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日
本
の
近
代
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
か
。
一
般
的
な
認
識
と
し
て
は
、
一
八
五
三
年
に
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司

令
長
官
で
あ
る
ペ
リ
ーM

atthew
 Calbraith Perry

が
四
隻
の
蒸
気
軍
艦
を
率
い
て
日
本
に
や
っ
て
き
て
開
国
を
求
め
た
こ
と
に

よ
り
、
日
本
は
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
る
鎖
国
の
状
態
を
脱
し
て
国
際
関
係
の
中
に
入
っ
て
い
き
、
そ
の
後
は
、
外
国
通
商
の
是
非

を
め
ぐ
っ
て
尊
王
攘
夷
運
動
や
条
約
勅
許
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
内
乱
が
引
き
続
き
、
武
士
の
政
権
で
あ
る
徳
川
幕
府
も
倒
さ
れ

て
い
く
。
そ
し
て
天
皇
を
中
心
と
す
る
明
治
の
新
し
い
体
制
が
成
立
し
、
そ
の
明
治
政
府
の
下
で
推
進
さ
れ
た
「
文
明
開
化
」
政
策

に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
、
す
な
わ
ち
社
会
の
西
洋
化
と
資
本
主
義
的
な
経
済
発
展
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
誤
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
ま
っ
た
く
不
充
分
な
理
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
政
府
の
推
進
す
る
近
代
化
政
策
に
よ
っ
て
国
が
近
代
化
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
中
に
近
代
国
家
は
遙
か
昔
か
ら

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　

だ
が
一
九
世
紀
の
ア
ジ
ア
と
世
界
の
情
勢
は
過
酷
で
あ
り
隷
属
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
、
そ

の
多
く
が
欧
米
列
強
の
植
民
地
や
保
護
国
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
の
、
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
・
ラ
オ
ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
の
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
、
シ
ベ
リ
ア
と
中
央
ア
ジ
ア
は
ロ
シ
ア
の
、
そ
れ
ぞ
れ

植
民
地
な
い
し
保
護
国
と
な
っ
て
い
た
。

　

大
国
で
あ
る
中
国
と
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
や
ク
リ
ミ
ア
戦
争
な
ど
を
通
し
て
英
・
仏
・
露
な
ど
に
よ
っ
て
蚕
食

さ
れ
、
半
植
民
地
化
の
途
を
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
以
外
の
世
界
の
諸
地
域
に
つ
い
て
も
、
そ
の
大
半
が
欧
米
諸
国
の
植
民
地

と
化
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
一
九
世
紀
の
世
界
を
見
渡
し
た
と
き
、
欧
米
諸
国
以
外
で
国
家
の
独
立
を
堅
持
し
た
う
え
で
近
代
化
（
議
会
・
憲
法
制
度
、

社
会
的
近
代
化
、
資
本
主
義
経
済
の
発
展
）
を
実
現
で
き
て
い
た
の
は
日
本
を
除
い
て
は
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
目
に
す
る
と
き
、
日
本
の
近
代
化
が
明
治
政
府
の
「
文
明
開
化
」
政
策
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で

は
説
明
不
可
で
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
明
治
の
日
本
で
は
な
く
、

欧
米
列
強
と
最
初
に
接
触
し
、
一
連
の
国
際
条
約
を
締
結
し
た
と
き
の
日
本
、
す
な
わ
ち
武
士
（
侍
）
が
統
治
を
担
っ
て
い
た
徳
川

幕
藩
体
制
下
の
日
本
の
国
家
的
力
量
に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

徳
川
日
本
の
社
会
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
力
量
を
備
え
る
に
至
っ
た
の
か
。
本
書
は
こ
れ
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
、

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
共
同
研
究
の
成
果
報
告
論
集
で
あ
る
。
研
究
代
表
笠
谷
の
主
宰
し
た
前
回
共
同
研
究
「
一

八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
」（
思
文
閣
出
版
か
ら
同
名
の
成
果
報
告
論
集
が
公
刊
）
で
は
、
徳
川
日
本
の
一
八
世
紀
に
焦
点

を
あ
わ
せ
て
、
徳
川
社
会
に
胎
胚
し
て
い
た
新
し
い
文
化
的
動
向
を
広
範
な
分
野
に
わ
た
っ
て
総
合
的
に
解
明
し
、
多
く
の
成
果
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
の
共
同
研
究
会
に
お
い
て
は
対
象
を
よ
り
拡
大
し
て
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
わ
た
る
時
代
の
徳
川
社
会
全
般
を
取
り

扱
い
、
如
上
の
問
題
、
日
本
の
近
代
化
に
と
っ
て
徳
川
社
会
は
ど
の
よ
う
な
力pow

er

を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
し
え
て
い
た

の
か
、
こ
れ
を
多
分
野
の
研
究
者
と
と
も
に
総
合
的
に
究
明
す
る
。

　

さ
て
社
会
の
近
代
化
を
め
ぐ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
書
物
と
い
う
の
は
汗
牛
充
棟
た
だ
な
ら
ず
の
状
態
で
あ
り
、
し
か
も
「
近
代
化
」

と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
も
、
果
て
し
な
い
広
が
り
を
有
し
て
い
る
。
資
本
主
義
的
経
営
と
工
場
制
労
働
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
経

済
的
近
代
化
、
市
民
革
命
と
市
民
社
会
の
形
成
お
よ
び
憲
法
と
国
民
議
会
の
制
度
に
よ
る
政
治
的
近
代
化
、
合
理
的
思
惟
と
個
我
の

確
立
そ
し
て
表
現
の
自
由
を
も
っ
て
す
る
思
想
的
近
代
化
、
共
同
体
か
ら
の
脱
却
と
人
と
情
報
の
自
由
な
移
動
を
指
標
と
す
る
社
会
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まえがき

的
近
代
化
、
等
々
。

　

ま
た
「
近
代
化
」
の
類
縁
概
念
と
し
て
も
、
合
理
性
、
西
洋
化
、
国
際
化
と
植
民
地
化
、
資
本
主
義
、
工
業
化
、
情
報
化
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
、
個
人
主
義
、
市
民
社
会
、
経
済
社
会
、
科
学
技
術
と
科
学
的
思
考
等
々
を
列
記
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
「
近
代
化
」
の
定
義
や
概
念
規
定
を
め
ぐ
っ
て
実
に
夥
し
い
数
の
研
究
が
な
さ
れ
、
膨
大
な
量
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
な
お
近
代
化
を
論
じ
る
本
書
の
立
場
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
近
代
化
の
概
念
規

定
を
め
ぐ
る
議
論
の
重
要
性
は
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
ヒ
ス
ト
リ
ア
ン
が
中
心
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
た
本
共

同
研
究
会
で
は
、
各
分
野
に
お
け
る
実
態
面
な
い
し
事
実
関
係
の
究
明
に
、
よ
り
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
と
を
か
け
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
点
で
意
見
の
一
致
を
見
た
。

　

そ
し
て
各
研
究
分
野
に
お
い
て
新
規
の
事
象
な
い
し
新
し
い
ト
レ
ン
ド
と
覚
し
き
感
触
、
直
観
を
得
た
な
ら
ば
、
関
係
事
象
を
網

羅
的
に
探
索
―
列
挙
し
、
そ
れ
ら
諸
事
象
を
通
貫
し
、
共
通
に
内
在
す
る
核
心
的
な
問
題
を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
と
る
こ

と
で
諒
解
し
あ
っ
た
。
一
七
～
一
九
世
紀
の
徳
川
社
会
の
各
分
野
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
趨
勢
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

新
し
い
事
象
、
動
向
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
事
象
の
意
味
と
、
歴
史
の
展
開
に
対
し
て
果
た
し
て
い
る
意
義
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
。

そ
し
て
そ
れ
ら
が
そ
の
後
の
明
治
日
本
の
歴
史
形
成
に
対
し
て
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

日
本
の
近
代
化
の
起
源
を
徳
川
社
会
に
求
め
る
議
論
は
こ
れ
ま
で
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
古
く
日
本
資
本
主
義
論
争
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
労
農
派
は
明
治
維
新
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
み
な
す
見
地
か
ら
徳
川
社
会
の
中
に
胚
胎
す
る
近
代
的
要
素
に
着
目
し

た
。
対
す
る
講
座
派
で
は
、
そ
の
異
端
と
さ
れ
た
服
部
之
総
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
論
争
を
提
起
し
て
、
徳
川
社
会
を
資
本
主
義

発
達
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
段
階
と
規
定
す
る
な
ど
、
社
会
の
発
展
的
側
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
研
究
が
な
さ
れ
た
。

　

戦
後
の
歴
史
学
会
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
を
中
心
と
し
て
日
本
の
近
代
化
に
関
す
る
研
究
が
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進
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
成
果
は
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ホ
ー
ル
、
マ
リ
ウ
ス
・
Ｂ
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
編
／
宮
本
又
次
、
新
保
博
監
訳
『
徳
川
社

会
と
近
代
化
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
三
年
）
と
い
っ
た
形
で
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
、
ま
た
日
本
側
研
究
者
に
よ
っ
て
も
大
石
慎

三
郞
、
中
根
千
枝
ら
を
代
表
と
し
た
『
江
戸
時
代
と
近
代
化
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
）
が
著
さ
れ
、
さ
ら
に
速
水
融
の
グ
ル
ー

プ
の
進
め
る
歴
史
人
口
学
的
研
究
が
加
わ
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
徳
川
社
会
の
近
代
的
発
展
に
関
す
る
研
究
が
い
っ
そ
う
盛
ん
と
な
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
の
前
掲
、
共
同
研
究
会
成
果
報
告
書
で
あ
る
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の

の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

今
回
の
論
集
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
一
九
世
紀
の
半
ば
に
わ
た
る
徳
川
時
代
の
日
本
社
会
の
状
況
と
、

そ
れ
が
日
本
の
近
代
化
に
と
っ
て
有
し
た
意
義
の
解
明
を
研
究
主
題
と
し
て
い
る
。
徳
川
社
会
に
お
け
る
近
代
化
要
因
の
生
成
と
発

展
を
、
よ
り
長
期
に
わ
た
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
下
に
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
研
究
の
専
門
細
分
化
が
一
段
と
進

行
し
て
い
る
現
代
の
研
究
状
況
か
ら
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
広
す
ぎ
る
対
象
域
の
設
定
は
逸
脱
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。

　

し
か
し
研
究
の
現
状
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
に
抗
し
て
ト
ー
タ
ル
な
歴
史
認
識
と
い
う
も
の
に
挑
戦
す
る
こ
と

も
一
つ
の
意
義
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
大
き
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
　

二
〇
一
五
年
二
月

編　
　

者　
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ま
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が
き

序
論　

徳
川
時
代
通
史
要
綱  

 

笠
谷
和
比
古　
３

⃞

Ⅰ　

政　
　

治

新
井
白
石
と
「
政
治
」  

 

大
川　

真　
91

徳
川
吉
宗
の
武
芸
上
覧  

 

横
山
輝
樹　
113

一
九
世
紀
の
藩
政
情
報
―
―
諸
藩
見
聞
録
の
分
析
―
―  

 

磯
田
道
史　
137

会
津
戊
辰
戦
争
の
戦
後
処
理
問
題
を
め
ぐ
る
一
考
察  

 

岩
下
哲
典　
159

―
―
松
平
容
保
家
族
の
処
遇
を
中
心
に
―
―

⃞

Ⅱ　

思　
　

想

長
州
藩
明
倫
館
の
藩
校
教
育
の
展
開  

 

前
田　

勉　
179

日
本
儒
学
に
お
け
る
考
証
学
的
伝
統
と
原
典
批
判  

 

竹
村
英
二　
209

―
―
G
―B
・
ヴ
ィ
ー
コ
、
A
・
ヴ
ェ
ク
ら
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
、

そ
し
て
清
代
考
証
学
と
の
比
較
の
な
か
で
―
―

本
多
利
明
の
北
方
開
発
政
策
論
―
―
『
蝦
夷
拾
遺
』
を
中
心
と
し
て
―
―  

 

宮
田　

純　
235
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目次

幕
末
か
ら
明
治
、
後
期
水
戸
学
「
影
」
の
具
現
者  

 

上
村
敏
文　
267

―
―
久
米
幹
文
を
中
心
と
し
て
―
―

⃞
Ⅲ　

文　
　

化

藩
校
に
お
け
る
楽
の
実
践
―
―
弘
前
藩
校
稽
古
館
を
例
と
し
て
―
―  

 

武
内
恵
美
子　
301

大
武
鑑
「
大
名
付
」
と
板
元
と
大
名
家
―
―
江
戸
出
版
の
仕
組
み
―
―  

 

藤
實
久
美
子　
335

宝
永
地
震
と
近
松
の
浄
瑠
璃
―
―
『
心
中
重
井
筒
』
の
場
合
―
―  

 

原　

道
生　
365

『
道
の
幸
』『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
か
ら
み
た
松
平
定
信
の
文
化
政
策
の
背
景  

 

森
田
登
代
子　
383

東
北
農
村
に
お
け
る
結
婚
パ
タ
ー
ン
の
変
容  

 

平
井
晶
子　
407

―
―
一
八
・
一
九
世
紀
の
歴
史
人
口
学
的
分
析
―
―

一
九
世
紀
に
お
け
る
剣
術
の
展
開
と
そ
の
社
会
的
意
味  

 

魚
住
孝
至　
425

⃞

Ⅳ　

科　
　

学

中
根
元
圭
と
三
角
法  

 

小
林
龍
彦　
457

高
松
松
平
家
博
物
図
譜
の
成
立
―
―
一
八
世
紀
博
物
図
譜
の
模
索
―
―  

 

松
岡
明
子　
479

蘭
書
に
よ
る
西
洋
天
文
学
の
受
容
の
始
ま
り  

 

和
田
光
俊　
501

―
―
『
ラ
ラ
ン
デ
暦
書
』
の
入
手
・
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
―
―
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江
戸
後
期
幕
府
・
諸
藩
の
近
代
化
努
力
と
大
砲
技
術  

 

郡
司　

健　
523

⃞

Ⅴ　

国　
　

際

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
将
軍
謁
見
―
―
野
望
、
威
信
、
挫
折
―
―  

 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス　
551

一
七
～
一
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
朝
鮮
史
認
識
形
成
の
特
色  

 

平
木　

實　
579

清
朝
考
証
学
の
再
考
の
た
め
に  

 

伊
東
貴
之　
609

―
―
中
国
・
清
代
に
お
け
る
『
尚
書
』
を
め
ぐ
る
文
献
批
判
と
そ
の
位
相
、

あ
る
い
は
、
伝
統
と
近
代
、
日
本
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
―
―

蒹
葭
堂
が
紡
ぎ
、
金
正
喜
が
結
ん
だ
夢
―
―
東
ア
ジ
ア
文
人
社
会
の
成
立
―
―  

 

高
橋
博
巳　
625

幕
末
最
終
章
の
外
交
儀
礼  

 

佐
野
真
由
子　
647

神
戸
開
港
に
臨
ん
だ
外
国
奉
行
柴
田
剛
中  

 

菅　

良
樹　
681

―
―
大
坂
町
奉
行
・
兵
庫
奉
行
兼
帯
期
の
動
向
―
―

共
同
研
究
会
開
催
一
覧

執
筆
者
紹
介
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序論　徳川時代通史要綱（笠谷）

序
論　

徳
川
時
代
通
史
要
綱

�

笠
谷
和
比
古

は
じ
め
に
―
―
本
書
の
課
題
―
―

　

本
書
の
序
論
に
あ
た
る
本
論
で
は
、
徳
川
時
代
の
通
史
の
叙
述
を
試
み
る
。
そ
こ
で
は
政
治
史
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
社
会
・
経

済
・
文
化
の
各
領
域
の
問
題
に
も
論
及
す
る
。
そ
れ
は
本
論
集
に
収
録
さ
れ
た
個
々
の
研
究
論
文
の
成
果
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
と

い
う
課
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
徳
川
時
代
の
通
史
的
叙
述
を
施
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
日
本
の
近
代
化
に
と
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
の
解
明
に
取
り
組
む
こ
と
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

　

従
来
、
徳
川
時
代
の
政
治
・
社
会
の
し
く
み
で
あ
る
幕
藩
体
制
を
研
究
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
近
代
化
の
前
提
条
件
と
し
て
徳
川

時
代
の
政
治
・
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
断
絶
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
戦
国
期
か
ら
徳
川
時
代
の
前
期
を

対
象
と
す
る
研
究
と
、
一
八
世
紀
以
降
の
中
後
期
を
対
象
と
す
る
研
究
と
の
間
に
横
た
わ
る
深
い
海
溝
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
今

回
の
論
集
で
は
対
象
時
期
を
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
右
の
両
時
期
を
カ

バ
ー
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
右
に
述
べ
た
研
究
史
上
の
断
裂
の
克
服
を
も
試
み
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
こ
の
よ
う
な
課
題
を
充
足
す
る
こ
と
に
は
困
難
も
と
も
な
う
。
本
論
で
は
、
あ
く
ま
で
筆
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者
の
独
自
の
見
解
を
中
心
に
し
て
、
本
書
の
主
題
に
と
っ
て
必
須
不
可
欠
と
判
断
し
た
事
柄
の
叙
述
に
努
め
た
。
既
往
の
研
究
史
の

全
体
に
対
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
配
慮
に
欠
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
賢
の
御
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

第
一
章　

一
七
世
紀
の
徳
川
社
会
―
―
幕
藩
体
制
の
形
成
と
展
開
―
―

一　

関
ヶ
原
合
戦
と
徳
川
幕
藩
体
制
の
形
成
―
―
近
世
の
国
制
構
造
を
規
定
し
た
関
ヶ
原
合
戦
―
―

　

い
わ
ゆ
る
幕
藩
体
制
の
初
発
を
な
す
の
は
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
の
関
ヶ
原
合
戦
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
同
八
年
の
徳
川
幕
府

の
開
設
で
あ
る
と
い
う
の
は
大
方
の
一
致
し
た
認
識
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
内
実
、
そ
れ
ら
が
そ

の
後
に
展
開
す
る
政
治
体
制
を
規
定
し
た
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
認
識
を
大
き
く
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
次
第
に

明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。

　

従
来
、
関
ヶ
原
合
戦
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
徳
川
家
康
の
率
い
る
東
軍
が
同
合
戦
で
勝
利
を
お
さ
め
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
に

展
開
す
る
二
六
〇
年
余
に
わ
た
る
徳
川
幕
府
の
全
国
統
治
に
と
っ
て
盤
石
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た

が
、
近
年
の
研
究
は
こ
の
認
識
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
義
を
呈
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

図
1
は
関
ヶ
原
合
戦
後
に
お
け
る
大
名
領
地
の
全
国
的
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
一
〇
万
石
以
上
の
大

名
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
体
的
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
名
前
の
頭
に
黒
四
角
の
印
の
あ
る
者
は
徳

川
に
と
っ
て
外
様
と
な
る
大
名
、
白
丸
を
付
し
た
の
は
譜
代
大
名
、
二
重
丸
印
は
徳
川
の
一
門
（
家
門
、
親
藩
）
大
名
で
あ
る
。

　

一
目
し
て
瞭
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
領
地
配
置
図
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
外
様
大
名
の
圧
倒
的
な
多
さ
で
あ
り
、
徳
川
系
大
名
の

領
地
の
少
な
さ
で
あ
る
。
徳
川
系
大
名
の
領
地
は
、
東
北
は
陸
奥
岩
城
平
の
鳥
居
忠
政
の
一
〇
万
石
あ
た
り
が
限
り
を
な
し
、
そ
れ

よ
り
関
八
州
は
徳
川
領
分
。
そ
れ
か
ら
一
〇
万
石
以
下
の
中
小
の
大
名
で
あ
る
た
め
に
名
前
は
出
て
い
な
い
が
東
海
道
筋
は
す
べ
て
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〔
二
〇
一
一
年
度
〕

▼
第
一
回

四
月
九
日（
土
）

　
　

17
～
19
世
紀
日
本
を
め
ぐ
る
研
究
課
題
と
そ
の
意
義

　
　
　
　

―
共
同
研
究
会
の
趣
旨
説
明
― 

笠
谷
和
比
古

　
　

共
同
研
究
会
運
営
方
針
の
検
討 

Ⅰ 

全　
　
　

員

四
月
一
〇
日（
日
）

　
　

共
同
研
究
会
運
営
方
針
の
検
討 

Ⅱ 
全　
　
　

員

▼
第
二
回

六
月
四
日（
土
）

　
　

オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
る
踏
絵
の
真
偽 

Ｆ
・
ク
レ
イ
ン
ス

　
　
　
　

―
第
一
次
史
料
に
基
づ
く
再
検
討
―

　
　

19
世
紀
日
本
の
読
書
と
政
治 

前
田　

勉

六
月
五
日（
日
）

　
　

近
世
武
士
の
刀
と
剣
術
修
行 

魚
住
孝
至

　
　

幕
末
の
尾
張
藩
主
徳
川
慶
勝
と
写
真 

岩
下
哲
典

▼
第
三
回

八
月
二
一
日（
日
）

　
　

忍
澂（
浄
土
宗
）・
独
湛（
黄
檗
宗
）流
派
の
形
成 

加
藤
善
朗

　
　

和
式
大
砲
技
術
と
近
代
化 

郡
司　

健

　
　
　
　

―
外
在
的
近
代
化
と
内
在
的
近
代
化
―

　
　

朝
鮮
時
代
後
期
の
身
分
制
度 

平
木　

實

　
　
　
　

―
奴
婢
制
論
議
を
中
心
に
―

　
　

江
戸
文
化
と
木
版
刊
行
物 

藤
實
久
美
子

　
　
　
　

―
作
成
工
房
か
ら
流
通
・
読
者
の
諸
相
ま
で
―

▼
第
四
回

一
〇
月
二
二
日（
土
）

　
　

本
多
利
明
の
経
済
政
策
思
想 

宮
田　

純

　
　

藩
領
に
お
け
る
植
生
の
復
元
と
山
林
利
用 

長
谷
川
成
一

　
　
　
　

―
近
世
津
軽
領
を
中
心
に
―

一
〇
月
二
三
日（
日
）

　
　

森
幸
安
の
地
図
の
継
承
に
つ
い
て 

辻
垣
晃
一

　
　

日
本
に
お
け
る
西
洋
天
文
学
の
受
容
と
改
暦 

和
田
光
俊

　
　
　
　

―
寛
政
の
改
暦
に
つ
い
て
―

　
　

惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義 

横
山
輝
樹

　
　
　
　

―
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て
―

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究

「
徳
川
社
会
と
日
本
の
近
代
化
―
17
～
19
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
―
」
◆
共
同
研
究
会
開
催
一
覧

研
究
代
表　

笠
谷
和
比
古

研
究
幹
事　

佐
野
真
由
子
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▼
第
五
回

一
二
月
一
〇
日（
土
）

　
　

東
北
農
村
に
お
け
る
家
の
変
容 

平
井
晶
子

　
　

勝
海
舟
の
中
国
認
識
を
め
ぐ
っ
て 

劉　

岳
兵

一
二
月
一
一
日（
日
）

　
　

徳
川
時
代
に
お
け
る
高
齢
者
の
健
康
管
理
に
つ
い
て

　
　
　
　

―
―
香
月
牛
山
著
『
老
人
必
用
養
草
』
に
見
る
―

 

横
谷
一
子

　
　

米
国
総
領
事
ハ
リ
ス
の
将
軍
拝
謁
と「
対
食
」問
題
を
め
ぐ
っ
て

 

佐
野
真
由
子

　
　

大
坂
定
番
就
任
者
の
基
礎
的
考
察 

菅　

良
樹

▼
第
六
回

二
月
四
日（
土
）

　
　

1８
世
紀
に
お
け
る
楽
思
想
の
展
開 

武
内
恵
美
子

　
　

京
の
文
人
―
皆
川
淇
園
を
中
心
に
― 
高
橋
博
巳

二
月
五
日（
日
）

　
　

儒
学
／
漢
学
と
明
治
初
期
の
知
識
人 
竹
村
英
二

　
　

明
清
交
替
と
東
ア
ジ
ア
世
界 

伊
東
貴
之

　
　
　
　

―
清
朝
の
王
権
理
論
と
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
ト
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
成
―

　
　

十
八
世
紀
京
都
の
詩
と
絵
画 

芳
賀　

徹

〔
二
〇
一
二
年
度
〕

▼
第
七
回

四
月
二
七
日（
金
）

　
　
「
辻
蘭
室
文
書
」
の
基
礎
調
査 

益
満
ま
を

　
　
　
　

―
辻
蘭
室
の
交
友
関
係
を
中
心
に
―

　
　

河
竹
黙
阿
弥
の
描
い
た
開
化
期
の
日
本 

原　

道
生

四
月
二
八
日（
土
）

　
　

中
根
元
圭
研
究（
１
） 

小
林
龍
彦

　
　
　
　

―
元
圭
の
生
涯
の
前
半
を
中
心
に
―

　
　

大
坂
［
大
阪
］
経
済
の
展
開 

脇
田　

修

　
　

1８
世
紀
に
お
け
る
楽
思
想
の
展
開 

武
内
恵
美
子

▼
第
八
回

六
月
二
二
日（
金
）

　
　

逆
賊
か
ら
帝
大
総
長
へ 

瀧
井
一
博

　
　
　
　

―
初
代
総
長
渡
辺
洪
基
の
生
涯
と
思
想
―

　
　

19
世
紀
の
藩
校
教
育 

前
田　

勉

六
月
二
三
日（
土
）

　
　

高
松
松
平
家
伝
来
博
物
図
譜
に
つ
い
て 

松
岡
明
子

　
　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
か
ら
終
焉
へ 

魚
住
孝
至

　
　

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
関
す
る
一
考
察 

滝
澤
修
身

▼
第
九
回

八
月
二
四
日（
金
）

　
　

17
～
19
世
紀
に
お
け
る
文
物
交
流
に
よ
る
朝
鮮
・
日
本
両
国
の

歴
史
理
解
の
一
側
面 

平
木　

實

　
　

本
多
利
明
再
考 

宮
田　

純

八
月
二
五
日（
土
）

　
　

天
明
二
年
刊
、
作
者
不
詳
『
一
休
和
尚
奇
行
物
語
』
に
つ
い
て

 

横
谷
一
子
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研究会一覧

　
　

19
世
紀
の
藩
政
情
報 

磯
田
道
史

　
　
　
　

―
―
諸
藩
見
聞
録
の
分
析
―

　
　

稲
荷
信
仰
の
淵
源
と
近
世
に
お
け
る
展
開 

上
村
敏
文

▼
第
一
〇
回

一
〇
月
二
六
日（
金
）

　
　

草
場
佩
川
の
見
た
外
国 

高
橋
博
巳

　
　

蕪
村
の
文
人
画
と
春
信
の
浮
世
絵 

早
川
聞
多

　
　
　
　

―
上
方
と
江
戸
、
雅
と
俗
―

一
〇
月
二
七
日（
土
）

　
　

森
幸
安
地
図
の
体
系
化
に
向
け
て 

辻
垣
晃
一

　
　

外
圧
と
士

サ
ム
ラ
イと

町
人 

岩
下
哲
典

▼
第
一
一
回

一
二
月
七
日（
金
）

　
　
『
隔
蓂
記
』
に
見
ら
れ
る
明
正
院
御
所
の
庭

 
Ｗ
・
カ
ウ
テ
ル
ト

　
　

幕
末
の
琉
球
の
日
記 
下
郡　

剛

　
　
　
　

―
異
国
船
来
航
記
事
を
め
ぐ
っ
て
―

一
二
月
八
日（
土
）

　
　

江
戸
後
期
の
幕
府
・
諸
般
に
お
け
る
西
洋
兵
学
の
受
容
と
大
砲

技
術
―
江
川
英
龍
の
活
動
を
中
心
と
し
て
― 

郡
司　

健

　
　
『
ラ
ラ
ン
デ
天
文
書
』
に
よ
る
西
洋
天
文
学
の
受
容

 

和
田
光
俊

　
　

近
世
日
本
の
王
権
論
―
新
井
白
石
の
場
合
― 

大
川　

真

▼
第
一
二
回

二
月
一
五
日（
金
）

　
　

筒
井
政
憲
と
高
島
秋
帆 

佐
野
真
由
子

　
　

1８
世
紀
に
お
け
る
仏
画
作
成
過
程
に
つ
い
て 

加
藤
善
朗

　
　
　
　

―
六
角
堂
能
満
院
の
粉
本
集
成
を
資
料
と
し
て
―

二
月
一
六
日（
土
）

　
　

地
方
へ
の
眼
差
し
と
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

森
田
登
代
子

　
　
　
　

―
屋
代
弘
賢
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
か
ら
―

　
　

外
国
奉
行
柴
田
剛
中
に
よ
る
神
戸
開
港 

菅　

良
樹

　
　

太
宰
春
台
の
楽
思
想 

武
内
恵
美
子

〔
二
〇
一
三
年
度
〕

▼
第
一
三
回

四
月
二
六
日（
金
）

　
　

本
年
度
研
究
会
の
方
針 

笠
谷
和
比
古

　
　
　
　

―
幕
藩
制
社
会
の
時
代
区
分
論
―

　
　

近
世
大
坂
の
歴
史
的
流
れ 

脇
田　

修

四
月
二
七
日（
土
）

　
　
『
槐
記
』
に
み
る
1８
世
紀
初
期
の
文
化
様
相 

小
林
善
帆

　
　

徳
川
幕
府
享
保
改
革
に
お
け
る
武
芸
奨
励
の
意
義

 

横
山
輝
樹

　
　

ポ
サ
ド
ニ
ッ
ク
号
事
件
と
勝
海
舟 

上
垣
外
憲
一

▼
第
一
四
回

六
月
二
八
日（
金
）

　
　

オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
に
み
る
日
蘭
関
係
の
実
情

　
　
　
　

─
ワ
ー
ヘ
ナ
ー
ル
の
江
戸
参
府
日
記
を
中
心
に
─

 

Ｆ
・
ク
レ
イ
ン
ス
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江
戸
前
期
の
学
校
構
想 

前
田　

勉

六
月
二
九
日（
土
）

　
　

徳
川
政
権
に
お
け
る
坊
主
衆
―
医
者
・
同
朋
・
茶
道
―
の
成
立 

 

股
座
真
実
子

　
　

江
戸
幕
府
と
中
根
元
圭 

小
林
龍
彦

　
　

近
世
文
学
上
の
諸
問
題 

宮
崎
修
多

▼
第
一
五
回

八
月
二
三
日（
金
）

　
　

秋
田
蘭
画
に
つ
い
て 

芳
賀　

徹

　
　

自
然
支
配
の
理
念
と
近
代
科
学 

松
山
壽
一

　
　
　
　

―
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
と
デ
カ
ル
ト
―

八
月
二
四
日（
土
）

　
　

会
津
戊
辰
戦
争
の
戦
後
処
理
問
題 

岩
下
哲
典

　
　
　
　

―
松
平
容
保
家
族
の
処
遇
を
中
心
に
―

　
　

幕
末
の
転
封
―
19
世
紀
の
国
際
環
境
の
下
で
― 
谷
口　

昭

　
　

武
鑑
編
集
の
情
報
源 
藤
實
久
美
子

▼
第
一
六
回

一
〇
月
二
五
日（
金
）

　
　
『
道
の
幸
』
か
ら
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
へ 

森
田
登
代
子

　
　
　
　

―
屋
代
弘
賢
の
著
述
物
―

　
　

幕
末
の
転
封
―
19
世
紀
の
国
際
環
境
の
下
で
― 

谷
口　

昭

一
〇
月
二
六
日（
土
）

　
　

西
洋
天
文
学
の
受
容
と
改
暦 

和
田
光
俊

　
　

宝
永
地
震
と
大
坂
劇
壇 

原　

道
生

　
　

藩
の
情
報
収
集 

磯
田
道
史

▼
第
一
七
回

一
二
月
六
日（
金
）

　
　

17
～
19
世
紀
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
国
史
認
識
と
檀
君
論
の
展
開

 

平
木　

實

　
　

徳
川
政
権
の
合
法
化
論 

大
川　

真

一
二
月
七
日（
土
）

　
　

釈
奠
と
楽 

武
内
恵
美
子

　
　

近
世
日
本
に
お
け
る
家
族
観
の
変
容
：
宗
門
人
別
改
帳
の
分
析

よ
り 

平
井
晶
子

　
　

明
治
維
新
の
宗
教
政
策 

上
村
敏
文

　
　
　
　

―
水
戸
学
、
久
米
寛
文
を
中
心
に
―

▼
第
一
八
回

二
月
一
四
日（
金
）

　
　

日
本
人
の
先
祖
崇
拝
と
キ
リ
シ
タ
ン 

滝
澤
修
己

　
　

蒹
葭
雅
集
図
の
行
方 

高
橋
博
巳

二
月
一
五
日（
土
）

　
　

森
幸
安
の
地
理
認
識 

辻
垣
晃
一

　
　

幕
末
の
外
交
儀
礼 

佐
野
真
由
子

　
　

成
果
報
告
論
集
の
作
成
方
針 

全
員
討
議

三
月
二
日（
日
）・
三
日（
月
）

　
　

成
果
報
告
論
集
作
成
検
討
会　

合
宿
・
松
風
園（
愛
知
県
蒲
郡
市
）
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