た
総
評
議
会
に
と
っ

い
う
事
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
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説

て
代
ら
れ
、

そ
の
補
足
と
し
て
労
働
党
と
労
働
組
合
会
議
と
が
協
力
し
て
労
働
組
合
会
議
総
評
議
会
(
の

8
2
色。。
E
与

え

吋

-C・
0
、

労
働
党
全
国
執
行
部
、

議
会
労
働
党
三
者
を
等
し
い
数
に
お
い
て
代
表
す
る
全
国
合
同
評
議
会

(Z色
。
ロ
包
』
S
E
n。
E
n己
)
を
樹
立
す

論.

る
と
い
う
計
画
が

一
九
二
一
年
の
労
働
党
大
会
と
労
働
組
合
双
方
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
議
会

さ
ら
に
大
戦
後
、
労
働
者
の
活
動
の
中
心
が
対
議
会
活
動
の
レ
ペ
ル
か
ら
産
業

領
域
で
の
直
接
行
動
に
移
動
し
た
要
因
の
一
っ
と
し
て
、
議
会
労
働
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
弱
体
を
あ
げ
う
る
匂
直
接
行
動
の
H

暗

黒
の
金
曜
日
d

(

呂
田
島
町
一
合
可
)
を
ピ

1
ク
と
し
て
の
敗
北
は
次
い
で
労
働
階
級
に
広
汎
な
失
望
を
招
き
、
そ
の
結
果
、
労
働
党
を
先
頭

労
働
党
の
権
威
が
高
ま
っ
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
す
る
地
道
な
議
会
活
動
の
重
視
を
広
く
労
働
階
級
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
ま
た
他
方
、
再
組
織
後
の
労
働
党
の
地
方
政
治

で
の
著
し
い
進
出
と
い
う
新
し
い
状
況
の
展
開
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
労
働
党
の
強
力
な
議
会
的
進
出
と
そ
れ
に
伴
う
議
会
労
働
党
優
位
の

た
め
の
布
石
が
党
内
外
か
ら
着
々
敷
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
一
九
二
二
年
、

労
働
党
は
英
国
で
の
第
二
党
、

し
た
が
っ
て

w

陛
下
の
反
対
党
μ

と
し
て
自
由
党
に
と
っ
て
代
り
、

さ
ら
に
前

回
の
選
挙
で
数
多
く
務
選
し
た
指
導
的
人
物
の
多
く
も
ふ
た
た
び
議
会
へ
復
帰
す
る
と
と
に
な
っ
た
。
第
二
党
へ
の
進
出
、

し
た
が
っ
て

英
国
的
憲
法
の
慣
行
に
よ
る
将
来
の

ρ
保
守
党
政
府
と
の
交
替
政
府
。
と
し
て
の
躍
進
を
み
た
労
働
党
は
、

ζ

こ
に
議
会
労
働
党
の
党
全

体
に
お
け
る
指
導
上
、
権
力
上
の
地
位
と
役
割
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
の
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
乙
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

一
九
二
二
年
以
前
の
指
導
構
造
が
時
に
先
述
し
た
よ
う
な
若
干
の
混
乱
現
象
を
示
し
た
に
し
て
も
、
議
会
党
の
弱
体
性
と

労
働
組
合
主
義
の
優
位
の
故
に
、

そ
れ
と
同
時
に
労
働
党
の
議
会
主
義
順
応
と
労
働
階
級
の
強
力
な
組
織
性
、

経
済
的
社
会
的
実
力
の
確

保
の
故
に

l

l指
導
の
二
元
的
機
能
分
化
と
調
整
と
も
み
な
し
う
る
わ
け
だ
か
ら
1

1
却
っ
て
そ
と
に
は
後
年
議
会
党
の
自
律
性
の
確
保

に

有

利

な

条

件

が

あ

っ

た

と

も

い

え

る

。

そ

れ

は

と

も

か

く

、

一

九

二

二

年

後

の

労

働

と
の
よ
う
な
状
況
の
構
造
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
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党
は
議
会
党
と
議
会
外
大
衆
組
織
と
の
諸
関
係
に
お
い
て
既
成
政
党
と
の
同
質
化
過
程
を
推
進
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
労
働
党

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
体
制
を
定
型
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
九
二
二
年
に
選
出
さ
れ
た
議
会
労
働
党
は
、

そ
の
構
成
に
お
い
て
も
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
。
乙
の
党
構
成
に
お
け
る
変
化
は
、

一
九
一
八
年
の
そ
れ
と
比
し
て
量
的
に
大
き
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

一
九
一
八
年
後
の
労
働
党
が
、
広
く
中
産
階
級
に
門

戸
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
政
党
化
を
志
向
し
て
の
党
組
織
、
指
導
体
制
の
整
備
拡
大
に
努
力
し
て
き
た
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
労
働
党
の
政
策
体
系
を
実
質
的
に
か
つ
て
の
自
由

1
労
働
改
良
主
義
の
線
に
添
っ
た
と
も
い
え
る
漸
進
的
な
も
の
た
ら
し
め

た
こ
と
の
効
果
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
労
働
党
内
部
に
お
け
る
こ
の
改
良
主
義
的
傾
向
の
強
化
は
、
労
働
党
の
全
分
野

で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
政
治
的
分
裂
の
危
機
を
内
包
せ
し
め
、

そ
の
急
進
的
党
分
子
を
し
て
や
が
て
労
働
党
か
ら
脱
落
せ
し
め
る
乙
と
は

必
歪
で
あ
る
が
、
労
働
党
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、
政
権
に
向
つ
て
の
第
二
の
飛
躍
の
踏
台
を
準
備
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
選
挙
の
勝
利
の
興
奮
と
期
待
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
一
一
月
二
二
日
の
第
一
回
議
会
労
働
党
の
会
合
で
、

イギりス議会政治と労働党(三)・(完)

一
九

O
六
年
以
来

久
し
く
と
だ
え
て
い
た
議
会
労
働
党
の
議
長
席
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
が
ふ
た
た
び
は
な
ば
な
し
く
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
新
ら
し
く
選

N

陛
下
の
反
対
党
ん
の
党
首
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
彼

l
党
首
は
潜
在
的
な
首
相
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ

ば
れ
る
議
長

(hEEHHS)
は

る

五
六
票
対
六
一
票
と
い
う
僅
か
五
菜
の
差
で
対
抗
者
ク
ラ
イ
ン
ズ
を
破
り
R
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
党
首
K
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

噌

-
S
A

、

7
カ

そ
れ
か
ら
僅
か
一
年
と
そ
こ
そ
こ
で
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
首
相
と
し
て
早
く
も
第
一
次
労
働
党
内
閣
の
組
閣
に
直
面
し
た
事
実
を
顧

そ
こ
に
形
成
を
み
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
態
様
は
議
会
労
働
党
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
重

要
な
会
議
で
あ
っ
た
と
す
る
マ
ツ
ケ
ン
ジ

I
の
指
摘
の
重
要
な
意
味
を
十
分
了
と
し
う
る
の
で
あ
る
。
果
せ
る
か
な
、
議
長
リ
か
ら
党
首
へ

み
る
と
、

こ
の
一
九
二
二
年
の
議
会
党
の
会
合
、

と
一
九
二
二
年
を
契
機
と
し
て
内
容
の
変
化
し
た
言
葉
の
一
一
小
す
地
位
を
充
た
し
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
「
議
会
党
の
議
長
ー
ー
や
が
て
は
首
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説

相
ー
ー
た
る
こ
と
は
現
在
、

は
じ
め
て
言
葉
の
完
全
な
意
味
に
お
い
て
労
働
党
の
党
首
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
」
の
だ
か
ら
、
新
し

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
と
い
う
政
治
的
手
腕
を
示
し
、
党
首
と
し

い
状
勢
が
提
示
し
た
機
会
に
は
機
敏
に
党
首
と
し
て
即
応
し
、

論

て
の
そ
の
九
年
間
の
在
任
期
聞
を
通
じ
て
、
労
働
党
を
英
国
の
議
会
主
義
的
慣
行
に
同
調
さ
せ
る
べ
く
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

「
首
相
、
内
閣
両
者
に
関
す
る
慣
習
的
な
議
会
的
諸
慣
行
の
す
べ
て
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
党
は
、
保
守
党
、
自
由
党
の
近

代
史
を
一
貫
し
て
作
用
し
て
い
た
指
導
原
理
の
完
全
な
受
容
に
向
つ
て
の
巨
歩
を
踏
み
出
し
た
」
と
は
R
・
T
・
マ
ツ
ケ
ン
グ

1
の
評
言
で

あ
る
。
以
上
、
労
働
党
の
指
導
の
形
成
を
そ
の
状
況
に
関
連
さ
せ
つ
つ
、

そ
こ
に
基
本
的
に
定
型
化
さ
れ
た
労
働
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

体
制
と
そ
の
変
化
に
若
干
の
検
討
を
加
え
て
き
た
が

か
つ
そ
れ
自
体
に
一
定
の
反
応
効
果
を

乙
の
政
治
指
導
の
体
制
を
基
盤
に
し
て

及
ぼ
す
筈
の
労
働
党
政
権
の
成
立
が
つ
い
で
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

凶

ζ
・∞

2吋

W
C℃
-
n
X
4
]
)
・
怠
・
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
目
下
準
備
中
の
「
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
の
構
造
と
変
遷
」
(
仮
題
)
と
い
う
論
文
に
お
い
て
詳

諭
す
る
予
定
な
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

間
切
・
叶
y
c
g田
ωWCH》

-nFH-Lv・怠・

同
芦
田
町
R
a
-
n
x
-
w
宅
・
む
l
怠・

凶

HFHtr目二)℃
-nx-w
宅・

814H・

回
当
包
町
田
E
E
-
-
-
H沼田
w
F
S
H
-同
E
o
s
-
r
F
(
g
r
i・)℃・

3
・

附

HELdH)・
8

m
v
p
Eロ
問
。
『

B
D色
白
同
ロ
∞
ロ
仲
田

P
S
E
-
-
u
-
N
H∞-

川
間

C
・
O
-
国
・
円
ucrv
、同月

Homo己
主

-
2
H
E
Rロ
日
片
山

ODmLWHUE-
句

ωユ
ロ
・
司
・
室
町
・

附
戸
、
『
・
冨

n
r
g
N
F
S
-
n
x
-
w
口
吉
匂
〈
口
及
び
ぐ
口
同
参
照
。

川
山

HZL-w
同

)

品

HH・
神
川
信
彦
寸
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
」
(
思
想
三
九
四
号
〉
参
照
。

倒
見
・
吋

-
v
p
Z
5
5
0勺
・
口
』
了
間
V

・
色
申
・
労
働
党
の
党
構
造
な
ら
び
に
そ
の
変
化
の
歴
史
に
つ
い
て
も
註
川
で
紹
介
し
た
別
稿
で
詳
論
す
る
答
な
の
で
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説論

巴四日目 (48)(47) (4曲目日 (44)(42)位1)(40) (3曲目8)(初

。
・
ロ
ロ
・

(Uc-ouk
戸・
z
z
c
q
c
門
戸
与
O
R
F
H
q
h
H
C
S
S
H
品・
(
H
E
g
w
℃

-

E
及
び

HY
ロ
ω
・
司
-
巧
己
5
5
r
前
掲
、
邦
訳
下
巻
一
五
O
頁
o

H
ゲ
H

仏
-
w

匂・]「吋吋・

〉
.
国
E
F
前
掲
邦
訳
一

O
八
頁
。

明，・当回一
-
E
B
♂
訳
(
下
)
一
五
一
ニ
頁
。

ω
吉
岡
田
岳
山
「
毛
・

2
-
u
H
Y
E
N
-

HN
・叶
-
V
向nrω
口N
M
P
C℃
-
n
-
F
W
M
)
・品
HH
・

刷

HN
・
吋
・
宮
口
r
g
N
一m
u
c
-
y
n
x
-
w
右
・
品
。
印
l
品HH-
宅
-
A
H
E
l
品日町-

C
・
巴
・
国
・

(
U
c
-
P
F同
寸

C
C
門司
R
q
u
同ν匂-
H
N
∞1
5
0
・

ロ向DHHCロ
伶

吋

巳

m
w
C℃
-
n
F
u
匂・

N
E
-

Y
向.
(
U
c
r
w
邦
訳
ご
女
性
の
真
実
の
歩
み
」
ご

O
八
l
一一一

O
頁。

岡山・吋
-

V
向口}内向口
N
E
C
H
M
-
n
F
F
W
H
M
・
ωAHmw
・

同}UFL-u
同》匂・

ω
品目
lωhH
由・

]MHYω
印]戸
lω
日N-

H
寸
H
門

]
-
w

匂
-
v
-
U
C
A凶

l
ω
C
吋・

同σ同
《
】

-w

匂・

u
o
u
・

筒T

労
働
党
内
閣
の
誕
生
と
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

社
会
主
義
に
対
す
る
確
信
を
失
っ
た
か
ら
、
非
社
会
主
義
的
な
政
策
を
導
入
し
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
政
策
を
導
入
し
な
け
れ
ば
恥
和
わ
か
動
小
か

h
h
h
h
v
h
引
か
や
り
導
入
し
た
ま
で
の
話
で
札
引
い
。
」
(
鞘
制
)
と
ラ
ル
キ
は
述

べ
、
ま
た

A
・
ペ
ヴ
ア
ン
は
社
会
的
変
化
の
道
具
と
し
て
の
議
会
の
積
極
的
活
用
に
対
す
る
自
己
の
信
念
を
吐
露
し
、
つ
い
で
労
働
党
内
閣

「
一
九
二
九
年
の
労
働
党
内
閣
は
、

を
評
し
て
次
の
ご
と
く
に
い
っ
て
い
る
。
「
民
主
的
議
会
に
と
っ
て
致
命
的
な
形
勢
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
経
済
的
困
難
に
当
面
し
て
手

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
足
も
出
な
い
状
態
で
あ
る
O
i
-
-
-
乙
れ
こ
そ
は
労
働
党
が
一
九
二
四
年
に
学
ば
ず
、
一
九
二
九
年
に
も
ま
た
学
ば
ず
、
そ
し
て
い
ま
で
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も
ほ
ん
と
に
学
ん
だ
の
か
ど
う
か

円

3
V

ハ
ツ
キ
り
し
て
い
な
い
大
事
な
教
訓
な
の
だ
と
と
。

第
一
節
で
述
べ
た
ご
と
く
一
九
二
二
年
ヮ
陛
下
の
反
対
党
μ

と
し
て
そ
の
基
本
的
指
導
体
制
の
形
成
を
公
式
的
に
完
了
し
、
政
権
へ
の

第
二
の
飛
躍
を
待
っ
て
い
た
労
働
党
に
そ
の
機
会
は
以
外
に
も
早
く
や
っ
て
き
た
。
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
議
会
労
働
党
に
よ
り
党
首
と

し
て
選
ば
れ
た
R
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
そ
の
時
す
で
に
潜
在
的
首
相
と
し
て
の
地
位
と
役
割
と
を
客
観
的
に
附
与
さ
れ
か
つ
期
待
さ
れ
た

の
で
あ
る
が

や
が
て
首
相
と
し
て
一
九
二
四
年

一
九
二
九
年
K
第
一
次
第
二
次
の
労
働
党
内
閣
の
組
閣
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
第
一
次
労
働
党
内
閣
の
組
閣
に
直
面
し
た
労
働
党
の
去
就
に
つ
い
て
の
最
終
的
決
定
は
党
首
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
残
さ
れ
て
い
た

が
J

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
主
要
目
的
は
、
与
え
ら
れ
た
責
任
を
引
受
け
る
こ
と
に
よ
り
H

国
の
信
頼
を
得
る
人
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
事
実
、
第
一
次
労
働
党
内
閣
の
九
カ
月
の
在
任
期
聞
を
通
じ
、

労
働
党
政
府
の
統
治
能
力
が
証
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

l
l
外
交

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

問
題
に
対
し
て
一
層
そ
う
で
あ
っ
た
1
1
|
二
四
年
の
労
働
党
内
閣
の
誕
生
は
、
英
国
政
治
史
の
上
で
は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
党
の
歴
史
に
と

っ
て
も
劃
期
点
を
な
す
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
し
か
に
労
働
党
は
実
質
的
政
治
権
力
を
も
た
な
い
ま
ま
に
政
権
の
座
に
つ
い
た
の
で
は
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
労
働
党
は
、
}

実
力
と
力
を
伴
わ
な
い
少
数
党
内
閣
と
し
て
議
会
制
運
用
の
責
任
を
引
受
け
る
と
い
う
危
険
を
冒
し
た
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
‘
角
度
を
変
え
て
二
党
政
治
の
慣
一
m
白
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
少
数
党
内
閣
た
る
こ
と
、
単
一
政
党
に
よ
る
国
政
運
用
の

一
九
二
四
年
の
労
働
党
政
府
は
正
常
な
議
会
主
義
の
権
力
形
態
に
副

経
験
を
有
し
な
い
指
導
者
達
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
評
し
え
よ
う
。
現
実
政
策
的
準
備
の
有
無
を
別

K
し
で
も
、

当
時
の
下
院
の
勢
力
関
係
の
・
ハ
ラ
ン
サ
ー
と

し
て
の
自
由
党
に
よ
る
労
働
党
支
持
え
の
依
存
は
、
急
進
的
政
策
の
実
施
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

M
・ベ

1

ア
の
い
う
ご
と
く
、
英
国
史
上
劃
期
的
な
年
で
あ
る
一
九
二
四
年
は
、
労
働
党
の
業
績
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
党
が
存
在
し
た
と
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説

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

cu
一

v

い
う
事
実
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
お
い
て
重
大
な
時
点
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
視
野
か
ら
、
第
一
次
、
第
二
次
労
働
党
政
府
の
誕
生
を
評
価
し
、
意
味
づ
け
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
る
が
、

論

ζ

で
も
労
働
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
主
体
的
条
件
と
、

そ
れ
が
お
か
れ
た
状
況
と
い
う
角
度
か
ら
、
両
内
閣
が
い
か
な
る
形
成
プ
ロ
セ

ス
を
辿
っ
た
か
、

国
政
の
中
核
の
構
成
と
い
う
事
態
を
め
ぐ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
対
抗
関
係
が
生
じ
、

そ
れ
が
、
労

働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
確
立
に
い
か
な
る
意
味
と
伝
統
を
与
え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
限
定
し
て
、

以
下
に
簡
単
に
分
析
を
加
え

る
と
と
に
し
た
い
。

さ
て
一
九
二
三
年
一
一
月
の
労
働
党
は
、
自
由
党
の
支
持
を
条
件
と
し
て
で
あ
れ
国
王
の
英
国
統
治
の
指
命
に
対
す
る
期
待
も
も
た

ず
、
ま
た
そ
の
現
実
的
用
意
も
な
さ
れ
て
は
い
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
組
閣
の
大
命
の
拒
絶
は
議
会
主
義
政
党
化
の
ゴ
1
ス
を
歩
む
労
働

党
に
と
っ
て
困
難
で
あ
り
、

か
つ
危
険
と
考
え
ら
れ
た
。
受
諾
す
る
に
し
て
も
社
会
主
義
的
政
策
の
実
施
不
可
能
と
い
う
危
険
が
あ
っ
た

が
、
し
か
し
他
方
拒
否
す
る
に
し
て
も
そ
こ
で
の
危
険
も
大
き
か
っ
た
。
何
故
な
ら
拒
絶
は
、

イ
ギ
リ
ス
国
民
に
よ
っ
て
、
労
働
党
が
自

己
自
身
の
統
治
能
力
に
不
安
を
抱
き
自
信
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

一
九
一
八
年
、
二
二
年

と
、
国
民
的
政
党
と
し
て
政
権
へ
向
つ
て
の
指
導
体
制
を
若
々
現
実
化
し
、
漸
く
そ
の
威
信
を
徐
々
に
イ
ギ
リ
ス
民
衆
の
聞
に
増
大
し
て

き
た
労
働
党
自
体
の
要
求
に
も
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
上
の
権
利
義
務
と
し
て
結
局
組
閣
を
受
諾
し
た
の
で
は
あ
る
が

v

労
働
運
動
全
体
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
労
働
党

が
政
府
を
構
成
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
分
裂
し
て
い
た
。
だ
が
労
働
党
は
議
会
労
働
党
の
自
律
と
そ
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
優
位
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
議
会
主
義
の
論
理
に
適
応
し
て
、
仮
に
社
会
主
義
的
政
策
を
た
と
え
延
期

す
る
に
せ
よ
1
|
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
中
身
よ
り
も
そ
の
形
式
を
|
|
国
民
的
責
任
を
受
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
も
は
や ζ 
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受
諾
は
不
可
避
で
あ
り

一
九
一
八
年
の
再
編
後
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
態
様
か
ら
み
て
論
理
必
然
的
帰
結
で
も
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

コ
ー
ル
夫
人
の
日
記
は
当
時
の
模
様
を
次
の
ご
と
く
伝
え
て
い
る
。
「
終
局
的
安
定
と
い
う
観
点
か
ら
、
陛
下
の
反
対
党

が
、
陛
下
の
政
府
の
唯
一
の
と

Z
B旦
認
で
あ
る
と
い
う
英
国
憲
法
上
の
慣
行
は
、

そ
れ
が
思
想
と
感
情
の
新
し
い
運
動
を
代
表
す
る

若
い
政
党
(
労
働
党
の
意
|
筆
者
)
に
政
府
の
仕
事
に
参
劃
し
、

そ
れ
を
学
ぶ
機
会
を
与
え
る
と
い
う
利
点
を
も
っ
て
い
る
。
:
:
:
賢
明

非
政
治
的
で
は
あ
る
が
思
慮
あ
る
市
民
の
大
多
数
の
聞
に
拡
が
っ
て
い
る
な
か
ば
意
識
的
見
解
は
、
新
し
い

、.、.、.、.、.、.、.、.

労
働
党
と
い
う
チ
I
ム
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
ら
が
全
社
会
の
一
般
意
思
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
諸
条
件
の
下
に
、
統
治
の
グ
1
ム
を
演

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
内
口
v

、av--
、，

ず
る
機
会
を
与
え
る
乙
と
は
致
き
目
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
よ
(
齢
制
)

選
挙
の
翌
日
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
へ
ン
ダ
l
ソ
ン
、
ス
ノ

1
デ
ン
、
ト
l
マ
ス
、
ク
ラ
イ
ン
ズ
、
お
よ
び
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
エ
ツ
プ
等
、
当
時

な
保
守
党
員
、

自
由
党
員
、

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

の
労
働
党
の
首
脳
幹
部
が
ウ
エ
ツ
プ
の
家
で
会
合
を
も
っ
た
時
に
、
六
人
の
聞
で
労
働
党
が
政
府
を
構
成
す
る
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み

た
と
い
う
事
情
な
ど
と
、

乙
の
コ

I
ル
夫
人
の
指
摘
を
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
党
内
外
で
の
輿
論
の
動
向
は
労
働
党
の
政
府
構
成
に
傾
い

て
い
た
と
い
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
内
閣
組
閣
の
是
非
に
つ
い
て
党
首
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
は
じ
め
労
働
党
の
幹
部
指
導
者
聞
に
意
見
の

一
致
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
労
働
党
組
閣
は
も
は
や
決
定
的
と
な
っ
た
。
次
い
で
問
題
に
な
る
の
は
「
首
相
が
直
面
す
る
最
も
重
要
か
つ
困

難
な
仕
事
の
一
つ
」
で
あ
る
組
閣
に
際
し
て
の
閣
僚
人
事
で
あ
る
。

乙
の
問
題
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
い
か
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ウ
エ
ツ
プ
、

ト
1
マ
ス
、

ス
ノ
I
デ
ン
ら
と
協
議

ク
ラ
イ
ン
ズ
、

閣
僚
の
割
り
ふ
り
に
つ
い
て

ヘ
ン
ダ
1
ソ
ン
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は

し
た
が
、

円
四
一
v

、i
。

し

2

ト
1
マ
ス
に
よ
る
と
、

主
要
な
任
命
は
、
実
際
に
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
卜
I
マ
ス
と
の
私
的
会
談
で
決
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

首
相
の
第
一
責
任
で
あ
る
政
府
の
構
成
と
い
う
仕
事
は
、

た
と
え
首
相
の
手
に
閣
員
人
事
に
つ
い
て
の
幅
広
い
自
由
裁
量
の
決
定
権
限
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説

が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
「
首
相
の
親
し
い
個
人
的
同
僚
た
ち
と
の
協
議
が
不
可
欠
」
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

伎
は
内
閣
と
い
う
政
治
指
導
の
中
核
的
一
団
を
作
る
任
務
に
際
し
て
は
、

己
れ
の
同
僚
た
ち
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
率
い
る
党
全
体
を
も

論

士
ハ
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
チ
l
ム
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
首
相
の
閣
員
選
考
に
当
つ
て
は
、
議
院
内
閣
制
の

建
て
前
と
慣
行
か
ら
、
彼
の
任
命
に
か
か
る
閣
員
が
首
相
自
ら
の
政
党
と
同
一
政
党
の
議
員
に
限
定
さ
れ
る
乙
と
が
期
待
さ
れ
る
。
同
一

政
党
へ
の
所
属
と
い
う
制
限
と
条
件
の
外
に
、
党
内
部
に
各
分
派
が
あ
る
時
、
そ
の
各
派
の
代
表
者
た
ち
を
も
含
め
る
と
い
う
考
慮
も
必
要

な
場
合
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
当
時
の
下
院
で
の
構
成
か
ら
、
他
党
へ
の
内
閣
ポ
ス
ト
の
若
干
の
譲
歩
が
止
む
を
え
な
い
事
情
だ

っ
た
と
し
て
認
め
て
も
、
|
|
た
し
か
に
、
第
一
次
労
働
党
組
閣
に
当
り
、

マ
ク
ド
ナ
ル

F
は
若
干
の
労
働
党
所
属
外
の
人
物
を
閣
員
に

任
命
し
た
。

こ
れ
は
当
時
の
勢
力
関
係
か
ら
み
て
さ
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
止
む
な
き
措
置
は
第
二
次
労

働
党
政
府
に
際
し
て
は
と
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
1

1

二
O
名
の
内
閣
々
員
の
う
ち
、
労
働
組
合
出
身
者
は
わ
ず
か
に
五
人
|
l
へ
ン

ダ

l
ソ
ン
、

ク
ラ
イ
ン
ズ
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
労
働
党
に
お
け
る
最
も
大
き
な
勢
力
で

あ
る
労
働
組
合
と
の
密
接
な
連
繋
維
持
の
努
力
を
看
却
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
向
き
も
あ
お
い
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、

ト
I
マ
ス
等
l
lー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
と
か
ら
、

マ
ク
ド
ナ

ル
ド
内
閣
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合
、
社
会
主
義
運
動
の
古
参
の
リ
ー
ダ
ー
、
左
翼
人
を
代
表
す
る
よ
り
も
、
上
層
、
な
ら
び
に

中
産
階
級
な
り
、
党
へ
の
新
し
い
参
加
者
1

1
自
由
主
義
的
要
素

l
lを
よ
り
多
く
代
表
す
る
温
和
派
か
ら
な
る
内
閣
で
あ
っ
た
と
い
う

乙
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
組
閣
に
当
つ
て
の
首
相
マ
ク
「
ナ
ル
ド
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
と
並
行
し
て
重
要
な
こ
と
は
、

マ
ク
ド
ナ

ル
ド
内
閣
の
政
治
指
導
の
基
調
と
実
質
的
内
容
が
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
政
治
指
導
の
基
調
が
、

先
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
権
力
の
伴
わ
な
い
政
権
で
あ
ろ
う
と
、
政
権
の
座
に
つ
く
こ
と
自
体
、
す
な
わ
ち
労
働
党
の
政
権
担
当
者
と
し
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て
の
既
成
事
実
を
つ
く
る
乙
と
そ
れ
自
体

か
つ
ま
た

こ
れ
ま
で
く
り
返
し
の
べ
た
ご
と
く
に
そ
の
基
調
と
根
本
志
図
に

に
お
か
れ

も
十
分
照
応
し
う
る
指
導
体
制
が
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、

か
』
る
根
本
基
調
か
ら
き
た
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
内
容
へ
の
内
在

的
制
約
が
強
く
作
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
同
時
に
、
少
数
党
内
閣
と
し
て
の
制
約
と
行
動

の
限
界
も
き
び
し
く
、
行
使
さ
る
べ
き
指
導
内
容
や
政
策
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

ジ
エ
ニ
ン
グ
ス
が

「
い
か
な
る
政
党
も
、
総
選
挙
で
絶
対
多
数
を
占
め
え
な
い
場
合
に
は
、
た
っ
た
二
つ
の
可
能
性
し
か
あ
り
え
な
い
。
連
立
政
府
を
作
る
か
、

反
対
党
の
支
持
を
あ
て
乙
ん
で
少
数
党
内
閣
を
作
る
か
、

ど
っ
ち
か
で
あ
る
。
:
;
:
自
由
党
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
党
の
支
持
で
組
閣
し

た
一
八
九
二
年
、
労
働
党
が
自
由
党
に
支
持
さ
れ
た
一
九
二
四
年
、
一
九
二
九
年
な
ど
の
場
合
が
乙
れ
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、

自
由
党
支
持
へ
の
依
拠
と
い
う
条
件
も
き
び
し
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
白
な
行
使
を
制
約
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
自
由
党
の
支
持
と
い

う
労
働
党
夜
‘
職
の
た
め
の
い
わ
ば
外
的
条
件
と
、
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
主
体
的
条
件
と
か
ら
く
る
両
方
の
制
約
と
は
、

さ
ら
に
止
ゴ

イギ日ス議会政治と労働党(三)・(完)

時
の
労
働
党
側
に
建
設
的
現
実
的
政
策
が
欠
如
し
て
い
た
乙
と
と
重
な
り
絡
み
合
っ
て
よ
り
深
刻
に
創
造
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
発
揮
の
疎

外
条
件
を
な
し
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
政
治
指
導
の
具
体
的
行
使
が
、
内
政
問
題
の
処
理
に
関
し
て
必
ず

し
も
十
分
で
な
く
、
む
し
ろ
国
際
関
係
の
処
理
と
い
う
当
時
の
状
況
に
お
い
て
よ
り
国
民
的
支
持
の
え
ら
れ
易
い
分
野
で
い
く
た
の
成
功

を
示
し
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
外
交
分
野
で
の
指
導
性
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
買
わ
れ
た
と
い
う
事
実
も
以
上
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
状
況
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

労
働
党
政
府
が
右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
で
あ
れ
、

と
も
か
く
と
こ
に
は
じ
め
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
次
元
に
立
つ

て
、
国
民
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
視
座
か
ら
国
政
の
運
用
と
指
導
に
当
る
に
際
じ
て
は
お
よ
そ
二
つ
の
可
能
な
方
向
が
あ
っ
た
。

は
、
純
然
た
る
社
会
主
義
政
党
と
し
て
社
会
主
義
政
策
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
不
可
避
的
に
自
由
党
の
反
対
を
招
来
せ
し
め
、
直
ち
に てコ
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説

辞
職
、
議
会
解
散
の
道
を
択
ぶ
か
、
あ
る
い
は
自
由
党
に
容
認
可
能
な
、

そ
し
て
自
由
党
と
の
妥
協
を
購
う
の
に
十
分
穏
和
な
漸
進
的
社

会
改
良
策
、
国
際
的
協
力
を
以
っ
て
自
由
党
の
支
持
を
維
持
す
る
か
の
方
向
で
あ
っ
た
。
第
一
の
コ

1
ス
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
如

論

く
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
政
府
の
良
く
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
明
白
で
あ
り
、
事
実
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
へ
ン
ダ

I
ソ
ン
、
そ
の
他
の
議
会
の

労
働
党
指
導
者
は
第
二
の
方
向
に
全
員
一
致
を
み
た
。
た
と
え
ば
、
独
立
労
働
党
は
、
労
働
党
の
社
会
主
義
的
目
的
を
犠
牲
に
し
て
ま
で

イ
ッ

ν
ュ
1

政
権
に
し
が
み
つ
か
ん
よ
り
は
、
劃
期
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
問
題
を
議
会
に
提
出
し
て
い
さ
ぎ
よ
く
敗
北
し
た
方
が
、
却
っ
て
、

選
挙
民
に
社
会
主
義
の
基
本
的
問
題
点
を
提
示
す
る
素
晴
ら
し
い
機
会
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
は
じ

め
、
党
指
導
の
地
位
に
立
つ
大
多
数
に
よ
り
、
独
立
労
働
党
の
か
』
る
政
策
方
針
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ

ょ
、
第
一
の
政
策
コ

1
ス
が
不
可
能
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
自
由
党
の
支
持
の
必
要
と
自
由
党
の
容
認
も
し
く
は
支
持
可
能

性
の
確
保
の
必
要
性
と
い
う
状
況
か
=
り
し
て
も
、
労
働
党
政
策
は
H

漸
進
の
不
可
避
性
“
に
基
づ
く
漸
進
的
改
良
策
つ
ま
り
第
二
の
フ

1

ス
以
外
の
も
の
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
主
体
的
条
件
の
側
に
お
け
る
政
治
的
発
想
に
つ
い
て
み
て
も
、

J
'
M
f
川ノ

た
と
え
ば
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、

ス
労
働
階
級
も
国
際
的
園
内
的
な
一
般
的
状
勢
も
社
会
主
義
制
度
の
実
現
の
た
め
に
機
熟
し
て
お
ら
ず
、
社
会
主
義
は
速
い
未
来
の
夢
で

あ
る
と
の
伎
の
基
底
的
信
念
を
繰
り
返
し
の
べ
、
彼
の
同
僚
は
と
い
え
ば
、
第
一
の
コ

l
ス
の
ご
と
き
大
胆
な
社
会
主
義
政
策
の
提
示
は

恐保
れ守
を党
抱 と
い自
て由
いm 党
たさと
と の
い連
う 合
事に
情導
がき
あ
る そ

の
結
果
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
政
権
か
ら
労
働
党
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

こ
の
よ
う
な
発
想
に
立
脚
す
る
状
況
認
識
に
も
と
づ
け
ば
第
一
次
労
働
党
政
府
は
恐
ら
く
そ

の
な
し
え
た
全
部
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
自
己
評
価
も
何
ら
不
思
議
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
全
労
働
運

動
の
リ
ー
ダ
ー
達
の
改
良
主
義
の
諸
傾
向
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
極
め
て
穏
健
な
社
会
諸
改
良
策
以
上
の
も
の
を
労
働
党
政
府
に
期
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待
し
た
進
歩
的
労
働
者
や
社
会
主
義
サ
ー
ク
ル
に
と
っ
て
は
、

こ
の
政
府
は
激
し
い
失
望
の
的
で
あ
り
、
彼
ら
の
聞
に
次
第
に
不
満
を
産

記
念
す
べ
き
正
に
そ
の
一
九
二
四
年
に
、

労
働
組
合
内
の
少
数
派
運
動
(
包
ロ
日
石

5
0
2
5
2
C
と
労
働
党
内
部
の
左
翼
の
両
者
か
ら
な
る
全
国
的
諸
組
織
が
作
ら
れ
、
一
九
二
六

年
の
ゼ
ネ
ス
ト
を
頂
点
と
す
る
異
常
に
緊
迫
し
た
階
級
対
抗
関
係
に
労
働
運
動
を
左
傾
化
さ
せ
て
行
く
乙
と
に
な
る
が
、
そ
の
重
要
な
一

み
出
す
に
至
る
乙
と
は
さ
け
難
い
事
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
進
展
す
る
な
か
で
、

因
と
し
て
労
働
党
内
閣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
失
望
と
不
満
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
労
働
運
動
の
左
翼
的
傾
向
の
助
長
を

端
的
に
現
わ
し
た
の
が
労
働
組
合
会
議
の
ハ
ル
大
会
、
翌
二
五
年
の
ス
カ

1
パ
ロ
ウ
大
会
で
の
決
議
や
提
案
の
著
し
い
戦
斗
的
性
格
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
主
流
に
キ
ヤ
ナ
ラ
イ
ズ
さ
れ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
党
外
に
表
現
と
反
映
を
求
め
る
傾
向

は
、
第
二
次
労
働
党
政
府
樹
立
後
に
も
等
し
く
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
世
界
的
経
済
恐
慌
を
背
景
に
高
ま
り
ゆ
く
失
業
を

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

目
前
に
し
て
も
、
労
働
党
が
建
設
的
社
会
主
義
的
政
策
を
欠
如
し
、
事
態
の
解
決
が
望
ま
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
や
、
労
働
党
リ

I

・
L

・
F

l
ダ
1
シ
ツ
プ
の
危
機
が
表
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
遂
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
独
立
労
働
党
と
の
紛
争
は
頂
点
に
達
し
て
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
同
党
か
ら
脱
党
し
、
ま
た

モ
ズ
レ

1
卿
一
派
が
労
働
党
を
脱
し
て
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
へ
乗
り
出
し
て
い
っ
た
等
の

現
象
は
、
失
業
状
況
に
直
面
し
て
無
為
無
策
を
暴
露
し
た
と
さ
れ
る
労
働
党
の
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
党
内
の
高
ま
り
行
く

不
満
、
失
望
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
か
か
る
状
況
も
長
つ
づ
き
は
し
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、

二
五
年
九
月
の
労
働
組
合
会
議
ス
カ

1
パ
ロ
ウ
大
会
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
運
動
の
基
調
そ
の
も
の
が
十
分
に
戦
闘
的
で
あ
っ
た
。
に
も

な
か
ん
ず
く
総
評
議
会
に
お
け
る
勢
力
関
係
の
右
派
的
展
開
、
彼
ら
に
よ
る
闘
争
全
体
の
指
導
権

か
か
わ
ら
ず
、
労
働
運
動
の
指
導
部
、

把
握

一
九
二
六
年
五
月
一
二
日
、

ゼ
ネ
ス
ト
の
劇
的
敗
北
は
つ
い
で
労
働
運
動
に
対
す
る
保
守
党
政
府
の
法
的
攻
撃
を
も
た
ら
し
、

九
二
七
年
の
労
働
争
議
な
ら
び
に
労
働
組
合
法
司

Z
H，
E
骨
盟
名
三
2

2
仏
吋

E
骨

C
E
。E
〉
♀
)
の
制
定
に
よ
っ
て
労
働
知
合
運 九
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説

動
の
式
装
解
除
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
組
合
内
部
の
か
な
り
の
部
分
が
そ
れ
に
反
対
で
は
あ
っ
た
が
、

的
と
す
る
「
モ
ン
ド
主
義
」
が
誕
生
を
み
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

乙
与
に
労
資
協
調
を
目

論

以
上
に
み
た
ご
と
く
、
労
働
党
の
内
外
の
制
約
と
状
況
の
構
造
か
ら
、
労
働
党
政
府
に
可
能
な
政
策
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
実
行
す

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
状
況
順
応
主
義
と
漸
進
的
改

良
策
と
は
、
平
静
化
し
た
労
働
運
動
分
野
に
お
け
る
「
モ
ン
ド
主
義
」
と
照
応
し
つ
絡
み
合
い
つ
h

「
マ
ク
ド
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
後
年

る
と
い
う
第
二
の
方
向
は
不
可
避
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ζ

の
よ
う
に
し
て
、

に
わ
た
っ
て
労
働
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
行
動
様
式
に
著
し
い
刻
印
を
き
ざ
み
、
根
深
く
影
響
し
て
今
日
の
労
働
党
に
原
理
的
に
引
き

継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
一
九
二
四
年
の
第
一
次
労
働
党
内
閣
を
基
点
と
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
諸
条
件
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
巡
る
対
立
関

係
、
な
ら
び
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
調
や
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
乙
の
時
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本
的
に
は
第
二
次
労
働
党
内
閣
の
成
立
前

後
に
お
い
て
も
変
ら
な
い
。
だ
が
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
変
差
と
状
況
の
差
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
い
ま
少
し
く
第
二
次
労
働

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
視
角
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

九
カ
月
聞
の
労
働
党
政
府
の
国
内
、
国
際
間
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
業
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
状
態
の
見
る
べ
き
改
善
は
実
行
さ

れ
ず
、
剰
さ
え
労
働
党
政
府
自
身
が
、
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
や
要
求
に
対
し
て
H

ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
法
的
権
力
μ

を
行
使
し
て
ま
で
制

党
内
閣
の
成
立

お
よ
び
そ
の
前
後
の
状
勢
を

限
を
加
え
る
等
の
政
策
と
行
動
は
、
産
業
組
合
主
義
の
統
一
、
労
働
運
動
戦
線
の
戦
斗
的
統
一
闘
争
を
目
的
と
す
る
「
全
国
少
数
派
運
動
」

で
あ
っ
た
。

ひ
い
て
乙
の
運
動
は
下
層
労
働
組
合
員
の
闘
争
意
欲
を
盛
り
立
て
る
の
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
も
の

乙
の
下
層
組
合
員
層
の
闘
争
心
は
そ
の
政
治
的
表
現
を
ゼ
ネ
ス
ト
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
均
ゼ
、
不
ス
ト
敗
北
後
の
「
モ
ン

花
拍
車
を
か
け
る
作
用
を
し
、

ド
主
義
」
の
効
果
は
、

ほ
ど
な
く
し
て
示
さ
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
産
業
を
通
じ
て
労
働
条
件
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
労
働
分
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野
に
お
け
る
こ
の
「
モ
ン
ド
主
義
」
は
や
が
て
政
治
領
域
へ
と
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

一
九
二
九
年
の
労
働
党
の
勝
利
は
、
労

働
党
の
積
極
的
勝
利
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
イ
ン
政
府
の
労
働
組
合
弾
圧
策
に
対
す
る
労
働
階
級
の
怒
り
に
よ
り
、
保
守

党
が
敗
北
し
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
英
国
労
働
階
級
を
し
て
権
力
の
問
題
に
直
面
さ
せ
た
ゼ
ネ
ス
ト
は
、
も

し
そ
れ
が
成
功
し
た
な
ら
、
当
然
労
働
党
政
府
の
強
大
な
基
礎
を
創
る
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、

ゼ
ネ
ス
ト
の
指
導
部
に
も
、
労
働
党

指
導
部
に
も
こ
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
あ
げ
る
だ
け
の
意
図
も
十
分
な
指
導
力
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
逆
説
的
に
モ
ン
ド
主
義

と
マ
ク
ド
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
全
面
開
花
の
場
を
提
供
す
る
条
件
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
と
そ
の
最
も
進
歩
的
な
分
子
の
組

織
化
と
、
彼
ら
に
よ
る
継
続
的
大
衆
活
動
の
維
持
の
み
が
、
労
働
党
を
し
て
権
力
の
中
核
的
問
題
と
の
対
決
を
決
断
的
に
と
ら
し
め
る

基
本
的
条
件
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
労
働
党
の
議
会
的
戦
術
の
重
視
、
実
力
な
き
政
権
担
当
の
体
験
、

ゼ
ネ
ス
ト
後
の
モ
ン
ド
主
義

の
流
行
は
、
労
働
運
動
、
労
働
党
運
動
、
社
会
主
義
運
動
の
全
領
域
に
わ
た
り
、
権
力
と
い
う
問
題
の
本
質
、

い
い
か
え
る
と
イ
ギ
リ
ス

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

体
制
の
本
質
と
本
格
的
に
と
り
く
み
う
る
指
導
体
制
の
形
成
の
機
会
を
今
日
に
至
る
ま
で
失
わ
せ
る
の
に
大
き
く
作
用
し
た
の
で
お
る
。

す
な
わ
ち
、
経
済
、
産
業
政
策
と
し
て
の
モ
ン
ド
主
義
は
、
労
働
組
合
会
議
の
構
成
を
基
盤
に
政
治
の
場
へ
と
容
易
に
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く

母
胎
と
な
り
、
そ
の
指
導
部
が
こ
の
モ
ン

F
主
義
政
策
を
政
治
の
場
へ
持
ち
出
し
な
が
ら
、

る
、
と
い
う
循
環
が
と
こ
に
形
成
さ
れ
る
の
を
み
る
の
は
必
至
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

つ
い
で
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
主
義
の
相
続
者
と
な

こ
の
循
環
の
コ

l
ス
の
な
か
で
拡
大
強
化
さ

れ
た
労
働
党
の
政
治
指
導
の
態
勢
と
内
容
が
、

こ
れ
ま
で
の
指
導
体
制
の
発
展
的
延
長
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
質
的
構
造
的
変
貌
を
と
げ
る

も
の
に
な
り
え
な
い
の
も
止
む
を
え
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て

一
九
二
九
年
の
総
選
挙
で
労
働
党
は
下
院
で
の
第
一
党
と
な
っ
た
が
、
相
対
的
安
定
期
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
と
は
い
え
、

失
業
問
題
を
主
要
争
点
と
し
て

者
は
増
大
し
て
い
た
。

労
働
党
は
一
九
二
七
年
の
年
次
大
会
で
採
択
さ
れ
た
政
策
綱
領

「
労
働
と
国

失
業
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説

民
」
(
戸
田
σ。
口
同
白
ロ
仏

zaFOロ
)
を
選
挙
民
に
提
示
し
て
選
挙
を
戦
っ
た
。
前
回
と
異
な
り
第
一
党
と
は
い
え
、
過
半
数
を
制
し
え
な
か
っ

た
た
め
政
府
の
存
立
要
件
と
し
て
前
回
同
様
自
由
党
の
支
持
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
状
況
は
二
四
年
と
変

論

ら
ず
、

そ
の
故
に
ま
た
政
府
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
み
て
も
、
自
由

1
労
働
派
の
典
型
的
改
良
策
を
著
し
く
超
え
る
と
い
う
ほ
ど

の
成
呆
も
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

S
-
ビ
1
ア
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
仮
に
自
由
党
の
支
持
な
し
で
政
府
多
数
派
を
占
め
た
に
し
て

も
、
当
時
の
指
導
者
の
声
明
や
労
働
党
の
施
政
計
画
を
み
れ
ば
、
社
会
主
義
経
済
の
建
設
を
実
行
に
移
せ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
組
織
、
政
策
の
両
面
に
つ
い
て
み
て
も
、

そ
れ
を
実
行
し
う
る
に
十
分
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
体
制
は
実
現
さ
れ

て
な
か
っ
た
か
ら
、
社
会
主
義
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
副
う
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
行
使
で
き
る
よ
う
な
主
体
的
客
観
的
状
況
に
は
程
遠
か
っ

た
。
新
政
府
は
大
き
な
つ
ま
づ
き
も
な
く
発
足
し
た
が
、
組
閣
の
詳
細
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
へ
ン
ダ

I
ソ
ン
、
ス
ノ

I
デ
ン
、
ト
1
7
ス
、

(

柑

}

ク
ラ
イ
ン
ズ
の
η

ビ
ッ
グ
・
フ
ア
イ
ヴ
u

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
組
閣
に
つ
い
て
若
干
の
も
つ
れ
が
あ
っ
た
が
、
結
局
へ
ン
ダ

1
ソ
ン
は

当
の
彼
の
希
望
通
り
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
。

さ
ら
に
重
要
な
問
題
が
第
二
次
労
働
党
政
府
の
組
閣
に
当
っ
て
二
つ
あ
っ
た
。

一
つ
は
党

内
の
左
翼
を
内
聞
か
ら
除
外
す
る
決
定
で
あ
り
、
今
一
つ
は
少
数
党
内
閣
と
し
て
の
性
格
上
自
由
党
、
保
守
党
と
の
閣
僚
割
当
の
調
整
を

ど
う
す
る
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
呆
前
者
に
つ
い
て
は
二
四
年
に
閣
員
で
あ
っ
た
労
働
党
左
派
の
ホ
イ
ッ
ト
リ
I
、
ジ
ヨ
ウ
エ
ッ

ト
が
共
に
外
さ
れ

僅
か
な
譲
歩
と
し
て

ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ン
ズ
ペ
リ
ー
が
初
代
公
共
事
業
相
(
出
互
の
。

BEn-。ロ
2
正

当

2
r
)

に
任
ぜ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
か
く
て
政
府
の
主
要
顔
触
れ
は
党
の
右
派
で
が
っ
ち
り
固
め
ら
れ
、

た
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
外
部
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
を
含
ま
な
い
と
い
う
ζ

と
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
次
労
働
党
内
閣
の
右
派
的
性
格
は

乙
の
点
で
一
九
二
四
年
と
異
な
っ

第
二
の
問
題
の
解
決
の
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
五
人
の
幹
部
は
閣
僚
人
事
に
つ
き
他
党
と
の
調
整
を
行
な

わ
ず

し
か
も
自
由
党
の
支
持
を
仰
ぐ
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み
た
以
上

乙
の
単
独
政
府
の
性
格
が
右
寄
り
に
傾
く
の
は
必
然
だ
か
ら
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で
あ
る
。
議
会
の
第
一
党
で
も
議
席
の
過
半
数
に
達
し
な
い
労
働
党
は
、
こ
の
制
約
の
下
で
先
述
し
た
ご
と
く
単
独
政
府
と
し
て
発
足
し
た

が
、
乙
の
労
働
党
内
閣
に
自
由
党
か
ら
の
最
少
限
の
支
持
を
与
え
さ
せ
た
要
因
乙
そ
、

て
構
成
さ
れ
た
穏
和
な
内
閣
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
の
代
表
に
重
要
な
ポ
ス
ト
を
与
え
て
党
外
勢
力
と
の
親
密
な
協

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
が
右
派
的
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ

力
関
係
を
維
持
す
る
方
針
は
前
回
同
様
に
顧
み
ら
れ
ず
、
新
政
府
へ
の
期
待
は
、
労
働
階
級
、

と
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
稀
薄
な
の
は
必
歪
で
あ
っ
た
。

一
般
民
衆
共
に
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
感
覚

や
が
て
間
も
な
く
新
政
府
は
、
第
一
次
労
働
党
内
閣
と
比
較
し
て
も
決
し
て
前
進
し
て
い
な
い
乙
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
行
く
こ
と
に

な
る
が
、
第
二
次
労
働
党
政
府
の
成
立
の
背
景
そ
の
業
績
、
な
ら
び
に
崩
壊
か
ら
労
働
党
内
の
危
機
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
労
働
党
の
再

建
に
か
け
て
の
諸
問
題
は
別
稿
に
お
い
て
精
し
く
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、

乙
乙
で
は
第
二
次
労
働
党
内
閣
の
成
立
を
め
ぐ
る
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
状
況
概
観
に
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

と
も
か
く
、

労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
原

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
乙
乙
に
労
働
党
の
議
会
政
党
化
と
、

一
九
二

0
年
代
、

型
確
立
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
労
働
党
の
議
会
主
義
政
党
化
に
由
る
体
制
政
党
化
、

そ
乙
に
結
実
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

体
制
と
内
容
と
は

乙
の
原
型
確
立
期
を
通
し
て
今
日

K
至
り
、
労
働
党
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
わ
れ
る
冒
頭
に
指
摘
し
た
諸
問
題
を
わ
れ
わ

れ
に
課
題
と
し
て
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(5) (4) (3) (2) (1) 

国

-
F
a
r
-
w
u
n
g
o
n
g
Q
自

の
H
5
5
・
5
2・
邦
訳
「
危
機
に
立
つ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
八
四
頁
。

〉
切
開

S
F
F
2同
円
。
丘
町

E
H・
邦
訳
「
恐
怖
に
代
え
て
L

一二八

t
一
二
九
頁

〉
・
切

2
2
v
前
掲
邦
訳
三
五
頁
。
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説

結

。;

論

ク
ロ
ス
マ
ン
は
、
ニ
ュ

1
・
フ
エ
ピ
ア
ン
・
エ
ッ
セ
イ
ズ
の
な
か
で
次
の
ご
と
く
に
述
べ
て
い
る
。
「
社
会
主
義
へ
の
ぺ
ン
サ
ム
的
ア
プ
ロ

ー
チ
、
:
:
:
非
哲
学
的
フ
エ
ピ
ア
ン
的
方
法
を
労
働
党
が
受
け
入
れ
た
か
ら
こ
そ
、
労
働
党
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
善
意
の
人
々
1

1

キ
リ

ス
ト
社
会
主
義
者
、
社
会
改
革
の
新
し
い
手
段
を
求
め
て
い
た
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
自
由
党
員
ー
ー
を
容
易
に
党
員
と
し
て
迎
え
う
る
こ

あと
る2に
己な

り

国
民
政
党
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
社
会
主
義
政
党
よ
り
も
容
易
に
統
治
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

圧
力
集
団
か
ら
政
権
党
へ
の
労
働
党
の
速
や
か
な
上
昇
は

一
面
た
し
か
に
ク
ロ
ス
マ
ン
が
右
に
要
約
し
た
よ
う
に
労
働
党
の
議
会
主

義
的
漸
進
主
義
に
由
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

か
つ
て
自
由
党
は
労
働
階
級
の
利
害
関
係
を
部
分
的
に
も
せ
よ
権
力
に
キ
ヤ
ナ
ラ
イ

ズ
す
る
立
憲
的
ル

1
卜
を
与
え
た
し
、

ま
た
自
ら
も
そ
の
道
具
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
白
由
党
の
漸
進
的
改
良
策
と
進

歩
性
に
学
び
、

自
由
主
義
の
遺
産
を
相
続
し
、

そ
れ
を
拡
大
再
生
産
の
方
向
に
押
し
進
め
る
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
誕
生
以
来
、

し
か
も
と
の
上
昇
過
程
を
通
じ
て
、
労
働
党
は

わ
ず
か
二
四
年
に
し
て
政
権
党
に
な
り
え
た
の
で
は
あ
っ
た
。

自
由
党
に
代
り
英
国
議
会
主
義
の
真
撃
な
る
伝
統
後
継
者
と
も
そ
の
担
い
手
と
も
し
て
自
己
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の

過
程
に
お
い
て
形
成
、
確
立
さ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
こ
そ
、
英
国
議
会
主
義
の
伝
統
的
デ
ユ
ア
リ
ズ
ム
を
新
し
い
次
元
で
再
編
さ
せ
え

た
基
本
的
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
と
の
過
程
に
お
い
て
、
議
会
主
義
の
許
容
し
う
る
、

あ
る
い
は
議
会
主
義
の
要
請
と
論
理
に

適
合
し
た
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
形
成
さ
れ
た
に
し
て
も
、
最
初
に
述
べ
た
ご
と
く
、
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
ジ
レ
ン
マ
と
方

向
喪
失
は
遮
げ
な
い
の
で
あ
る
。
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体
制
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
自
ら
を
同
質
化
さ
せ
つ
つ
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
反
体
制
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
体
制
的

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
同
化
し
、
伝
統
的
二
党
制
を
再
編
し
た
に
し
て
も
、

そ
と
に
完
全
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
同
一
化
は
求
め
え
な
い
。

何
故
な
ら
、
完
全
な
同
化
は
労
働
党
の
存
在
根
拠
の
自
己
否
定
を
意
味
す
る
か
ら
。
と
す
る
と
同
質
化
に
お
け
る
程
度
の
差
異
か
、
あ
る

い
は
労
働
党
が
「
社
会
主
義
政
党
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
か
、
そ
れ
を
期
待
す
る
も
の
が
不
断
に
産
み
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い

対
抗
関
係
は
労
働
党
内
部
に
不
断
に
底
流
し
て
、
労
働
党
に
一
定
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
つ
づ
け
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
は

労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
構
造
的
に
内
在
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
動
脈
硬
化
に
抵
抗
し
つ
づ
け
て

い
く
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
ト
1
ニ
1
教
授
は
、
労
働
党
が
政
権
へ
の
過
度
の
考
慮
か
ら
投
票
獲
得
に
専
心
し
、
非
政
治
的
投
票
に
す
ら
依
存
す
る
傾
向
を

成
長
に
つ
れ
て
選
挙
組
織
と
し
て
一
層
効
率
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。

警
告
し
、
「
労
働
党
は
根
深
い
民
衆
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
の
に
、

イギリス議会政治と労働党(三)・(完)

し
て
ま
た
、

政
権
が
遠
距
離
目
標
か
ら
現
実
的
可
能
性
に
転
ず
る
に
つ
れ
付
権
力
獲
得
、

同
綱
領
実
現
間
の
相
対
的
重
要
性
が
変
化
し

た
。
仕
事
を
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
う
る
た
め
に
、
党
は
多
数
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
選
挙
の
見
通
し
が
明
る
く
な
る
に
つ
れ
、

止
む
を
え
な
い
面
も
あ
る
。

無
意
識
裡
に
労
働
党
が
多
数
獲
得
を
唯
一
の
仕
事
に
し
て
し
ま
い

労
働
党
の
危
険
と
は

そ
れ
さ
え
え
ら
れ
れ
ば
す
べ

そ
こ
で

て
の
と
と
は
何
と
か
な
る
と
い
っ
た
信
念
(
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
主
義
)
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
と
で
あ
る
。

そ
し
て
労
働
党
を
作
っ
た
運

動
、
労
働
党
の
力
で
あ
る
民
衆
運
動
を
政
権
維
持
の
手
段
的
な
存
在
と
見
な
し
て
し
ま
う
。
運
動
の
た
め
に
乙
そ
政
党
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
が
。

労
働
党
の
弱
点
は
、
今
日
、
議
会
主
義
に
関
す
る
限
り
、
唯
一
の
可
能
な
民
主
的
手
続
K
立
脚
し
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
か
綱
領
と
か
に そ
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説

あ
る
の
で
は
な
く
、
労
働
党
の
力
の
源
で
あ
る
民
衆
運
動
へ
の
と
の
よ
う
な
態
度
に
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
労
働
党
は

メ
カ
ニ
ズ
ム
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
政
治
の
組
織
と
し
て
で
は
な
く
、
投
票
箱
や
多
数
制
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
潜
在
的
工
、
ネ
ル
ギ
l
の
巨
大
な
貯
蔵
庫

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
‘
.

と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
党
の
機
能
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー

仲
間
と
し
て
過
す
る
と
と
で
あ
る
。

論

眠
れ
る
デ
ー
モ
ン
を
呼
び
さ
ま
し
、

有
権
者
を
共
同
事
業
の

そ
の
た
め
に
は
労
働
党
は

選
挙
機
械

仕
事
の
た
め
に
必
要
な
、
決
然
と
し
た
理
解
あ
る
世
論
を
動
員
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

‘
.
‘
，
、
.
、
.
、
.
、
... 
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

で
あ
る
以
上
に
、
運
動
の
組
織
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
賃
銀
労
働
者
の
部
分
的
要
求
を
議
会
に
押
し
つ
け
る
政
治
組
織
た
る
に
止

ま
ら
ず
、
社
会
主
義
共
和
国
樹
立
の
た
め
の
道
具
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
(
川
。
」
(
繋
)
と
。

そ
れ
が
過
去
の
労
働
党
に
止
ま
ら
ず
、
正
し
く
今
日
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー

ト
1
ニ
I
教
授
の
警
告
を
以
上
に
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、

シ
ツ
プ
の
在
り
方
に
対
し
て
す
ら
な
お
も
い
ま
生
々
と
し
た
呼
び
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
同
時

Iと

そ
れ
が
本
稿
を
結
ぶ
筆
者
自
身
の
感
想
と
も
結
び
の
言
葉
と
も
し
て
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
点
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
問
題
意
識
と
視
角
か
ら
す
る
批
判
の
う
ち
に
、

わ
れ
は
二

0
年
代
の
労
働
党
が
形
成
し
、
確
立
す
る
に
至
っ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
お
よ
び
そ
の
伝
統
を
ひ
く
今
日
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ

の
鋭
い
批
判
と
警
告
と
を
よ
み
と
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
体
制
と
議
会
主
義
の
漸
進
主
義
は
、
労
働
党
全
体
の
漸
進
主
義
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
策
、
機
構
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、

行
動
様
式
な
ど
多
面
的
次
元
に
お
い
て
き
び
し
い
刻
印
を
き
ざ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
今
日
正
に
こ
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
内
面
化

さ
れ
た
漸
進
主
義
と
議
会
主
義
と
が
、
労
働
党
の
い
ま
一
つ
の
基
本
的
源
泉
で
あ
る
筈
の
社
会
主
義
政
党
と
し
て
の
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
シ

ツ
プ
の
在
り
方
に
重
要
な
試
金
石
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

(
三
十
二
年
ご
月
稿
)
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ロ
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u
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H
・日以℃
-
N
U品
lNω
∞・

附

ロ』
ZE--一ロ

イギりス議会政治と労働党(三)・(完)

本
稿
は
昭
和
三
十
三
年
ご
月
に
脱
稿
し
た
も
の
の
ご
章
を
、
何
ら
手
を
加
え
ず
未
訂
正
の
ま
ま
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
筆
者
自
身
が
本
稿
に
対
し

て
は
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
い
る
し
、
ま
に
そ
の
後
、
本
誌
九
巻
一
号
で
紹
介
し
た
論
文
、
著
作
以
外
に
も
、
乙
こ
数
年
来
、

ω
-
H
F
2
守
口
巳
口
出
ω
の

HME可

H
r
r
t
n
r
y
ロ
・
を
は
じ
め
と
し
て
、
戸
者
呂
田
凶
器
"
戸
出
2
5
0
p
。・

HW-
切

5
5・句・

]
V

・
]
M
2
5
H
W
H
P
F
ω
ω
2・
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な
ど
い
く
た
の
す
ぐ
れ
た
イ
ギ
H
ノ
ス
政
治
研
究
文
献
が
筆
者
の
研
究
心
と
本
稿
に
対
す
る
一
一
層
の
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
外
、
政
治
体
制
一
般
、
政
党

一
般
、
政
治
的
カ
ル
チ
ュ
ア
の
研
究
に
み
ら
れ
る
乙
乙
数
年
来
の
各
国
の
著
し
い
前
進
に
つ
い
て
は
敢
て
ふ
れ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
で
き

れ
ば
、
構
想
を
練
り
な
お
し
て
根
本
的
に
書
き
改
め
る
か
、
あ
る
い
は
か
な
り
の
訂
正
を
加
え
た
上
発
表
し
た
い
と
い
う
の
は
こ
こ
数
年
来
の
念
顕
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
て
未
訂
正
の
ま
ま
、
重
大
な
欠
陥
を
知
り
つ
つ
発
表
し
た
の
は
、
筆
者
の
本
稿
主
題
に
対
す
る
基
本
的
見
解
は
変
ら
な
い
で
い
る
乙
と
、

ー
ー
も
と
よ
り
、
理
論
的
整
理
、
資
料
的
実
証
に
お
い
て
余
h
J
に
も
粗
雑
、
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
方
法
的
に
も
論
旨
展
開
に
お
い
て
も
、
概
念
操
作
に
お
い

て
も
あ
ま
り
に
未
成
熟
不
統
一
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
自
身
が
十
分
自
覚
反
省
し
て
い
る
が
三
十
ご
年
春
以
来
両
親
が
相
次
い
で
脳
混
血
に
倒
れ
バ
三
年
間

病
床
に
つ
い
た
ま
ま
、
昨
年
つ
づ
い
て
死
亡
す
る
な
ど
の
家
庭
的
苦
境
ゃ
、
筆
者
の
時
々
の
健
康
障
害
等
が
あ
い
重
な
っ
て
、
十
分
な
改
訂
の
精
神
的
余
裕
と

時
聞
を
も
て
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
本
誌
九
巻
三
号
四
号
に
本
稿
の
け
刊
を
発
表
し
た
関
係
上
、
と
も
か
く
現
在
ど
ん
な
に
不
満
で
も
一
応
完
結
さ
せ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
判
断
に
よ
り
、
一
時
は
発
表
を
見
合
せ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
敢
て
同
・
完
と
し
て
乙
こ
に
発
表
し
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
一
章
の
四
節
、
五
節
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
に
お
け
る
重
要
な
論
点
な
の
で
別
稿
「
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
の
構
造
と
変
遷
」
(
仮
題
)
と
し
て

発
表
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
の
構
成
上
は
な
は
だ
不
恰
好
で
は
あ
る
が
、
一
応
発
表
を
見
合
わ
せ
て
割
愛
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
部

分
は
目
下
独
立
論
文
と
し
て
発
表
す
べ
く
改
稿
の
筆
を
す
す
め
て
い
る
の
で

l
l
乙
の
四
節
、
五
節
に
当
る
部
分
の
独
立
論
文
と
し
て
の
発
表
は
、
こ
れ
ま
で

筆
者
に
寄
せ
ら
れ
た
諸
先
生
先
輩
の
御
高
評
、
御
助
言
に
で
き
る
だ
け
副
つ
h

い
も
の
に
し
た
い
と
念
じ
て
い
る
し
、
筆
者
に
も
満
足
の
い
く
も
の
に
仕
上
げ
た

い
念
願
で
現
在
研
究
中
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
よ
う
に
不
満
な
穴
だ
ら
け
の
本
稿
全
体
の
修
正
改
作
と
も
い
う
べ
き
内
容
も
十
分
織
り
こ
み
た
い
と
念

じ
て
い
る

!
iい
ず
れ
ま
と
ま
り
次
第
発
表
し
て
そ
の
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
つ
も
り
で
い
る
。

最
後
に
本
稿
は
昭
和
三
十
一
年
度
の
筆
者
に
交
付
さ
れ
た
科
学
研
究
費
に
も
と
づ
く
研
究
の
一
部
で
あ
る
乙
と
も
附
記
し
て
お
き
た
い
。
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The Eng1ish Labour Party is now forced by its successive 

defeats in the last three general e1ections to五nditse1f at a turning 

point both in its internationa1 po1itics and Eng1ish par1iamentary 

po1itics. Especially， as hinted by the phrase，“10ss of vlslOn" of 

the Labour Party， it is obliged to criticize itself and re-examine its 

po1icy， organization， and the politica1 1eadership. 
It is a matter of grave interest for the Party to see how it 

can deve10p the present situation and on what ana1ysis of it it wi1l 
base. 

N ow that the rea1ization of welfare states after the W orld War 

II has brought about the mutua1 approach of the two big parties' 

po1icy and 1ed to the homogenious 1eadership， there must 1ie con-

siderab1e di伍cultiesfor the Labour Party in making creative po1itica1 

1eadership and overcoming the present hard situation. In what 

forms may its groping in the future be formu1ated， it will be 

impossib1e to grasp the Eng1ish Par1iamentary Government as a 

who1e without understanding the character and structure of the 

present day 1eadership of the Party. And for the understanding of 

them， it will be required to ana1yze its forming process viewing 

from the aspect of its prototype-making. 

From this point of view， the present paper examines the 

1eadership regime ・ofthe Labour Party seeking its prototype in the 

period of the estab1ishment of the五rstand second Labour Govern-

ment. The first chapter gives a brief historica1 outline of the 

Labour Party up to 1918 in the re1ation between the Labour 

Movements， the organic matrix of the Party， and the Libera1 Party 
which conceded its traditiona1 seat of two-party system to the 

Labour Party and considers the pre1iminary period for the 1atter to 
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grow up to be the national party in its organization and leadership. 

The second chapter analyzes the leadership regime of the Labour 

Party at the time of “His Majesty's Opposition Party" and the 
formation of its Cabinet in 1924 and 1929. The same chapter also 

tries to see why its leadership at that time should be considered 

the prototype of its present day's. 

The paper， together with the following study on the period of 
the establishment of the leadership of the Labour Party will make 

a ring of a study of the structure of the Engish Politics and an 

introduction to a study of the English Political Parties which will 

soon appear. 
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