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近
代
日
本
研
究
第
二
十
六
巻

(

二
〇
〇
九
年)

研
究
ノ
ー
ト明

治
憲
法
史
に
お
け
る
立
憲
君
主
制

福
沢
諭
吉

『

帝
室
論』

を
手
が
か
り
に

吉

馴

明

子

天
皇
制
と
い
う
も
う
論
じ
尽
く
さ
れ
た
感
の
あ
る
問
題
を
、
何
と
か
自
分
な
り
に
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
数

年
が
経
つ
。
丸
山
真
男
の

｢

超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理｣

は
戦
時
下
天
皇
制
の
研
究
と
し
て
そ
の
頂
点
を
な
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
若
手
の
研
究
者
の

｢

こ
れ
が
天
皇
制
研
究
な
の｣

が
最、
初、
の、
感
想
だ
っ
た
と
聞
い
た
と
き
、｢

天
皇
制｣

と
い
う
言
葉

の
持
つ
意
味
が
戦
後
の
あ
る
時
期
と
は
全
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
敗
戦
前
後
に
生

を
受
け
た
世
代
に
と
っ
て
は
、
天
皇
制
を
考
え
る
こ
と
は
戦
争
責
任
を
考
え
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
。
兵
隊
た
ち
が

｢

天

皇
陛
下
万
歳｣

を
叫
ん
で
死
に
、
遺
さ
れ
た
者
た
ち
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
伝
聞
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、｢

天
皇

制｣

が
単
に
絶
対
君
主
制
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

｢

政
治
制
度｣

と
し
て
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
天
皇
が
国
家

の
最
高
権
者
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
丸
山
の

｢

超
国
家
主
義｣

を
読
ん
で
視
界
の
晴
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。
む
ろ

ん
、
戦
後
の
象
徴
天
皇
は
も
は
や
主
権
者
・
最
高
の
権
力
者
で
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
憲
法
で
も
天
皇
は｢

日
本
国
統
合
の｣

175



象
徴
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
明
治
憲
法
下
で

｢

国
家
の
機
軸｣

た
る
べ
く
構
想
さ
れ
た
天
皇
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

明
治
憲
法
下
の
天
皇
制
は
、｢

絶
対
主
義
的
天
皇
制｣

と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
天
皇
は
専
制
君
主
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え

ら
れ
が
ち
で
、
そ
れ
は
全
く
的
は
ず
れ
で
も
な
い
。
し
か
し
、
明
治
憲
法
で
は
、
天
皇
を｢

統
治
権
を
総
覧
す｣

と
し
な
が
ら
も
、

立
法
府
と
し
て
の
国
会
を
置
き
、
国
会
と
大
臣
の
権
能
に
は
限
界
が
あ
る
と
は
い
え
、
天
皇
は
そ
れ
ら
を
全
く
無
視
し
て
専
制
的

に
統
治
を
行
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
明
治
憲
法
体
制
は
立
憲
君
主
制
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
同
じ
立
憲
君
主
制
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
比
較
し
、
日
本
の
天
皇
制
の
特
性
を
よ
り
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
そ
の
二
つ
の
国
の
君
主
が
持
っ
て
い
た

｢

神
聖
、
も
し
く
は
神
性｣

の
特
徴
と
、
そ
の
世
俗
化
の
過
程
に
つ
い
て
比
較

す
る
こ
と
で
、
日
本
の
天
皇
制
の

｢

政
治
制
度｣

以
外
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
プ
ロ
シ
ア
型
国
家
を
モ
デ
ル
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
比
較
す

る
の
は
無
意
味
だ
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
治
政
府
も
初
め
か
ら
プ
ロ
シ
ア
型
の
憲
法
を
作
ろ
う
と
決

め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
岩
倉
遣
欧
使
節
団
の
一
員
と
し
て
欧
米
を
視
察
し
た
後
で
大
久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
が
提
出
し
た
意

見
書
で
は
、
共
に
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
体
制
を
的
確
に
理
解
し
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
モ
デ
ル
と
し
て
日
本
の
立
憲
制
へ
の
道
を
考

え
て
い
た

(

１)

。
そ
れ
が
プ
ロ
シ
ア
型
へ
と
急
旋
回
し
た
の
は
明
治
十
四
年
の
政
変
以
後
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
明
治
十
四
年
の
政
変
で
、

大
隈
重
信
が
政
府
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
福
沢
諭
吉
も
政
府
と
の
関
係
を
断
た
れ
た
。
こ
の
政
変
の
半
年
後
に
、
福

沢
は

『

時
事
新
報』

を
創
刊
し
、『

帝
室
論』

は
翌
一
八
八
二
年
、
こ
れ
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
以
外
の
福
沢
の
評
論
に
つ
い
て

も
、
一
八
八
〇
年
前
後
に
、
明
治
初
期
の
国
民
国
家
の
担
い
手
と
し
て
の
人
民
の
形
成
に
重
点
を
お
く
論
調
か
ら
、
国
民
国
家
の

ま
と
ま
り
を
強
調
す
る
論
調
へ
と
変
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
十
四
年
の
政
変
に
お
け
る
福
沢
諭
吉
の
位
置
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
山
室
信
一
と
伊
藤
弥
彦
の
論
文
に
よ
っ
て
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概
観
し
、
福
沢
が

『

帝
室
論』

に
托
し
た
思
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

『

帝
室
論』

の
内
容
を
検
討
し

福
沢
が
天
皇
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
か
、
そ
の
期
待
は
当
時
の
日
本
社
会
の
構
造
を
考
え
る
と
き
に
果
た
し
て
妥

当
な
も
の
だ
っ
た
か
を
考
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、｢

天
皇
を
機
軸｣

と
す
る
明
治
憲
法
に
お
い
て
、｢

立
憲
君
主

制｣

と
し
て
の
特
性
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
か
を
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

明
治
十
四
年
の
政
変
と
福
沢
諭
吉

ま
ず
、
明
治
十
四
年
の
政
変
に
於
け
る
福
沢
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
政
府
内
の
藩
閥
に
か
か
わ
る

対
立
、
役
所
間
で
の
対
立
、
さ
ら
に
私
議
憲
法
案
作
成
者
な
ど
と
関
連
づ
け
で
、
山
室
信
一
が

『

法
制
官
僚
の
時
代

(

２)』

で
論
じ
て

い
る
。

山
室
は

｢

な
ぜ
、
自
己
の
憲
法
構
想
を
提
示
す
る
に
際
し
て
井
上
毅
ら
は
、
殊
更
に
福
沢
と
交
詢
社
の
政
治
活
動
や
憲
法
草
案

を
弾
劾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。｣

と
問
い
、
そ
の
答
え
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢

井
上
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
は
、〈
制
度
化
し
た
無
秩
序
〉
と
し
て
も
っ
と
も
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
し
、
イ
ギ
リ

ス
君
主
制
は

｢

其
名
王
政
、
而
其
于
実
不
レ

外
二

于
共
和
制
一。
民
主
共
和
制
也
…
…
而
国
王
徒
擁
二

虚
器
一

也
耳｣

す
な
わ
ち

�
偽
装
さ
れ
た
る
共
和
制disguised

R
epublic�

と
し
て
、
忽
卒
に
は
模
範
と
し
が
た
い
国
で
あ
っ
た

(

３)

。｣

井
上
に
は

｢

コ
ン
ス
チ
チ
ュ
シ
オ
ン｣

は
君
民
同
治
の
も
の
と
い
う
理
解
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
型
憲
政
が
よ
い
と
必
ず
し
も
思
っ

明治憲法史における立憲君主制

177



て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、｢

政
府
内
外
の
理
論
動
向
や
自
由
民
権
運
動
の
趨
勢
へ
の
対
抗｣

の
た
め
に
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
と
す
る
。
し
か
し
と
、
山
室
は
続
け
る
。｢

ひ
と
た
び
選
び
取
っ
た
以
上
、
そ
の
奉
持
す
る
も
の
を
掲
げ
て
反
攻
に
転
じ
な
い

か
ぎ
り｣

こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
伊
藤
博
文
、
岩
倉
具
視
に
働
き
か
け
さ
ら
に
井

上
馨
を
説
得
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
体
は
実
際
に
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
よ
り
共
和
政
体
に
近
く
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
福
沢
を
含
め

て
世
の
識
者
達
が
イ
ギ
リ
ス
流
の
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ウ
シ
ョ
ナ
ル
・
モ
ナ
ー
キ
ー
を
支
持
し
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。
早
く
ド
イ
ツ

法
に
習
う
べ
き
だ
と
手
紙
を
書
か
せ
、
よ
う
や
く
、
プ
ロ
シ
ア
型
を
模
範
に
し
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
の
起
草
を
伊
藤
博
文
に
担
当

さ
せ
る
と
い
う
お
膳
立
て
を
整
え
た
の
だ
と
す
る
。

福
沢
諭
吉
が
こ
の
よ
う
に
井
上
毅
か
ら
目
の
敵
に
さ
れ
た
理
由
を
、｢

統
治｣

の
側
か
ら
見
た

｢

人
心｣

把
握
の
問
題
と
し
て

論
じ
た
の
が
、
伊
藤
弥
彦

『

維
新
と
人
心

(

４)』

で
あ
る
。
以
下
、
伊
藤
弥
彦
に
よ
り
な
が
ら
、
十
四
年
の
政
変
に
お
い
て
井
上
が
何

を
し
よ
う
と
し
た
か
、
福
沢
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
見
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に

『

文
明
論
之
概
略』

に
お
い
て
福
沢
諭
吉
は
、｢

衆
論
は
必
ず
し
も
人
の
数
に
由
ら
ず
、
知
力
の
分
量
に
由
り

て
強
弱
あ
り｣

｢

人
々
に
智
力
あ
り
と
雖
も
習
慣
に
由
て
、
こ
れ
を
結
合
せ
ざ
れ
ば
衆
論
の
体
裁
を
成
さ
ず｣

と
述
べ
て

｢

衆
論｣

の
あ
り
方
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
ス
テ
ー
ト
の
形
成
を
可
能
と
す
る

｢

衆
論｣

は
ま
た
、｢

多
事
争
論｣

の
世
界

の
中
で
の
智
徳
の
進
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
政
府
の
最
重
要
施
策
の
中
心
に
い
た
能

吏
井
上
毅
も
ま
た
、
伊
藤
弥
彦
に
よ
る
と
、｢

人
心｣

の
教
導
に
心
を
砕
い
て
い
た
と
い
う
。｢

衆
論｣

＝｢

人
心｣

を
め
ぐ
っ
て
、

野
に
あ
る
福
沢
と
政
府
の
要
人
井
上
と
が
、
そ
れ
を
自
分
の
側
に
付
け
よ
う
と
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

井
上
は
福
沢
の
影
響
力
を
次
の
よ
う
に
い
う
ほ
ど
に
警
戒
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、｢

福
沢
ノ
交
詢
社
ハ
、
即
チ
今
日
全
国
ノ
多

数
ヲ
牢
絡
シ
、
政
党
ヲ
約
束
ス
ル
最
大
ノ
器
械
ニ
有
之
、
其
勢
力
ハ
無
形
ノ
間
ニ
行
ハ
レ
、
冥
々
ノ
中
ニ
人
ノ
脳
漿
ヲ
泡
醸
セ
シ
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ム
。
其
主
唱
者
ハ
十
万
ノ
精
兵
ヲ
引
テ
無
人
ノ
野
ニ
行
ク
ニ
均
シ

(

５)｣

。
し
た
が
っ
て
、
一
日
も
早
く
そ
れ
を
絶
つ
こ
と
が
、
民
権

運
動
を
押
さ
え
る
た
め
の
絶
対
的
な
条
件
だ
と
井
上
は
考
え
た
の
で
あ
る
。｢

国
会
開
設
の
大
勅｣

末
尾
の
言
葉
は
そ
の
こ
と
を

示
す
。｢
若
シ
仍
ホ
故
サ
ラ
ニ
躁
急
ヲ
争
ヒ
事
変
ヲ
煽
シ
、
国
安
ヲ
害
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
、
処
ス
ル
ニ
国
典
ヲ
以
テ
ス
ヘ
シ｣

。
政
府

は
明
治
十
四
年
の
政
変
を
利
用
し
て
、
福
沢
と
民
権
運
動
を
一
刀
両
断
の
下
に
切
り
捨
て
た
と
、
伊
藤
弥
彦
は
結
論
す
る
。

官
報
発
行
の
た
め
求
め
ら
れ
て
政
府
に
協
力
し
よ
う
と
し
た
途
端
大
隈
と
セ
ッ
ト
で
追
い
出
さ
れ
た
福
沢
に
は
、
政
府
側
の
体

制
・
ス
タ
ン
ス
が
見
え
て
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
再
度
新
聞
に
よ
る
人
心
啓
蒙
の
体
制
を
整
え
る
と
、
福
沢
は
民
間
と
政
府
が

協
力
し
て
国
民
国
家
を
建
て
あ
げ
る
べ
き
こ
と
を
説
き
始
め
た
。
既
に
府
県
会
の
開
設
の
頃
か
ら
、
民
権
運
動
が
政
府
転
覆
を
謀

る
危
険
を
見
て
取
っ
て
い
た
福
沢
は
、
民
権
派
支
援
か
ら
退
き
、
む
し
ろ
民
権
派
に
政
府
へ
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
は
い
う
も
の
の
、
全
く
の
政
府
擁
護
に
ま
わ
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
伊
藤
弥
彦
は

｢

官
民
調
和
論｣

と

『

学
問
の
す

す
め』

を
比
較
し
、
福
沢
が
一
貫
し
て
、｢
政
府
を
人
民
の
一
部
か
ら
構
成
す
る
同
源
の
も
の｣

で
、｢

政
府
と
人
民
が
相
持
ち
で｣

国
民
国
家
を
構
成
す
る
と
考
え
て
い
た
と
す
る
。
た
だ
、
初
期
の

『

学
問
の
す
す
め』

で
は
権
力
の
相
互
抑
制
を
、
こ
の
時
期
の

｢

官
民
調
和
論｣

で
は
、｢

相
共
に｣

｢

相
互
に
敬
し
て
各
そ
の
分
を
尽
く
す｣

べ
し
と
協
力
的
分
担
を
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民

の
持
ち
分
を
不
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
官
民
調
和
論
に
お
い
て
も
、｢

政
治
の
他
は
都
て
人
民
の

事
な
れ
ば｣

と
、｢

市
民
社
会
的
領
域｣

の
存
在
を
認
め
、｢
政
府
は
之
に
干
渉
し
妨
げ
を
為
す
可
ら
ず｣

と
そ
の
独
立
性
を
説
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
沢
の
議
論
の
一
貫
性
を
ま
と
め
て
い
る

(

６)

。

民
権
運
動
は
、
明
治
十
四
年
の
政
変
終
結
後
も
、
一
〇
年
後
の
国
会
開
設
に
向
け
て
政
党
を
結
成
す
る
な
ど
引
き
続
き
盛
ん
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
八
二
年
三
月
に
は
、
福
地
桜
痴

(

東
京
日
日
新
聞)

、
丸
山
作
楽

(

明
治
日
報)

、
水
野
寅
次
郎

(

東
洋
新
報)

を
中
心
に
立
憲
帝
政
党
が
政
府
の
庇
護
の
も
と
に
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
綱
領
に
は
、
国
体
の
保
守
、
国
権
の
拡
張
、
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漸
進
主
義
が
盛
ら
れ
て
い
た
。｢

天
皇
へ
の
忠
愛
心｣

に
訴
え
て
、
民
権
派
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
政
府
の
策
動
は
明
ら
か
で

あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
明
治
十
四
年
の
政
変
で
の
井
上
の
意
図
は
反
対
勢
力
の
政
府
か
ら
の
追
放
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
伊
藤
弥

彦
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
、｢

毅
は

｢

憲
法｣

と

｢

国
会｣

と
の
二
範
疇
の
間
隙
に
く
さ
び
を
打
ち
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…

一
方
で

｢
国
会｣

に
よ
っ
て
人
民
の
名
目
的
参
政
権
を
保
証
し
な
が
ら
他
方
で

(

プ
ロ
シ
ア
風)

｢

憲
法｣

に
よ
っ
て
国
会
自
体

の
中
身
を
空
虚
化
し
て
、
実
質
的
参
政
権
を
制
限
し
た
の
で
あ
る

(

７)｣

。

二

『
帝
室
論』

の
内
容
紹
介
と
そ
の
ね
ら
い

皇
室
の
権
威
を
背
景
に
民
権
派
の
言
論
封
じ
を
謀
る
右
に
述
べ
た
よ
う
な
政
府
の
動
向
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
福
沢
が
執
筆
し

た
の
が

『

帝
室
論』

で
あ
る

(

８)

。
一
八
八
二
年
四
月
二
六
日
か
ら
五
月
一
一
日
ま
で
一
二
回
に
わ
た
っ
て
時
事
新
報
社
説
と
し
て
発

表
さ
れ
、
同
月
さ
ら
に
単
行
本
と
し
て

『
帝
室
論』

は
刊
行
さ
れ
た
。

冒
頭
の

｢

帝
室
は
政
治
社
外
の
も
の
な
り｣
と
い
う
文
章
に
帝
室
論
の
中
心
的
な
主
張
が
も
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

｢

苟
も
日

本
国
に
居
て
政
治
を
談
じ
政
治
に
関
す
る
者
は
、
其
主
義
に
於
て
帝
室
の
尊
厳
と
其
神
聖
と
を
乱
用
す
べ
か
ら
ず
と
の
事
は
、
我

が
輩
の
持
論
に
し
て｣

と
続
き
、｢

政
治
社
外｣

を
説
く
意
味
が
、
政
治
論
争
に
持
ち
込
む
な
と
い
う
意
味
だ
と
わ
か
る
。
な
か

ん
ず
く
、｢

帝
政
党｣

が
天
皇
に
名
を
借
り
て
民
党
を
け
落
と
す
行
為
が

｢

帝
室
の
尊
厳｣

を
犯
す
と
、
そ
の
危
険
性
を
警
告
す

る
く
だ
り
を
読
め
ば
、
福
沢
が
敢
え
て

｢

帝
室
の
尊
厳
と
神
聖｣

を
説
い
て
、
帝
室
を
政
治
の
平
面
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
意

図
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
。
帝
室
を

｢

政
治
社
外｣

へ
出
し
て

｢
多
事
争
論｣

の
社
会
を
確
保
す
る
、
そ
れ
が
福
沢
の

｢

帝

室
論｣

執
筆
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
伊
藤
弥
彦
も
分
析
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
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し
か
し
、
福
沢
は
こ
こ
で
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
う
、｢

人
或
は
我
帝
室
の
政
治
社
外
に
在
る
を
見
て
、
虚

器
を
擁
す
る
も
の
な
り
と
疑
ふ
者
な
き
を
期
す
可
か
ら
ず
と
雖
も
…
…
帝
室
は
直
接
に
万
機
に
当
た
ら
ず
し
て
、
万
機
を
統
べ
給

ふ
者
な
り

(

９)｣

。｢

虚
器
を
擁
す
る｣

と
は
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
国
王
の
役
割
を
批
判
す
る
言
葉
で
あ
る
。
国
権
論
争

が
新
聞
を
賑
わ
し
た
頃
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
は
法
律
制
定
権
を
議
会
に
譲
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
国
王
が
主
権
を
持
っ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
、
そ
の
意
味
で
君
主
は
主
権
者
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
実

｢

虚
器｣

を
戴
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ

て
い
た
。
井
上
毅
の
福
沢
批
判
の
最
重
要
点
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
も
既
に
述
べ
た
。
福
沢
は
、
官
民
調
和
論
で
は
触
れ
な
か
っ

た
こ
の
批
判
を
意
識
し
て
、
反
論
し
て
い
る
。
帝
室
を

｢

政
治
社
外｣

に
置
く
と
い
う
の
は
帝
室
を

｢

万
機
を
統
べ�reign�｣

、

｢

当
た
ら
な
い�but

not
govern�｣

位
置
に
置
い
て
、
国
家
全
体
で
の
最
高
の
役
割
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
場

合
、
天
皇
と
国
会
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
福
沢
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
聞
こ
う
。

｢

国
会
爰
に
開
設
す
る
も
、
其
の
国
会
な
る
者
は
民
選
議
員
の
集
る
処
に
し
て
、
そ
の
議
員
が
国
民
に
対
し
て
は
恩
徳
も
な

く
武
威
も
な
し
。
国
法
を
議
決
し
て
其
白
文
を
民
間
に
頒
布
す
れ
ば
と
て
、
国
会
議
員
の
恩
威
、
並
行
は
る
可
き
と
も
思
は

れ
ず
、
ま
た
行
は
る
可
き
事
理
に
非
ざ
れ
ば
な
り

(�)
。｣

国
会
の
な
す
事
に
は
特
別
の
重
み
は
な
い
と
い
う
よ
う
で
あ
る
。『
学
問
の
す
す
め』

に
お
い
て
は
、
福
沢
は
国
会
議
員
を
主
人

た
る
国
民
か
ら
仕
事
の
委
託
を
受
け
る
者
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
武
威
も
恩
徳
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場

合
は
自
己
立
法
と
し
て
の
国
法
の
性
格
付
け
の
故
に
、
法
は

｢

遵
法｣
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
国
民

の

｢

主
人｣

と
し
て
の
自
覚
故
に
、
法
は
尊
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
や
国
法
と
国
会
の
威
信
が
低
下
し
、
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そ
の
分
天
皇
の
威
信
が
上
昇
し
て
い
る
。

｢
国
会
の
政
府
は
二
様
の
政
党
相
争
ふ
て
、
火
の
如
く
、
水
の
如
く
、
盛
夏
の
如
く
、
厳
冬
の
如
く
な
ら
ん
と
雖
ど
も
、
帝

室
は
独
り
万
年
の
春
に
し
て
、
人
民
こ
れ
を
仰
げ
ば
悠
然
と
し
て
和
気
を
催
ふ
す
可
し
。
国
会
の
政
府
よ
り
頒
布
す
る
法
令

は
其
冷
な
る
こ
と
水
の
如
く
、
其
情
の
薄
き
こ
と
紙
の
如
く
な
り
と
雖
ど
も
、
帝
室
の
恩
沢
は
其
甘
き
こ
と
飴
の
如
く
し
て
、

人
民
こ
れ
を
仰
げ
ば
以
て
其
慍
り
を
解
く
可
し
。
何
れ
も
皆
、
政
治
社
外
に
在
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
行
は
る
る
可
か
ら
ざ
る

事
な
り
。
西
洋
の
一
学
士
、
帝
王
の
尊
厳
力
を
論
じ
て
、
こ
れ
を
一
国
の
緩
和
力
と
表
し
た
る
者
あ
り
。
意
味
深
遠
な
る
が

如
し
。
我
国
の
皇
学
者
流
も
、
ま
た
、
民
権
者
流
も
…
…
反
復
推
究
し
て
、
自
ら
心
に
発
明
せ
ん
こ
と
を
祈
る
者
な
り

(�)｣
こ
の
引
用
は
、
筆
者
に
憲
法
制
定
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
た
新
市
長
村
制
施
行
時
の
山
県
有
朋
の
談
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
地

方
は

｢

宜
シ
ク
政
論
ノ
外
ニ
立
チ
、
各
々
ソ
ノ
区
域
ノ
中
ノ
画
策
ス
ル
所
非
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス｣

と
山
県
は
述
べ
て
い
た
。
そ
う
す

れ
ば
こ
そ
、｢

春
風
和
気
、
子
ヲ
育
シ
孫
ヲ
長
ズ
ル
ノ
地｣

を
維
持
し
、
国
家
の
基
礎
と
し
て
の
地
方
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る

(�)
。｢

春
風
和
気｣

と
は

｢

政
論
の
外｣

に
あ
る
自
然
な
秩
序
を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
様
に
帝
室
も

｢

政
治
社
外｣

に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
争
の
な
い
世
界
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
は

そ
う
だ
と
い
う
の
が
、
先
に
引
用
し
た
伊
藤
弥
彦
の
説
で
あ
る
。
帝
室
を
社
会
に
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
社
会
の
帝
室

独
占
を
阻
止
し
た
。
そ
れ
は
、
社
会
一
般
が
政
治
的
独
断
か
ら
の
自
由
を
得
る
こ
と
、｢

政
治
的｣

論
争
の
な
い
自
由
な
世
界
を

確
保
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る

(�)
。

ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
一
般
の
自
由
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
き
続
き
福
沢
の
い
う
と
こ
ろ
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を
聞
こ
う
。

｢
抑
も
一
国
の
政
治
は
甚
だ
殺
風
景
な
る
も
の
に
し
て
、
唯
法
律
公
布
等
の
白
文
を
制
し
て
之
を
人
民
に
頒
布
し
、
其
約
束

に
従
う
者
は
之
を
赦
し
、
従
は
ざ
る
者
は
之
を
罰
す
る
の
み
。
畢
竟
、
形
態
の
秩
序
を
整
理
す
る
の
具
に
し
て
、
人
の
精
神

を
制
す
る
も
の
に
非
ず

(�)
。｣

法
律
は｢

形
体
の
秩
序｣
す
な
わ
ち
人
の
行
為
、
外
形
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
が
、
人
の｢

精
神｣

す
な
わ
ち
内
面
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
の
近
代
法
秩
序
の
原
則
を
福
沢
は
ま
ず
確
認
す
る
。

｢

然
る
に
人
生
を
両
断
す
れ
ば
、
形
体
と
精
神
と
二
様
に
分
か
れ
て
、
よ
く
其
一
方
を
制
す
る
も
、
他
の
一
方
を
捨
る
時
は
、

制
御
の
全
き
も
の
と
云
う
可
ら
ず
。
…
…
政
治
は
唯
社
会
の
形
態
を
制
す
る
の
み
に
し
て
、
未
だ
以
て
社
会
の
衆
心
を
収
攬

す
る
に
足
ら
ざ
る
や
明
ら
か
な
り

(�)
。｣

し
か
し
、
近
代
法
秩
序
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
人
の
外
形
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
だ
け
で
は
、
国
家
統
合
は
な
し
得
な
い
と
福
沢

は
考
え
て
い
る
。
各
々
個
人
の
自
由
に
任
せ
ら
れ
て
い
る

｢

精
神｣
を
ど
う
す
る
か
。
福
沢
は
、
雇
い
人
が
働
く
の
は
主
人
と
の

間
に
情
交
が
あ
る
か
ら
で
、
賃
金
と
時
間
と
は

｢

形
体
の
部
分｣
に
す
ぎ
ず
、｢

人
を
御
す
る｣

の
は

｢

精
神
の
部
分｣

だ
と
す

る
。
そ
の
上
で
、｢

帝
室
は
日
本
人
民
の
精
神
を
収
攬
す
る
の
中
心
な
り｣
と
い
う
の
で
あ
る
。
各
人
の

｢

精
神｣

に

｢

帝
室｣

が
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
自
発
的
な
国
家
へ
の
忠
誠
を
得
て
、
国
民
を
作
っ
て
行
く
た
め
に
は
、｢

帝
室｣

明治憲法史における立憲君主制

183



こ
そ
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

｢
殊
に
我
日
本
国
民
の
如
き
は
、
数
千
年
来
、
君
臣
情
誼
の
空
気
中
に
生
々
し
た
る
者
な
れ
ば
、
精
神
道
徳
の
部
分
は
、
た

だ
こ
の
情
誼
の
一
点
に
依
頼
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
国
の
安
寧
を
維
持
す
る
の
方
略
あ
る
可
ら
ず
。
即
ち
帝
室
の
大
切
に
し
て

至
尊
至
重
な
る
由
縁
な
り

(�)
。｣

｢

帝
室｣

が
重
要
な
の
は
、
日
本
国
民
が

｢

数
百
年
来
、
君
臣
情
誼
の
空
気
中
に
生
々
し
た
る
者｣

だ
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

君
臣
の
情
誼
を
結
ん
で
い
た
の
は
天
皇
で
は
な
く
藩
主
で
あ
り
、
将
軍
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
重
要
な
の
は
そ
れ
が

｢

空
気
中
に

生
々｣

し
て
い
る
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
、｢

帝
室｣

尊
崇
の
念
と
し
て
人
々
の
中
に
色
濃
く
存
在
す
る
と
、
福
沢
が

認
め
た
こ
と
で
あ
る
。｢

尊
皇
倒
幕｣
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
人
々
の
現
状
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
が
た
ま
た

ま

｢

尊
皇｣

と
い
う
シ
ン
ボ
ル
に
吸
収
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と

『

文
明
論
之
概
略』

で
語
っ
て
い
た
福
沢
の
認
識
が
、
一
〇
年
も

経
た
ぬ
う
ち
に
変
わ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。｢
百
千
年
来
陳
腐
な
る
皇
学
者
流
の
筆
法
を
反
復
開
陳
す
る
の
み
に
し
て
、
恰
も

一
宗
旨
の
私
論
に
似
た
り｣

と
緒
言
で
述
べ
た
よ
う
な
尊
皇
論
に
で
あ
っ
た
と
き
、
幕
末
の
状
況
の
中
で
尊
皇
論
が
ど
れ
ほ
ど
の

力
を
持
っ
た
か
を
思
い
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
尊
皇
論
が
力
を
持
つ
前
に
何
と
か
手
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
福
沢
は
、

｢

西
洋
の
一
学
士｣

、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の

『

英
国
憲
政
論』

を
借
り
て
、
福
沢
な
り
の
帝
室
の
社
会
的
機
能
を
列
挙
し
て
み
た
の
で
は

な
い
か

(�)

。

周
知
の
よ
う
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
尊
厳
的
部
分
と
し
て
の
国
王
が
、
下
院
に
於
け
る
保
守
党
と
自
由
党
と
の
対
立
に
も
拘
わ
ら

ず
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
自
国
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
尊
厳
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的
部
分
と
し
て
の
国
王
の
特
徴
を
、
ア
、
国
民
の
感
情
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
、
忠
誠
に
つ
な
が
る
宗
教
的
要
素
。
ウ
、

社
交
上
の
頂
点
に
い
て
貴
賓
客
を
も
て
な
す
。
エ
、
し
ば
し
ば
期
待
は
ず
れ
に
終
わ
る
が
道
徳
的
指
導
者
。
オ
、
偽
装
し
て
行
動

す
る
立
憲
君
主
を
挙
げ
て
い
る
。
福
沢
も
ま
た
、
帝
室
に
同
じ
よ
う
な
役
割
を
与
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ア
、
貧
し
い
人
々
の
救
済
。
そ
の
た
め
に
政
府
が
出
資
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
膏
血
な
る
租
税
で

｢

他
の
口
腹
を

養
う｣

こ
と
に
な
る
の
で
難
し
い
が
、
国
民
全
体
の
情
に
訴
え
る
時
は

｢

誰
か
之
を
拒
む
者
あ
ら
ん
や｣

。｢

誰
か
よ
く
此
の
人
情

の
世
界
を
支
配
し
て
徳
義
の
風
俗
を
維
持
す
可
き
や
。
唯
帝
室
あ
る
の
み｣

。
イ
、
宗
教
的
要
素
。｢

僧
侶
善
知
識
の
一
言
を
以
て

兵
刃
既
に
接
す
る
の
戦
を
和
解
し
た
る
例
な
き
に
非
ず｣

。
藩
法
に
反
し
た
家
来
に
割
腹
を
命
じ
る
よ
う
な
時
に
、｢

君
家
菩
提
寺

の
老
僧
が
仲
裁
に
入
り
、
あ
る
い
は
命
乞
ひ
と
て
犯
罪
人
を
寺
に
引
き
取
る
こ
と
あ
り
。
何
れ
も
皆
宗
教
に
よ
っ
て
政
治
社
会
の

風
浪
を
和
し
た
る
も
の
な
り｣

。
ウ
、
政
府
が
学
校
教
育
を
左
右
す
る
の
で
は
な
く
、
帝
室
が
学
校
を
起
こ
し
、｢

之
を
帝
室
の
学

校
と
云
は
ず
し
て
私
立
の
資
格
を
付
与
し
、
…
…
我
日
本
の
学
術
を
し
て
政
治
の
外
に
独
立
せ
し
め
る
の
一
事
に
在
り｣

あ
る
い

は
、
エ
、
我
が
国
固
有
の
技
芸
、｢

所
謂
人
々
家
々
の
秘
法
に
伝
る
も
の｣

の
保
護
奨
励
も

｢

依
頼
し
て
望
む
べ
き
は
帝
室
あ
る

の
み｣

等
で
あ
る
。
要
す
る
に
、｢

勲
章
の
法
を
設
け
、
年
金
の
恩
賜
を
施
し｣

、
あ
る
い
は
特
別
に

｢

拝
謁｣

を
赦
す
な
ど
し
て

｢

天
下
翕
然
と
し
て
一
中
心
に
集
ま
り
、
栄
誉
の
源
泉
に
向
て
功
名
の
心
を
生
じ
、
我
芸
術
を
将
に
衰
へ
ん
と
し
た
る
に
挽

回
し
て
、
さ
ら
に
発
達
の
気
を
促
す
の
み
な
ら
ず
、
人
心
の
帝
室
を
慕
ふ
に
一
層
の
熱
を
増
し
て
、
益
其
尊
厳
神
聖
を
仰
ぐ

に
至
る
可
き
な
り
。

帝
室
は
人
心
収
攬
の
中
心
と
為
り
て
国
民
の
軋
轢
を
緩
和
し
、
海
陸
軍
人
の
精
神
を
制
し
て
其
の
向
ふ
所
を
知
ら
し
め
、

老
子
節
婦
有
功
の
者
を
賞
し
て
全
国
の
徳
風
を
篤
く
し
、
文
を
尚
び
士
を
重
ん
ず
る
の
例
を
示
し
て
我
日
本
の
学
問
を
独
立
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せ
し
め
、
芸
術
を
未
だ
廃
せ
ざ
る
に
救
ふ
て
文
明
の
富
を
増
進
す
る
等
、
其
の
功
徳
の
至
大
至
重
な
る
こ
と
挙
げ
て
云
ふ
可

ら
ず

(�)
。｣

｢

帝
室
論｣

そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
憲
政
に
よ
る
多
元
的
社
会
形
成
と
そ
の
外
郭
と
し
て
の
国
民
国
家
へ
の
青
写
真
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。｢
時
事
新
報｣

を
舞
台
に
、
福
沢
も
天
皇
を
中
心
に
と
す
る
プ
ラ
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
一
〇
年
後
の
国
会

開
設
と
立
憲
制
の
確
立
に
向
け
て
訴
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

こ
の
と
き
す
で
に
お
そ
く
当
時
の
明
治
政
府
は
天
皇
制

国
家
へ
の
道
を
選
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た

(�)｣
と
、
官
民
調
和
論
の
論
旨
を
紹
介
し
た
伊
藤
弥
彦
は
そ
の
項
を
結
ん
で
い
る
。｢

と

き
す
で
に
お
そ
く｣

と
伊
藤
弥
彦
が
い
う
の
は
、
井
上
毅
が
リ
ー
ド
し
た
プ
ロ
シ
ア
型
モ
デ
ル
に
基
づ
く
憲
法
構
想
を
、
福
沢
が

覆
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
福
沢
が
描
い
た
一
般
社
会
の
元
締
め
と
し
て
の
天
皇
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
、
教
育
勅
語
以
後
じ
わ
じ
わ
と
確
実
に
広
ま
っ
た
天
皇
制
国
家
の
天
皇
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が

な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

(�)
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
制
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
を

｢

君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず｣

の
位

置
に
置
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
は
、
国
家
の
最
高
位
に
い
て
、
宗
教
的
社
交
的
役
割
な
ど
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
維
持
の
役
割
り
を
果
た
す
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
い
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
は
各
々
の
役
割
に
応
じ
た
国
教

会
、
貴
族
社
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
自
律
的
制
度
や
人
間
関
係
が
あ
り
、
実
質
的
に
そ
れ
ら
に
支
え
ら
れ
て
国

王
は

｢

君
臨｣

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
福
沢
の
い
う

｢

天
皇
中
心｣
で
は
、
そ
れ
ら
の
社
会
関
係
や
制
度
を
日
本
の
社
会
に

人
為
的
に
作
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
人
為
的
に
作
ら
れ
て
い
く
以
上
、
各
々
の
社
会
領
域
に
初
め
か
ら｢

君
臣
情
誼｣

が

｢

空
気
中
に
生
々｣

す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
で
も
な
い
し
、
こ
れ
ら
の
社
会
諸
領
域
の
上
に
天
皇
が
た
だ

｢

君
臨｣

す
る
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と
期
待
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
政
治
外
の
社
会
は
各
々
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
多
元
的
に
形
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
社
会
は
皇
室
に
一
元
的
に
収
攬
さ
れ
、
天
皇
制
国
家
に
絡
め
と
ら
れ
る
他
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
福
沢
が
政
治
力
の
な
い

｢

虚
器｣

と
し
て
の
天
皇
を
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

文
明｣

に
資
す
る
多
元
的

社
会
を
作
る
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
実
り
得
な
い
願
い
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。�reign

but
not
govern�

を
目
指
す

天
皇
は
、�govern

w
ith
reign�

｢

統
治
す
、
君
臨
以
て｣

に
利
用
さ
れ
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

明
治
憲
政
史
に
お
け
る
立
憲
君
主
制
の
意
味

で
は
、
プ
ロ
シ
ア
型
モ
デ
ル
に
よ
る
憲
法
制
定
へ
と
着
々
と
歴
史
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、｢

君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず｣

と

い
う
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
君
主
制
は
、
明
治
憲
政
史
に
全
く
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
憲
法
制
定
の
中
心
人
物
伊
藤
博

文
の
構
想
を
顧
み
て
本
稿
を
閉
じ
よ
う
と
思
う
。

岩
倉
綱
領
を
発
表
し
て
憲
法
策
定
の
方
向
を
プ
ロ
シ
ア
型
に
定
め
た
政
府
は
伊
藤
博
文
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
し
た
。
伊
藤
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
歴
訪
し
て
統
治
の
実
際
に
つ
い
て
学
ん
だ
が
、
彼
が
一
番
影
響
を
受
け
た
の
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
で
あ
っ

た
。
他
方
、
井
上
毅
は
日
本
に
と
ど
ま
り
、
日
本
の
天
皇
統
治
の
形
を
ど
の
よ
う
に
立
憲
体
制
に
組
み
入
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、

お
雇
い
外
人
ロ
エ
ス
レ
ル
か
ら
学
ん
で
い
た
。
こ
の
二
人
に
金
子
堅
太
郎
と
伊
東
巳
代
治
を
加
え
た
四
人
は
、
一
八
八
七
年
五
月

こ
ろ
か
ら
憲
法
草
案
の
検
討
に
入
っ
た
。
井
上
毅
の
二
つ
の
案
と
ロ
エ
ス
レ
ル
の
案
が
原
案
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
八
年
春
に
憲
法
草
案
が
固
ま
る
と
、
枢
密
院
で
の
審
議
を
経
て
一
八
八
九
年
二
月
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
つ
い
て
、
天
皇
統
治
の
あ
り
方
と
国
会
、
内
閣
の
位
置
に
つ
き
、
い
く
つ
か
の
点
を
確
認
し
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て
お
こ
う
。

ま
ず
、
天
皇
に
つ
い
て
で
あ
る
。

第
一
条
は
、｢

大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス｣

で
あ
る
。
こ
の
条
文
に
対
し
て
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
に
鑑
み
て
も
、
日
本
で
も

｢

今
後
幾
百
千
年
ノ
後
マ
テ
皇
統
ノ
連
綿
タ
ル
ヘ
キ
ヤ
ハ
何
人
モ
予
知
シ
能
ハ
サ
ル
所｣

で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

｢

漠
然
タ
ル
文
字
ヲ
憲
法
ノ
主
条
ニ
置｣

い
て
世
の
論
難
を
招
く
の
は
得
策
で
な
い
と
反
対
し
た

(�)

。
し

か
し
、
こ
の
意
見
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
三
条
の

｢

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ｣

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
エ
ス
レ
ル
の
案
で
は

｢

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
犯

ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
帝
国
ノ
主
権
者
ナ
リ
。
天
皇
ハ
一
切
ノ
国
権
ヲ
総
覧
シ
此
憲
法
ニ
於
テ
款
定
シ
タ
ル
規
定
ニ
従
ヒ
之
ヲ
施
行
ス

(�)｣
と
あ
る
。
井
上
毅
の
試
草
甲
乙
案
に
は
、
天
皇
は

｢

大
政｣

も
し
く
は

｢

国
権｣

を
総
覧
し
と
あ
り
、｢

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
犯

ス
ベ
カ
ラ
サ
ル｣

と
い
う
句
は
な
か
っ
た
(�)

。
何
度
か
の
検
討
の
末
、｢

十
月
草
案｣

で
は
、｢

天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
一
切
ノ
政

権
ヲ
総
覧
シ
此
ノ
憲
法
ニ
依
リ
之
ヲ
施
行
ス｣

｢

天
皇
ノ
体
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
犯
ス
へ
カ
ラ
ズ｣

の
二
つ
の
条
文
に
分
か
れ
た

(�)

。
ロ

エ
ス
レ
ル
は
主
権
の
至
高
性
を
表
す
言
葉
と
し
て｢
神
聖｣

を
用
い
た

(�)
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
意
見
を
検
討
し
た
後
、

｢

神
聖｣

は
主
権
の
保
持
と
い
う
機
能
と
は
分
離
さ
れ
、
法
的
に
天
皇
の
身
体
の
不
可
侵
と
し
て
条
項
が
分
け
ら
れ
た
。
そ
れ
が

明
治
憲
法
で
は
、
物
理
的
に
存
在
を
表
す

｢

体｣

が
省
か
れ

｢
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ｣

と
な
っ
た
。
天
皇
と
い
う

存
在
そ
の
も
の
が
神
聖
と
さ
れ
た
わ
け
で
、｢

現
人
神
天
皇｣
と
い
う
発
想
も
こ
の
延
長
上
に
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
四
条

｢

天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
覧
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ｣

の
天
皇
主
権
を
め
ぐ
る
表
現
は

ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
枢
密
院
で
の
審
議
の
時
に

｢

憲
法
ノ
条
規｣
以
下
の
文
字
の
削
除
を
求
め
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。

そ
れ
に
応
え
て

｢

抑
憲
法
ヲ
創
設
シ
テ
政
治
ヲ
施
ス
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
君
主
ノ
大
権
ヲ
制
規
ニ
明
記
シ
、
其
幾
部
分
ヲ
制
限
ス
ル
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モ
ノ
ナ
リ｣

と
い
う
説
明
が
伊
藤
か
ら
な
さ
れ
た
。｢

憲
法
の
条
規
に
よ
り
云
々
が
な
け
れ
ば
、
立
憲
政
治
で
は
な
く
無
限
専
制

の
政
体
と
な
る
、
こ
れ
に
よ
り
君
権
の
軽
重
は
生
じ
な
い
と
い
う
説
明
で
あ
っ
た｣

と
稲
田
が
解
説
し
て
い
る

(�)

。
む
ろ
ん
、
枢
密

院
の
審
議
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
伊
藤
は
、
天
皇
を
機
軸
と
す
る
た
め
に

｢

君
権
を
尊
重
し
て
成
る
べ
く
之
を
束
縛
せ
ざ
ら
ん

事
を
勉
め
た
り｣

と
述
べ
て
お
り
、
四
条
の
天
皇
の
統
治
権
に
つ
い
て
の
条
文
も
、
そ
の
よ
う
な
主
旨
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
ま
た
次
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
制
定
準
備
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
た
伊
藤
博
文
の
岩
倉
具
視
に
宛

て
た
書
簡
に
も
書
か
れ
て
い
る
伊
藤
の
宿
願
で
も
あ
っ
た
。

｢

君
主
立
憲
体
な
れ
ば
、
君
位
君
権
は
立
法
の
上
に
居
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
と
云
の
意
な
り
。
故
に
、
憲
法
を
立
て
立
法
行
政

の
両
権
を
並
立
せ
し
め
、
立
法
議
政
府

行
政
宰
相
府
、
恰
も
人
体
に
し
て
意
想
と
行
為
あ
る
が
如
く
な
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
と
云

(�)

。｣

こ
の
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
君
権
尊
重
の
形
体
が
興
味
を
引
く
。｢

君
権｣

が
立
憲
政
体
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
に
は
、
天
皇
が

｢

頭｣

と
な
っ
て
国
の
あ
ら
ゆ
る
機
構
を
動
か
す
と
い
う
形
で
は
な
く
、｢

意
想｣

と

｢

行
為｣

と
い

う
二
つ
の
組
織
を
持
っ
た
上
で
、｢

君
主
は
則
此
両
組
織
の
上
に
あ
り｣

と
い
う
形
に
な
る
。
し
か
も
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
よ
う
に

｢

邦
国
統
治
の
権
国
会
に
偏
倚
し
て
宰
相
は
国
会
の
衆
寡
に
よ
り
進
退
せ
ら
る｣

状
態
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
れ
で
は

君
権
が
削
減
さ
れ
、
政
府
が
国
会
の
臣
僕
の
よ
う
で
、｢

統
治
の
実
権
帰
す
る
所
な
き
に
至
り
て
は
国
権
を
拡
張
し
民
庶
の
幸
福

を
保
持
す
る
所
以
に
非｣

ず
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

(�)
。｢

虚
器
を
擁
す
る｣

イ
ギ
リ
ス
型
君
主
制
で
は
、
後
発
の
近
代
国
家
と
し

て
、
国
家
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
専
制
君
主
制
で
な
い
形
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
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こ
の
問
題
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
天
皇
の
主
権
に
関
わ
る
事
柄
で
、
特
に
内
閣
、
大
臣
の
役
割
と
責
任
と
の
関
係
が
問
題
と

な
る
。
事
実
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
枢
密
院
に
憲
法
草
案
が
諮
詢
さ
れ
る
前
の
最
終
段
階
の

｢

二
月
草
案｣

で
修
正
さ
れ
た
。
内
閣

の
連
帯
責
任
を
定
め
て
い
た
文
言
が
削
除
さ
れ
、
第
五
十
七
条

｢

国
務
各
大
臣
ハ
天
皇
ヲ
補
弼
シ
及
法
律
勅
令
其
国
務
ニ
関
ス
ル

詔
勅
ニ
副
署
シ
其
責
ニ
任
ス｣

と
改
め
ら
れ
た

(�)
。
明
治
憲
法
に
於
け
る
大
臣
の
天
皇
に
対
す
る
個
別
輔
弼
体
制
が
で
き
た
こ
と
に

な
る
。
個
別
に
支
え
る
の
だ
か
ら
大
臣
の
施
政
に
つ
い
て
内
閣
が
連
帯
責
任
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
首
相
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
も
な
い
。
ま
た
、
内
閣
全
体
と
し
て
も
個
別
の
大
臣
と
し
て
も
、
国
会
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
国
会

は
政
策
の
実
行
に
つ
い
て
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い

る
議
会
・
大
臣
と
天
皇
の
関
係
は
、
一
九
世
紀
選
挙
法
改
正
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
と
国
王
の
関
係
に
似
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
大
臣
は

｢

ロ
ー
ヤ
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ァ
ー｣

で
選
ば
れ
、
議
会
は
国
王
の
諮
問
機
関
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
時

代
に
は

｢

王
権
神
授
説｣

が
普
及
し
て
い
て
、
臣
民
の
国
王
に
対
す
る
服
従
の
義
務
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
国
王
は
虚
器
で
は
な

く
絶
対
君
主
だ
っ
た
。
国
王
で
な
く
議
会
に
政
治
の
主
な
舞
台
が
移
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
名
誉
革
命
後
、
特
に
一
八
八
〇
年

代
の
選
挙
法
改
正
以
後
の
こ
と
で
あ
る

(�)
。
一
方
で
名
誉
革
命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
政
体
を
頭
に
置
き
な
が
ら
、
他
方
で
絶
対

君
主
型
の
イ
ギ
リ
ス
政
体
に
近
い
政
治
体
制
を
作
る
と
い
う
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

伊
藤
は
こ
の
あ
た
り
の
制
度
的
ほ
こ
ろ
び
を
察
知
し
て
い
た
の
か
、｢

二
月
草
案｣

の
第
五
十
八
条
に
初
め
て

｢

枢
密
院
ハ
天

皇
ノ
諮
問
ヲ
応
フ｣

を
加
え
た
。
国
会
と
政
府
の
意
思
が
対
立
し
た
場
合
、
天
皇
の
聖
断
に
よ
っ
て
最
終
決
定
を
下
す
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
天
皇
の
政
治
責
任
に
は
ね
返
る
可
能
性
を
伊
藤
は
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。｢

国
家
ノ
大
勢
国
民
ノ
感
情
ヲ
明
察｣

し
た
判
断
、
勧
告
を
与
え
う
る
機
関
の
必
要
か
ら
枢
密
院
を
置
こ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る

(�)
。

以
上
、
天
皇
の
絶
対
主
義
的
側
面
と
立
憲
主
義
的
側
面
が
交
叉
す
る
点
に
だ
け
焦
点
を
当
て
て
大
日
本
帝
国
憲
法
に
つ
い
て
述
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べ
た
が
、
上
述
の
よ
う
な
問
題
点
を
は
ら
み
つ
つ
、
と
も
か
く
天
皇
を
機
軸
と
す
る
国
家
の
制
度
を
定
め
た
憲
法
が
起
草
さ
れ
、

枢
密
院
で
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
枢
密
院
会
議
に
、
イ
ギ
リ
ス
型
憲
法
を
主
張
し
て
明
治
十
四
年
の
政
変
で
政
府
を
追
わ
れ
た
大
隈

重
信
も
出
席
し
て
い
た
。
彼
は
沈
黙
を
通
し
た
が
、
憲
法
に
つ
い
て
、
ま
た
政
党
内
閣
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
。

｢

一
体
憲
法
の
妙
は
運
用
如
何
に
在
る
こ
と
な
れ
ば
、
…
…
も
し
政
党
員
に
し
て
皇
帝
陛
下
の
御
信
任
を
得
併
せ
て
輿
望
の

皈
す
る
所
と
な
り
た
ら
ん
に
は
、
政
党
内
閣
の
実
を
見
る
こ
と
難
き
に
あ
ら
ざ
る
へ
し

(�)｣
実
際
、
国
会
開
設
の
初
期
に
は
、
首
相
は

｢

超
然
主
義｣

を
掲
げ
た
が
、
早
く
も
一
九
〇
〇
年
に
は
伊
藤
自
ら
立
憲
政
友
会
の

総
裁
と
な
り
、
内
閣
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
隈
が
密
か
に
予
期
し
た
よ
う
に
大
日
本
帝
国
憲
法
の
も
と
で
も
議
院
内
閣
制

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
天
皇
も
、
特
に
日
中
戦
争
勃
発
後
は
、
直
接
に
戦
局
に
関
わ
る
発
言
を
し
て
政
治
的
混
乱

を
来
す
こ
と
を
避
け
て
、｢

君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず｣

の
形
で
日
本
の
最
高
位
に
居
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、『

帝

室
論』

に
描
か
れ
た

｢

人
心
を
収
攬
す
る｣

中
心
と
し
て
の
天
皇
は
、
政
治
社
会
の
中
で
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天

皇
が
神
聖
な
力
を
帯
び
て
政
治
社
会
外
に

｢

君
臨｣

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
る
と
、
大
日

本
帝
国
憲
法
下
の
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
君
主
制
は
、
本
家
本
元
と
は
全
く
異
な
っ
た
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。

注

(

１)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
松
本
三
之
介

『

明
治
思
想
史
―
近
代
国
家
の
創
設
か
ら
個
の
覚
醒
ま
で』

(

新
曜
社
、
一
九
九
六
年)

を
参
照
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さ
れ
た
い
。

(

２)

山
室
信
一

『

法
制
官
僚
の
時
代
―
国
家
の
設
計
と
知
の
歴
程
―』

(

木
鐸
社
、
一
九
八
四
年)

特
に
Ⅰ
章
三
、
四
を
参
照
の
こ
と
。

(
３)

同
前
、
二
六
三
頁
。

(

４)
伊
藤
弥
彦

『

維
新
と
人
心』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年)

。

(

５)

伊
藤
博
文
宛
井
上
毅
書
簡

一
八
八
一
・
七
・
一
二

(『

井
上
毅
史
料

４』

四
八
頁)

。

(

６)

同
前
、
一
七
六
〜
一
七
八
頁
。

(

７)

同
前
、
一
四
二
頁
。

(

８)
『

帝
室
論』

と
明
治
十
四
年
の
政
変
の
社
会
政
治
状
況
と
の
関
連
、『

帝
室
論』

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
太
田
雅
夫

｢

福
澤
諭
吉
の
天
皇

観｣
(『

社
会
科
学』

第
一
号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所

一
九
六
五
、
三)

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
社
会
・
政
治
的
に

持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
う
ち
に
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
。

(

９)

福
沢
諭
吉『

帝
室
論』

(『

福
沢
諭
吉
選
集

第
六
巻』

岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年)

三
九
頁
。
な
お
、
本
稿
で
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

(

10)

同
前
、
三
七
頁
。

(

11)

同
前
。

(

12)

国
家
学
会
編

『

明
治
憲
政
経
済
史
論』

(

有
斐
閣
、
一
九
一
九
年)

四
二
八
頁
。

(

13)

伊
藤
弥
彦
、
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。

(

14)
『

帝
室
論』

前
掲
書
、
三
六
頁
。

(

15)

同
前
。

(

16)

同
前
、
三
七
頁
。

(

17)

同
前
、
六
六
〜
六
七
頁
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
君
主
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
安
西
敏
三

『

福
沢
諭
吉
と
自
由
主
義
―
個
人
・

自
治
・
国
体
―』

(

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

二
〇
〇
七
年)

第
五
章
に
詳
し
い
。
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(

18)

福
沢
、
前
掲
書
、
六
七
頁
。

(

19)

伊
藤
弥
彦
、
前
掲
書
、
一
七
八
頁
。

(
20)

碓
井
岑
夫
は｢

福
沢
諭
吉
の
教
育
論
と
天
皇
観｣

(『

人
文
学
報』�
82

教
育
学�
、
一
九
七
一
年
、
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部)

で
、

｢
政
権
と
学
権
と
の
両
立｣

の
た
め
に｢

帝
室｣

を
利
用
す
る
と
い
う
判
断
は
、｢

天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た｣
と
し
て
い
る
。
な
お
、
天
皇
を
機
軸
と
す
る
た
め
に
福
沢
諭
吉
、
井
上
毅
、
伊
藤
博
文
が

｢

教
育｣

を
ど
う
用
い
た
か
に
つ
い
て
、

別
途
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(

21)

稲
田
正
次

『
明
治
憲
法
成
立
史』

下
、
二
四
八
頁
。

(

22)

同
前
、
一
〇
六
頁
。

(

23)

同
前
、
七
一
頁
。

(

24)

同
前
、
二
七
一
頁
。

(

25)

ロ
エ
ス
レ
ル
の

｢

憲
法
草
案
修
正
意
見｣

に
は
、｢

天
皇
の
国
権｣

と
い
う
字
句
に
つ
い
て
、｢

国
君
ハ
国
ノ
元
首
ナ
ル
カ
故
ニ
最
上
権

(Suprem
e
pow
er)

則
施
治
ノ
権

(pow
er
of
governm

ent)

を
有
す
る
な
り｣

と
述
べ
て
い
る

(

稲
田
正
次
、
前
掲
書
、
二
四
九
頁)

。

(

26)

稲
田
正
次
、
前
掲
書
、
五
八
八
頁
。

(

27)

春
畝
公
追
頌
会
編

『

伊
藤
博
文
伝』

中

(

純
正
社
、
一
九
四
二
年)

。

(

28)

同
前
。

(

29)

稲
田
正
次
、
前
掲
書
、
三
三
七
頁
、
詳
し
い
修
正
過
程
に
つ
い
て
は
稲
田
正
次
、
前
掲
書
、
三
四
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(

30)

こ
の
推
移
に
つ
い
て
、
拙
著

｢

国
王
の
神
性
と
其
の
世
俗
化
を
め
ぐ
っ
て｣

『

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム』

24
・
25
号

(

日
本
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス

ト
協
会
、
二
〇
〇
六
年
七
月)

も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
吉
岡
拓
が
福
沢
の
帝
室
論
に
つ
い
て
論
じ
た
最
近
の
論
文
に
は
目
を
通
す
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。

(

31)

稲
田
正
次
、
前
掲
書
、
五
四
三
〜
五
四
四
頁
、
枢
密
院
設
置
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
書
五
三
四
頁
〜
五
五
五
頁
参
照
の
こ
と
。
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(

32)

大
隈
重
信
が
、
憲
法
発
布
直
後
、
改
進
党
系
の
府
県
会
議
長
な
ど
に
話
し
た
と
さ
れ
る
。
同
前
、
九
二
六
頁
か
ら
再
引
用
。
尚
稲
田
は
、

大
隈
が
枢
密
院
会
議
で
終
始
沈
黙
し
て
い
た
の
も
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
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