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は
じ
め
に

近
代
日
本
に
お
け
る
立
憲
政
体
の
導
入
過
程
に
つ
い
て
の
一
応
の
僻
轍
は
'

す
で
に
開
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
b
I
)
｡
も
っ
と
も
､
明
治
八
年

(
l
八
七
五
)

に
お
け
る
漸
次
立
憲
政
体
樹
立
の
詔
換
発
を
囲
綬
す
る
思
想
的
条
件
の
探
究

を
､
啓
蒙
思
想
-
自
由
民
権
思
想
と
い
う
系
譜
論
的
視
角
か
ら
で
は
な
く
､

該
期
に
実
存
し
た
諸
思
想
の
対
抗
-
浸
透
の
相
互
連
関
の
全
体
像
を
把
捉
す

る
と
い
う
状
況
論
的
視
角
に
立
つ
作
業
は
'
よ
う
や
く
緒
に
就
い
た
ば
か
り

で
あ
る
と
言
え
よ
A巧

.

ち
な
み
に
'
前
者
の
系
譜
論
的
視
角
は
､
立
憲
政
体
導
入
の
国
家
意
思
決

定
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
前
提
と
L
t
そ
こ
に
至
る
因
果
連
関
を
遡
及
的
に

解
明
し
'
そ
の
史
実
生
起
の
必
要
条
件
を
把
握
し
て
､
そ
の
歴
史
的
理
解
に

大
筋
で
の
見
通
し
を
つ
け
る
と
い
う
点
で
は
､
当
然
な
が
ら
研
究
史
の
第

一

段
階
を
画
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
右
の
史
実
を

一
旦
没
却

し
､
該
期
の
思
想
状
況
を
い
わ
ば
断
層
撮
影
し
て
捕
捉
し
た
諸
思
想
の
対
抗

-
浸
透
の
相
互
連
関
の
全
体
的
位
相
の
只
中
に
､
そ
の
意
思
決
定
を
置
い
て

み
る
と
い
う
'
後
者
の
状
況
論
的
視
角
は
'
そ
の
史
実
生
起
の
十
分
条
件
を

把
握
し
て
い
く
上
で
'
こ
れ
ま
た
当
然
に
そ
の
研
究
が
経
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

方
法
的
要
請
で
あ
ろ
う
｡

奥

田

晴

樹

H

a
r
u

k
i
O
K
U
D
A

ま
し
て
や
'
そ
の
史
実
が

｢
一
寸
先
は
闇
｣
と
い
う
政
治
の
世
界
で
の
出

来
事
で
あ
る
の
を
想
起
す
る
な
ら
ば
､
思
想
状
況
の
面
か
ら
そ
の
蓋
然
性
を

見
出
し
得
な
い
場
合
す
ら
も
自
覚
し
て
で
も
､
そ
の
作
業
に
あ
た
ら
ね
ば
な

る
ま
い
｡
そ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
実
証
す
ら
も
視
野
に
収
め
て
探
求
に
あ

っ
た
て
こ
そ
'
そ
の
史
実
の
歴
史
的
理
解
の
十
全
が
期
し
得
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡

と
こ
ろ
で
､
か
よ
う
な
方
法
的
関
心
の
下
に
'
こ
れ
ま
で
教
導
関
連
書
籍

に
見
ら
れ
る
諸
言
説
を
検
討
の
狙
上
に
載
せ
て
き
た
椅
)
､
肝
心
の
該
書
籍

そ
の
も
の
の
史
料
調
査
は
十
分
と
は
言
い
難
い
｡
そ
の
点
で
､
三
宅
守
常
に

よ
る
そ
の
系
統
的
な
史
料
の
発
梶
と
紹
介
が
こ
の
研
究
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ

は
多
大
で
あ
ろ

,fr
o

い
ず
れ
は
教
導
関
連
書
籍
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
甑
)
,
こ
こ
で
の
状
況

論
的
視
角
に
立
つ
作
業
の
完
整
を
期
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
れ

ま
で
は
､
め
ぼ
し
い
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
て
'
そ
の
解
析
の
営
み
を
積
み

上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
O
こ
こ
で
の
作
業
も
そ
う
し
た
試
み
の
1

つ
で
あ
る
｡

一

下
総
の
革
葬
国
学
と
青
柳
高
額

平成 17年 9月 30日受理
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幕
末
の
下
総
の
村
落
上
層
民
の
間
に
'
平
田
篤
胤
の
国
学
が
浸
透
し
て
い

た
こ
と
は
,
周
知
で
あ
な
〉
｡
平
田
門
人
が
中
心
と
な
っ
て
､
文
久
三
年

(
1

八
六
三
〓

一月

二

百

に
起
こ
し
た
足
利
三
代
木
像
島
首
事
梅
〉
に
は
,
下

総
か
ら
も
参
加
者
が
出
て
い
る
｡
そ
の

一
人
に
下
総
国
香
取
郡
滑
川
穐
)
の

青
柳
高
額

(通
称
は
健
之
助
)
が
い
年

･

京
都
の
衣
笠
山
麓
に
あ
る
等
持
院
に
は
'
足
利
尊
氏
以
下
'
歴
代
の
足
利

将
軍
の
木
製
坐
像
が
安
置
さ
れ
'
本
姓
を
源
氏
と
し
血
脈
上
も
そ
の
後
継
者

を
自
称
し
た
徳
川
家
康
の
像
も
､
同
じ
堂
舎
の
中
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡

同
年
三
月
四
日
に
上
洛
し
た
将
軍
徳
川
家
茂
に
対
し
て
'
尊
王
壌
夷
派
に

よ
る
威
嚇
行
動
と
し
て

1
連
の

｢天
諌
｣
が
実
行
さ
れ
て
い
る
｡
平
田
門
人

を
中
心
と
す
る

一
派
は
､
家
茂
の
上
洛
を
前
に
'
同
院
の
尊
氏

･
義
詮

･
義

満
の
木
像
の
首
を
引
き
抜
い
て
'
そ
の
行
路
で
あ
る
東
海
道
の
終
着
点
に
あ

た
る
三
条
の
賀
茂
川
河
原
､
そ
れ
ぞ
れ
片
眼
を
到
り
貫
い
て
島
首
し
た
の
で

あ
る
｡
傍
ら
に
立
て
ら
れ
た
制
札
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い

,Le
)
･正

名
分
之
今
日
二
当
り
鎌
倉
以
来
ノ
逆
臣

1
々
遂
吟
味
可
被
諌
教
ノ

処
'
此
三
賊
ハ
依
為
巨
魁
先
其
醜
像

へ
加

天
諌
者
也

鎌
倉
幕
府
開
創
以
来
の

｢逆
臣
｣
に
順
次

｢天
諌
｣
を
加
え
る
方
針
だ
と

し
て
'
暗
に
そ
の
矛
先
が
徳
川
将
軍
家
に
も
事
と
次
第
に
よ
っ
て
は
向
け
ら

れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
ま
ず
そ
の
手
始
め
に
､
｢逆
臣
｣
の
｢巨

頭
｣
で
あ
る
足
利
三
代
の
像
に
｢天
諌
｣
を
加
え
た
t
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡高

鞘
は
'
天
保

1
1
年

(
l
八
g
]
○
)
1
月

l
〇
日
に
生
ま
れ
､
江
戸
に

出
て
権
田
直
助
に
皇
朝
医
学
を
ま
な

び
､
さ
ら
に
文
久
二
年

(
一
八
六
二
)

に
は
平
田
鉄
胤
に
入
門
し
て
い
る
｡
翌
三
年
'
師
の
鉄
胤
の
上
洛
に
前
後
し

て
入
京
L
t
こ
の
｢天
諌
｣
行
動
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
｡
高
鞘
は
､
事
件
後

は
ど
な
く
捕
縛
さ
れ
,
伊
勢
国
久
居
藩
藤
堂
佐
渡
守
高
取
)
の
家
来
に
預
け

ら
れ
幽
囚
の
身
と
な
っ
た
が
'
慶
応
三
年

二

八
六
七
)
に
は
幽
閉
を
解
か

二

れ
て
い
る
｡

王
政
復
古
後
'
明
治
天
皇
の
外
祖
父
で
議
定
と
な
っ
て
い
た
中
山
忠
能
に

随
行
し
て
東
京
に
移
っ
た
｡
中
山
は
､
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)
五
月

一
五

日
付
で
神
祇
官
知
事
に
転
じ
'
さ
ら
に
同
年
七
月
八
日
付
の
官
制
改
革
に
と

も
な
い
太
政
官
か
ら
独
立
し
'
そ
の
上
に
置
か
れ
た
神
祇
官
の
長
官
で
あ
る

神
祇
伯
に
同
日
付
で
就
任
し
て
い
句

O
お
そ
ら
く
は
こ
の
中
山
の
裁
量
に

ょ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
､
高
鞘
は
同
年

一
一
月
に
神
祇
官
の
権
大
史
に
就
任
し

て
い
S
)
0

神
祇
官
の
人
事
構
成
は
'
伯

1
副

(大
､
少
)
1
祐

(大
'
権
大
､
少
'

権
少
)
-
史

(大
'
権
大
､
少
'
権
少
)

-
史
生
-
管
掌
の
序
列
を
と
り
､

権
大
祐
ま
で
は
各

一
名
､
少
祐
二
名
､
権
少
祐
四

名
､
大
史

一
名
､
権
大
史

三
名
と
な

っ
て
い
た
｡
高
師
は
'
名
簿
上
で

一
五
番
目
に
あ
た
る
'
権
大
史

の
末
席
に
位
置
づ
い
て
い
句

｡
こ
の
地
位
は
､
当
時
の
政
府
に
あ
っ
て
は
,

け
っ
し
て
末
端
の
背
吏
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
の
前
後
に
'
教

導
職
の
権
大
数
正
と
な
り
､
東
京
府
の
大
属
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い

Ate
)
0

と
こ
ろ
が
､
明
治
四
年

(
一
八
七

二

六
月
二
五
日
付
で
､
中
山
が
神
祇

伯
を
免
ぜ
ら
れ
毎

o
さ
ら
に
､
同
年
七
月

l
四
日
に
断
行
さ
れ
た
廃
藩
置

県
に
と
も
な
う
同
月
二
九
日
付
の
官
制
改
革
で
､
神
祇
官
は
太
政
官
の
一
部

局
で
あ
る
神
祇
省
に
格
下
げ
と
な
り
､
長
官
の
卿
も
空
席
の
ま
ま
と
さ
れ
た
｡

神
祇
官
の
没
落
と
と
も
に
'
高
柄
も
地
方
官
に
転
出
す
る
こ
と
と
な
る
｡

高
鞘
は
'
同
年

二

月
二
〇
日
付
で
新
設
さ
れ
た
七
尾
県
の
十

t
等
出
仕

と
な
り
､
庶
務
課
を
担
当
し

て
い
S
)
O
明
治
五
年

(
1
八
七
二
)
九
月
二

五
日
付
で
七
尾
県
が
廃
止
さ
れ
る
と
'
関
東
に
戻
り
､
香
取
神
宮
の
禰
宜
'

鹿
島
神
宮
の
少
宮
司
や
筑
波
神
社
の
嗣
官
な
ど
,
神
官
を
歴
任
し
て
い
S
)
O

こ
の
よ
う
に
'
高
柄
は
'
明
治
四
年
後
半
以
降
､
官
途
に
お
い
て
は
い
わ

ば
挫
折
の
境
遇
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
彼
が
神
官
だ
っ
た
時

期
に
は
､
教
導
職
に
よ
る
教
導
活
動
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
高
師

は
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
る
神
官
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
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る

｡
そ
う
し
た
高
鞘
の
実
家
青
柳
家
に
は
､
幕
末
維
新
期
の
書
籍
が
多
数
伝
存

し
て
い
る
痛
〉
､
そ
の
中
の

f
書
に
国
井
清
廉

『
政
体
論
』
が
あ
る
｡
以
下

で
､
本
書
の
内
容
を
検
討
し
'
教
導
職
を
取
り
巻
く
思
想
的
環
境
の
f
端
を

垣
間
見
る
こ
と
を
試
み
た
い
｡

二

『
政
体
論
』
の
出
版
意
図

『
政
体
論
』
の
著
者
で
あ
る
国
井
清
廉
は
､
岐
阜
県
貫
属
の
士
族
国
井
清

鏡
の
子
息
で
､
教
導
職
の
大
講
義
で
あ
る

(本
書
序
)｡
国
井
家
は
加
納
に
在

住
し
て
い
る

(本
書
奥
付
)｡
清
廉
に
は
､
他
に

『
古
史
実
徴
』
二
巻
､
『
天

理
説
』

一
巻
の
著
作
が
あ
る

(本
書
奥
付
)0

本
書
は
'
二
巻
の
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が

(本
書
奥
付
)
'
ど
う
や
ら

一

巻
目
の
上
篇
の
み
が
出
版
さ
れ
た
に
止
ま
っ
た
よ
う
で
あ
毎

･
序
文
の
日

付
は
明
治
六
年

(
l
八
七
三
)

7
0
月
だ
か
ら
､
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
ま
で

に
は
本
文
を
脱
稿
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
翌
七
年

二

八
七
四
)

一
月
に

出
版
の
官
許
を
得
'
同
年
五
月
に
､
家
蔵
版
の
木
版
印
刷
で
刊
行
さ
れ
て
い

る
｡
発
売
は
岐
阜
の
書
韓
で
あ
る
東
屋
堂
山
岸
弥
右
衛
門
が
引
き
受
け
､
地

元
の
岐
阜
で
東
崖
堂
を
含
め

一
〇
軒
'
名
古
屋
と
東
京
で
各
六
軒
'
大
阪
で

四
軒
'
大
垣
と
京
都
で
各
二
軒
'
美
濃
の
上
有
知

･
関

･
笠
松
の
ほ
か
､
静

岡

･
山
梨

･
金
沢

･
桑
名
で
各

一
軒
の
春
寒
が
本
書
の
販
売
を
取
り
扱
っ
て

い
る

(本
書
奥
付
)0

本
書
の
出
版
意
図
は
､
序
文
に
明
ら
か
で
あ
る
｡

大
数
ノ
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
｡
万
民
ヲ
シ
テ
｡
国
体
ヲ
明
ニ
シ
｡

皇
国

固
有
ノ
大
道
ヲ
｡
知
ラ
シ
ム
ル
ヨ
リ
｡
先
ナ
ル
ハ
ナ
シ
｡

皇
国
固
有
の
大
道
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
愛
国
の
'
ま
た
国
体
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
敬
神
の
念
を
､
そ
れ
ぞ
れ
万
民
に
起
こ
さ
せ
､
本
分
を
尽
く

す
よ
う
に
さ
せ
て
い
く
の
だ
t
と
序
文
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
｡

愛
国
と
敬
神
の
念
を
喚
起
す
る
た
め
の
教
化
こ
そ
､
教
導
職
に
課
せ
ら
れ

た
使
命
だ
っ
た
｡
そ
の
教
化
の
要
諦
を
説
こ
う
と
す
る
以
上
'
本
書
の
出
版

意
図
が
教
導
活
動
に
指
針
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
間
違

い
あ
る
ま
い
｡

本
書
は
､
教
化
の
要
諦
を
'
端
的
に
'
あ
る
べ
き
政
体
の
形
態
を
明
ら
か

にす
る
こ
と
だ
と
説
く
｡

今
其
教
本
ヲ
立
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
｡
先
其
政
体
ノ
在
ル
所
ヲ
｡
明
ニ

セ
シ
メ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
｡

し
か
し
､
現
在
の
世
論
に
は
こ
の
間
題
で
の
合
意
が
で
き
て
い
な
い
o

方
今
世
人
ノ
方
向
ヲ
観
ル
ニ
｡

朝
政
ノ
在
ル
所
｡
其
旨
君
主
専
治
ナ

ラ
ン
ト
シ
｡
君
民
英
治
ナ
ラ
ン
ト
シ
｡
或
は
合
衆
政
治
可
ナ
ラ
ン
ト
ス
｡

其
定
リ
ナ
キ
事
､
是
ノ
如
シ
｡

こ
れ
で
は
､
国
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
､
皇
国
固
有
の
大
道
も
知
ら

し
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡

(叫)

是
ノ
如
キ
寸
ハ
O
則
国
ニ
シ
テ
国
ノ
体
ナ
ク
.

1
国
ニ
シ
テ

一
国
ナ
ラ

ズ
O
何

二
由
テ
カ
我
国
体
ヲ
明
ニ
シ
.
何
二
由
テ
カ
｡

皇
国
固
有
ノ

大
道
ヲ
知
ラ
シ
メ
｡
何
:
由
テ
カ
我

皇
国
ヲ
富
岳
ノ
安
キ
ニ
置
キ
｡

何
二
由
テ
カ
我
国
威
ヲ
大
洋
ノ
外
二
耀
シ
｡
何
二
由
テ
カ
回
教

･
洋
教

ノ
蔓
延
ヲ
防
キ
｡
何
二
由
テ
カ
各
本
分
ヲ
尽
ス
ノ
道
ヲ
明
ニ
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ン
ヤ
｡

著
者
の
結
論
は
､
政
体
は

｢君
主
専
治
ナ
ラ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ノ
一

条
｣
に
尽
き
る
も
の
だ
っ
た
｡

こ
の

｢君
主
専
治
｣
な
る
政
体
の
概
念
は
'
加
藤
弘
之
が
そ
の
著

『
立
憲

政
体
略
』
で
初
め
て
用
い
た
も
の
で
'
国
民
の
参
政
を
認
め
な
い
点
で
上
下

同
治
=
君
民
同
治
や
万
民
共
治
と
異
な
り
立
憲
政
体
と
は
看
徹
さ
れ
な
い
が
､

君
主
が
自
ら
そ
の
権
限
の
無
制
約
な
行
使
に

f
定
の
歯
止
め
を
か
け
て
い
る

点
で
君
主
檀
制
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
な
〉
〇

三
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本
書
に
お
け
る
他
の
二
つ
の
政
体
の
概
念
も
'
加
藤
や
'
福
沢
諭
吉
の
著

作
刊
本

『
西
洋
事
情
』
に
見
ら
れ
る
政
治
の
態
様
の
分
梅
)
な
ど
を
混
交
し

た
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
S
J

す
な
わ
ち
'
｢君
民
共
治
｣
は
､
加
藤
が
両
者
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
､

注
意
深
く
用
語
を
区
別
し
た
君
民

｢同
治
｣
と
万
民

｢共
治
｣
を
結
び
つ
け

た
も
の
で
､
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
､
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が

一
般
的

と
さ
え
言
え
る
用
語
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
'
｢合
衆
政
治
｣
は
､
福
沢
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
そ
の
典
型
を
見
出
し

た
共
和
政
治
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
ろ
う
｡

そ
も
そ
も
｢政
体
｣
と
い
う
概
念
自
体
'
加
藤
が
普
及
さ
せ
た
も
の
だ
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
｡

つ
ま
り
'
著
者
は
､
〟

啓
蒙
″

が
組
み
立
て
た
立
憲
政
体
論
の
土
俵
に
上

が
っ
て
､
そ
こ
で
わ
が
国
体
に
相

応
し
い
政
体
は
君
主
専
治
だ
t
と
の
論
陣

を
張
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
そ
こ
で
は
'
君
主
専
治
が
政

体
そ
の
も
の
と
し
て
も
'
他
に
優
っ
て
い
る
､
と
の
論
理
が
用
意
さ
れ
て
お

ら
ね
ば
な
る
ま
い
｡
こ
こ
に
は
'
立
憲
政
体
論
の
浸
透
が
単
純
に

一
方
通
行

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
二

つ
の
証
左
を
見
出
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

で
は
､
本
書
は
､
ど
の
よ
う
な
論
理
を
も
っ
て
､
君
主
専
治
が
､
政
体
と

し
て
の
優
位
性
'
ま
た
わ
が
国
体
と
適
合
性
を
有
す
る
と
､
説
い
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
'
以
下
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

三

『
政
体
論
』
に
お
け
る
比
較
政
体
論

r

政
体
の
定
義

著
者
は
'
政
体
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
'
結
局
の
と
こ
ろ
'
そ

の
下
で
行
な
わ
れ
る
政
治
が
目
指
す
べ
き
理
想
状
態
は
英
米
両
国
の
そ
れ
だ

と
す
る
｡

夫
方
今
各
国
ノ
政
体
各
種
ア
リ
｡
互
二
一
得

一
失
ス
｡
然
リ
ト
イ
へ
ド

四

モ
｡
其
期
ス
ル
所
ハ
｡
英
ノ
如
ク
米
ノ
如
ク
｡
人
民
自
主
ノ
権
ヲ
失
ハ

ズ
｡
其
楽
ヲ
楽
ム
ニ
在
テ
｡

人
民
が
自
主
の
権
利
を
把
持
L
t
安
楽
の
生
活
で
き
る
よ
う
に
保
障
す
る
'

そ
う
い
う
政
治
が
望
ま
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
'
英
米
両
国
の

政
治
は
模
範
に
す
べ
き
だ
が
､
そ
の
政
体
は
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
｡

而
シ
テ
我

皇
国
二
於
テ
ハ
｡
此
極
治
ハ
師
ト
ス
ベ
シ
｡
此
政
体
ハ
師

ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
｡

著
者
は
､
政
体
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
｡

政
体

ハ
天
理
ヲ
明
ニ
シ
テ
｡
以
テ
之
二
循
ヒ
｡

神
聖
極
ヲ
立
給
ヒ
シ

始
ヲ
明
ニ
シ
テ
.
以
テ
国
体
ヲ
固
守
シ
｡
然
シ
テ
人
民
ノ
方
向
ヲ
｡

1

定
セ
シ
ム
ル
ニ
在
ル
ノ
ミ
｡

政
体
は
'
国
体
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
L
t
人
民
が
目
指
す
目
標
を
統

一
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡

G

立
憲
政
体
の
批
判

こ
こ
で
の
定
義
は
､
政
体
を
そ
の
機
能
面
か
ら
理
解
し
た
も
の
だ
と
言
え

よ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
定
義
を
基
準
に
す
る
と
'
英
米
両
国
の
政
体
は
落
第

だ
と
説
く
｡

此
二
国
此
二
大
本
巳
二
絶
滅
ス
｡
豊
之
二
由
ル
べ
ケ
ニ
ヤ
｡

国
体
の
開
明
と
人
民
の
統
合
と
い
う
'
政
体
の
二
つ
の
基
本
的
な
指
標
が
'

英
米
両
国
に
は
欠
失
し
て
い
る
と
す
る
｡

ア
メ
リ
カ
の
合
衆
政
治
は
'
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
戦
争
と
い
う
非
常
事

態
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
'
｢他
邦
ノ
学
フ
事
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
｣
も
の
で

あ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
'
大
統
領
選
挙
の
際
に
党
派
間
の
激
し
い
闘

争
が
起
こ
っ
て
お
り
､
い
ず
れ
は
そ
の
た
め
に
｢条
約
｣
(憲
法
)
の
秩
序
が

瓦
解
す
る
こ
と
は
必
定
だ
か
ら
'
こ
の
｢恐
ル
べ
キ
ノ
政
体
｣
は

｢索
ヨ
リ
学

ブ
ベ
キ
｣
も
の
で
は
な
い
｡

イ
ギ
リ
ス
の
君
民
共
治
は
､
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
､
と
い
う
の
が
そ
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の
政
治
の
実
態
で
あ
り
､
こ
れ
で
は
君
主
は
国
民
に
使
役
さ
れ
て
い
る
の
と

同
じ
で
あ
っ
て
'
｢人
倫
｣
に
反
す
る
下
魁
上
だ
t
と
批
判
す
る
｡

夫
君

ハ
7
国
二
令
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
O
君
ニ
シ
テ
国
二
令
ス
ル
ノ
権
ナ

(=
'

キ
寸

ハ
｡
畢
尭
国
民
ノ
使
役
ヲ
免
レ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
｡
倫
理
敗
絶
｡

冠
履
倒
置
ト
モ
イ
フ
へ
ク
｡
君
タ
ル
ノ
実
｡
何
ク
ニ
カ
在
ル
｡

フ
ラ
ン
ス
は
'
君
民
共
治

(第
二
帝
制
)
だ
っ
た
が

｢治
ヲ
イ
タ
サ
ス
｣､

合
衆
政
治

(第
三
共
和
制
)
に
変
え
た
が
､
ま
た

｢治
ヲ
イ
タ
サ
ス
｣
と
い

う
現
状
で
あ
る
O
普
仏
戦
争
で
の
敗
北
'
パ
リ

･
コ
ン
ミ

ュ
ー
ン
の
内
乱
と

い
っ
た
出
来
事
が
'
フ
ラ
ン
ス
の
政
情
に
対
す
る
否
定
的
評
価
を
も
た
ら
し

た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
ーfP
o

要
す
る
に
'
合
衆
政
治
と
君
民
共
治
､
つ
ま
り
立
憲
政
体
は
､
著
者
の
政

体
の
定
義
に
照
ら
し
た
と
き
'
優
れ
た
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
へ
と
い
う
わ

け
で
あ
る
.

O

君
主
専
治
の
優
位
性

フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り
'
ロ
シ
ア
は
君
主
専
治
だ
が
､
｢極
治
｣
(理
想
の
政

治
)
を
行
な
っ
て
い
る
､
と
著
者
は
高
く
評
価
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
君
主

専
治
を
未
開
国
の
政
体
だ
と
す
る
意
見
に
批
判
を
加
え
て
い
く
｡

君
主
専
治

ハ
O
未
開
ノ
国

二
行

ハ
ル
ー
ト
ス
ル
ノ
論
ア
レ
ド
モ
.
大

:

然
ラ
ズ
｡
君
主
専
治
ノ
国
｡
開
明
ノ
政
ヲ
以
テ
民
ヲ
御
ス
｡
民
多
ク
賢

ナ
ラ
バ
｡
治
ヲ
イ
タ
ス
事
必
セ
リ
｡
民
多
ク
愚
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
｡
之

ヲ
化
ス
ル
車
力
タ
カ
ラ
ズ
｡

君
主
専
治
の
政
体
の
下
で
開
明
的
な
政
治
を
行
な

っ
た
場
合
､
賢
明
な
人

民
が
多
い
国
な
ら
ば
必
ず
理
想
状
態
を
実
現
で
き
る
L
t
愚
昧
な
人
民
が
多

い
国
で
も
そ
の
開
化
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
｡

つ
ま
り
､
君
主
専
治
は
文
明
開
化
の
度
合
い
に
か
か
わ
ら
ず
､
政
治
の
理

想
状
態
に
接
近
し
得
る
政
体
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
で
は
ど
う
し
て
'
そ
れ

が
未
開
国
の
政
体
だ
と
看
倣
す
よ
う
な
意
見
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

君
主
専
治
ノ
政
ハ
｡
未
開
ノ
国

二
行

ハ
ル
↓
モ
ノ
ト
ス
ル
ノ
原
由
ヲ
按

ス
ル
二
｡
其
国
君
臣
ノ
大
道
確
立
セ
ズ
｡
人
民
開
明
:
趨
キ
｡
其
道
ヲ

講
ズ
レ
バ
｡
其
道
タ
､
ズ
｡
故

二
君
主
専
治
ヲ
以
テ
｡
道

ニ
ア
ラ
ズ
ト

シ
｡
只
合
衆
政
治
ヲ
望
ミ
｡
漸
ヲ
追
ン
為

:
｡
先
君
民
英
治
ノ
政
体
ヲ

主
張
ス
｡
又
人
民
愚

ニ
シ
テ
｡
其
道
ヲ
講
セ
ザ
ル
限

ハ
｡
此
論
ナ
シ
｡

故

二
専
治
ノ
国
ハ
｡
民
多
ク
愚
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ナ
リ
｡
是
本
末
ヲ
審

ニ

セ
サ
ル
ノ
論
ナ
リ
｡

君
臣
間
を
律
す
る
｢大
道
｣
(倫
理
)
が
確
立
し
て
い
な
い
国
で
'
人
民
が

文
明
開
化
す
る
と
'
ま
す
ま
す
そ
の
倫
理
は
成
り
立
た
な
く
な
る
｡
そ
し
て
､

君
主
専
治
を
人
倫
に
惇
る
と
否
定
L
t
合
衆
政
治
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
､

そ
れ
に
漸
進
的
に
接
近
す
る
た
め
'
ま
ず
は
君
民
共
治
の
実
現
が
目
指
さ
れ

る
Q
人
民
の
多
く
が
愚
昧
で
あ
る
か
ら
こ
そ
'
君
臣
の
倫
理
が
成
り
立
た
な

い
の
だ
が
､
そ
う
い
う
国
で
君
主
専
治
が
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
に
'
そ
れ

が
行
な
わ
れ
る
国
は
愚
昧
な
人
民
が
多
い
未
開
国
だ
､
と
い
う
主
張
が
な
さ

れ
る
の
だ
｡

こ
の
議
論
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
'
前
述
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
君
民
共
治

へ
の
批
判
の
際
に
登
場
し
た
､

｢人
倫
｣
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
t
と
い
う
政
体
の
評
価
基
準
で
あ
る
O
問
題

は
｢人
倫
｣
の
中
身
で
あ
る
.
イ
ギ
リ
ス
へ
の
批
判
で
は
'
人
民
が
君
主
を
使

役
す
る
の
は

｢人
倫
｣
に
障
る
下
池
上
だ
､
と
い
う
程
度
だ
っ
た
｡
し
か
し
'

こ
こ
で
は
'
君
臣
間
の
規
律
だ
､
と
そ
の
中
身
が
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
て
い

る
｡
著
者
は
､
人
格
的
な
依
存
な
い
し
従
属
関
係
に
あ
る
君
臣
間
を
律
す
る

倫
理
を
'
人
倫
の
基
本
に
置
い
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
対
等
な
人
格
間
の
政
治
的
秩
序
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
説
い
て

い
る

〟
啓
蒙
″

と
､
そ
の
立
脚
点
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
は
'
あ
ら
た
め

て
説
明
を
要
し

ま
い
.
著
者
が
説
く
こ
の
君
臣
倫
理
か
ら
､
同
じ
く
著
者
が

政
治
の
理
想
状
態
で
あ
る
｢極
治
｣
の
中
身
と
し
て
描
き
出
す
'
自
主
の
権
利

を
行
使
し
て
安
楽
な
生
活
を
追
求
す
る
よ
う
な
人
民
の
心
性
が
､
ど
の
よ
う

五
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な
回
路
で
生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
｡
〟

啓
蒙
″

な
ら
ず
と
も
'
著
者
に
問

い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

も
う

一
つ
は
'
万
民
同
権

(
の
ち
万
民
共
治
､
本
書
で
は
合
衆
政
治
)
を

目
標
と
し
､
君
主
専
治
を
否
定
し
て
'
上
下
分
権

(
の
ち
上
下
=
君
民
同
治
､

本
書
で
は
君
民
共
治
)

へ
の
漸
進
的
接
近
を
は
か
る
と
い
う
'
加
藤
弘
之
が

幕
末
に
構
想
し
た
立
憲
政
体
の
導
入
プ
ラ
,tn
)
を
､
明
確
に
拒
否
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
｡

〟
啓
蒙
″

に
対
抗
し
て
'
そ
の
｢人
倫
｣
観
に
立
脚
し
て
､
君
主
専
治
に
政

休
と
し
て
の

優
位
を
認
め
'
あ
え
て
そ
こ
に
踏
み
止
ま
ろ
う
､
と
い
う
の
が

著
者
の
立
場
で
あ
る
｡

㈲

君
主
専
治
の
適
合
性

優
れ
た
政
体
だ
と
さ
れ
る
君
主
専
治
は
'
何
故
に
'
わ
が
国
体
に
適
合
的

な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
｢天
理
｣
に
合
致
し
､
実
地
の
弊
害
が
少
な
く
'

永
久
に
変
更
の
必
要
の
な
い
政
体
で
あ
る
｡
ま
た
'
皇
国
固
有
の
政
体
と
し

て
'
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
｡

天
理
l云
ロ
シ
｡
実
地
二
行
ハ
レ
テ
其
弊
少
ク
｡
万
世
由
ル
べ
キ
所
ノ
政

体

ハ
｡
其
唯
君
主
専
治
欺
｡
即
我

皇
国
固
有
ノ
政
体

ニ
シ
テ
｡
古
来

I
ノ
沿
革
ナ
シ
O
豊
奇
ナ
ラ
ズ
ヤ
｡
豊
神
ナ
ラ
ズ
ヤ
o

そ
れ
が
皇
国
固
有
の
政
体
と
な
っ
た
理
由
は
'
天
孫
降
臨
と
君
臣
不
易
に

求
め
ら
れ
､
そ
の
点
で
他
国
の
君
主
専
治
と
は
絶
対
的
な
差
異
が
あ
る
と
す

る
｡

他
ノ
国
王
ノ
｡
私
意
ヲ
以
テ
英
国
ヲ
有
シ
｡
民
ヲ
役
シ
｡
以
テ
君
主
専

治
ト
ス
ル
者
ト
｡
何
ゾ
膏
零
壌
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
｡

君
主
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
､
臣
下
に
よ
る
そ
の
輔
弼
､
政
体
の
改
変
も
､

す
べ
て

｢天
理
｣
に
よ
る
も
の
で
'
私
意
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
｡我

国
ノ
君
位

ハ
｡
天
理
ニ
イ
デ

1
｡
其
則
り
給
フ
所

ハ
｡
天
理
ア
ル
ノ

六

ミ
｡
臣
其
君
ヲ
輔
翼
ス
ル
モ
｡
天
理
ア
ル
ノ
ミ
｡
其
政
体
ヲ
改
整
ス
ル

モ
｡
天
理
ア
ル
ノ
ミ
｡

つ
ま
り
'
君
主
専
治
の
､
政
体
と
し
て
の
優
位
性
の
基
準
と
な
る

｢天
理
｣

は
ま
た
'
わ
が
国
体
の
原
理
で
も
あ
る
わ
け
で
､
こ
こ
に
そ
の
適
合
性
の
根

拠
が
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡

皿

r天
理
｣
と
は
な
に
か

い
っ
た
い
'
｢天
理
｣
と
は
な
に
か
｡

〟
啓
蒙
″

に
よ
る
君
主
専
治

へ
の
批

判
に
反
論
す
る
形
で
'
著
者
は
そ
れ
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
｡

ま
ず
は

〟
啓
蒙
″

の
批
判
｡

民
ハ
束
縛
ヲ
免

レ
テ
｡
自
由
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
情
ア
リ
｡
天
ハ
偏
ナ
ク
｡

同
権
ヲ
予
ル
ナ
レ
バ
O
君
主
専
治
ヲ
為
ス
ハ
｡
人
情

二
速

へ
バ
O
天
理

二
速

へ
ル
事
'
明
ナ
リ
如
何
｡

人
民
に
平
等
に
自
由
を
追
求
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
の
が
｢天
理
｣
で
は

な
い
か
｡
こ
の

〟啓
蒙
″

の
主
張
に
対
す
る
著
者
の
反
論
｡

天
同
権
ヲ
予
フ
ル
ハ

｡

1
身
ノ
権
ノ
ミ
｡
夫
宇
宙
間
二
在
ル
モ
ノ
｡
上

下
尊
卑
ノ
分
ア
ル
｡
是
天
理
ナ
リ
｡

人
民
の
｢同
権
｣
は
､
そ
の
｢
I
身
｣
に
関
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
た
も
の
で
'

宇
宙
に
は
上
下
尊
卑
の

｢分
｣
'
す
な
わ
ち
そ
れ
を
区
別
す
る
秩
序
が
あ
り
'

こ
れ
こ
そ
が
｢天
理
｣
だ
と
説
く
｡
そ
し
て
､
中
央
の
太
陽
と
周
囲
の
諸
星
'

君
主
と
人
民
､
父
子
'
夫
婦
､
兄
弟
､
動
物
間
の
強
弱
な
ど
列
挙
し
て
'
こ

の

｢天
理
｣
は
例
証
と
す
る
｡
さ
ら
に
'
｢同
権
｣
の
主
張
は
､
｢分
｣
の
秩
序

を
乱
し
壊
す
も
の
だ
と
断
ず
る
｡

只
同
権
ナ
リ
ト
イ
ヒ
テ
｡
上
下
尊
卑
ノ
分
ヲ
素
乱
セ
ン
ト
ス
｡
是
他
ノ

国
ハ
｡
上
下
尊
卑
ノ
分
｡
壊
乱
絶
滅
セ
シ
ニ
因
テ
｡
此
論
ヲ
主
張
ス
O

是
国
体
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
｡
天
理
ヲ
以
テ
論
ズ
ル
事
｡
ア
タ
ハ
ザ
ル
ニ

由
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
｡
止
ム
事
ヲ
得
ザ
ル
所
ナ
リ
｡
然
ル
ヲ
之
ヲ
以
テ
｡

我
国
ノ
則
ト
セ
ン
ト
ス
｡
量
感
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
｡
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こ
の
｢同
権
｣
論
は
､
｢分
｣
の
秩
序
が
壊
滅
し
た
他
国
の
国
体
に
は
合
致
し

て
お
り
'
そ
れ
が
出
て
く
る
の
も
止
む
を
得
な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
秩
序
が

現
存
し
て
い
る
わ
が
国
で
は
､
絶
対
に
採
用
で
き
な
い
と
い
う
｡

こ
こ
に
見
る
著
者
の
｢天
理
｣観
は
､
儒
学
の
そ
れ
を

一
歩
も
出
る
も
の
で

は
な
い
'
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
君
民

･
父
子

･
夫
婦

･
兄
弟
な
ど
､
あ
ら

ゆ
る
人
格
間
の
関
係
に
上
下
尊
卑
の
｢分
｣
の
秩
序
が
成
立
し
て
い
る
と
す
れ

ば
'
い
っ
た
い
｢
一
身
｣
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
た
｢同
権
｣
と
は
､
何
者
と
の
間

の
関
係
で
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
こ
に
至
っ
て
､
｢極
治
｣
と
い
う
模
範
と
す
べ
き
政
治
の
理
想
状
態
の
中

身
と
さ
れ
た
､
人
民
の
自
主
の
権
利
な
る
も
の
が
'
著
者
に
あ
っ
て
は
'
限

り
な
く
空
虚
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

允

r天
理
｣
に
基
づ
く
君
主
専
治

実
際
の
君
主
専
治
に
往
々
問
題
が
あ
る
こ
と
は
著
者
も
認
め
て
い
る
｡

只
人
民
束
縛
ハ
｡
ヤ
↓
モ
ス
レ
バ
｡
君
主
専
治
ヨ
リ
起
ル
ノ
弊
ト
｡
イ

フ
ベ
シ
ト
イ
へ
ド
モ
｡
弊
ヲ
醜
ス
ハ
｡
其
施
設
ノ
方
法
ニ
ア
リ
テ
｡
政

体
ニ
ア
ラ
ズ
｡

君
主
専
治
の
下
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
'
人
民
の
自
由
を
束
縛
す
る
弊
害

は
'
そ
の
政
体
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
､
実
際
の
施
政
の
あ

り
方
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
｡

で
は
､
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
'
そ
れ
を
是
正
で
き
る
の
か
｡
｢天
理
｣
に
則

る
こ
と
､
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ま
ず
君
主
に
求
め
ら
れ
る
｡

君
主
億
兆
ヲ
シ
テ
O
自
主
ノ
権
ヲ
失
ハ
ザ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
以
テ
主
ト
シ
Q

専
治
ヲ
以
テ
之
ヲ
御
ス
｡
何
ゾ
束
縛
ノ
弊
ヲ
醸
サ
ン
｡
何
ゾ
天
理
二
速

へ
ル
事
カ
ア
ラ
ン
O

こ
こ
で
'
｢天
理
｣
が
'
君
主
､
つ
ま
り
天
皇
も
則
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

関
係
で
'
次
の
よ
う
に
再
定
義
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
｡

(*)

天
理
ト
ハ
｡
神
ノ
万
物

二
賦
予
シ
給
ヒ
シ
道
ヲ
イ
フ
｡
宇
宙
間
二
生
成

ス
ル
モ
ノ
｡

一
ト
シ
テ
此
道
ノ
ナ
キ
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ
｡

す
で
に
宇
宙
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
｢天
理
｣
に
､
神
の
創
造

に
よ
る
も
の
と
い
う
命
題
が
新
た
に
付
加
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
神
の
子

孫
で
あ
る
天
皇
を
｢天
理
｣
に
従
わ
せ
る
た
め
に
'
不
可
避
な
論
理
的
要
請
と

言
え
よ
う
｡

(太)
大
古
神
議
ヲ
以
テ
｡
立
給
ヒ
シ
君
二
於
テ
｡
天
理
ヲ
以
テ
｡
論
シ
奉
ラ

ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
｡
言
ヲ
マ
タ
ザ
ル
ナ
リ
｡
謹
デ
当
時
ノ

神
勅
ヲ
拝
読
シ
｡
其
天
理
ノ
深
遠
ヲ
察
シ
｡
其
天
理
ヲ
賛
成
ス
ベ
キ
ナ

日ソ
0

こ
れ

は

ま
た
､
臣
民
の
｢天
職
｣
で
も
あ
る
｡

之
レ
臣
タ
ル
モ
ノ
ヽ
天
職
ナ
リ
C
(中
略
)
此
ノ
如
ク
臣
ハ
君
ノ
天
理
ヲ

賛
成
シ
O
国
ヲ
シ
テ
安
寧
ナ
ラ
シ
ム
べ
キ
ヲ
｡
却
テ
其
天
理
ヲ
穀
傷
セ

ン
ト
ス
｡
其
青
身

二
及
バ
ン
事
､
必
セ
リ
｡
噴
人
ハ
天
理
ヲ
賛
成
ス
ル

ノ
職
ヲ
菓
得
タ
リ
｡
天
理
ヲ
改
正
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
職
ヲ
菓
タ
ル
ノ
理
ナ

シ
｡

臣
民
に
と
っ
て
'
君
主
の
｢天
理
｣
を
受
容
-
支
持
-
実
践
す
る
こ
と
が
'

｢天
理
｣
に
適
う
職
務
'
つ
ま
り
｢天
職
｣な
の
で
あ
る
｡

㈹

わ
が
政
体
の
不
変
性

君
主
の
み
な
ら
ず
､
人
民
に
と
っ
て
も
､
｢天
理
｣が
ひ
た
す
ら
に
受
容
1

支
持
1
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
｢天
理
｣
に
適
う
と
さ
れ
た

君
主
専
治
の
政
体
を
変
更
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
｡

(r脱
カ)

西
国
政
学
家
ノ
論
二
日
｡
政

体

ノ
利
害
得
失
ハ
古
来
預
メ
論
窮
シ
テ
｡

然
後
可
否
ヲ
論
窮
シ
テ
｡
以
テ
某
国
制
ヲ
立
シ
モ
ノ
ハ
｡
殆
卜
希
ニ
シ

テ
｡
多
ク
ハ
只
古
今
ノ
事
蹟
｡
現
在
ノ
形
勢

二
由
テ
之
ヲ
定
ム
.
畢
寛

従
来
因
襲
ノ
制
度

二
従
フ
事
'
最
緊
要
ナ
リ
｣
ト
｡
(中
略
)
古
来
国

体
確
立
ス
ル
事
ナ
ク
｡
共
時

二
方
テ
沿
革
変
易
屡
ナ
レ
バ
国
民
方
向

一

定
セ
ズ
｡
故
二
議
論
沸
起
ス
ル
所
ナ
リ
｡
我
国
ノ
如
ク
｡
天
理
ヲ
以
テ

七
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国
体
確
立
ス
ル
事
ア
ラ
バ
｡
国
民
ノ
方
向

一
定
シ
テ
｡
何
ノ
議
論
力
起

ル
事
ア
ラ
ン
｡

西
洋
の
政
治
学
者
は
'
そ
の
利
害
得
失
を
議
論
し
て
か
ら
政
体
を
定
め
た

国
は
稀
で
､
大
方
は
歴
史
的
事
情
や
そ
の
折
の
情
勢
に
よ
っ
て
国
制
が
成
り

立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
従
前
の
制
度
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
だ
､

と
論
じ
て
い
る
｡
し
か
し
､
他
国
は
い
ざ
知
ら
ず
､
｢天
理
｣
が
国
体
で
あ
る

わ
が
国
で
は
'
そ
れ
に
適
う
政
体
に
つ
い
て
､
そ
も
そ
も
議
論
す
る
必
要
が

な
い
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

夫
政
体
ノ
変
革

ハ
O
国
体
ノ
変
革
ナ
リ
｡
国
体

二
由
テ
政
体
ア
リ
0
政

体

二
由
テ
国
体
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
｡
其
本
末
ヲ
明
ニ
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ

ラ
ズ

｢天
理
｣
1
国
体
-
政
体
の
三
者
は
'
不
可
分
な
三
位

l
体
を
な
し
'
｢天
理
｣

が
不
変
で
あ
る
以
上
'
国
体
は
も
ち
ろ
ん
'
政
体
も
不
変
で
あ
る
t
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡

方
今
各
国
ノ
長
技
ヲ
取
り
給
フ
時
｡
各
国
善
ナ
リ
ト
ス
ル
｡
政
体
ナ
ル

カ
故

ニ
｡
世
人
ヤ
ー
モ
ス
レ
バ
｡
君
民
共
治
ノ
政
体

二
由
り
給
フ
べ
シ

ト
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
｡
抑
君
民
共
治

ハ
｡
其
国
体

二
由
テ
無
比
ノ
｡
良
法

ナ
レ
ド
モ
o
我
国
体
上

二
於
テ
ハ
O
極
メ
テ
不
可
ナ
ル
コ
ト
.
前
条

二

論
ズ
ル
ガ
如
シ
｡

こ
の
立
場
か
ら
は
'
加
藤
弘
之
ら
が
構
想
す
る
よ
う
な
君
民
同
治

(本
書

で
は
君
民
英
治
)

へ
の
政
体
改
革
な
ど
､
ま
っ
た
く
問
題
に
な
り
得
な
い
の

で
あ
る
｡ま

と
め
に
か
え
て

こ
こ
で
は
'
教
導
職
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
り
､
尊
王
壌
夷
派
の
志
士
だ

っ
た
在
村
国
学
者
の
実
家
に
伝
存
し
た
'
教
導
職
が
著
述
し
た
教
導
活
動
の

た
め
の
参
考
書
と
で
も
言
う
べ
き
書
物
を
取
り
上
げ
て
､
そ
こ
で
の
言
説
の

_ヽ∫一′

内
容
を
検
討
し
た
｡
そ
れ
は
'
そ
の
書
名
の
通
り
'
挙
げ
て
政
体
を
論
じ
た

も
の
だ
っ
た
｡

そ
こ
で
は
､
〟

啓
蒙
″

の
政
体
論
の
土
俵
の
上
に
上
が
り
､
わ
が
政
体
を

君
主
専
治
と
認
め
る
｡
し

か
し
'
そ
れ
は
'
｢天
理
｣
に
照
ら
し
て
､
他
の
政

体
よ
り
も
優
れ
て
お
る
ば
か
り
で
は
な
く
'
わ
が
国
体
に
適
合
し
て
い
る
｡

何
故
な
ら
､
わ
が
国
体
が
｢天
理
｣
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
｢天

理
｣
が
不
変
で
あ
る
以
上
'
国
体
の
み
な
ら
ず
､
政
体
も
不
変
だ
と
し
て
､

〝

啓
蒙
″

が
提
議
す
る
政
体
改
革
を
全
面
的
に
拒
否
し
て
い
る
｡

こ
こ

に
は
､

〟啓
蒙
″

の
浸
透
に
拒
絶
反
応
を
示
す
の
で
は
な
く
､
そ
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
で
国
体

論
を
組
み
立
て
よ
う
と
い
う
､

一
つ
の
試
み
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
よ
･軍

･
も
ち
ろ
ん
･
そ
の
論
理
の
成
否
は
別
問
題
で
あ

る
｡こ

う
し
た
試
み
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
､
教
導
職
に
よ
る
説
教

の
内
容
に
'
国
体
論
の
側
か
ら
見
て
危
快
す
べ
き
状
況
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
け
だ
し
'
相
手
の
論
理
に
即
し
た
反
論
を
組
み
立
て
る

必
要
が
生
じ
る
の
は
'
相
手
の
議
論
が

一
定
の
浸
透
を
見
せ
た
場
合
で
あ
る

の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
'
本
書
は
､

〟啓
蒙
″

に
よ
る
立
憲

政
体
論
の
浸
透
力
を
､
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
物
語
っ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ

う
か
｡(1

)

拙
著

『
立
憲
政
体
成
立
史
の
研
究
』
岩
田
書
院
､
二
〇
〇
四
年

三
月
を
参
照
｡

(2
)
(3
)

同
上
第
三
編

｢立
憲
政
体
導
入
の
思
想
的
条
件
｣
'
ま
た

拙
稿

｢教
導
職
の
民
権
論
｣
(『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

第

一
四
号
'
二
〇
〇
四
年
三
月
)
を
参
照
｡

(4
)

三
宅
守
常
編

｢『
三
条
教
則
』
関
係
資
料

(
1)
～
(二
十
五
)
｣

(『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第

l
五
～

E]〇
号
t

l
九

九
五
年
八
月
～
二
〇
〇
四
年

一
二
月
)
を
参
照
｡
な
お
'
こ
れ
は
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大
審
徹
也
の
教
示
に
よ
る
｡
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
｡

(5
)

教
導
職
と
そ
の
教
導
活
動
に
つ
い
て
は
'
前
掲
拙
著

『
立
憲
政

体
成
立
史
の
研
究
』
第
三
編
第
二
章
｢教
導
職
と
教
導
関
連
書
籍
｣､

小
川
原
正
道

『
大
数
院
の
研
究

明
治
初
期
宗
教
行
政
の
展
開
と

挫
折
』
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
二

一〇
〇
四
年
八
月
､
谷
川
穣

｢教

部
省
教
化
政
策
の
転
回
と
挫
折
-

『教
育
と
宗
教
の
分
離
』
を

中
心
と
し
て
I

｣
(『
史
林
』
第
八
三
巻
第
六
号
'
二
〇
〇
〇
年

一
一
月
)
､
同

｢明
治
六
年
松
本
小
教
院
事
件
-

教
部

省
教
化
政

策
の
地
方
的
展
開
､
あ
る
い
は

『
教
化
』
と

『
教
育
』
の
ハ
ザ

マ

!

｣
(『
日
本
史
研
究
』
第
四
九
二
号
､
二
〇
〇
三
年
八
月
)
'
同

｢説
教
の
位
相
-

筑
摩
県
に
お
け
る
教
導

職
-

｣
(佐
々
木
克

編

『
明
治
維
新
期
の
政
治
文
化
』
思
文
閣
出
版
､
二
〇
〇
五
年
九

月
)
を
参
照
｡

(6
)

伊
東
多
三
郎

『
草
葬
の
国
学
』
名
著
出
版
､
一
九
八
二
年
三
月
'

一
～
五
五
頁
を
参
照
｡

(7
)

足
利
三
代
木
像
島
首
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
'
｢木
首
事
件
｣

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
々
蔵
'
ま
た
芳
賀
登

｢足
利
氏
木
像
島
首

事
件
｣
(国
史
大
辞
典
編
集
委
員
全
編

『
国
史
大
辞
典
』
第

一
巻
､

吉
川
弘
文
館
'

1
九
七
九
年
三
月
､

l
六
二
-
1
六
三
頁
)
を
参

照
｡

(8
)

前
掲
芳
賀

｢足
利
氏
木
像
島
首
事
件
｣
は
高
鞘
の
出
身
村
を

｢渋

川
村
｣
と
す
る
が
'
滑
川
村
が
正
し
い
｡

(9
)

青
柳
高
噺
に
つ
い
て
は
､
下
総
町
史
編
さ
ん
委
員
全
編

『
下
総

町
史
』
通
史

近
現
代
編

･
四
九

一
～
四
九
三
頁
'
棒
正
直

｢下

総
町
の
人
物
史
を
飾
る
青
柳
高
師
に

つ
い
て
｣
(『
史
談
L
も
ふ
さ
』

第
九
号
'
一
九
八
八
年
三
月
)
'
日
本
歴
史
学
会
編

『
明
治
維
新
人

名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館

二

九
八

一
年
九
月

･
四
頁
､
大
植
四
郎

『
明
治
過
去
帳
』
新
訂
版

･
東
京
美
術

二

九
七

1
年

二

月

･

(
10
)

(
‖
)

(
12
)

(
13
)

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)

(
19
)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

(
24
)

三
六

一
貢
を
参
照
｡
な
お
'
大
権

『
明
治
過
去
帳
』
の
記
述
に
は

他
の
三
書
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
'
こ
こ
で
は
参
考
に
止
め
た
｡

前
掲

｢木
首
事
件
｣｡

前
掲

『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
は
青
柳
高
鞠
の
幽
閉
先
を

｢伊

勢
菰
野
藩
｣
と
す
る
が
'
久
居
藩
が
正
し
い
｡

中
山
忠
能
の
履
歴
に
つ
い
て
は
'
前
掲
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』

七

1
六
～
七

l
七
貢
を
参
照
.

(
14
)

朝
倉
治
彦
編

『
明
治
初
期
官
員
録

･
職
員
録
集
成
』
第
二

巻
'
柏
書
房
t

l
九
八

1
年
九
月
､
四
五
九
貢
を
参
照
｡

前
掲
椿

｢下
総
町
の
人
物
史
を
飾
る
青
柳
高
師
に
つ
い
て
｣
五

二
頁
を
参
照
｡

金
井
之
恭

『
明
治
史
料
顕
要
職
務
補
任
録
』
柏
書
房
'

一
九
六

七
年

二

一月
'
六
六
頁
を
参
照
｡

鹿
島
郡
自
治
全
編

『
石
川
県
鹿
島
郡
誌
』
前
編
'
同
会
､

一
九

二
八
年

1
二
月
'
三
九

1
貢
を
参
照
O

前
掲
棒

｢下
総
町
の
人
物
史
を
飾
る
青
柳
高
鞘
に
つ
い
て
｣
五

二
頁
を
参
照
｡

｢青
柳
善
郎
家
文
書
｣
千
葉
県
香
取
郡
下
総
町
立
歴
史
民
俗
資

料
館
所
蔵
｡

三
橋
猛
雄

『
明
治
前
期
思
想
史
文
献
』
明
治
堂
書
店
'

一
九
七

六
年
七
月
､

I
九
九
頁
を
参
照
｡

前
掲
拙
著

『
立
憲
政
体
成
立
史
の
研
究
』
第

1
編
第
二
章

｢加

藤
弘
之
の
立
憲
政
体
提
議
｣
を
参
照
｡

同
上
第

一
編
第
三
章
｢幕
末
政
治
と
福
沢
諭
吉
｣
を
参
照
｡

本
論
で
､
『
西
洋
事
情
』
の
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
君
主

制
の
成
立
事
情
を
説
明
し
た
箇
所
を
引
用
し
て
お
り
､
著
者
が
同

書
を
参
照
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

普
仏
戦
争
の
敗
北
後
､
フ
ラ
ン
ス
の
政
情
に
つ
い
て
'
大
革
命

九



奥田晴樹 :教導職の政体論

以
降
に
ま
で
遡
っ
て
否
定
的
に
評
価
す
る
向
き
も
現
れ
て
い
る
｡

神
田
孝
平
は
'
そ
れ
を
根
拠
に
'
民
撰
議
院
の
即
時
開
設
論
か
ら

慎
重
論

へ
と
転
じ
て
い
る

(拙
著

『
日
本
の
近
代
的
土
地
所
有
』

弘
文
堂
､
二
〇
〇
一
年
七
月
､
第
七
章

｢神
田
孝
平
の
土
地
所
有

･

地
租
論
｣
を
参
照
)0

(
25
)

前
掲
拙
著

『
立
憲
政
体
成
立
史
の
研
究
』
第

一
編
第
二
章

｢加

藤
弘
之
の
立
憲
政
体
提
議
｣
を
参
照
｡

(
26
)

国
体
論
の
側
か
ら
の

〟啓
蒙
″

へ
の
対
抗
の
､
別
の
試
み
の

一

つ
と
し
て
は
へ
吉
岡
徳
明
の
そ
れ

が
あ
る

(前
掲
拙
著

『
立
憲
政

体
成
立
史
の
研
究
』
第
三
編
第
三
章

｢教
導
職
の
国
制
論
｣
三
三

二
～
三
五
四
頁
を
参
照
)0

○


