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明
治
維
新
と
民
法
典
編
纂

1 

明
治
維
新
と
新
法
令
の
制
定

前
項
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
旧
民
法
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
日
本
民
法
典
論
争
に
た
い
し
て
、

た
え
た
ら
よ
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ど
う
い
う
視
角
で
問
題
と
す
れ
ば
よ
い
か
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
究
明

九

旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
)
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澄

ど
う
い
う
社
会
的
意
義
を
あ



旧
民
法
と
明
治
民
法
（
二
）

九

を
手
が
か
り
と
し
て
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
性
格
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
視
角
を
確
定
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
日
本
民
法
典
論
争
の
究
明
の
視
角
を
問
題
と
な
し
た
の
は
、
旧
民
法
と
明
治
氏
法
の
性
格
を
理
解
す
る

た
め
の
手
が
か
り
を
ど
こ
に
求
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
設
定
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
旧
民
法
や
明
治
民
法
の
性
格
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、

日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
的
意
味
の
確
定
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
民
法
典
が
ど
の
よ
う
な
法
史
的
経
過
を
へ
て
、
制
定
さ
れ
た
か
と
い
う

民
法
典
編
纂
史
の
究
明
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
の
究
明
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
諸
文
献
や
、
星
野
通

明
治
民
法
典
編
纂
史
研

究
〈
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

一
九
四
三
年
九
月
）
な
ど
で
、
く
わ
し
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
旧
民
法
の
性
格
を
、
そ
れ
ら
の
諾
文
献

が
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
資
料
の
ぼ
う
大
な
集
積
の
う
え
に
、
克
明
に
法
史
的
事
実
を
一
再
編
成
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
、

解
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
編
纂
上
の
変
遷
過
程
か
ら
、
両
者
の
相
違
点
を
発
見
し
う
る
だ
ろ

ぅ
。
し
か

L
前
項
で
旧
民
法
や
明
治
民
法
の
性
格
解
明
の
視
角
を
設
定
し
た
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
、
そ
う
し
た
民
法
史
的
視
点
か
ら

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
諸
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
民
法
典
編
纂
史
の
も
つ
歴
史
的
諸
条
件
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
問
題
を

解
明
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
諸
文
献
の
も
つ
法
史
学
上
の
諸
業
績
や
、
そ
こ
で
発
掘

さ
れ
た
原
資
料
を
借
り
て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
性
格
の
解
明
の
た

め
の
準
備
作
業
と
な
る
や
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

旧
民
法
や
明
治
民
法
の
性
格
解
明
の
準
備
作
莱
に
は
、
な
お
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
。
た

と
え
ば
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
が
、
な
に
ゆ
え
に
日
本
民
法
央
の
編
纂
を
要
求
す
る
乙
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
、

般
的

背
景
を
考
察
す
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
、

日
本
民
法
典
編
纂
の
一
般
的
背
景
と
考
え
て
い

る
も
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
社
会
・
経
済
的
条
件
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
解
明
に
よ
っ
て
、

日
本

民
法
典
の
編
纂
が
遂
行
さ
れ
て
い
く
方
向
が
理
解
で
き
、
旧
民
法
や
明
治
民
法
の
一
般
的
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で



あ
る
。さ

て
、
富
井
政
章
の
民
法
原
論
第
一
巻
(
訂
正
八
版
一
九
O
八
年
二
月
)
に
よ
る
と
、
『
我
政
府
一
一
於
テ
民
法
編
纂
ノ
業
ニ
着
手
シ
タ
ル

ハ
明
治
三
年
一
一
在
リ
同
年
三
一
月
太
政
官
一
一
制
度
取
調
局
ヲ
置
キ
故
江
藤
新
平
氏
ヲ
以
テ
其
長
官
ト
為
セ
リ
民
性
急
敢
果
断
漸
ヲ
以
テ
立
法

ノ
改
革
ヲ
行
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
為
シ
直
ζ

仏
国
法
典
ヲ
取
リ
テ
之
ニ
僅
少
ノ
改
削
ヲ
加
へ
以
テ
我
国
ノ
法
典
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
企
リ
此
一
一
於

テ
故
箕
作
博
士
一
一
命
シ
仏
国
法
典
ヲ
翻
訳
セ
シ
メ
泰
西
諸
法
典
ノ
我
国
語
ニ
訳
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
実
ニ
之
ヲ
以
テ
曙
矢
ト
ス
而
シ
テ
其
ノ
融

訳
成
ル
ヤ
江
藤
氏
ハ
討
議
ヲ
開
キ
逐
条
其
採
否
ヲ
議
定
セ
シ
ム
』
(
同
上
五
四
ペ
ー
ジ
)
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
日
本
民
法
典

の
編
纂
が
江
藤
新
平
に
よ
っ
て
一
八
七

O
年
(
明
治
三
年
)
か
ら
制
度
局
で
な
さ
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
日
本
民
法
典
の
編
纂
が
江
藤
新
平
の

主
観
的
企
図
か
ら
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
引
写
し
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
民
法
典
編
纂
を
江
藤

新
平
の
主
観
的
企
図
に
求
め
る
こ
と
は
、
法
史
的
事
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
し
、
こ
ん
に
ち
一
般
的
承
認
を
え
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

だ
が
わ
れ
わ
れ
の
視
角
か
ら
い
え
ば
、

日
本
民
法
典
編
纂
に
た
い
す
る
江
藤
新
平
の
主
観
的
企
図
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
主
観
的
企
図
を

開
花
さ
ぜ
る
に
い
た
っ
た
一
般
的
条
件
を
問
題
に
す
る
と
い
う
視
点
に
た
つ
こ
と
に
な
る
。
江
藤
新
平
は
民
法
典
編
纂
に
あ
た
っ
て
『
日

本
と
欧
州
各
国
と
は
各
々
風
俗
習
慣
を
異
に
す
る
と
雄
も
、

民
法
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
は
則
ち
一
な
り
、

宜
し
く
仏
国
の
民
法
に
基
き

て、

日
本
の
民
法
を
制
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
』
(
江
藤
南
白
)

と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
翻
訳
掛
箕
作
麟
祥
に

『
誤
訳
も
亦
妨
げ
ず
、
唯

速
訳
せ
よ
』
(
穂
積
陳
重

法
窓
夜
話

二
O
八
t
二
O
九
ペ
ー
ジ
)

と
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
江

藤
新
平
に
よ
っ
て
、

日
本
民
法
典
の
編
纂
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
観
的
企
図
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
藤
新

平
が
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
提
出
し
た
国
法
会
議
の
議
案
(
明
治
三
年
間
一

O
月
)
中
の
つ
ぎ
の
文
章
が
そ
れ
を
し
め
す
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
『
一
体
各
国
と
も
に
政
府
と
政
府
と
の
交
際
は
公
法
を
以
て
相
整
へ
、

政
府
と
其
国
民
と
の
交
際
は
国
法
を
以
て
整
へ
、

民
と
民
と

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉

九



旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
)

九
四

の
交
際
は
民
法
を
以
て
相
整
へ
候
次
第
、
各
国
之
通
議
之
様
相
成
居
、
総
て
国
家
富
強
盛
衰
の
根
元
も
専
ら
国
法
民
法
施
行
の
厳
否
に
関

係
致
し
候
趣
:
:
:
』
と
。
こ
の
記
述
か
ら
江
藤
新
平
が
国
家
を
富
強
盛
大
た
ら
し
め
る
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
民
法
制
度
を
考
え
て
い

た
こ
と
が
ひ
き
出
さ
れ
て
く
る
。

除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
で
江
藤
新
平
の
述
べ
て
い
る
国
家
を
富
強
盛
大
た
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
は
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
た
い
す
る
後
進
性
を
と
り

資
本
主
義
的
自
立
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
に
い
「
そ
の
た
め
に
は
国
法
(
公
法
)
と
民
法
を
と

と
の
え
、
近
代
的
法
制
度
ー
ー
ー
た
と
え
そ
れ
が
外
見
的
な
近
代
性
を
も
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
i
l
|
の
確
立
が
必
要
だ

と
い
う
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
日
本
民
法
典
の
編
纂
が
、
江
藤
新
平
の
主
観
的
企
図
に
も
と
づ
く
と

し
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
般
的
条
件
|
|
近
代
的
法
制
度
の
確
立
と
い
う

ー
ー
が
、
民
法
典
編
纂
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
、
階

級
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
。
そ
し
て
新
ら
し
い
社
会
関
係
の
展
開
と
と
も
に
、
再
編
成
さ
れ
て
い
く
階
級
関
係
の
物
質
的
基
礎
を
補

強
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
支
配
体
制
の
側
に
と
っ
て
は
、
上
か
ら
の
諸
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
近
代
的
法
制
度
の

確
立
を
必
要
と
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
客
観
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
存
在
を
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
検
討
は
の
ち
に

と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
江
藤
新
平
が
民
法
典
編
纂
に
着
手
し
た
の
ち
の
社
会
・
経
済
的
条
件
は
や
が
て
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
に

と
っ
て
障
害
に
な
っ
て
い
た
不
平
等
条
約
の
改
訂
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
不
平
等
条
約
の
改
訂
と
い
う
外
交
的
課
題
と

結
合
し
て
、
民
法
典
の
完
成
が
急
が
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
一
八
七

O
年

(
明
治
三
年
)

と
い
う
時
点
に
お
い
て
は
、
新

ら
し
い
支
配
体
制
の
強
化
と
そ
の
た
め
の
物
質
的
基
礎
の
確
立
の
要
求
が
、
民
法
典
編
纂
に
と
っ
て
の
一
般
的
条
件
を
な
し
て
い
た
こ
と

は
、
容
易
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
民
法
典
編
纂
が
明
治
維
新
後
の
政
治
権
力
を
絶
対
主
義
的
専
制
と
い
う
方
向
で
確
立



し
て
い
く
政
治
的
路
線
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
う
し
た
政
治
的
路
線
の
確
定
は
、
け
っ
し
て
た
ん
な
る
主
観
的
願
望
だ

け
で
は
実
現
さ
れ
な
い
。
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
自
生
的
な
成
熟
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
封
建
的
生
産
関
係
を
資
本
主
義
的
生
産
関
係
と
し
て
転
化
さ
せ
る
た
め
の
、
物
質
的
基
従
の
形
成
を
必
要
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
物
質
的
基
礎
な
し
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
生
産
関
係
に
根
ざ
す
旧
政
治
権
力
・
旧
支
配
体
制
の
弱
体
化
は

は
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
諸
政
策
は
、
い
づ
一
れ
も
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
展
開
す
る
と
い
う
企
図
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
江
藤
新
平
の
民
法
典
編
纂
の
企
図
は
、
け
っ
き
ょ
く
そ
う
し
た
経
済
的
諸
政
策
の
法
的
外
被
と
し
て
の
近
代
的
法
制
度

を
、
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
な
し
う
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
確
立
し
、
支
配
体
制
の
基
礎
を
画
め
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
日
本
民
法
典
が
先
進
資
本
主
義
固
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
継
受
す
る
と
い
う
課
題
を
必
然
的
に
生
起

し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
民
法
典
の
編
纂
が
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
法
制
度
の
紋
受
と
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
は
、
現
実
に
ま
だ
資
本
主

義
的
生
産
関
係
の
開
花
を
基
礎
と
せ
ず
、

企
図
さ
れ
た
経
済
的
諸
関
係
の
展
開
に
た
い
す
る
法
的
手
段
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
お
け
る
日
本
的
特
殊
性
が
、
こ
の
フ
ヲ
ン
ス
民
法
典
の
継
受
そ
の
も
の
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
主
張
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
や
が
て
旧
民
法
か
ら
明
治
民
法
と
'

い
う
路
線
と
し
て
し
め
さ
れ
る
法
史
的
事
実
を
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
お
け
る
特
殊
性
の
も
つ
要
求
が
、

ど
の
よ
う
な
階
層
の
政
治

的
要
求
と
し
て
綜
実
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
だ
と
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
だ
が
そ
う
し
た
指
摘
の
理
論
的
根
拠
を
し
め
す
ま
え
に
、

ま

ず
明
治
政
府
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
近
代
的
法
制
度
化
1

1

新
法
令
の
制
定
l
l
を
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
維
新
は
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諸
関
係
の
一
切
を
廃
棄
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
関
係

は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
だ
け
で
、
普
遍
的
な
社
会
関
係
と
な
っ
た
の
で
は
な
レ
。
そ
れ
ば
明
治
維
新
を
実
現
し
た
諸
潜
層
の
基
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法
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十
本
的
要
求
を
政
治
権
力
の
担
い
手
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
に
す
、
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諸
関

係
は
、
な
お
社
会
関
係
の
う
ち
に
多
く
を
残
存
さ
せ
て
い
た
。

そ
こ
で
幕
府
廃
絶
直
後
の
処
置
と
し
て
、

『
王
政
復
古
国
威
挽
由
之
御
基

被
レ
為
立
度
問
自
今
摂
関
幕
府
廃
絶
郎
今
先
仮
リ
ニ
総
裁
議
定
参
与
之
三
職
ヲ
置
レ
万
機
可
レ
被
レ
為
v
行
諸
事
神
武
創
業
ノ
始
ニ
一
保
ツ
キ
精

神
武
弁
堂
上
地
下
ノ
別
ナ
グ
至
当
ノ
公
議
ヲ
掲
シ
尺
下
ト
休
戚
ヲ
問
ク
可
ン
被
レ
遊
叡
念
』
?
こ
な
し
、
総
裁
・
議
定
・
参
与
を
お
き
、
上
の

級
・
公
卿
の
革
新
的
政
治
要
綱
と
も
い
い
う
る
、
『
政
体
書
』
が
発
布
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち

一
八
六
八
年
間
月
(
民
治
元
年
)
に
は
、
明
治
維
新
を
遂
行
し
た
政
治
的
実
践
者
で
あ
る
下
級
武
土
階

天
下
ノ
権
力
総
テ
之
ヲ
太
政
官
ニ

ロ『

、

議
制
定
所
下
の
議
定
所
を
設
け
た
。

帰
ス
、
則
政
令
二
途
ニ
出
ル
ノ
患
ナ
カ
ラ
シ
ム
。
太
政
官
ノ
権
力
ヲ
分
ヶ
、
立
法
・
行
政
・
司
法
ノ
一
一
↓
権
ト
ス
。
則
偏
重
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ナ

リ

二
、
立
法
官
ハ
行
政
官
ヲ
兼
一
品
ル
ヲ
得
ス
。
行
政
官
山
立
法
官
ヲ
兼
ヌ
ル
ヲ
得
ス
。
但
シ
臨
時
都
府
巡
察
ト
外
国
応
接
ト
ノ
如
キ
、
伺

ホ
、
立
法
官
之
ヲ
管
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
:
:
:
』
と
な
し
た
。
こ
の
『
政
体
書
』
に
表
現
さ
れ
た
政
権
の
形
態
は
、
列
藩
同
盟
的
政
権
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
徳
川
封
建
制
か
ら
絶
対
主
義
へ
と
急
速
に
転
化
し
う
る
、
過
渡
的
形
態
を
も
っ
た
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
政
治
権
力
は
封
建
的
諸
勢
力
の
内
部
的
対
立
・
抗
争
の
均
衡
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
、
同
時
に
一
八
六
七

年
(
慶
応
三
年
)
の
大
政
奉
還
に
つ
づ
く
、
太
政
官
制
で
は
実
効
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
権
力
分
立
制
に
も
と
づ
く
政
府
の
構
成
や
、
上
下

一
一
院
制
を
修
正
し
、
一
一
一
権
分
立
制
、
議
会
制
、
官
史
公
選
制
な
ど
を
定
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
ら
し
い
政
治
附
思
想
に
よ
る
近
代
的
民
主

政
治
を
構
想
し
封
建
前
政
治
体
制
の
廃
棄
を
押
し
進
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
近
代
的
法
制
度
の
採
用
は
形
式

的
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
主
義
の
確
立
過
程
で
、
天
皇
制
官
僚
の
創
成
に
巧
み
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

ぃ
。
明
治
政
府
は
一
八
六
九
年
(
明
治
‘
…
年
)
六
月
一
七
日
に

『
版
籍
奉
還
』

を
な
し
、
暫
定
的
措
置
と
し
て
旧
藩
主
を
知
藩
事
に
任
命

し
た
。
つ
づ
く
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)

の
『
廃
藩
置
県
』
で
郡
県
制
、
が
確
立
さ
れ
、
封
建
的
国
家
形
態
は
解
消
し
た
。
こ
う
し
て
こ
れ



ま
で
の
藩
は
地
方
自
治
体
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
中
央
政
府
が
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
と
い
う
法
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
政
治
的
形
態
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
中
央
集
権
制
は
、
法
制
度
上
で
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
版
籍
奉
還
に
は
じ

ま
る
廃
藩
置
県
、
株
禄
処
分
は
、
封
建
的
残
存
勢
力
を
一
掃
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
統
一
的
諸
制
度
の
完
備
の
条
件
を
確
保
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
維
新
直
後
の
諸
法
令
の
制
定
と
整
備
が
、
中
央
集
権
制
確
立
の
た
め
に
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
法
制
度
の
う
え
で
中
央
集
権
制
が
実
現
し
た
だ
け
で
は
、
人
々
の
社
会
関
係
を
そ
の
政
治
的
自
的
に
合
致
さ
ぜ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
法
制
度
の
う
え
で
公
権
力
を
政
治
権
力
が
も
ち
、
そ
の
公
権
力
を
利
用
し
て
、
人
々
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ

れ
は
歴
史
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る

Q

そ
こ
で
中
央
集
権
制
の
法
体
制
を
再
編
成

す
る
と
同
時
に
、
そ
の
物
質
的
基
礎
と
な
る
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
基
本
的
条
件
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
封
建
的

生
産
関
係
を
廃
棄
す
る
た
め
に
は
、
人
々
を
封
建
的
桂
粘
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
『
四
民
平
等
』

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
一
連
の
家
族
制
度
上
の
変
革
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
六
九
年

(
明
治
一
一
年
)

六
月
一
七
日
の

太
政
官
達
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
は
公
卿
・
諸
侯
の
称
を
あ
ら
た
め
、
華
族
と
い
う
呼
称
に
統
一
し
、
封
建
的
身
分
制
度
の
廃
止
の
第
一

歩
が
ふ
み
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
一
一
一
月
の
布
告
に
よ
っ
て
、
大
夫
・
士
以
下
の
称
を
廃
止
し
、
す
べ
て
士
族
お
よ
び
卒
と
し
、
従

来
の
由
民
・
工
・
商
を
す
べ
て
平
民
と
称
し
た
c

さ
ら
に
、

一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)
八
月
二
八
円
の
布
告
で
は
、

機
多
・
非
人
の
称
を

廃
し
、
『
自
今
身
分
職
業
共
平
氏
と
同
様
と
す
る
』
こ
と
を
定
め
た
。

つ
キ
つ
い
て
、

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
に
は
卒
を
士
族
と
平
民
に

分
っ
た
。
そ
の
他
、
『
平
氏
苗
字
善
許
』
(
明
治
三
年
九
月
一
九
日
布
告
)
、
『
華
検
之
孟
隠
民
間
及
び
養
子
出
願
方
』
(
明
治
三
年
閏
一

O
月
一
七
日

布
告
〉
、

『
士
族
之
輩
隠
居
及
び
養
子
出
願
方
』
(
同
上
〉
、
『
戸
籍
法
』
(
明
治
四
年
四
月
四
日
布
告
)
、
『
華
土
族
平
民
主
ニ
婚
姻
差
許
』
(
明
治

四
年
八
月
一
一
一
一
一
日
布
告
)
、
『
華
士
族
分
家
者
平
民
結
編
入
』

(
朋
治
七
年
七
月
一
ワ
日
布
告
第
七
三
号
)

な
ど
の
一
連
の
身
分
法
法
規
を
制
定

旧
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し
、
封
建
的
身
分
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
住
居
移
転
の
自
由
お
よ
び
職
業
選
択
の
諸
制
限
を
撤
廃
し
、
資
本
主
義
的
生
産
を
可
能

な
ら
し
め
る
、
近
代
市
民
法
的
『
法
の
前
に
お
け
る
人
格
の
自
由
』
が
、
法
形
式
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
新
法
令
の
制
定
を

資
本
主
義
的
生
産
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
新
法
令
が
自
由
な
労
働
者
の
作
出
と
い
う
点
に
共
通
点
を
も
ち
、
そ
こ
に

主
眼
点
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
た
め
新
法
令
は
家
族
関
係
そ
の
も
の
を
、
近
代
的
家
族
関
係
と
し
て
再
編
成
す
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
政
治
権
力
が
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
確
立
へ
と
進
展
し
て
い
く
過
程
で
、

わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
お

い
℃
は
旧
民
法
↓
明
治
民
法
と
い
う
編
纂
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
他
方
に
お
い
て
明
治
政
府
は
、
租
税
収
入
を
投
入
し
、
殖
産
興
業
の
開
明
的
政
策
を
と
り
、
資
本
主
義
的
生
産
を
強
行
的
に
移
殖

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
租
税
収
入
と
し
て
は
、
地
租
が
も
っ
と
も
財
政
上
の
確
実
な
財
源
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
い
ま
ま

で
の
小
作
料
を
地
租
に
転
化
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
政
府
が
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諸
勢
力
と
妥
協
し
、
こ
と
に
土
地
関
係
に

お
け
る
半
封
建
的
小
作
関
係
を
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
資
本
の
本
源
的
蓄
積
は
、
こ
う
し
た

封
建
的
小
作
関
係
の
維
持
と
い
う
物
質
的
基
盤
の
う
え
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
日
本
資
本
主
義
の
も
つ
具
体
的
な
歴
史
的

条
件
を
し
め
す
と
と
も
に
、
政
治
体
制
を
し
て
藩
閥
政
府
と
い
う
性
格
の
方
向
に
む
か
わ
せ
る
基
礎
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
政
府

は
新
ら
し
い
政
治
的
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
、
事
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
中
央
集
権
制
を
法
制
度
化
し
、
同
時
に
上
か
ら
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
資

本
主
義
的
生
産
を
強
行
的
に
移
殖
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
と
と
も
に
、
社
会
・
経
済

的
条
件
に
は
変
化
が
起
き
た
。
そ
の
た
め
、
政
治
権
力
は
ど
の
階
級
を
つ
か
ん
で
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
臼
本
資
本
主
義

の
特
殊
性
は
こ
の
ば
あ
い
規
定
的
な
意
味
を
あ
た
え
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
生
産
の
強
行
的
移
殖
が
、
上
か
ら
の
諸
政
策
と
し
て
な

さ
れ
、

し
か
も
そ
の
財
政
的
基
礎
が
租
税
収
奪
に
求
め
ら
れ
た
た
め
、
租
税
能
力
者
で
あ
る
地
主
層
の
育
成
を
必
要
と
し
た
。
こ
れ
は
封



建
的
諸
関
係
を
温
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
。
こ
う
し
て
封
建
的
諸
関
係
は
地
主
日
小
作
関
係
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
っ

M
W
だ
か
ら
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
は
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諸
関
係
の
一
切
を
麗
血
し
た
の
で
は
な
い
。
封
建
的
諸
関

係
は
日
本
，
資
本
主
義
発
展
に
役
立
つ
よ
う
に
浅
さ
れ
、
利
局
さ
れ
た
の
で
あ
る

u

こ
う
し
て
貧
農
・
小
作
人
・
都
市
勤
労
者
の
地
主
・
富

農
に
た
い
す
る
斗
争
は
、
徳
川
封
建
体
制
の
も
と
で
は
、
曲
庶
民
↓
授
・
世
直
し
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
斗
争
は

明
治
維
新
後
に
も
引
き
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
封
建
的
諸
関
係
の
撤
廃
の
要
求
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
明
治
政
府

が
地
主
・
富
農
の
側
に
た
っ
て
、
抑
圧
の
立
場
に
ま
わ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
て
明
治
政
府
は
資
本
主
義
的
発
展
の
た
め
に
、
利
用
で
き
る
封
建
的
諸
関
係
は
で
き
る
だ
け
の
こ
し
、
同
時
に
資
本
主
義
的
生

産
そ
の
も
の
の
前
提
と
な
る
法
律
的
関
係
を
、
強
行
的
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
封
建
的
土
地
関
係
に
し
め
さ
れ
た
近
代
的
土

地
関
係
へ
の
転
化
も
、
そ
の
た
め
の
必
要
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
法
令
の
制
定
と
い
う
法
形
式
を
と
っ
て
法
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
〉
に
は
、
寛
永
二

O
年
以
来
の
『
田
畑
永
代
売
ヲ
禁
止
』
し
て
き
た
制
度
を
廃
止
し
た
。
こ
の
土
地

永
代
売
買
禁
止
令
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
封
建
的
土
地
関
係
が
法
形
式
上
で
近
代
的
土
地
関
係
に
転
化
さ
れ
う
る
条
件
を
え
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
近
代
的
土
地
関
係
へ
の
転
化
は
、
土
地
売
買
の
自
由
が
法
制
度
で
承
認
さ
れ
て
も
、
土
地
所
有
権
の
確
定
な
し
に
は
、
普
遍

的
形
態
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
こ
で
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
地
租
改
正
で
、

土
地
所
有
権
が
全
体
と
し
て
は
地
主
・
富
農
の
手
に
事

実
上
確
定
さ
れ
て
い
た
土
地
関
係
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
、
近
代
的
土
地
所
有
権
を
地
券
の
交
付
と
い
う
形
式
で
確
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は

他
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
農
民
の
耕
作
に
た
い
す
る
作
付
制
限
の
撤
躍
と
い
う
形
で
も
し
め
さ
れ
る
。
す
で
に
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も

に

商

品

作

物

の

栽

培

が

拡

大

さ

れ

て

は

い

た

が

、

に

は

、

こ

の

作

付

制

限

は

法

律

上

で

も

撤

廃

さ

れ

る

こ

と

一
八
七
二
年

(
明
治
五
年
〉

に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
八
七
三
年

(
明
治
六
年
)

の
地
租
改
正
は
、
作
付
制
限
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
現
物
貢
租
制
を
廃
止
し
、
金
納
と

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉

一
九
九



旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
)

ハ日〉

な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
一
連
の
法
的
措
置
に
よ
っ
て
土
地
関
係
に
お
い
て
も
、
法
制
度
的
に
み
れ
ば
、
資
本
主
義
的
生

。。

産
の
某
一
礎
と
な
る
自
由
な
土
地
関
係
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
結
果
と
し
て
の
階
級
分
化
に
よ
っ
て
、

自
由
な
労
働
者
の
作
出
が
急
速
に
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
事
例
を
み
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一

八
七
二
年
(
明
治
五
年
〉
二
月
二
四
日
の

『
地
券
渡
方
規
制
』

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
地
券
交
付
の
取
り
扱
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
に
た

土
地
か
ら
の
作
徳
を
収
納
し
た
者
に
た
い
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
地
券
交

付
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
地
主
は
土
地
所
有
権
者
と
な
り
た
じ
そ
し
て
土
地
所
有
権
の
法
的
機
能
を
利
用
し
、
封
建
酌
な
経
済
外
的
強

い
す
る
外
形
的
諸
関
係
に
も
と
づ
き
、

制
に
よ
っ
て
く
み
と
っ
て
き
た
小
作
料
を
、
こ
ん
ど
は
契
約
自
由
と
い
う
法
的
外
被
を
も
っ
て
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
政
府
は

近
代
的
土
地
所
有
権
に
よ
っ
て
え
た
地
代
収
入
の
う
え
に
租
税
制
度
を
確
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
租
税
収
入
を
殖
産
興
業
政
策
の

財
源
と
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
租
税
制
度
の
確
立
は
、
全
国
一
率
の
標
準
で
租
税
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
地

域
差
の
あ
っ
た
現
物
貢
租
を
な
く
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
れ
ま
で
耕
作
農
民
が
も
っ
て
い
た
分
割
所
有
権
・
二
重
所
有
権
に
た

い
す
る
法
意
識
を
も
失
わ
せ
る
根
拠
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
℃
あ
る
。
し
か
も
一
八
七
六
年

(
明
治
九
年
)

以
降
の
官
民
有
区
分

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
山
林
を
官
有
か
私
有
か
の
い
づ
れ
か
に
区
分
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
た
め
農
民
が
保
有
し
て
き
た
一
村
ま
た
は

(

汀

)

数
ケ
村
の
入
会
関
係
に
あ
っ
た
山
林
原
野
の
多
く
は
、
官
有
林
野
に
輔
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
農
民
の
総
有
的
権
利
で
あ

っ
た
入
会
権
は
喪
失
さ
れ
た
。
ま
た
一
地
方
の
慣
習
法
と
な
っ
て
い
た
田
地
割
替
制
も
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
は
い
さ
つ
れ
も
明
治
政
府
が
財
政
的
基
礎
を
地
租
に
求
め
よ
う
と
す
る
経
済
的
必
要
性
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
権
力
の
側

に
地
主
・
富
農
層
を
引
き
つ
け
る
必
要
性
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
農
業
生
産
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諮
関
係
は
温
存
さ

れ
、
小
作
農
・
貧
農
と
地
主
・
富
農
と
の
利
害
関
係
は
、

い
っ
そ
う
鋭
い
対
立
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
地
主
・
富
農
の
多
く
は
、
商
業



H
高
利
貸
資
本
を
構
成
し
て
い
た
の
で
、
明
治
政
府
の
と
っ
た
殖
産
興
業
政
策
も
、
地
主
・
富
農
を
い
っ
そ
う
引
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
明
治
政
府
は
こ
れ
ら
の
地
主
・
富
農
や
商
業
H
高
利
貸
資
本
を
支
柱
と
し
て
、
中
間
層
な
い
し
下
級
士
族
の
進
歩
的
分
子
を
、
自
己

の
陣
営
強
化
の
た
め
の
人
材
の
供
給
源
と
し
、
次
第
に
国
家
的
統
一
・
中
央
集
権
化
の
実
質
を
獲
得
し
て
い
ヮ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
開
明
的
諸
政
策
の
本
質
は
、
事
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
政
治
権
力
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
専
制
権
力
の
あ
ら
た
な
圧
力
の
も

と
に
強
行
さ
れ
て
い
く
、
絶
対
主
義
的
政
治
権
力
の
確
立
の
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
封
建
的
身
分
制
の
廃
止
や
近
代
的
士

地
所
有
権
の
確
立
の
た
め
の
新
法
令
の
制
定
と
な
ら
ん
で
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
を
押
し
進
め
る
た
め
に
は
、
商
品
交
換
の
自
由
な
展

聞
を
保
障
す
る
法
制
度
の
確
立
を
必
要
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
問
屋
株
・
株
仲
間
な
ど
の
特
権
的
組
合
は
、
封
建
的
権
力
と
結
び
つ

き
、
閉
鎖
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
そ
の
た
め
営
業
の
自
由
は
、

は
な
は
だ
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で

こ
れ
ま
で
の
問
屋
株
・
株
仲
間
の
閉
鎖
性
を
打
破
し
、
売
買
の
自
由
を
認
め
る
た
め
に
一
八
六
八
年
(
明
治
元
年
)

ハ
川
副
〉

背
中
』
が
布
達
さ
れ
た
。
つ
づ
い
て
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
八
月
に
は
、
農
民
の
商
業
を
営
む
こ
と
を
許
L
、

五
月
に
は

『
商
法
大

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)

一
二
月
に
は
、
在
官
者
以
外
の
華
士
族
が
、
農
・
工
・
商
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
し
、
営
業
の
自
由
を
認
め
た
c

そ
し
て
資
本
主
義
的
生

産
の
体
制
と
な
る
会
社
企
業
ば
、
通
商
会
社
・
為
存
会
社
が
三
井
・
島
田
・
小
野
な
ど
の
政
商
に
政
府
が
運
営
を
任
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て

わ
か
る
よ
う
に
、
政
府
の
強
力
な
指
導
に
よ
っ
て
、
資
本
の
蓄
積
を
行
な
い
、
産
業
の
支
配
を
築
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
法

令
の
制
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
営
業
の
自
由
に
た
い
す
る
一
連
の
制
度
的
哀
革
は
、
農
民
を
自
由
な
労
働
者
に
転
化
す
る
こ
と
と
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
明
治
政
府
は
禄
制
改
革
を
通
じ
て
、
封
建
的
家
臣
団
を
解
体
さ
せ
、
資
本
主
義
的
生
産
へ

参
加
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
七
六
年
(
明
治
九
年
)
八
月
五
日

『
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
令
』

を
公
布
し
、
秩
禄
の
奉
還

を
命
じ
、
秩
禄
の
処
分
を
完
了
し
た
。
こ
の
家
禄
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
多
く
の
下
級
士
族
は
、
八
ム
債
処
分
に
よ
っ
て
生
活
の
資
と
し
た

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

。



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉

。

た
め
、
次
第
に
無
産
者
化
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
七
七
年

(
明
治
一

O
年
)

以
後
、
明
治
政
府
の
行
っ
た
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ヨ
ン
政
策
に
よ
る
貨
幣
価
値
の
下
落
は
、
こ
の
無
産
者
化
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
政
府
の
な
し
た
一
連
の
新
法
令
の
制
定
は
、
明
治
維
新
後
の
政
治
権
力
の
確
立
と
、
そ
の
た

め
に
必
要
な
資
本
主
義
的
生
産
の
前
提
条
件
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
資
本
主
義
的
生
産
を
実
現
し
て
い
く
た
め

に
は
、
そ
れ
を
保
障
す
る
法
律
制
度
を
樹
立
す
る
こ
と
を
、
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
や
が
て
資
本
の
本
源
的
蓄
積
が
で

き
て
、
あ
る
程
度
ま
で
資
本
主
義
的
発
展
の
基
礎
が
固
ま
っ
て
く
る
と
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
た
い
す
る
徳
川
幕
府
以
来
の
不
平
等
条

約
を
改
正
し
、
独
立
国
家
と
し
て
資
本
主
義
的
国
際
競
争
の
場
に
参
加
す
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
条
約
改
正

の
た
め
に
は
、
ま
ず
民
法
・
商
法
・
刑
法
な
ど
の
諸
法
典
の
編
纂
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
よ
っ
て
、
民
法
典
編
纂

が
条
約
改
正
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
、
急
速
に
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
民
法
典
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て

は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
強
行
的
移
殖
と
、
封
建
的
政
治
権
力
の
一
掃
と
い
う
点
に
主
力
が
そ
そ
が
れ
て
い

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
法
史
的
資
料
か
ら
主
張
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
民
法
典
編
纂
を
近
代
的
法
制
度
と

し
て
編
纂
し
て
い
く
と
い
う
外
見
的
進
歩
性
に
よ
っ
て
、
封
建
的
体
制
を
打
倒
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
変
革
を
な
し
と
げ
た
諸
層
の
一
般
要

求
を
満
し
う
る
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
許
容
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
民
法
典
の
編
纂
は
、

江
藤

新
平
の
主
観
的
企
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
経
済
的
土
台
と
す
る
法
的
上
部
構
造
と
し
て
の
民
法
典
編
纂
は
、

明
治
政
府
の
遂
行
し
よ
う
と
し
た
諸
政
策
の
法
律
的
外
被
と
し
て
の
新
法
令
の
制
定
の
基
礎
の
う
え
に
、
人
々
の
社
会
関
係
に
法
的
秩
序

を
あ
た
え
る
役
割
を
も
っ
と
い
う
歴
史
的
意
義
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
旧
民
法
の
制
定
・
施
行
に
い
た

る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
は
、
旧
民
法
の
形
式
・
内
容
の
し
め
す
法
意
識
と
日
本
資
本
主
義
発
展
の
特
殊
性
に
も
と
づ
く
、
現
実
の
社
会
関



係
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
、
そ
れ
は
や
が
て
日
本
民
法
典
論
争
を
引
き
お
こ
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
法
典
編
纂
の

具
体
的
な
歴
史
的
条
件
の
認
識
が
、

旧
民
法
に
た
い
す
る
相
対
立
す
る
二
つ
の
見
解
を
明
確
に
す
る
に
役
だ
つ
こ
と
だ
ろ
う
。

(
1
)

前
号
〈
一
五
巻
四
号
〉
の
は
し
が
き
(
二
六
三

t
二
六
四
ペ
ー
ジ
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

(

2

)

手
塚
豊
教
授
『
明
治
初
年
の
民
法
編
纂
|
|
江
藤
新
平
の
編
纂
事
業
と
其
の
草
案
』
(
可
法
資
料
別
冊
二
一
号
一
九
四
四
年
四
月
〉
で
、
江

藤
新
平
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
民
法
編
纂
の
開
始
は
『
制
度
局
』
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
八
七

O
年
(
明
治
三
年
)
一
月
設
置
の
『
制
度
取
調
局
』
で
あ

る
説
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
説
は
『
私
の
知
る
限
り
に
於
て
今
村
氏
の
著
書
が
最
も
古
い
。
ま
た
「
法
治
協
会
雑
誌
」
第
六
号
(
明
治

二
四
年
)
所
載
、
代
言
人
和
田
菊
次
郎
稿
「
英
法
学
者
日
本
国
ヲ
改
造
セ
ン
ト
ス
」
の
中
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
(
同
書
一
八
頁
)
こ
れ
も
比

較
的
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
は
清
浦
套
吾
著
「
明
治
法
制
史
」
(
明
治
三
二
年
)
(
同
書
五
八
四
頁
)
を
通
じ
、
種
々
の
著
書
に
広
く
伝
播

し
、
民
法
学
界
の
定
説
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
状
況
を
現
出
し
て
ゐ
る
(
富
井
政
章
「
民
法
原
論
」
第
一
巻
五
四
頁
、
穂
積
重
遠
「
民
法
総
論
」
上
巻

一
一
頁
、
後
藤
清
「
民
法
学
序
説
」
八
一
一
良
、
岩
田
新
「
日
本
民
法
史
」
二
四
頁
等
参
照
)
。
穂
積
陳
重
「
法
窓
夜
話
」
は
「
明
治
三
年
太
政
官
に

制
度
取
調
局
を
置
き
」
(
三
三
五
頁
)
「
ま
た
明
治
コ
一
年
制
度
局
を
太
政
官
に
設
置
し
」
(
二

O
八
頁
)
と
い
う
両
個
の
異
な
れ
る
説
明
を
し
て
い
る

が
、
何
れ
も
誤
謬
な
る
事
は
本
稿
に
於
て
私
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
』
ハ
向
上
一
五
ペ
ー
ジ
の
註
一
一
)
と
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

石
井
良
助
民
法
決
議
に
つ
い
て
、
法
律
時
報
二
九
巻
一
号
(
一
九
五
七
年
一
月
)
八
六
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

遠
山
茂
樹
教
授
は
江
藤
新
平
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
も
と
づ
く
日
本
民
法
典
編
纂
の
企
図
を
、
か
れ
の
『
思
想
の
進
歩
性
、
あ
る
い
は
そ

の
性
格
の
果
断
さ
、
な
い
し
そ
の
背
後
に
あ
る
明
治
絶
対
主
義
の
革
新
性
を
論
断
す
る
通
説
は
、
極
め
て
危
険
で
あ
る
』
〈
民
法
典
論
争
の
政
治
史

的
考
察
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
民
権
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
〈
お
茶
の
水
書
房
一
九
五
七
年
・
一
月
二
五
一
ペ
ー
ジ
〉
)
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

中
村
吉
三
郎
教
授
は
『
い
う
ま
で
も
な
く
、
不
対
等
条
約
の
改
正
と
い
う
政
策
完
遂
の
た
め
、
見
せ
か
け
だ
け
で
も
日
本
を
文
明
開
化
の
法
治

国
に
し
た
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
外
形
的
理
由
の
ほ
か
に
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
経
済
的
基
盤
の
破
綻
の
故
に
つ
ぶ
れ
た
徳
川
幕
府
の
二
の
舞
を

演
じ
な
い
た
め
に
資
本
主
義
国
に
生
れ
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
本
質
的
な
理
由
か
ら
、
た
し
か
に
、
明
治
日
本
は
、
あ
る
程
度
ま
で

は
、
ヒ
ラ
ケ
て
い
っ
た
。
こ
と
に
、
そ
の
後
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
、
世
界
資
本
主
義
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
ま
す
ま
す
、

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

二
O
一二



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
一
一
)

0 
四

そ
の
度
合
も
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
。
実
は
、
こ
の
程
度
、
こ
の
度
合
が
問
題
な
の
で
、
こ
れ
こ
そ
、
明
治
民
法
史
ー
ー
ー
日
本
近
代
民
法
史
ー
ー
を
解

く
た
め
の
一
つ
の
鍵
な
の
で
あ
る
』
(
中
村
吉
三
郎
日
本
近
代
民
法
史
に
挑
む
た
め
に
社
会
科
学
討
究
第
七
巻
一
号
八
三
ペ
ー
ジ
)
と
さ

れ
て
い
る
。

(
6
〉
鈴
木
安
蔵
太
政
官
制
と
内
閣
制
(
昭
和
刊
行
会
一
九
四
四
年
五
月
)
一
五
ペ
ー
ジ

(

7

)

岡
本
清
一
日
本
に
お
け
る
絶
対
王
制
の
成
立
と
明
治
維
新
当
時
の
議
会
制
に
つ
い
て
同
志
社
法
学
五
巻
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ

(

8

)

福
島
正
夫
財
産
法
(
法
体
制
準
備
期
)
日
本
近
代
法
発
達
史

I
(勤
草
書
房
一
九
五
八
年
二
月
)
一
四

t
一
五
ペ
ー
ジ
。

(
9
)

福
島
正
夫
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
私
法
付
法
律
時
報
二
五
巻
一
号
一
九
五
三
年
一
月
五
二
ペ
ー
ジ

(
叩
)
内
田
穣
士
口
日
本
資
本
主
義
論
争
史
上
巻
(
新
興
出
版
社
一
九
四
九
年
二
月
)
八
五
ペ
ー
ジ

(
日
)
平
野
義
太
郎
日
本
資
本
主
義
社
会
の
機
構
(
岩
波
書
庖
一
九
四
三
年
九
月
)
二
五
ペ
ー
ジ

(
ロ
)
内
田
穣
吉
日
本
資
本
主
義
論
争
史
上
巻
(
新
興
出
版
社
一
九
四
九
年
二
月
)
八
六
ペ
ー
ジ

(
臼
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
た
た
び
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
堀
江
英
一
氏
が
黒
正
巌
『
百
性
一
挨
年
表
』

l件
1603~1612 I 15 

1613~ 1622 I 21 

1623~1632 I 9 

3613~6142 16 

1643 (1652 I 8 

1653~1662 I 12 

1663~1672' 12 

1673~1682' 27 

1683~1692' 17 

1693~1702' 19 

1703~1712 I 29 

1713~1722 I 42 

1723~1732 I 37 

1733~1742 I 38 

1743~1752 I 53 

数間年

(
経
済
史
研
究
一
七

巻
一
二
号
)
と
土
屋
喬
雄
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
年
表
』

宙
開
治
初
年

農
民
騒
擾
録
)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
上
記
の
表
(
明
治
維
新
の
社

有
斐
閣
〈
一
九
五
四
年
九
月
〉
五
一

t
五
二
ペ
ー
ジ
)
を

会
構
造

み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
表
か
ら
貧
農
・
小
作
人
・
都
市
勤
労

者
の
斗
争
の
状
態
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。

(
日
比
)
こ
の
近
代
的
土
地
所
有
関
係
の
法
制
度
的
承
認
は
、
廃
藩
置
県
後
の
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
二
月
一
五
日
、
太
政
官
布
告
第
五

O
号
の

『
地
所
永
代
売
買
ノ
儀
従
来
禁
制
ノ
処
自
今
四
民
共
売
買
致
所
持
候
儀
被
差
許
侯
事
』
お
よ
び
同
年
一
一
月
二
四
日
大
蔵
省
達
第
二
五
号
の
、
『
今
般

村
所
永
代
売
買
被
差
許
候
一
一
付
今
後
売
買
並
譲
渡
ノ
分
地
券
方
別
紙
ノ
通
可
相
心
得
事
』
に
よ
る
が
、
そ
れ
へ
の
明
ら
な
方
向
は
、
一
八
六
八
年

(
明
治
元
年
)
一
一
一
月
一
八
日
の
太
政
官
布
告
『
賜
地
及
寺
社
地
等
の
除
外
を
除
く
の
外
、
凡
そ
村
里
に
属
す
る
土
地
は
総
て
百
姓
の
所
有
と
為
す
、
も



し
百
姓
に
非
る
も
の
村
里
に
属
す
る
土
地
を
購
買
せ
ん
と
慾
せ
ば
、
必
ら
ず
代
人
を
設
け
て
村
里
一
般
の
謀
役
会
}
承
弁
す
べ
く
、
又
市
街
の
土
地
を

購
有
せ
ん
と
慾
せ
ば
、
亦
代
人
宏
設
け
市
街
一
般
の
謀
役
を
承
弁
す
べ
し
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
お
)
堀
江
英
一
明
治
維
新
の
社
会
構
造
(
有
斐
閣
一
九
五
四
年
九
月
)
一
四
一
ペ
ー
ジ

(
時
)
こ
の
こ
と
は
農
民
の
土
地
利
用
権
の
も
っ
と
も
強
か
っ
た
開
墾
氷
小
作
関
係
に
つ
い
て
、
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
四
月
の
内
務
省
指
令

は
、
『
小
作
人
ノ
儀
ハ
、
作
株
ヲ
地
主
一
一
買
取
ラ
ス
ヵ
、
又
ハ
地
株
ヲ
小
作
人
へ
譲
渡
十
ス
ル
ト
モ
、
可
成
丈
、
一
一
地
両
主
ノ
姿
一
一
一
小
成
様
処
分
ス

ベ
シ
。
貫
一
、
熟
談
一
一
不
至
向
ハ
中
立
ノ
通
、
原
主
へ
券
状
ヲ
渡
シ
、
原
主
小
作
人
ノ
間
互
ニ
証
書
取
替
サ
セ
、
後
日
ノ
紛
乱
ナ
キ
様
注
意
ス
ベ

シ
』
と
し
、
地
主
が
永
小
作
権
を
鼠
取
る
か
の
い
づ
れ
か
に
し
、
も
し
、
地
主
と
氷
小
作
人
と
の
間
で
、
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
に
は
、
外
形
上
の

地
主
に
対
し
て
所
有
権
を
認
め
、
地
券
を
交
付
し
て
い
る
こ
と
で
も
解
か
る
だ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
潮
見
俊
隆
教
授
は
、
『
明
治
維
新
に
な
っ
て
、
明
治
政
府
が
成
立
す
る
と
、
政
府
な
財
政
の
窮
乏
を
す
く
い
、
日
本
を
近
代

軍
事
国
家
に
仕
た
て
る
た
め
に
、
田
畑
宅
地
の
地
机
金
納
化
を
い
そ
ぐ
と
と
も
に
、
林
野
に
つ
い
て
も
大
整
理
に
着
手
し
た
。
明
治
九
年
以
後
に
お

こ
な
わ
れ
た
山
林
原
野
官
民
所
有
区
分
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
方
針
は
回
畑
と
は
反
対
に
人
民
か
ら
私
有
の
証
処
を
だ
さ
せ
、
十
分
の
証
拠
の
だ
せ

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
官
有
地
に
編
入
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
激
烈
を
き
わ
め
た
。
宮
地
見
分
に
派
遣
さ
れ
た
官
員
が
、
あ
る
い

は
私
有
地
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
人
民
に
鉄
鞭
を
も
っ
て
殴
打
し
(
木
雪
地
方
)
、
あ
る
い
は
村
氏
の
無
知
に
乗
じ

l
l当
時
の
村
民
は
、
土
地

が
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
と
、
従
来
の
入
会
憤
行
は
そ
の
ま
ま
存
流
し
・
地
租
は
免
ぜ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
(
東
北
地
方

)
l
l従
来
農
民
が
伐

木
採
草
に
立
ち
い
っ
て
い
た
多
く
の
山
林
原
野
を
官
有
地
に
編
入
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
・
日
本
全
国
の
山
林
の
約
三
分
の
一
を
し
め
る
国
有
林

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
』
(
潮
見
俊
隆
農
村
と
基
地
の
法
社
会
学
岩
波
書
忠
一
九
六

O
年
四
月
五
三
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
官
有
林
に
不
当
に
編
入
さ
れ
た
山
林
原
野
の
面
積
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
は
、
一
八
九

O
年
(
明
治
二
三
年
)
に
至
り
、
農
林
省
訓
令
で
官
有

林
原
野
引
一
戻
の
申
請
を
許
可
し
、
一
訴
願
法
に
よ
る
違
法
処
分
に
た
い
す
る
道
を
ひ
ら
か
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
再
出
願
が
多
か
っ
た
こ

と
で
も
理
解
で
き
る
と
思
う
(
参
照
高
柳
真
三
明
治
家
族
法
史
・
法
律
学
体
系
・
法
理
論
編
日
本
評
論
新
社
一
九
五
一
年
四
月
七
ペ
ー
ジ
)

(
四
)
も
っ
と
も
明
治
政
府
が
地
主
・
富
農
を
自
己
の
政
治
権
力
の
側
に
引
き
つ
け
る
こ
と
は
、
こ
の
租
税
制
度
の
確
立
と
新
土
地
法
だ
け
で
な
さ
れ

た
の
で
は
な
い
。
町
村
制
に
よ
っ
て
も
地
方
自
治
体
の
地
域
的
拘
束
力
を
利
用
し
て
、
地
主
・
富
農
の
子
に
地
方
権
力
を
集
中
し
、
農
民
を
支
配
す

る
政
治
機
構
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
(
井
上
清
明
治
維
新
日
本
現
代
史
第
一
巻
一
一
一
一
一
一
一
一
一

t
一
一
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
)
。

(
刊
日
)
遠
山
茂
樹
明
治
維
新
(
岩
波
書
庖
一
九
五
一
年
二
月
)
一
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉

二
O
五



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

二
O
六

(
却
)
福
島
正
夫
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
私
法
同
(
法
律
時
報
二
五
巻
二
号
一
九
五
三
年
二
月
)
五
三
ペ
ー
ジ

(
幻
)
服
部
之
総
近
代
日
本
外
交
史
〈
世
界
書
院
一
九
四
六
年
三
月
)
七
八

i
七
九
ペ
ー
ジ

(
辺
)
平
野
義
太
郎
自
本
資
本
主
義
の
機
構
と
法
律
〈
拐
善
書
房
一
九
四
七
年
四
月
)
八
へ

l
ジ
、
日
本
資
本
主
義
社
会
と
法
律
(
理
論
社

九
瓦
五
年
ニ
月
)
六
六
ペ
ー
ジ
。

2 

民
法
典
編
纂
の
社
会
・
経
済
的
条
件

わ
れ
わ
れ
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
に
、
民
法
典
編
纂
の
着
手
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
具
体
的
な
歴
史
的
条
件

を
認
識
す
る
と
と
が
必
妥
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
お
こ
う
。
で
は
ど
こ
か
ら
問
題
を

と
り
あ
げ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
社
会
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
本
質
?
ー
し
た
が
っ
て
民
法
典

編
纂
と
い
う
法
律
的
事
象
に
あ
っ
て
も
|
|
そ
れ
の
も
つ
具
体
的
な
歴
史
的
条
件
の
う
ち
に
み
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の
方
法
論
で
あ
石
山
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
民
法
典
の
編
纂
事
業
が
、
ど
う
い
う
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
、
ど
う
い
う
要
求
を
実
現

す
る
た
め
に
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

民
法
典
の

編
纂
事
業
は
、
江
藤
新
平
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
乙
の
ぱ
あ
い
江
藤
新
平
の
、
王
観
的
動
機
が
ど
う
で
あ
れ
、
客
観
的
な

歴
史
的
条
件
と
し
て
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
℃
い
る
と
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
歴
史

的
事
実
に
も
と
ぞ
つ
い
て
、
民
法
典
の
編
纂
事
業
は
、

は
じ
め
て
登
場
し
え
た
わ
け
で
あ
る
c

と
こ
ろ
が
、
こ
の
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的

変
革
は
、

一
定
の
物
質
的
基
礎
|
|
1
つ
ま
り
一
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ー
ー
ー
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
な

な
る
。
こ
の
ば
あ
い
わ
れ
わ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
、

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
ひ
き
起
し
た
物
質
的
基
礎
に
つ
い
て
の
理
解
を
必
要
と
す
る
と
と
に

(

鈍

)

つ
ぎ
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、



徳
川
封
建
制
の
も
と
で
商
品
H
貨
幣
経
済
が
進
展
し
た
こ
と
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
封
建
的
生
産
様
式
が
変
化
し
、
そ
れ
が
封
建
体
制
の

内
的
矛
盾
を
激
化
さ
せ
る
と
い
う
園
内
的
〈
内
的
〉
条
件
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
国
内
的
条
件
は
、

と
う
時
の
先
進
資
本
主
義

諸
国
に
よ
る
商
品
市
場
化
と
い
う
国
際
的
(
外
的
)
条
件
と
相
互
に
か
ら
み
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
条
件
の
相
互
作

用
に
よ
っ
て
、
封
建
体
制
そ
の
も
の
が
体
制
的
危
機
を
深
化
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
づ
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
う
ち
基
本
的
な
要
因
で
あ
る
封
建
体
制
に
生
じ
た
国
内
的
矛
盾
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
封
建
社
会
は
封
建
的
生
産
様
式
を
も
っ
社
会
と
し
て
の
構
造
的
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
農
業
生
産
を
基
底
と
す

る
農
奴
制
に
よ
っ
て
、
社
会
的
生
産
が
遂
行
さ
れ
て
き
た
。
徳
川
封
建
社
会
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
基
本
的
な
社
会
的
構
造
に
は
か
わ
り
が

な
い
。
し
か
し
農
業
生
産
力
が
発
展
し
、
自
給
自
足
的
な
封
建
的
自
然
経
済
が
、

や
が
て
圏
内
市
場
の
成
長
と
と
も
に
、
商
品
経
済
を
と

り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
農
業
生
産
物
の
商
品
化
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
相
互
に
作
用
し
あ
っ
て
き
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
が
商
品
市
場
の
発
展
と
と
も
に
蓄
積
さ
れ
、
成
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
圏
内
に
お
け

る
商
品
市
場
の
開
拓
と
商
品
経
済
と
の
相
互
作
用
は
、
商
品
経
済
の
一
一
層
の
発
田
肢
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
封
建
的
社
会

に
お
け
る
農
業
生
産
力
は
、
こ
の
商
品
経
済
の
発
展
を
基
礎
と
し
て
、
急
速
に
増
大
し
た
c

こ
の
結
果
と
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本

の
諸
活
動
が
活
溌
化
し
、
封
建
諸
侯
や
そ
の
家
臣
団
も
商
品
経
済
に
ま
き
こ
支
れ
、

や
が
て
幕
府
や
諸
侯
の
財
政
酌
窮
乏
化
を
も
た
ら
す

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
幕
府
・
藩
の
財
政
的
基
礎
は
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
責
租
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
商
品
経
済
の
発
展
に
よ

っ
て
生
じ
た
財
政
的
窮
乏
化
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
農
民
に
た
い
す
る
収
奪
の
強
化
を
は
か
っ
た
。
封
建
諸
侯
に
よ
る
年
貢
の
収
納
率

の
増
大
位
、
百
性
一
撲
の
全
国
的
な
発
生
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
へ
の
財
政
的
依
存
を

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

。
七
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八

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ミ
れ
を
要
約
す
る
に
、
農
民
経
済
の
発
展
は
領
主
経
済
を
ゆ
る
が
し
、
封
建
的
支
配
階
級
を
窮
乏
化
き

せ
、
そ
れ
ら
の
封
建
的
権
力
を
弱
体
化
す
る
と
と
も
に
、
封
建
諸
侯
と
そ
れ
に
依
存
し
た
家
臣
団
の
内
部
的
矛
盾
を
ひ
き
起
し
、
や
が
て

封
建
的
支
配
機
構
そ
の
も
の
の
体
制
的
危
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
出
山
こ
う
し
て
封
建
的
農
業
生
産
関
係
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
農
地

関
係
に
、
若
干
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
農
地
に
た
い
す
る
領
有
関
係
は
、
す
で
に
理
解
し
た
よ
う

に
寛
永
二

O
年
の
本
国
畑
売
買
禁
止
令
に
よ
っ
て
、
売
買
が
禁
止
ま
た
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
商
品
経
済
の
発
展
は
、
農
民
が
農

地
を
い
ろ
い
ろ
の
方
法
に
よ
っ
て
事
実
上
売
買
す
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
寛
永
二

O
年
の
本
田
畑
禁
止
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た

罰
則
も
、
次
第
に
軽
減
さ
れ
、
幕
藩
領
主
も
事
実
上
農
地
の
売
買
を
黙
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
土
地
関
係
に
お
け

る
領
有
関
係
が
解
体
し
、
近
代
的
土
地
所
有
関
係
へ
の
移
行
へ
の
前
提
条
件
が
、

じ
よ
じ
よ
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

近
代
的
土
地
所
有
関
係
の
法
制
度
的
確
立
は
、
明
治
維
新
後
の
田
知
永
代
売
の
解
禁
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。
土
地
関
係
に
お
け
る
こ
の
事

実
上
の
変
化
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
生
産
手
段
に
た
い
す
る
所
有
関
係
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の

こ
と
は
封
建
的
生
産
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
し
、
封
建
社
会
そ
の
も
の
の
構
造
的
変
化
を
み
ち
び
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
の
成
長
は
、
農
民
を
収
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
、
農
民
は
封
建
諸
侯
と
商
業
資

本
・
高
利
貸
資
本
か
ら
二
重
の
収
奪
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
階
級
分
解
を
激
し
く
し
た
。
こ
の
農
村
の
階
級
分
化
の
急
速
な
進
行
と
と

も
に
、
窮
乏
化
し
た
農
民
や
零
落
し
た
下
級
士
族
は
、
都
市
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
が
経
済

的
支
配
を
そ
の
手
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
関
係
に
お
い
て
も
家
内
工
業
・
工
場
制
的
手
工
業
の
経
済
的
基
盤
が
拡
大
し
、

や

が
て
封
建
的
生
産
様
式
を
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
と
か
え
る
経
済
的
条
件
を
一
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
経
済
的
条
件
が
成
熟
し
た
だ
け
で
、
封
建
的
生
産
様
式
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
転
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
資



本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
を
可
能
と
す
る
物
質
的
条
件
を
形
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
生
産
様
式
は
、
な
お
制
度
的

に
そ
の
社
会
に
強
制
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
封
建
体
制
が
、
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た

め
封
建
的
支
配
体
制
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
・
制
度
的
意
味
で
の
変
革
を
な
し
と
げ
、
生
産
手
段

に
た
い
す
る
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
関
係
を
法
制
度
の
う
え
で
も
実
現
し
、

農
民
を
自
由
な
労
働
者
に
転
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
切
は
政
治
斗
争
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
政
治
斗
争
な

L
に
は
け
っ
し
て
実
現

さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
は
、

自
由
な
労
働
者
を
私
的
(
資
本
主
義
的
)
所
有
さ
れ
る
生
産
手
段
に
結

A
口
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
構
造
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
結
合
さ
せ
て
剰
余
価
値
の
増
殖
と
、
そ
の

〈

お

〉

私
的
所
有
を
実
現
で
き
る
社
会
的
制
度
の
樹
立
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
政
治
斗
争
は
ど
う
い
う
形
で
進
行
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
高
業
資
本
家
・
高
利
貸
資
本
家
・
地
主
は
、
増
大
す
る
自
己
の
政
治
的
要
求
を
実
現
し
、
自
己
の
経
済
的
要
求
を
満
す
た
め
に
、

封
建
体
制
と
独
力
で
戦
う
だ
け
の
実
力
を
も
つ
ほ
ど
に
は
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
階

級
分
化
を
と
げ
て
い
っ
た
農
民
や
、
無
産
化
し
つ
つ
あ
っ
た
封
建
的
家
臣
団
の
下
級
士
族
の
反
封
建
的
勢
力
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
徳
川
封
建
体
制
の
崩
壊
を
導
く
こ
と
に
な
っ

M
W
こ
の
反
封
建
的
諸
勢
力
の
統
一
と
結
集
を
な
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
重
要
な

役
割
を
は
た
巳
た
の
は
下
級
士
族
で
あ
っ
た
。

し
か
し
明
治
維
新
の
政
治
的
変
革
の
主
体
と
し
て
は
、
農
民
層
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
全
国
的
規
模
で
発
生
し
た
農
民
一
撲
が
な
け
れ
ば
、
下
級
士
族
や
商
業
資
本
・
地
主
な
ど
の
諸
勢
力
は
、
反
封
建
的
な
政
治
斗
争
に

は
た
ち
あ
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
反
封
建
的
諸
勢
力
の
統
一
と
結
集
に
つ
い
て
、
下
級
士
族
が
理
論
的
指
導
者
と
し
て
の

(

初

〉

地
位
を
も
っ
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
が
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
の
内
的
条
件
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
の
外

旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)
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一一一

O

的
条
件
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
国
際
情
勢
は
一
口
に
い
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
先
進
資
本
主
義
諸
国

が
、
増
大
す
る
商
品
市
場
の
獲
得
の
要
求
に
も
と
，
つ
い
て
、
日
本
の
植
民
地
化
を
策
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
四

O
年
〈
天
保
二
年
)
か
ら
一
八
四
一
一
年
(
天
保
二
二
年
)

に
か
け
て
、
中
国
に
お
い
て
は
阿
片
戦
争
が
お
こ
な
わ
れ
、

イ
ギ
リ
ス
・

フ
ラ
ン
ス
を
主
軸
と
す
る
中
国
進
出
が
開
拓
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
残
る
日
本
市
場
に
た
い
し
て
は
、

一
八
五
三
年
〈
嘉
永
六
年
)
ア
メ
リ

カ
の
提
督
ベ

p
ー
が
浦
賀
に
き
て
、
実
力
を
も
っ
て
開
国
を
強
要
し
た
。
徳
川
幕
府
は
つ
い
に
一
八
五
六
年

約
を
締
結
し
、
翌
年
に
は
開
港
と
な
っ
た
。
開
港
に
よ
る
海
外
貿
易
の
開
始
は
、
封
建
社
会
の
な
か
に
半
ば
眠
り
つ
づ
け
て
い
た
日
本
経

済
に
、
お
ど
ろ
く
べ
き
急
激
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
封
建
制
度
に
胎
生
し
た
矛
盾
と
い
う
、
社
会
・
経
務
的
状
態
が
圏
内
的

条
件
と
な
り
、
国
際
的
情
勢
が
外
的
条
件
と
な
り
、
こ
の
二
つ
の
条
件
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
封
建
制
度
の
打
倒
と
い
う
政
治
的
表
現
を
と

(
安
政
五
年
)

に
は
通
商
条

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
維
新
が
歴
史
の
上
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

〈
お
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
民
法
学
研
究
に
つ
い
て
の
一
考
察
』
(
立
教
経
済
学
研
究
九
巻
一
号
1
一
Q
巻
一
号
一
九
五
五
年
五
月

t
一
九
五

六
年
六
月
)
に
、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
法
律
的
現
象
は
そ
れ
が
い
か
に
外
見
的
に
孤
立
し
た
、
偶
然
的
な

も
の
に
み
え
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
的
現
象
の
あ
い
だ
に
は
、
い
つ
で
も
相
互
依
存
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
々
の
法
律
的
現

象
の
諸
側
面
の
あ
い
だ
の
、
こ
の
相
互
依
存
性
は
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
統
一
さ
れ
た
全
体
の
、
一
つ
の
構
成
部
分
と
し

て
、
そ
の
社
会
現
象
(
経
済
的
・
政
治
的
現
象
な
ど
の
〉
に
よ
る
被
制
約
性
を
、
も
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
資
本
主

義
社
会
に
お
け
る
運
動
を
統
一
的
に
と
ら
え
、
そ
の
法
則
的
な
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
民
法
学
に
科
学
的
土
台
を
あ
た
え
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
民
法
学
の
基
本
的
課
題
を
な
す
』
〈
立
教
経
済
学
研
究
一

O
巻
一
号
一
一
一
一

o
l
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
と
。
な
お
こ
の
基
本
的
立
場

に
た
っ
て
、
わ
た
し
が
ど
う
い
う
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
民
法
講
義
〈
総
論
V

(

青
木
喜
応
一
九
五
六
年
一
一
月
五
八
ペ

ー
ジ
以
下
〉
で
述
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
泊
)
宮
川
澄
民
法
講
義
ハ
ハ
総
論
〉
(
青
木
書
応
一
九
五
六
年
一
一
月
)
一
一
七
ベ

I
ジ
以
下

(
お
)
揖
西
光
速
日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
の
形
成
(
お
茶
の
水
喜
一
房
一
一
九
四
九
年
六
月
)
四
ペ
ー
ジ
。



(
お
)
揖
西
・
大
西
・
加
藤
・
大
内
共
著
日
本
に
お
け
る
産
業
資
本
の
発
達
〈
上
巻
〉
(
東
大
協
同
出
版
部

庄
司
吉
吉
之
助
明
治
維
新
の
経
済
的
構
造
(
お
茶
の
水
喜
一
一
房
一
九
五
三
年
三
月
)
六
ペ
ー
ジ
。

(
釘
〉
岡
本
清
一
日
本
に
お
け
る
絶
対
王
制
の
成
立
と
明
治
維
新
当
時
の
会
議
制
に
つ
い
て
(
同
志
社
法
学
五
巻

ベ
l
ジ。

(
お
)
封
建
法
の
解
体
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
解
は
わ
た
し
の
『
市
民
法
の
生
成
と
解
体
』
(
立
教
経
済
学
研
究
一
一
巻
三
号
一
九
五
三
年
二
月
)

で
く
わ
し
く
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
参
照
し
て
い
た
ど
き
た
い
。
こ
と
に
『
同
封
建
法
の
物
質
的
基
礎
の
変
移
』
(
向
上
一
四
九
ペ
ー
ジ
以
下
)
で

は
、
封
建
法
の
解
体
を
封
建
社
会
の
経
済
酌
・
政
治
的
諸
調
係
と
の
相
互
関
係
か
ら
抱
え
、
封
建
法
的
な
諸
関
係
の
歴
史
的
な
変
化
と
い
う
側
白
か

ら
解
明
し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
却
)
野
呂
栄
太
郎
全
集
第
一
巻
(
岩
波
書
庖
一
九
五
七
年
四
月
)
五
四
ペ
ー
ジ
。

(
ぬ
)
わ
た
し
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
た
い
す
る
下
級
士
族
の
役
割
に
つ
い
て
、
か
つ
て
『
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に

つ
い
て
』
〈
立
教
経
済
学
研
究
五
巻
二
号
一
九
五
二
年
二
月
)
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
下
級
武
士

階
級
は
幕
府
、
諸
侯
お
よ
び
上
級
士
族
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
対
抗
関
係
こ
そ
は
、
か
れ
ら
が
商
品
日
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
り

て
、
日
々
無
産
化
し
、
わ
ず
か
に
商
工
人
的
な
内
職
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
得
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
徳
川
封
建
制
度
の
下
に

お
け
る
身
分
的
階
層
か
ら
す
れ
ば
、
農
・
工
・
商
の
上
位
に
位
い
し
、
封
建
的
支
配
階
級
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
下

級
武
士
階
級
は
、
こ
の
二
つ
の
性
格
を
も
っ
と
共
に
、
現
実
的
生
活
の
基
礎
の
上
で
、
反
封
建
的
諸
勢
力
の
一
つ
に
結
集
す
る
と
い
う
役
割
を
な
し

た
と
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
反
封
建
的
勢
力
の
基
底
を
な
し
て
い
る
、
農
民
の
力
が
次
第
に
増
大
す
る
と
共
に
、
下
級
武
士
階
級
は

官
僚
化
し
、
明
治
維
新
そ
の
も
の
が
妥
協
的
な
変
革
と
な
り
、
絶
対
主
義
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
』
(
向
上
九
三
ペ
ー
ジ
〉
と
し
た
。

一
九
五
一
年
一
月
)

一
一
ペ
ー
ジ
・

一
九
五

O
年
一
一
月
)
一

O
一一一

3 

近
代
的
法
思
想
と
民
法
典
編
纂

明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
は
封
建
体
制
を
打
倒
し
、
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
展
開
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
的
体
制

を
樹
立
し
た
。
し
か
し
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
、
空
だ
充
分
に
成
熟
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
直
後

旧
民
法
と
明
治
民
法
令
一
)



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
〉

一一一

の
新
法
令
の
制
定
は
、
こ
の
新
ら
し
い
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
法
制
度
を
樹
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
法
の
も
つ
椙
対
的
独
自
性
に
も
と
づ
い
て
、

一
定
の
条
件
の
も
と
で
ほ
法
が
経
済
的
関
係
に
先
行
し
、
経
済
的
関
係
の
成
熟
を
促
進

さ
せ
る
の
に
役
立
ち
う
る
と
す
る
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
日
本
民
法
央
の
編
纂
事
業
も
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
一
般
的
条
件

を
確
保
す
る
た
め
に
、
江
藤
新
平
の
手
に
よ
っ
て
、
開
始
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
日
本
民
法
典
の
編
纂
事
業

'1/' 

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
直
訳
的
移
入
と
い
う
形
で
進
行
し
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
が
、
当
時
の
資
本
主
義
国
に
お
け
る
も
っ
と
も
統

さ
れ
た
近
代
的
民
法
典
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
客
観
的
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
存
在
し

た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、

日
本
民
法
典
の
編
纂
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
う
け
入
れ

る
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
貫
徹
し
て
い
る
法
思
想
|
|
そ
れ
は
自
然
法
思
想
で
あ
る
ー
ー
が
、
あ
る
程
度
ま

で
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
法
思
想
が
人
々
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
す
る
旧
民
法
の

編
纂
を
許
容
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
貫
徹
し
て
い
た
法
思
想
は
、
明
治
維
新
前
か
ら
す
で
に
紹
介
さ
れ
、
あ
る

程
度
ま
で
定
着
す
る
こ
と
の
で
き
た
『
性
法
』
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
維
新
の
思
想
的

根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
す
る
旧
民
法
の
編
纂
に
、
特
別
の
疑
問
を
あ
た
え
な
か
っ
た
理

由
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
『
性
法
』
思
想
は
、
新
ら
し
い
社
会
形
態
の
実
現
・
移
行
を
一
般
化
さ
れ
た
社
会
思
潮
と
し
て
許

容
し
た
。
こ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
を
思
想
的
に
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
性
法
』
思
想
は
、
幕
藩
体
制

の
補
強
の
た
め
に
移
入
さ
れ
た
洋
学
(
蘭
学
)

に
よ
っ
て
移
殖
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
内
外
の
情
勢
の
発
展
と
い
う
社
会
・
経

済
的
条
件
の
も
と
で
、

『
性
法
』
思
想
は
封
建
体
制
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
先
進
的
思
想
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
洋
学
(
蘭

学
〉
が
こ
う
し
た
傾
向
性
を
濃
厚
に
す
る
や
、
封
建
的
支
配
者
は
、
こ
れ
に
弾
圧
を
加
え
、
そ
れ
を
甫
芽
の
う
ち
に
つ
み
と
ろ
う
と
し
た
。



高
野
長
英
・
渡
辺
華
山
の
い
わ
ゆ
る
『
蕃
社
の
獄
』
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
封
建
体
制
の
内
的
矛
盾
に

よ
っ
て
百
姓
一
挟
は
激
発
し
、
下
か
ら
の
反
体
制
勢
力
の
結
集
が
進
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
内
外
の
諸
条
件
は
、
反
体
制
側
に
有
利
に
作

用
し
、
明
治
維
新
が
実
現
さ
れ
た
。
か
く
し
て
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
諸
思
想
が
、
洋
字
と
し
て
急
激
に
流
入
さ
れ
て
き
た
。
こ
と
に
資

本
の
本
源
的
蓄
積
を
強
行
し
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
埴
民
地
化
・
半
埴
民
地
化
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
、
資
本
主
義
的
発
展
を

と
げ
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
の
も
と
で
は
、

い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
諸
政
策
が
、
こ
の
新
思
想
の
政
策
的
移
入
を
結
果
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
い
わ
ゆ
る
『
性
法
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
思
想
は
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
法
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、

封
建
体
制
を
打
倒
す
る
た
め
の
思
想
と
し
て
人
々
に
定
着
す
る
に
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
生
産
関
係
の
変
化
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
市
民
革
命

(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
〉

と
い
う
政
治
的
経
験
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
普
遍
的
な
社
会
思
想
と
な

る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
自
然
法
思
想
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
普
遍
的
な
社
会
関
係
と
し
て
展
開
す
る
事
態
の
も
と
で
、
人
々

に
定
着
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
い
ま
だ
市
民
革
命
を
経
験
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
時
期
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
先
進
的
思
想
と
し

て
理
解
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
政
策
的
企
図
か
ら
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
資
本
主
義
的
生
産
の
強
行
的
移
入
と
い
う
明
治
維
新
直

後
の
社
会
・
経
済
的
条
件
は
、
こ
の
自
然
、
法
思
想
を
定
着
さ
せ
る
条
件
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
江
藤
新
平
に
よ
っ
て
民
法
典

編
纂
が
な
さ
れ
た
時
期
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
性
法
』
思
想
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
紹
介
さ
れ
た
か

を
み
て
お
こ
う
。

『
蕃
社
の
獄
』
の
の
ち
、
徳
川
幕
府
は
民
間
の
洋
学
の
取
締
を
な
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
先
進
資
本
主
義
諸
国

(
西
洋

所

(
蕃
書
調
所
)

の
事
情
を
調
査
す
る
た
め
に
、
洋
学
の
研
究
を
な
す
必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
目
的
で
一
八
五
六
年
(
安
政
三
年
)
に
は
、
一
番
書
取
調

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
蕃
書
取
調
所
は
、
洋
学
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
資
本

諸
国
)

主
義
諸
国
の
諸
事
情
・
文
化
・
法
律
制
度
な
ど
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
増
大
し
た
複
雑
な
対
外
的
交
渉
の
担
当
者
と
し
て
の
重
大
な
課

旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
〉

一一一



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

四

題
を
果
す
役
割
を
に
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
蕃
書
取
調
所
が
洋
学
研
究
を
通
じ
て
、
客
観
的
に
み
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
科
学
一

般
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
『
性
法
』
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
|
|
一
七
世
紀

が後
半

紹の
介イ
さギ
れリ
たス
のに
では
あじ
るaま
。)り

ヨ

ロ八
九世
パ紀
に初
お頭
けか
るら

の
思
本自己、
t土

フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
に
波
及
し
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
思
想
で
あ
る
1
1
1

当
時
の
新
興
市
民
階
級

(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
)

の
意
識
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
中
世
紀
的
な
政
治
体
制
か
ら
近
代
的
な
政
冶
体
制
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
絶
対
主
義
の
も
と
で
、
封
建
的
旧
体

制

に
た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、

資
本
主
義
的
諸
制
度
の
促
進
を
は
か
る
思
想
形
態
と
し
て
、

共
通
の
意
識

(
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
)

と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
蕃
書
取
調
所
は
、
そ
の
後
洋
書
調
所
と
改
め
ら
れ
、
西
尾
錦
之
丞
が
頭
取
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
下
に
西
周
、

津
田
真
道
、
市
川
斉
宮
、
加
藤
弘
之
な
ど
が
主
と
し
て
政
治
に
関
す
る
書
籍
の
翻
訳
に
従
事
し
て
人
間
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て

紹
介
さ
れ
た
新
思
想
が
『
性
法
』
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
思
想
は
封
建
体
制
を
批
判
す
る
と
い
う
点

で
、
反
体
制
勢
力
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
維
新
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
政
治
権
力
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
資
本
主

義
的
生
産
関
係
を
展
開
す
る
た
め
の
思
想
と
な
り
う
る
限
り
で
、
許
容
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
基
底

に
こ
の
自
然
法
思
想
が
貫
徹
し
て
い
た
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
が
当
時
の
一
般
的
要
求
と
思
想
と
を
満
し
う
る
も
の
と
し
て
映
じ
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
母
法
と
し
て
、

(
釘
)

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

日
本
民
法
典
の
編
纂
を
可
能
に
す
る
条
件
を
、
政
治
権
力
の
側
で
も
も
っ

さ
て
、
新
思
想
は
封
建
体
制
に
反
対
す
る
批
判
の
武
器
と
し
て
、
明
治
維
新
の
政
治
的
変
革
に
利
用
さ
れ
役
立
た
れ
た
。
新
思
想
が
こ

う
い
う
役
割
を
は
た
し
え
た
の
は
、
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も
に
零
落
し
て
い
く
諸
層
1
1
1
農
民
・
都
市
勤
労
者
、
下
級
士
族
な
ど
|
|

に
と
っ
て
、
反
封
建
斗
争
を
押
し
進
め
、
封
建
体
制
を
打
破
す
る
こ
と
が
生
活
そ
の
も
の
の
要
求
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ



く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
要
求
は
、
商
品
経
済
の
発
展
に
も
と
づ
く
経
済
的
要
求
と
し
て
、
封
建
体
制
の
打
破
を
要
求

し
て
い
た
商
業
資
本
・
高
利
貸
資
本
と
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
そ
れ
ら
の
者
が
統
一
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し

た
。
だ
か
ら
一
八
六

0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
法
思
想
は
、
反
体
制
勢
力
の
側
の
も
の
と
な
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
自

然
法
思
想
は
、
明
治
維
新
後
に
お
い
て
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
絶
対
主
義
酌
天
皇
制
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
に
、
反
体
制
勢
力
と

し
て
結
集
し
て
き
た
人
々
に
自
己
の
政
治
的
企
図
を
蔭
蔽
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
思
想
の
流
入
を
、
明
治
政
府

み
づ
か
ら
な
し
て
い
る
と
い
う
文
明
開
化
政
策
に
よ
っ
て
な
し
え
た
の
で
あ
る
。
新
思
想
自
体
の
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
も
つ
具

体
的
な
要
求
に
よ
っ
て
異
っ
た
も
の
と
な
る
。
明
治
政
府
は
新
思
想
を
一
つ
の
方
向
に
指
導
し
、
枠
を
は
め
、
そ
れ
を
社
会
的
思
潮
と
し

(

肘

)

て
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
役
割
を
『
明
六
社
』
に
結
集
し
た
人
達
が
ほ
た
し
た
の
で
あ
る
。

『
明
六
社
』

に
結
集
し
て
い
た
人
達

は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
明
治
絶
対
主
義
的
官
僚
と
な
り
、
明
治
政
府
の
文
明
開
化
政
策
の
思
想
面
を
担
当
す
る
イ
デ
オ
ロ

1
グ
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
し
め
す
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
思
想
の
紹
介
・
導
入
は
、
明
治
絶
対
主
義
を
補
強
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
官
僚
的
色
彩
の
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
『
明
六
社
』
的
イ
デ
オ
ロ

l
グ
の
活
動
は
、
理

(

幻

)

論
一
回
だ
け
に
限
ら
れ
、
そ
の
実
践
的
活
動
や
政
治
的
見
解
は
、
啓
蒙
的
専
制
主
義
的
な
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し

明
治
維
新
後
の
日
本
資
本
主
義
の
後
進
性
と
い
う
一
定
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
は
、
相
対
酌
意
味
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、

な

お
進
歩
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ

1
グ
は
、
絶
対
主
義
が
次
第
に
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
明
治
政
府
の
文
明
開
化
政
策
の
理
論
面
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、

『
豪
家
の
農
商
』

で

あ
っ
た
地
主
H
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
上
か
ら
の
改
良
的
意
向
と
傾
向
と
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
同
時
に
農
民
の
下
か
ら
の
革
命

的
な
民
主
主
義
的
傾
向
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
そ
れ
は
中
央
集
権
制
に
よ
る
政
治
的
形
態
の
近
代
的
姿
態
に
よ
っ
て
、

旧
民
法
と
明
治
民
法
会
一
〉

五



旧
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

一
一
一
六

進
歩
的
・
羊
命
的
印
象
す
ら
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
国
権
主
義
的
傾
向
と
民
権
主
義
的
傾
向
と
は
、
ま
だ
対
立
物
に

〈

部

)

転
化
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
立
場
が
ど
う
で
あ
れ
、
自
然
法
思
想
は
ひ
ろ

く
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
自
然
法
思
想
に
も
と
づ
く
法
制
度
が
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
役
立
つ
法
制
度
と
し
て
、
認

識
さ
れ
、
♂
客
観
的
に
は
具
体
的
な
階
級
的
利
益
と
結
び
つ
き
、
定
着
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
近
代
的
法
制
度
の
外
見
性
を
利

用
し
て
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
学
の
理
論
的
支
柱
は
、
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
明
六
社
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
新
思
想
が
、

フ
ラ
ン
ス
法
学
の
流
入
を
助
け
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
が
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
確
立
す
る
ま
で
日
本
の
法

学
お
よ
び
法
思
想
の
主
流
を
な
し
た
理
由
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
日
本
資
本
主
義
は
ま
だ
上
か
ら
の
諸
政
策
の
も
と
で
端
初
的
発
展
の

過
程
に
あ
っ
た
が
、
法
お
よ
び
法
思
想
の
も
つ
相
対
的
独
自
性
の
ゆ
え
に
、
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
近
代
的
民
法
典

!
ー
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
タ
イ
プ
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

l
ー
を
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
発
展
の
法
律
制
度
の

確
保
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
制
度
は
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
経
済
的
関
係
を
、
現
実
の
社
会
生
活
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
強
制
す
る

力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
民
法
典
の
編
纂
は
、
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
一
般
的
条
件
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
資
本
主
義
的
生
産
・
再
生
産
を
法
制
度
的
に
承
認
し
、
そ
う
し
た
経
済
的
関
係
を
社
会
生
活
関
係
の
基
本
的

規
律
と
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
秩
序
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
人
々
を
適
応
さ
せ
る
一
般

h
k

、。

中
山
し

的
尺
度
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
成
熟
を
み
ず
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
端
初
に
お
か
れ
て
い
た
明
治
維
新
の
直
後
に
あ
っ
て
は
、

日
本
民
法
典
の
編
纂
そ
の
も
の
が
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
意

味
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
法
典
と
し
て
の
純
粋
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変



草
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
資
本
主
義
は
こ
れ
ま
で
の
卦
建
的
議
関
係
を
利
用
し
、
そ
れ
を
資
本
主
義
洛
展
に

役
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
自
然
法
思
想
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
日
本
法
学
、
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
法
典

の
外
形
的
な
形
式
性
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
か
ら
う
け
つ
ぎ
、
同
時
に
日
本
資
本
主
義
の
も
つ
こ
の
現
実
と
ど
う
調
和
さ
せ
て
い
く
か
が
、

民
法
典
編
纂
の
進
行
過
程
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
民
法
典
編
纂
が
江
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
期
に
お
い
℃

は
、
こ
う
し
た
現
実
的
課
題
を
き
づ
く
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
当
時
の
自
然
法
思
想
に
よ
っ
て
、

日

本
民
法
血
ハ
の
編
纂
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
引
写
的
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
江
藤
新
平
が
日
本
民
法
典
の
形
式
と

内
容
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典

(の
o
a巾
口

E
r
a
-品

)

に
求
め
た
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
江
藤
新
子
自
身
が
、
こ

の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
直
訳
的
移
入
に
よ
っ
て
、

日
本
民
法
典
の
実
現
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
主
観
的
企
図

i
|そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
主

義
的
な
統
一
的
法
典
の
作
出
に
よ
っ
て
国
家
主
岡
田
強
盛
大
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
ー
ー
ー
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

や
は
り
そ
こ
に
は
自
然
法

思
想
左
い
う
一
般
的
な
理
論
的
根
拠
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
、
社
会
的
条
件
を
も
っ
て
い
た
-
)
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。以

上
で
、
こ
の
項
の
課
題
と
な
し
て
き
た
旧
民
法
と
明
治
民
、
法
の
性
格
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
じ
て
、

日
本
民
法
脱
〈
の
編
纂

事
業
が
、

と
ヲ
い
う
客
観
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
出
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
を
終
り
た

い
と
思
う
。
な
お
多
く
の
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
一
応
の
素
描
的
概
観
に

と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
、

日
本
民
法
典
の
編
纂
を
ど
う
い
う
方
向

に
向
っ
て
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
の
一
般
的
要
求
を
、

そ
こ
に
み
い
出
し
て
お
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
要
求
ば
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
、
民
法
典
の
編
纂
に
ど
う
い
う
形
で
反
映
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
民
法
典
編
纂
と
い
う
法
史
的
経

一
一
口
氏
法
と
明
治
え
注
(
二
〉

-， 



侶
民
法
と
明
治
民
法
(
二
)

』、

過
の
な
か
に

L
め
さ
れ
一
る
個
々
の
法
史
的
事
実
の
理
解
の
基
準
設
定
の
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
の
理
解
を
必
要
と
す
-
る
だ
ろ
う
。
こ
の
基

礎
に
た
っ
て
、
課
題
を
つ
ぎ
に
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
ο

(
お
)
河
合
栄
次
郎
明
治
思
想
史
の
断
片
|
|
l
金
井
延
を
中
心
と
し
て
|
|
(
日
本
一
計
論
社
一
九
四
一
年
四
月
)
四

o
t四
一
へ

l
ジ
c

(
位
)
永
田
広
士
山
日
本
哲
学
忠
想
史
(
昭
森
社
一
九
八
三
年
四
月
)
一
二

O
六

t
一一一

O
七
ペ
ー
ジ
。

(
お
〉
近
代
日
本
思
想
史
研
究
会
編
近
代
日
本
思
想
史
第
一
巻
(
青
木
書
所
一
九
五
六
年
八
月
〉
一
天

t
一
一
一
七
へ
!
ジ
。

(
担
》
米
山
梅
吉
幕
末
西
洋
文
化
と
沼
津
兵
学
校
(
三
省
堂
一
九
三
五
年
一

O
月
)
一
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
洋
，
乎
の
紹
介
は
主
と
し
て
養
所
調
所
の
教
授
、
教
授
手
伝
、
練
訳
方
な
ど
に
よ
。
て
な
さ
れ
て
い
た
。
教
授
手
伝
並
で
あ
っ
た
西
周
助
(
問
)

津
田
真
一
郎
(
真
道
〉
は
、
一
八
六
二
年
(
文
久
一
一
年
〉
六
月
一
八
日
に
政
治
・
法
律
の
研
究
生
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
。
レ
イ
デ

γ

(
来
了
)
大
学
教
授
シ
モ
ン
・
ヒ
ッ
セ
リ
ン
グ

(
ω
E
S
5
8
0札
口
同
様
酒
林
)
か
ら
法
律
学
|
性
法
学

2
2
3
g、
高
山
国
一
公
法
学

(
4
0
昇
。
ロ
円
四
聞
け
)
、
国
法
学

(
ω
g
E
g
m
C
I
-
-教
授
を
う
け
る
と
と
も
に
、
経
済
学

(ωg巳
即

F
Z
Z
E
F
5巳
叩
〉
、
政
美
学

(ωg民
主
叩
h

w)
の
五
科
目
の
口
授
を
う
け
た
。
こ
の
う
ち
『
首
間
関
公
法
ハ
位
法
ノ
蔦
国
間
一
一
行
ハ
ル
ん
者
、
国
法
ハ
性
法
ノ
官
民
間
ニ
行
ハ
ル
ル
者
ナ
リ
』

(
性
法
略
緒
一
τ
一
口
〉
と
さ
れ
、
『
性
法
ハ
人
ノ
性
一
一
基
ク
所
ノ
法
ナ
リ
』
(
性
法
略
第
一
一
編
一
条
)
と
さ
れ
て
い
る
。
西
周
・
津
田
真
一
郎
は
、
フ
イ

セ
リ
ン
グ
の
性
法
学
を
筆
記
し
持
ち
か
え
っ
た
が
、
こ
れ
を
神
凹
考
平
が
和
訳
し
『
性
誌
略
』
〈
求
故
盆
明
治
四
年
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
国

法
学
を
担
当
し
た
津
田
真
一
郎
は
、
フ
ィ
セ
リ
ン
グ
の
一
講
義
ノ
l
ト
を
ま
と
め
、
『
泰
西
国
法
論
』
(
開
成
所
一
八
六
八
年
ノ
ム
慶
応
四
年
v
u

に
刊

行
し
た
。
西
周
も
『
高
国
公
法
』
(
平
安
書
館
一
六
六
八
年
〈
慶
応
四
年
〉
)
に
刊
行
し
た

Q

こ
れ
ら
の
法
律
書
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
に

流
れ
て
い
る
自
然
法
思
想
が
川
町
介
さ
れ
た
-
}
と
は
、
存
円
相
に
推
測
で
き
る
と
と
℃
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ー
ペ
献
は
い
ペ
れ
も
、
明
治
文
化
全
集
第
八
巻

〈
法
律
編
V
(
日
本
許
A

論
社
一
九
二
九
年
五
月
)
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
一
五
年
か
ら
明
給
二
一
一
年
ま
で
の
主
要
法
律
蓄
の
目
録
が
同
書
末

尾
に
尾
佐
竹
猛
氏
の
法
律
学
文
献
年
表
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
明
六
社
に
結
集
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
明
治
維
新
前
か
ら
洋
学
の
移
入
に
よ
っ
て
、
新
思
想
を
紹
介
し
た
と
い
ち
殺
さ
車
的
役
割
を
は
た
し

て
い
た
人
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
六
社
に
属
す
る
者
と
し
て
は
、
阪
谷
素
、
杉
享
二
、
箕
作
秋
坪
、
加
藤
弘
之
、
西
周
、
神
田
孝
平
、
柏
原
考
寧
、

森
有
礼
、
西
村
茂
樹
、
問
中
不
二
磨
、
津
田
真
送
、
清
水
卯
三
郎
、
中
村
正
直
、
津
町
仙
、
福
沢
諭
吉
、
箕
作
麟
祥
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
者

は
明
治
政
府
の
も
と
で
絶
対
主
義
的
官
僚
の
知
識
分
子
を
構
成
す
る
人
達
で
あ
る
。
そ
し
て
森
有
礼
を
除
け
ば
、
そ
の
伝
子
ど
ん
と
が
開
成
所
(
一
八



一
一
年
〈
文
化
八
年
V

に
誌
立
さ
れ
、
符
川
嘉
府
の
対
洋
学
機
関
で
あ
っ
た
享
骨
量
一
田
和
解
方
」
に
税
源
す
る
)
の
出
身
者
で
あ
る
と
い
え
る
(
参
院

d

遠
山
茂
樹
明
治
維
新
岩
波
書
広
一
九
五
一
年
-
一
月
一
一
一

O
三
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
明
六
社
は
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
に
結
社
し
、
翌
一
八

七
四
年
(
明
治
七
年
〉
三
月
か
ら
、
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
〉
六
月
の
『
譲
訪
律
』
(
太
政
官
布
告
第
一
‘

O
号
)
・
司
新
聞
紙
条
例
』
(
太
政
官

布
告
第
一
一
一
号
)
に
よ
っ
て
、
一
一
一
口
論
・
思
想
の
自
由
が
抑
一
任
さ
れ
、
廃
刊
す
る
ま
で
の
問
、
そ
の
機
関
誌
と
し
て
一
明
六
雑
誌
』
四
三
号
を
刊
行

し
た
(
参
照
明
治
文
化
全
集
第
一
八
巻
雑
誌
篇
同
本
評
論
社
一
九
二
八
年
一
二
月
円
へ

1
ジ
)

(
訂
)
こ
の
こ
と
は
、
一
真
政
大
意
』
(
明
治
~
一
一
行
「
)
・
一
一

u

団
体
新
論
』
(
明
治
七
年
)
で
か
な
り
激
烈
な
調
子
で
、
と
れ
ま
で
の
政
治
的
理
論
を
批
判

し
、
政
治
的
自
由
主
義
十
一
主
張
し
た
加
藤
弘
之
に
し
て
も
、
そ
の
主
張
は
も
三
ば
ら
理
論
的
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
か
れ
ら
の
主
張
す
る
啓
蒙
的
思
想

を
の
り
越
え
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
を
国
民
の
あ
だ
に
ひ
ろ
め
、
『
上
か
ら
の
』
改
良
主
義
と
『
下
か
ら
』
革
命
的
民
主
主
義
の
未
分
化
的
な

結
合
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
が
展
開
す
る
に
到
る
と
、
時
期
尚
早
と
い
う
立
場
を
よ
そ
お
い
つ
つ
積
極
的
に
反
対
し
た
こ
と
で
も
解
る
と
思

う
。
円
明
六
社
』
に
結
集
し
た
人
々
は
、
藩
閥
政
府
の
官
僚
学
者
と
し
て
政
府
の
改
良
主
義
的
政
策
を
支
持
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ミ
の
こ
と
は
、
板
塩
川
辺
助
や
副
島
種
臣
等
の
『
早
人
選
議
院
設
立
運
門
書
L

に
対
す
る
、
加
藤
弘
之
、
森
有
礼
、
商
周
、
神
出
来
4
1
、
津
田
真
道
、
仮

谷
系
の
批
判
の
中
で
、
最
も
よ
く
表
現
き
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
津
川
丘
一
尚
一
が
『
自
分
ノ
一
昨
市
川
開
化
者
流
自
由
ノ
理
ヲ
知
一
ブ
ズ
シ
テ
自
由
ヲ
想
像
シ

法
律
経
済
ノ
学
ヲ
講
究
セ
ス
シ
テ
没
一
一
仏
律
英
法
米
政
等
ヲ
論
ジ
其
高
ン
キ
一
一
至
リ
テ
ハ
仏
宙
開
両
氏
派
/
餓
訳
ヲ
採
リ
テ
直
一
一
我
大
日
本
帝
国
ノ
民

法
ヲ
創
玄
セ
ン
ト
ス
』
(
明
治
文
化
全
集
一
八
巻
雑
誌
篤
二
一

0
ペ
ー
ジ
)
る
こ
と
を
誤
謬
と
し
て
斥
け
、
ま
た
、
神
田
孝
平
が
民
選
議
院
の

設
立
の
時
は
必
然
に
く
る
の
だ
が
、
「
其
時
節
ハ
決
シ
テ
喜
フ
可
キ
時
節
一
一
非
ル
ナ
リ
』
ハ
明
治
文
化
全
集
一
八
巻
雑
誌
篇
一
四
九
ペ
ー
ジ
)

と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
活
動
が
絶
対
主
義
政
府
の
御
用
的
な
結
初
で
あ
る
こ
と
、
そ
じ
て
か
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
瞥
蒙
思
想
が
、
絶

対
主
義
政
府
の
'
こ
っ
て
い
る
『
上
か
ら
』
の
近
代
化
の
路
線
に
忠
宇
な
改
良
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
解
る
だ
ろ
う
c

p

u

明
六
社
』
的
イ
デ
7
戸

i
〆
の
な
し
た
こ
れ
ま
で
の
政
治
的
思
想
に
た
い
す
る
批
判
は
、
尊
王
康
弘
的
名
分
論
に
た
い
し
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ぜ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主

主
義
の
素
地
を
つ
く
り
死
す
に
は
役
立
っ
た
。
し
か
し
そ
の
批
判
は
、
絶
対
主
義
的
な
針
路
を
し
め
し
、
明
治
絶
対
主
義
の
一
協
力
者
と
み
て
漸
進
主

義
を
と
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
社
会
的
な
階
級
的
性
格
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
(
参
照
永
回
広
忠
日
本
唯
物
史
〈
永
田
広
志
選
集

V
〉

白
揚
社
一
九
四
八
年
一
月
九
一
ペ
ー
ジ
。
山
下
徳
治
教
化
史
日
本
資
本
主
義
講
座
岩
波
書
佑
一
九
三
二
年
一
一
月
一
七

t
一
八
ペ

ー
ジ
ヨ
こ
の
こ
と
は
絶
対
主
義
の
形
成
に
つ
れ
て
、
か
れ
ら
自
身
を
反
動
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
近
代
日
本
思
想
史
研
究
会
近
代
日
本
思
想
史
一
巻
(
青
木
喜
広
九
五
六
年
八
月
)
回
↓
八
ペ
ー
ジ
。

旧
民
法
と
明
治
民
法
令
一
)

九



(
ぬ
)

家
永
三
郎

旧
民
法
と
明
治
民
法
へ
一
J

民
権
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
八
明
治
研
究
叢
書
四
巻
〉
(
御
茶
の
水
害
一
房

。

-
九
五
七
年
一
月
)
二

0
ペ
ー
ジ
。

i
i以
下
次
号
|
|




