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特
　集

日
本
研
究
の
道
し
る
べ
―
―
必
読
の
一
〇
〇
冊

　
日
本
政
治
史
に
は
か
つ
て
分
か
り
や
す
い
物
語
が
あ
っ
た
︒
自
由
を
奪
う
抑

圧
的
な
﹁
明
治
絶
対
主
義
﹂
か
ら
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
くで

実
り
の
な
い
﹁
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂︑

テ
ロ
と
対
外
侵
略
の
﹁
昭
和
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
を
経
て
︑
負
け
と
っ
た
﹁
戦
後
民

主
主
義
﹂
へ
と
連
な
る
一
つ
の
理
解
の
筋
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
は
︑
多

分
に
戦
後
当
時
の
政
治
状
況
に
影
響
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
革
命
が
遠
ざ
か

り
実
証
研
究
が
進
む
に
つ
れ
︑
近
代
化
の
明
治
︑
可
能
性
の
大
正
と
い
う
側
面

が
強
調
さ
れ
︑
様
々
な
意
思
決
定
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
な
か
で
︑﹁
昭
和

フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
と
﹁
戦
後
民
主
主
義
﹂
と
い
う
言
葉
も
︑
歴
史
分
析
と
し
て
は

一
般
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
︒
他
方
で
︑
経
済
発
展
に
よ
っ
て
自

信
を
回
復
し
た
国
民
が
︑
そ
の
暑
い
夏
を
過
ぎ
︑
豊
穣
の
秋
を
迎
え
る
な
か
で

歴
史
に
誇
り
を
求
め
︑
一
服
の
清
涼
剤
の
よ
う
に
消
費
す
る
た
め
に
歴
史
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
論
理
の
主
客
が
転
倒
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
︒
大
き
な
物
語
の
転
換
と
日
々
進
む
実
証
研
究
の
蓄
積
の
な
か
で
︑
私
た
ち

は
何
を
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
こ
で
は
比
較
的
新
し
い
も
の
を
七
冊
取
り
上
げ
る
結
果
と
な
っ
た
︒
し
か

し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
は
先
行
研
究
と
の
対
話
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
古
典
は
生

き
て
い
る
︒
ま
た
︑
政
治
史
ら
し
い
政
治
史
の
文
献
が
並
ん
で
い
る
︒
日
本
政

治
外
交
史
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
日
本
政
治
史
は
外
交
史
と
の
融
合
に
一
日
の
長

が
あ
る
が
︑
私
の
専
門
性
と
︑
扱
う
べ
き
限
ら
れ
た
書
籍
数
の
範
囲
の
中
で
︑

外
交
史
の
優
れ
た
伝
統
と
活
発
な
先
端
研
究
へ
の
敬
意
を
表
し
つ
つ
︑
リ
バ
イ

バ
ル
と
革
新
の
道
を
歩
む
政
治
史
に
注
目
し
た
︒
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一
　 

三
谷
太
一
郎
﹃
日
本
の
近
代
と
は
何
で
あ
っ
た
か
﹄ 

︱
︱
進
化
し
続
け
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

　
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
︑
三
谷
太
一
郎
﹃
日
本
の
近
代
と
は
何
で
あ
っ

た
か
︱
︱
問
題
史
的
考
察
﹄（
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
七
）
で
あ
る
︒
三
谷
は

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
︑
両
大
戦
間
期
の
政
党
政
治
に
つ
い
て
着
実
に
成
果

を
上
げ
て
き
た
︒
ま
ず
﹃
日
本
政
党
政
治
の
形
成
︱
︱
原
敬
の
政
治
指
導
﹄

（
初
刊
一
九
六
七；

増
補
版
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
）
で
︑
一
九
一
八
年

に
初
の
本
格
的
政
党
内
閣
を
組
織
し
た
と
評
価
さ
れ
る
原
敬
の
政
治
指
導
を
論

じ
︑
立
憲
政
友
会
の
台
頭
に
合
理
的
説
明
を
与
え
た
︒
次
に
﹃
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
︱
︱
吉
野
作
造
の
時
代
﹄（
初
刊
一
九
七
四；

第
三
版
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
三
）
で
は
︑
松
尾
尊た
か

兌よ
し

な
ど
思
想
・
運
動
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
た

﹁
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
を
︑
政
治
体
制
面
か
ら
も
統
合
的
に
論
じ
た
︒

　
さ
ら
に
︑
陪
審
制
度
を
政
治
制
度
と
し
て
論
じ
る
﹃
政
治
制
度
と
し
て
の
陪

審
制
︱
︱
近
代
日
本
の
司
法
権
と
政
治
﹄（
初
刊
一
九
八
〇；

増
補
版
︑
東
京
大

学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
）︑
立
憲
民
政
党
の
指
導
者
井
上
準
之
助
を
通
し
て

一
九
二
〇
年
代
の
国
際
協
調
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
く
﹃
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト

リ
ー
ト
と
極
東
︱
︱
政
治
に
お
け
る
国
際
金
融
資
本
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑

二
〇
〇
九
）︑
そ
し
て
﹃
近
代
日
本
の
戦
争
と
政
治
﹄（
初
刊
一
九
九
七；

岩
波
書

店
︑
二
〇
一
〇
）
で
は
︑
日
本
軍
人
が
深
く
関
わ
っ
た
満
州
国
制
の
あ
り
方
を

通
し
て
両
大
戦
間
期
の
日
本
の
政
治
構
造
を
逆
照
射
し
た
︒

　﹁
問
題
史
的
考
察
﹂
と
い
う
副
題
を
持
つ
本
書
は
︑
序
章
で
ま
ず
﹁
日
本
が

モ
デ
ル
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
は
何
で
あ
っ
た
か
﹂
を
論
じ
た
上
で
︑

﹁
な
ぜ
日
本
に
政
党
政
治
が
成
立
し
た
の
か
﹂﹁
な
ぜ
日
本
に
資
本
主
義
が
形
成

さ
れ
た
の
か
﹂﹁
日
本
は
な
ぜ
︑
い
か
に
し
て
植
民
地
帝
国
と
な
っ
た
の
か
﹂

﹁
日
本
の
近
代
に
と
っ
て
天
皇
制
と
は
何
で
あ
っ
た
か
﹂
の
四
つ
の
柱
と
な
る

考
察
を
行
い
︑
最
後
に
日
本
の
近
代
を
通
し
て
そ
の
将
来
を
内
省
さ
せ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
︒

　
少
し
詳
し
く
紹
介
す
れ
ば
︑
第
一
章
で
は
政
党
政
治
に
体
現
さ
れ
た
﹁
議
論

に
よ
る
統
治
﹂
の
日
本
で
の
成
立
を
近
代
日
本
が
達
成
し
た
最
大
の
成
果
と
評

価
し
︑﹁
日
本
の
政
治
的
近
代
の
不
安
定
の
安
定
に
資
し
て
き
た
﹂
と
述
べ
る
︒

従
来
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
政
党
政
治
に
つ
い
て
は
︑
実
質
を
伴
わ
な
い

も
の
と
し
て
︑
ま
た
︑
好
意
的
に
い
っ
て
も
問
題
が
多
く
︑
戦
争
に
道
を
譲
っ

た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
が
︑
三
谷
は
そ
の
よ
う
な
批
判
を
含
め
て
最

大
の
遺
産
と
し
て
位
置
づ
け
る
︒
第
二
章
で
は
同
じ
く
日
本
近
代
批
判
の
も
う

一
つ
の
焦
点
で
あ
る
資
本
主
義
の
形
成
・
展
開
と
そ
の
特
質
を
考
察
し
︑﹁
議

論
に
よ
る
統
治
﹂
と
結
び
つ
い
た
日
本
近
代
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
成
果
と
評

価
す
る
︒

　
対
し
て
第
三
章
で
は
︑
最
大
の
負
の
遺
産
と
し
て
の
植
民
地
帝
国
が
論
じ
ら

れ
︑
第
四
章
で
は
明
治
国
家
の
設
計
者
た
ち
が
﹁
近
代
化
﹂
を
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

化
﹂
と
し
て
行
お
う
と
し
た
際
に
単
な
る
立
憲
君
主
に
止
め
ず
︑
道
徳
の
立
法



政 治 史

109

者
と
し
て
擁
立
し
た
こ
と
か
ら
合
理
性
と
非
合
理
性
の
接
点
と
な
っ
た
近
代
天

皇
制
を
問
う
て
い
る
︒
そ
し
て
最
後
に
三
谷
は
︑
各
国
・
各
地
域
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
実
質
的
な
担
い
手
を
重
視
し
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
の
平
和
の
必

要
を
知
る
人
々
が
国
家
間
の
協
力
に
止
ま
ら
な
い
市
民
社
会
間
の
協
力
に
努
め

る
こ
と
で
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
近
代
化
路
線
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と

を
訴
え
る
︒
な
か
で
も
ア
ジ
ア
で
は
︑
対
外
平
和
の
拡
大
と
国
家
を
超
え
た
社

会
の
た
め
の
教
育
が
不
可
欠
で
︑
多
国
間
秩
序
の
遺
産
︑
す
な
わ
ち
両
大
戦
間

期
の
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
重
要
な
遺
産
を
憲
法
第
九
条
に
遺
し
て
い
る
日

本
﹂
の
務
め
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
︒
二
七
六
頁
の
小
著
に
込
め
ら
れ
た
著
者

の
学
識
と
考
察
︑
最
新
の
議
論
は
︑
手
軽
に
読
め
る
と
い
う
以
上
の
新
書
ス
タ

イ
ル
の
真
価
を
発
揮
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
著
者
の
半
世
紀
を
超
え
る
学
究
の

一
つ
の
統
合
的
結
論
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
碩せ
き

学が
く

渾
身
の
一
書
と
言
え
よ
う
︒

　

二
　 

瀧
井
一
博
﹃
文
明
史
の
な
か
の
明
治
憲
法
﹄ 

︱
︱
文
明
を
問
う
伝
統

　
次
に
︑
瀧
井
一
博
﹃
文
明
史
の
な
か
の
明
治
憲
法
︱
︱
こ
の
国
の
か
た
ち
と

西
洋
体
験
﹄（
講
談
社
メ
チ
エ
︑
二
〇
〇
三
）
を
取
り
上
げ
た
い
︒
ペ
リ
ー
来
航

以
来
の
幕
末
維
新
変
革
を
経
て
近
代
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
︑
幕

府
か
ら
天
皇
を
擁
す
る
新
政
府
へ
と
権
力
が
移
行
す
る
に
止
ま
ら
ず
︑
身
分
社

会
の
解
体
と
い
っ
た
革
命
的
変
化
を
生
ん
で
い
っ
た
︒
三
谷
博
﹃
明
治
維
新
を

考
え
る
﹄（
初
刊
二
〇
〇
六；

岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
一
二
）
は
そ
の
単
純
で
な
い

経
過
を
世
界
史
の
な
か
で
考
え
さ
せ
︑
苅
部
直
﹃「
維
新
革
命
」
へ
の
道
︱
︱

「
文
明
」
を
求
め
て
十
九
世
紀
日
本
﹄（
新
潮
選
書
︑
二
〇
一
七
）
は
︑
江
戸
期

の
思
想
が
近
代
化
認
識
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
を
教
え
る
︒

　
そ
の
中
で
瀧
井
は
︑
本
書
で
比
較
文
明
史
の
観
点
か
ら
明
治
﹁
国
制
﹂
を
世

界
史
的
視
座
に
位
置
づ
け
る
︒﹁
国
制
﹂
は
一
つ
の
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
︒

constitution

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
や
日
本
国
憲
法

と
い
っ
た
法
典
化
さ
れ
た
単
一
の
政
治
文
書
に
止
ま
ら
ず
︑
司
馬
遼
太
郎
が

﹁
国
の
か
た
ち
﹂
と
呼
ん
だ
よ
う
に
︑﹁
そ
の
国
の
全
体
的
な
統
治
の
あ
り
方
や

仕
組
み
と
い
う
制
度
の
側
面
︑
そ
し
て
そ
れ
を
構
想
し
決
断
し
て
運
営
す
る
実

践
政
治
の
側
面
﹂
を
含
意
し
て
い
る
（
一
三
頁
）︒

　
瀧
井
は
﹃
ド
イ
ツ
国
家
学
と
明
治
国
制
︱
︱
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
の
軌
跡
﹄

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
九
九
）
以
来
︑
こ
の
言
葉
を
社
会
に
発
信
し
て
き
た
︒

そ
れ
は
総
合
さ
れ
た
文
明
を
問
う
視
点
で
あ
り
︑
同
時
代
的
文
脈
の
中
で
の
歴

史
の
広
が
り
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
︒
戦
後
日
本
で
﹁
護
憲
運
動
﹂
と
い
う
と

﹁
憲
法
﹂
の
条
文
を
守
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
戦
前
日
本
で
の
﹁
護
憲
運

動
﹂
は
﹁
憲
政
﹂
を
守
る
訴
え
で
︑
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
広
か
っ
た
︒
現
代
に

お
い
て
も
︑
あ
る
歴
史
過
程
を
経
て
狭
き
ょ
う

隘あ
い

化
し
た
視
野
を
広
げ
る
社
会
教
育
的

価
値
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　
本
書
は
︑
立
憲
制
度
と
い
う
文
明
の
国
制
を
求
め
る
旅
の
記
録
と
し
て
︑
明

治
国
家
に
よ
る
三
つ
の
西
洋
調
査
団
を
体
系
的
に
論
じ
る
︒
そ
れ
は
西
洋
体
験
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と
し
て
の
明
治
憲
法
成
立
史
で
あ
り
︑
万
国
公
法
か
ら
憲
法
へ
と
視
野
を
進
め

る
岩
倉
使
節
団
︑
憲
法
か
ら
国
制
へ
と
理
解
を
深
め
る
伊
藤
滞
欧
憲
法
調
査
︑

そ
し
て
帝
国
議
会
開
設
以
後
の
政
治
の
あ
り
方
を
見
据
え
た
自
ら
の
欧
米
巡
遊

を
経
た
山
県
は
︑
伊
藤
と
拮
抗
し
つ
つ
憲
法
制
定
後
の
明
治
憲
法
史
を
形
作
っ

て
い
く
︒

　
な
か
で
も
瀧
井
の
描
く
伊
藤
博
文
は
知
の
政
治
家
と
し
て
の
全
体
性
を
持
ち
︑

説
得
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
魅
力
的
で
あ
る
︒﹃
伊
藤
博
文
︱
︱
知
の
政
治
家
﹄

（
中
公
新
書
︑
二
〇
一
〇
）
で
は
︑
し
ば
ら
く
運
用
し
た
後
で
の
一
九
〇
七
年
の

憲
法
改
革
が
考
察
さ
れ
︑
知
の
結
社
と
し
て
の
立
憲
政
友
会
が
描
か
れ
る
︒
さ

ら
に
︑
そ
の
議
論
は
国
政
指
導
者
の
西
洋
体
験
を
超
え
て
︑﹃
明
治
国
家
を
つ

く
っ
た
人
び
と
﹄（
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
一
三
）
や
﹃
渡
邉
浩
基
︱
︱
衆
智

を
集
む
る
を
第
一
と
す
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
六
）
へ
と
展
開
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
同
編
﹃
伊
藤
博
文
演
説
集
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
一
）

を
通
し
て
私
た
ち
が
文
明
史
と
し
て
の
明
治
の
息
吹
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒

　

三
　 

五い

お

き

べ

百
旗
頭
薫
﹃
大
隈
重
信
と
政
党
政
治
﹄ 

︱
︱
複
数
政
党
制
の
起
源

　
明
治
国
制
の
形
成
と
展
開
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑
予
想
さ
れ
る
政
党
政
治

に
よ
る
支
配
を
抑
制
す
る
立
憲
政
治
の
中
に
政
党
政
治
が
育
ま
れ
て
い
っ
た
こ

と
で
あ
る
︒
こ
の
一
見
︑
逆
説
的
な
順
接
関
係
を
描
い
た
の
が
三
谷
太
一
郎
で

あ
り
︑
政
友
会
第
三
代
総
裁
原
敬
の
役
割
を
通
し
て
藩
閥
政
治
に
対
す
る
政
党

勢
力
の
台
頭
と
い
う
民
主
化
の
物
語
︑
よ
り
正
確
に
は
政
治
的
近
代
化
の
物
語

を
描
い
た
︒
し
か
し
︑
政
友
会
の
台
頭
だ
け
で
は
な
お
不
十
分
で
︑
政
党
の
政

治
参
加
は
政
党
間
で
の
政
権
交
代
へ
と
向
か
う
︒
そ
こ
で
次
に
︑
複
数
政
党
制

の
起
源
を
描
い
た
五
百
旗
頭
薫
﹃
大
隈
重
信
と
政
党
政
治
︱
︱
複
数
政
党
制
の

起
源
　
明
治
十
四
年
︱
大
正
三
年
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
）
を
取
り

上
げ
た
い
︒

　
政
友
会
に
発
展
す
る
自
由
党
に
対
し
て
︑
第
二
の
民
党
で
あ
っ
た
立
憲
改
進

党
を
作
っ
た
大
隈
は
︑
政
治
史
と
文
学
と
の
幸
福
な
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
岡
義

武
﹃
近
代
日
本
の
政
治
家
﹄（
初
刊
一
九
六
〇；

岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
〇
一
）
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
維
新
変
革
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
薩
摩
・
長
州
両

藩
出
身
で
も
公
卿
出
身
で
も
な
い
な
が
ら
︑
能
力
に
よ
っ
て
大
久
保
利
通
没
後

の
維
新
政
府
を
牽
引
し
た
大
隈
は
明
治
十
四
年
政
変
で
失
脚
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

政
府
か
ら
排
除
さ
れ
な
が
ら
な
お
も
行
政
官
と
し
て
の
本
分
を
維
持
し
た
こ
と

で
そ
の
後
の
複
数
政
党
制
へ
の
道
を
開
い
て
い
く
︒
本
書
は
政
変
か
ら
第
二
次

大
隈
内
閣
成
立
ま
で
の
大
隈
と
立
憲
改
進
党
か
ら
立
憲
同
志
会
︑
憲
政
会
に
至

る
非
政
友
会
の
系
譜
を
︑
経
済
政
策
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
︒

　
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
日
本
の
政
党
が
民
権
運
動
か
ら
統
治
政
党
へ
と
脱
皮

し
て
い
く
過
程
で
あ
る
︒
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
︑

松
沢
裕
作
﹃
自
由
民
権
運
動
︱
︱
︿
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹀
の
夢
と
挫
折
﹄（
岩
波
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新
書
︑
二
〇
一
六
）
が
描
い
た
荒
く
れ
者
の
集
団
が
指
導
者
を
仰
ぎ
組
織
と
し

て
国
民
と
政
治
と
の
媒
介
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
大
変
で
あ
る
︒
ま

た
︑
苅か
る

部べ

直た
だ
し﹃
安
部
公
房
の
都
市
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
二
）
が
安
部
公
房
の
榎

本
武
揚
論
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
一
般
に
は
︑
歴
史
は
悠
久
で
人
の
一
生
は
短
い

と
思
わ
れ
る
が
︑
人
の
一
生
の
中
で
忠
誠
の
対
象
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
よ
う
な
歴

史
の
潮
目
を
ま
た
ぐ
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
時
代
や
課
題
の
大
き
な
変
化

の
な
か
で
︑
政
党
は
人
々
を
糾
合
し
︑
政
策
選
択
に
影
響
を
与
え
︑
自
ら
政
権

を
担
っ
て
い
く
︒

　
五
百
旗
頭
は
ま
た
本
書
を
発
展
さ
せ
て
﹃
条
約
改
正
史
︱
︱
法
権
回
復
へ
の

展
望
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄（
有
斐
閣
︑
二
〇
一
〇
）
を
著
し
た
︒
税
権
回
復
と

法
権
回
復
の
経
過
を
通
し
て
﹁
行
政
権
﹂
と
い
う
問
題
群
に
注
目
し
︑
明
治
期

の
国
家
建
設
の
現
れ
を
外
交
史
上
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
冒
頭
で
略
記
し
た

よ
う
に
日
本
政
治
史
は
外
交
史
と
手
を
携
え
て
発
展
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
と

は
い
え
︑
一
人
の
研
究
者
が
双
方
で
抜
き
ん
出
た
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
や
は

り
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　

四
　
清
水
唯ゆ

一い
ち

朗ろ
う

﹃
近
代
日
本
の
官
僚
﹄
︱
︱
制
度
と
人
の
調
和

　
こ
こ
ま
で
立
憲
政
治
に
胚
胎
す
る
政
党
政
治
の
創
発
に
注
目
し
て
き
た
が
︑

大
久
保
利
通
︑
伊
藤
博
文
︑
大
隈
重
信
な
ど
︑
い
ず
れ
も
政
治
家
で
あ
る
前
に

維
新
官
僚
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
ん
な
ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
な
官
僚
ば
か
り
で

は
な
い
︒
ま
た
日
本
政
治
の
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ー
ト
に
座
っ
て
い
る
の
は
政

治
家
な
の
か
官
僚
な
の
か
︒
伝
統
的
な
官
僚
優
位
論
に
対
し
て
︑
日
韓
国
交
正

常
化
時
の
韓
国
併
合
条
約
の
位
置
づ
け
よ
ろ
し
く
﹁
も
は
や
﹂
政
治
家
優
位
で

あ
る
と
論
じ
た
の
は
村
松
岐み
ち

夫お

﹃
戦
後
日
本
の
官
僚
制
﹄（
東
洋
経
済
新
報
社
︑

一
九
八
一
）
で
あ
っ
た
︒
で
は
そ
れ
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
︒
次
に
︑
清
水

唯
一
朗
﹃
近
代
日
本
の
官
僚
︱
︱
維
新
官
僚
か
ら
学
歴
エ
リ
ー
ト
へ
﹄（
中
公

新
書
︑
二
〇
一
三
）
を
取
り
上
げ
た
い
︒

　
清
水
は
本
書
の
前
に
﹃
政
党
と
官
僚
の
近
代
︱
︱
日
本
に
お
け
る
立
憲
統
治

構
造
の
相
克
﹄（
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
七
）
を
著
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
政
党
・

官
僚
関
係
史
を
立
憲
統
治
構
造
の
相
克
に
注
目
し
て
描
い
た
︒
立
憲
統
治
機
構

の
創
発
の
中
の
大
隈
モ
デ
ル
と
伊
藤
モ
デ
ル
の
競
合
が
そ
れ
ぞ
れ
国
政
と
政
党

に
反
映
さ
れ
つ
つ
一
九
二
〇
年
代
の
政
友
会
ス
タ
イ
ル
︑
憲
政
会
モ
デ
ル
に
受

け
継
が
れ
︑
一
九
二
四
年
の
第
二
次
護
憲
運
動
を
経
て
︑
政
党
・
内
閣
・
官
僚

関
係
の
制
度
設
計
が
政
党
内
閣
型
統
治
構
造
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
く
︒
政
友

会
ス
タ
イ
ル
と
は
明
治
憲
法
体
制
に
お
け
る
行
政
・
立
法
の
対
立
を
政
党
内
閣

で
克
服
す
る
た
め
に
︑
政
党
に
よ
っ
て
立
法
行
政
双
方
を
人
的
に
支
配
す
る
横

断
型
の
統
治
構
造
で
あ
り
︑
憲
政
会
モ
デ
ル
は
政
務
・
事
務
の
区
別
に
よ
っ
て

官
僚
組
織
の
独
立
を
維
持
し
な
が
ら
も
︑
政
党
人
を
政
務
官
と
す
る
こ
と
で
行

政
・
立
法
関
係
の
円
滑
化
を
図
ろ
う
と
す
る
分
立
的
統
治
構
造
で
あ
っ
た

（
一
〇
頁
）︒
従
来
の
﹁
既
成
政
党
﹂（
資
本
主
義
政
党
）
と
﹁
無
産
政
党
﹂
と
呼

ば
れ
た
社
会
民
主
主
義
政
党
と
の
本
質
的
な
差
違
を
論
じ
て
事
足
れ
り
と
す
る
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の
で
は
な
く
︑
自
由
主
義
政
党
内
で
の
統
治
観
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
︑
現
代
に
も
思
索
の
枠
組
み
を
提
供
し
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
そ
こ
で
本
書
で
あ
る
が
︑
冒
頭
で
﹁
官
僚
と
は
何
か
︒
ど
こ
か
ら
き
て
︑
ど

こ
へ
い
く
の
か
﹂
と
問
い
掛
け
る
︒
明
治
維
新
期
に
誕
生
し
た
官
僚
た
ち
が
︑

欧
米
の
行
政
の
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
学
び
︑
日
本
に
定
着
さ
せ
て
い
っ
た

の
か
︒
未
だ
藩
が
残
る
時
代
の
徴
士
制
度
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
政
党
政
治
を

迎
え
る
ま
で
の
官
僚
を
描
い
て
い
る
︒﹁
政
治
の
中
枢
が
藩
閥
に
よ
る
専
制
か

ら
藩
閥
︱
政
党
間
の
高
等
政
治
へ
︑
さ
ら
に
は
政
党
と
官
僚
の
協
働
に
よ
る
政

党
内
閣
へ
と
移
行
す
る
﹂（
二
八
五
頁
）
長
期
的
構
造
変
化
に
応
じ
て
拡
充
さ

れ
る
行
政
機
構
と
︑
そ
こ
に
自
ら
の
人
生
を
賭
け
て
い
く
全
国
の
青
年
た
ち
︒

登
場
す
る
固
有
名
詞
の
多
さ
も
圧
巻
で
あ
り
︑
時
代
の
変
化
と
そ
れ
ぞ
れ
の
個

人
の
関
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
︑
先
の
松
沢
︑
苅
部
の
議
論
に
通
じ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
人
と
制
度
と
時
代
の
雰
囲
気
が
交
錯
す
る
筆
致
に
は
︑
升

味
準
之
輔
﹃
日
本
政
党
史
論
﹄
全
七
巻
（
第
一
巻
初
刊
一
九
六
五；
新
装
版
︑
東

京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
）
と
同
様
︑
日
本
政
治
史
と
現
代
政
治
学
・
比
較

政
治
学
の
幸
福
な
関
係
を
感
じ
る
︒
政
治
を
対
象
と
す
る
歴
史
が
す
な
わ
ち
政

治
史
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

　

五
　 

奈
良
岡
聰そ

う

智ち

﹃
加
藤
高
明
と
政
党
政
治
﹄ 

︱
︱
「
憲
政
常
道
」
の
日
本
を
開
い
て

　
あ
る
時
代
の
雰
囲
気
と
制
度
の
な
か
で
︑
青
年
が
官
僚
と
し
て
専
門
技
能
を

発
揮
し
︑
さ
ら
に
政
治
家
と
な
っ
て
首
相
に
ま
で
登
り
詰
め
︑
世
界
の
運
命
を

左
右
す
る
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
そ
の
典
型
例
の
一
人
が
加
藤
高
明
で
あ
ろ

う
︒
次
に
奈
良
岡
聰
智
﹃
加
藤
高
明
と
政
党
政
治
︱
︱
二
大
政
党
制
へ
の
道
﹄

（
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
）
を
取
り
上
げ
る
︒
本
書
は
加
藤
高
明
の
生
涯
を
丹

念
に
追
い
な
が
ら
そ
の
政
治
指
導
を
分
析
し
︑
明
治
国
制
下
で
の
二
大
政
党
制

の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
︒
加
藤
は
親
英
派
の
職
業
外
交
官
と
し
て
頭
角

を
現
し
︑
一
時
は
原
や
政
友
会
と
も
協
働
の
機
会
を
持
っ
た
が
︑
桂
太
郎
が
主

導
し
た
新
党
︑
立
憲
同
志
会
に
参
画
し
︑
さ
ら
に
憲
政
会
を
率
い
た
︒
と
こ
ろ

が
こ
れ
が
大
変
で
あ
っ
た
︒
加
藤
は
﹁
苦
節
十
年
﹂
の
集
団
を
導
く
︒
そ
し
て

第
二
次
護
憲
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
総
選
挙
で
第
一
党
と
な
る
と
︑
つ
い
に
首

相
と
な
っ
て
内
閣
を
組
織
し
︑
一
九
三
二
年
ま
で
続
く
政
党
内
閣
の
時
代
の
先

駆
け
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
男
子
普
通
選
挙
制
も
彼
の
内
閣
で
実
現
し
て
い
る
︒

　
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
人
物
の
研
究
が
遅
れ
た
の
は
︑
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
一
次
資
料
の
問
題
が
第
一
に
あ
っ
た
︒
原
に
つ
い
て
は
自
ら
が
膨
大
な
日

記
を
記
し
︑
残
さ
れ
た
文
書
類
も
充
実
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
加
藤
は
十
分

な
史
料
を
残
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
デ
ー
タ
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
問
わ
れ
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な
く
て
良
い
わ
け
で
は
な
い
︒
事
実
を
き
め
細
や
か
に
提
示
す
る
本
書
で
私
が

最
も
興
味
を
持
っ
て
読
ん
だ
の
は
︑
加
藤
が
帝
国
大
学
で
は
な
く
イ
ギ
リ
ス
学

の
影
響
が
大
き
い
そ
の
前
身
の
東
京
大
学
で
学
び
︑
英
語
に
磨
き
を
か
け
た
と

い
う
記
述
で
あ
っ
た
︒
人
の
生
涯
は
若
き
日
の
志
に
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う
︒

　
第
二
に
︑
加
藤
の
事
績
に
は
﹁
苦
節
十
年
﹂
の
果
て
の
二
大
政
党
制
確
立
や

男
子
普
通
選
挙
制
な
ど
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
一
方
︑
対
華
二
十
一
箇
条
要

求
時
の
外
相
で
あ
り
︑
ま
た
加
藤
内
閣
で
は
治
安
維
持
法
も
成
立
し
て
い
る
こ

と
な
ど
︑
評
価
が
相
半
ば
す
る
点
が
あ
っ
た
︒
本
書
は
一
面
的
評
価
に
偏
ら
ず
︑

対
華
二
十
一
箇
条
要
求
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
﹃
対
華
二
十
一
ヵ
条
要
求
と
は

何
だ
っ
た
の
か
︱
︱
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
中
対
立
の
原
点
﹄（
名
古
屋
大
学
出

版
会
︑
二
〇
一
五
）
を
著
し
て
考
察
を
広
げ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
﹃「
八
月
の
砲

声
」
を
聞
い
た
日
本
人
︱
︱
第
一
次
世
界
大
戦
と
植
村
尚
清
「
ド
イ
ツ
幽
閉

記
」﹄（
千
倉
書
房
︑
二
〇
一
三
）
も
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
を
担
っ
た
加
藤

の
政
治
指
導
へ
の
考
察
を
広
げ
て
︑
同
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
の
移
動
や
総

力
戦
と
し
て
の
側
面
を
描
き
出
し
て
い
る
︒

　
そ
し
て
第
三
に
︑
加
藤
が
先
陣
を
切
っ
た
政
党
内
閣
期
（
一
九
二
四
～

一
九
三
二
）
の
政
党
政
治
へ
の
評
価
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

す
な
わ
ち
政
党
政
治
の
進
展
に
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
︑
西
園
寺
公
望

と
い
う
元
老
の
意
思
が
強
く
反
映
し
︑
一
九
二
五
年
の
男
子
普
通
選
挙
制
と
治

安
維
持
法
の
成
立
で
そ
の
可
能
性
は
閉
じ
ら
れ
︑
戦
争
に
道
を
譲
っ
て
い
く
と

い
う
理
解
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
村
井
良
太
﹃
政
党
内
閣
制
の
成
立
　

一
九
一
八
～
二
七
年
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
は
首
相
選
定
上
の
変
化
を
分
析

す
る
こ
と
で
﹁
憲
政
常
道
﹂
と
呼
ば
れ
た
政
党
間
で
の
政
権
交
代
ル
ー
ル
の
形

成
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ま
た
︑
戦
争
と
敗
戦
に
至
る
道
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

伝
統
的
視
角
に
対
し
て
︑Frederick R

. D
ickinson, W

orld W
ar I and the 

Trium
ph of a N

ew
 Japan, 1919–1930

（C
am

bridge U
niversity Press, N

ew
 York; 

2013

）
が
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
﹁
平
和
国
家
﹂
日
本
の
起
源
と
し
て
両
大

戦
間
期
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒
酒
井
哲
哉
﹃
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
体
制
の
崩
壊
︱
︱
内
政
と
外
交
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
二
）
や
村

井
良
太
﹃
政
党
内
閣
制
の
展
開
と
崩
壊
　
一
九
二
七
～
三
六
年
﹄（
有
斐
閣
︑

二
〇
一
四
）
も
政
党
政
治
の
崩
壊
を
必
然
視
し
な
い
︒

　
そ
の
点
で
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
加
藤
の
事
績
は
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
と

言
え
よ
う
︒
一
昨
年
︑
吉
野
作
造
講
義
録
研
究
会
編
﹃
吉
野
作
造
政
治
史
講
義

︱
︱
矢
内
原
忠
雄
・
赤
松
克
麿
・
岡
義
武
ノ
ー
ト
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
）

が
刊
行
さ
れ
た
︒
時
代
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
吉
野
作
造
は
︑﹁
民
本
主

義
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
不
徹
底
な
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑

実
際
に
は
︑
民
意
に
基
づ
く
政
治
を
次
第
に
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
い
う
カ
タ

カ
ナ
英
語
を
用
い
て
説
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
七
十
年
ぶ
り
に
選
挙
権
年
齢

が
引
き
下
げ
ら
れ
︑
主
権
者
教
育
が
論
じ
ら
れ
る
現
代
日
本
で
︑
政
党
政
治
を

歴
史
的
に
も
論
じ
る
意
義
は
高
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
本
書
の
よ
う
に
現

代
的
関
心
に
も
応
え
う
る
詳
細
な
伝
記
研
究
の
リ
バ
イ
バ
ル
は
︑
時
代
的
特
徴

を
ま
た
い
だ
長
期
的
観
点
か
ら
の
政
治
構
造
分
析
と
な
る
と
と
も
に
︑
現
在
の
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政
治
家
に
思
索
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒

　

六
　
村
井
哲
也
﹃
戦
後
政
治
体
制
の
起
源
﹄
︱
︱
国
制
の
再
建

　
こ
う
し
て
明
治
立
憲
政
治
の
な
か
に
育
ま
れ
た
昭
和
政
党
政
治
は
︑
し
か
し
︑

一
九
二
九
年
の
世
界
大
恐
慌
を
背
景
と
す
る
内
外
危
機
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
︑

陸
軍
出
先
に
よ
る
満
州
事
変
の
強
行
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
︒
そ
し
て
︑
五
・
一
五
事
件
（
一
九
三
二
年
）
と
二
・
二
六
事
件
（
一
九
三
六

年
）
に
よ
っ
て
中
断
し
︑
失
わ
れ
て
い
っ
た
︒
衆
議
院
を
基
礎
と
す
る
政
党
に

立
脚
し
た
首
相
選
定
は
︑
再
び
国
民
の
意
思
と
離
れ
︑
一
九
三
七
年
に
は
事
実

上
の
日
中
全
面
戦
争
︑
一
九
四
一
年
に
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て

い
く
︒
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
︑
敗
戦
後
の
国
制
の
再
建
を
戦
時
中
か
ら
の

経
緯
の
中
で
位
置
づ
け
る
村
井
哲
也
﹃
戦
後
政
治
体
制
の
起
源
︱
︱
吉
田
茂
の

「
官
邸
主
導
」﹄（
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
八
）
で
あ
る
︒

　
占
領
期
の
政
治
史
研
究
は
︑
天あ
ま

川か
わ

晃
の
三
部
作
﹃
占
領
下
の
神
奈
川
県
政
﹄

﹃
占
領
下
の
日
本
︱
︱
国
際
環
境
と
国
内
体
制
﹄﹃
占
領
下
の
議
会
と
官
僚
﹄

（
現
代
史
料
出
版
︑
二
〇
一
二
︑
二
〇
一
四
︑
二
〇
一
四
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

大
変
活
発
で
緻
密
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
本
書
は
︑﹁
負
け
と
っ
た
戦
後
民
主
主

義
﹂
論
の
よ
う
に
現
在
の
政
党
政
治
を
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
の
歴
史

と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
︑
戦
時
体
制
期
（
一
九
三
七
～
一
九
四
五
）
か
ら
生

じ
て
い
た
変
動
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
占
領
前
半
期
（
一
九
四
五
～
一
九
四
九
）
に

試
み
ら
れ
た
吉
田
茂
に
よ
る
官
邸
主
導
の
模
索
を
考
察
す
る
︒

　
敗
戦
に
よ
る
帝
国
の
解
体
と
軍
国
主
義
の
挫
折
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
民
主
化
改

革
で
︑
戦
前
の
政
党
政
治
が
自
動
的
に
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど

こ
ろ
か
占
領
初
期
の
日
本
社
会
は
食
糧
難
や
そ
れ
に
伴
う
活
発
な
労
働
運
動
で

極
度
に
混
乱
し
て
お
り
︑
政
党
制
も
流
動
化
し
て
い
た
︒
そ
の
中
で
吉
田
は
占

領
政
策
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
強
力
な
安
定
政
権
を
実
現
す
る
た
め
の

政
治
体
制
確
立
に
尽
力
す
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
戦
時
体
制
期
に
活
性
化
し
た

官
邸
主
導
の
模
索
が
︑
新
憲
法
下
の
議
院
内
閣
制
の
枠
内
で
継
続
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
︒
一
九
二
〇
年
代
の
政
党
中
心
政
治
の
模
索
は
軍
事
優
先
主
義
に
よ
っ

て
排
除
さ
れ
︑
官
僚
内
閣
が
空
白
を
埋
め
た
が
︑
同
時
に
統
制
経
済
化
・
行
政

国
家
化
は
新
た
な
政
党
政
治
の
も
と
で
も
意
義
を
失
わ
な
か
っ
た
︒
か
え
っ
て

一
九
二
〇
年
代
に
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
強
い
政
党
政
治
と
調
和
し
︑
問
題
が

あ
れ
ば
矯
正
す
る
政
官
協
働
の
官
邸
主
導
シ
ス
テ
ム
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
︒

　
ま
た
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
基
調
と
し
た
両
大
戦
間
期
︑
そ
の
反
動
と
し
て
の

昭
和
十
年
代
︑
総
力
戦
体
制
︑
民
主
主
義
が
戻
さ
れ
て
さ
ら
に
日
本
国
憲
法
に

よ
っ
て
大
き
く
強
化
さ
れ
た
占
領
戦
後
と
︑
生
き
残
っ
た
人
々
は
い
く
つ
も
の

時
代
の
潮
目
を
越
え
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
個
人
の
営
み
は
例
え
ば
︑
政
治
評

論
家
馬
場
恒
吾
を
通
し
て
御み
く
り
や厨

貴た
か
し﹃

馬
場
恒
吾
の
面
目
﹄（
初
刊
一
九
九
七；

中

公
文
庫
︑
二
〇
一
三
）
が
描
い
て
い
る
︒
原
彬
﹃
岸
信
介
︱
︱
権
勢
の
政
治
家
﹄

（
岩
波
新
書
︑
一
九
九
五
）
も
異
な
る
角
度
か
ら
時
代
の
変
化
を
照
射
す
る
︒
時

代
の
潮
目
を
ま
た
ぐ
の
は
人
だ
け
で
は
な
い
︒
小
宮 

京
ひ
と
し﹃
自
由
民
主
党
の
誕
生
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︱
︱
総
裁
公
選
と
組
織
政
党
論
﹄（
木
鐸
社
︑
二
〇
一
〇
）
を
読
め
ば
︑
戦
後

﹁
民
主
主
義
﹂
時
代
の
総
裁
公
選
論
が
︑
両
大
戦
間
期
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
時

代
に
淵
源
を
持
つ
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
日
本
国
憲
法
の
成
立
史
に
つ
い
て
も

様
々
な
実
証
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒

　
吉
田
も
ま
た
職
業
外
交
官
か
ら
官
僚
政
治
家
︑
そ
し
て
政
党
政
治
家
へ
と
時

代
に
導
か
れ
る
か
の
よ
う
に
転
身
し
て
い
っ
た
︒
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
民
主
主
義

的
傾
向
の
復
活
と
強
化
を
述
べ
た
が
︑
本
書
は
︑
何
が
復
活
し
︑
い
か
に
強
化

さ
れ
た
の
か
︑
戦
後
の
統
治
の
創
発
を
実
証
的
に
教
え
て
く
れ
る
︒

　

七
　 

中な
か

北き
た

浩こ
う

爾じ

﹃
一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
﹄ 

︱
︱
戦
後
と
冷
戦
の
中
で

　
し
か
し
︑
占
領
が
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
吉
田
の
築
い
た
官
邸
主
導
に

よ
る
不
安
定
の
中
の
安
定
も
失
わ
れ
︑
事
態
は
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
︒
鍵
と

な
る
の
は
保
守
勢
力
内
の
追
放
解
除
者
の
復
権
と
︑
ひ
と
た
び
後
退
し
た
社
会

党
の
再
興
で
あ
る
︒
七
冊
目
の
必
読
書
と
し
て
︑
中
北
浩
爾
﹃
一
九
五
五
年
体

制
の
成
立
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
）
を
取
り
上
げ
た
い
︒
升
味
準
之

輔
が
﹁
一
九
五
五
年
体
制
﹂
と
呼
ん
だ
よ
う
に
︑
一
九
五
五
年
の
左
右
社
会
党

統
一
と
保
守
合
同
に
よ
っ
て
日
本
政
治
は
自
民
党
と
社
会
党
に
よ
る
約
二
十
年

ぶ
り
の
二
大
政
党
制
に
回
帰
し
た
︒
し
か
し
︑
資
本
家
と
労
働
者
を
代
表
す
る

と
言
わ
れ
た
二
大
政
党
は
︑
実
質
的
に
は
自
民
党
の
一
党
優
位
政
党
制
へ
と
展

開
し
て
い
っ
た
︒
本
書
は
日
本
政
治
に
お
い
て
政
党
政
治
の
転
機
と
な
る

一
九
五
五
年
を
︑
政
党
制
の
内
部
力
学
に
止
ま
ら
ず
︑
国
際
関
係
や
労
使
関
係

を
め
ぐ
る
動
向
と
あ
わ
せ
て
説
明
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
保
革
対
立
の
新
た
な
政

治
的
枠
組
み
の
形
成
は
︑
朝
鮮
戦
争
休
戦
後
の
国
際
的
な
緊
張
緩
和
の
進
展
を

背
景
に
︑
革
新
勢
力
の
攻
勢
と
そ
れ
に
対
す
る
保
守
勢
力
の
巻
き
返
し
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
従
来
︑
安
全
保
障
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

た
講
和
問
題
に
多
角
的
な
観
点
を
与
え
る
と
と
も
に
︑
一
九
五
五
年
を
経
て
︑

一
九
五
〇
年
代
末
葉
に
及
ぶ
社
会
党
の
衰
退
が
政
権
交
代
の
展
望
を
失
わ
せ
る

こ
と
で
︑
政
権
交
代
を
念
頭
に
置
い
た
実
行
可
能
な
政
策
と
い
う
党
の
凝
集
力

を
も
奪
っ
て
い
く
︒
著
者
は
池
田
勇
人
内
閣
で
一
九
五
五
年
体
制
が
確
立
し
た

と
評
価
す
る
︒

　
中
北
は
先
に
︑
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
ま
で
の
政

党
政
治
を
﹃
経
済
復
興
と
戦
後
政
治
︱
︱
日
本
社
会
党
一
九
四
一
︱
一
九
五
一

年
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
八
）
で
検
討
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
経
済
復

興
を
め
ぐ
る
政
党
政
治
︑
な
か
で
も
社
会
党
の
経
済
政
策
立
案
能
力
が
分
析
さ

れ
︑
後
に
平
和
問
題
︑
抵
抗
運
動
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
社
会
党
が
︑
実
際
的
な
経
済
政
策
に
よ
っ
て
全
面
講
和
を
構
想
し
︑
支
持
を

集
め
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
政
党
政
治
を
分
析
す
る
に
際
し
て
︑
労

働
組
合
や
経
済
団
体
︑
農
業
団
体
な
ど
の
社
会
団
体
︑
知
識
人
︑
対
外
関
係
を

総
合
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
視
覚
は
︑
揺
籃
期
の
政
党
政
治
を
︑
政
局
史
に
と

ど
ま
ら
ず
立
体
的
に
描
き
出
し
た
︒
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こ
の
よ
う
な
視
角
は
占
領
後
の
政
党
政
治
を
分
析
す
る
本
書
に
活
か
さ
れ
︑

さ
ら
に
﹃
日
本
労
働
政
治
の
国
際
関
係
史
　
一
九
四
五
︱
一
九
六
四
︱
︱
社
会

民
主
主
義
と
い
う
選
択
肢
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
八
）
で
は
︑
国
際
関
係
史
の

観
点
か
ら
日
本
の
労
働
政
治
を
分
析
し
︑
総
評
の
中
立
主
義
の
射
程
や
冷
戦
下

で
の
米
国
の
対
日
労
働
政
策
を
論
じ
て
い
る
︒
戦
後
日
本
に
と
っ
て
日
米
関
係

は
安
全
保
障
面
で
も
経
済
面
で
も
特
別
な
重
要
性
を
帯
び
た
が
︑
一
九
六
〇
年

代
に
入
っ
て
も
米
国
政
府
内
で
は
︑
自
民
党
が
選
挙
で
敗
れ
た
際
の
選
択
肢
と

し
て
︑
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
労
働
組
合
や
野
党
を
十
分
許
容
し
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
て
い
る
︒
敗
戦
後
の
日
本
に
は
︑﹁
占
領
﹂
と
い
う
特
殊
状
況
に
加

え
て
﹁
戦
後
﹂
要
素
と
﹁
冷
戦
﹂
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
お
り
︑
よ
り
丁
寧
な

実
証
や
先
行
研
究
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
︒
本
書
は
事
物
を
視
野
広
く
そ
し
て

深
く
突
き
詰
め
よ
う
と
い
う
実
証
姿
勢
で
︑
そ
の
鑑
か
が
み

と
も
な
る
一
冊
で
あ
る
と

考
え
る
︒

　
こ
う
し
て
私
が
選
ん
だ
必
読
書
七
冊
が
並
ん
だ
︒
最
後
に
取
り
上
げ
な
か
っ

た
も
の
に
つ
い
て
三
点
触
れ
て
お
き
た
い
︒
第
一
に
︑
政
治
史
の
広
が
り
に
つ

い
て
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
い
わ
ば
統
治
の
政
治
史
を
通
観
し
て
き
た
が
︑
外
交

史
と
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
特
に
研
究
が
盛
ん
で
︑
本
来
取
り
上
げ
る
べ
き
多

く
の
本
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
政
軍
関
係
史
は
政
官
関
係
史
と
と
も
に
日
本
政
治

史
の
花
形
で
あ
る
︒
天
皇
を
め
ぐ
る
研
究
も
多
い
︒
ま
た
︑
一
九
九
五
年
の
阪

神
・
淡
路
大
震
災
︑
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
と
大
き
な
災
害
が
相
次
ぐ

中
︑
関
東
大
震
災
な
ど
災
害
と
政
治
に
関
わ
る
本
も
注
目
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑

御
厨
貴
﹃
権
力
の
館
を
歩
く
︱
︱
建
築
空
間
の
政
治
学
﹄（
初
刊
二
〇
一
〇；

ち

く
ま
文
庫
︑
二
〇
一
三
）
の
よ
う
な
新
た
な
着
想
に
よ
る
成
果
も
政
治
史
の
世

界
を
広
げ
て
い
る
︒
政
治
史
家
の
御
厨
は
ま
た
︑
東
日
本
大
震
災
後
︑﹁
災
後
﹂

性
に
注
目
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
（
御
厨
貴
﹃「
戦
後
」
が
終
わ
り
、「
災
後
」

が
始
ま
る
。﹄
千
倉
書
房
︑
二
〇
一
一
）︒
考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
は
歴
史
上
し
ば
し

ば
見
ら
れ
た
こ
と
で
︑
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
は
そ
れ
以
前
の
米
国
社
会
を

﹁
オ
ン
リ
ー
・
イ
エ
ス
タ
デ
イ
﹂
に
追
い
や
っ
た
︒
日
本
の
例
も
す
で
に
触
れ

た
と
お
り
で
あ
る
︒
近
代
化
を
説
明
す
る
歴
史
︑
帝
国
を
説
明
す
る
歴
史
︑
戦

争
を
説
明
す
る
歴
史
︑
高
度
経
済
成
長
を
説
明
す
る
歴
史
︑﹁
平
和
国
家
﹂
を

説
明
す
る
歴
史
︱
︱
私
た
ち
は
今
︑
い
か
な
る
歴
史
の
物
語
の
中
に
い
る
の
だ

ろ
う
か
︒

　
第
二
に
︑
教
科
書
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
あ
る
学
問
分
野
の
自
立
は
教
科
書
の

成
立
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
と
考
え
る
が
︑
日
本
政
治
外
交
史
に
お
い
て
︑
な

か
で
も
政
治
史
に
お
い
て
は
︑
放
送
大
学
の
テ
キ
ス
ト
を
例
外
と
し
て
︑
講
座

も
の
や
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
そ
の
代
替
を
果
た
し
て
き
た
︒
北
岡
伸
一
﹃
日
本
政

治
史
︱
︱
外
交
と
権
力 

増
補
版
﹄（
初
刊
一
九
八
九；

有
斐
閣
︑
二
〇
一
七
）
も

も
と
は
放
送
大
学
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
︑
御
厨
貴
・
牧
原
出い
づ
る﹃

改
訂
版 

日
本

政
治
外
交
史
﹄（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
︑
二
〇
一
三
）
が
新
た
な
通
史
を
提
供

し
て
い
る
︒
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
し
て
は
︑
例
え
ば
河
野
康
子
﹃
戦
後
の
高
度

成
長
の
終
焉
 
日
本
の
歴
史
24
﹄（
初
刊
二
〇
〇
二；

講
談
社
学
術
文
庫
︑
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二
〇
一
〇
）
が
︑
敗
戦
後
の
昭
和
を
骨
太
に
整
理
し
て
い
る
︒
ア
ン
ド
ル
ー
・

ゴ
ー
ド
ン
（
森
谷
文
昭
訳
）﹃
日
本
の
₂
₀
₀
年
　
新
版
﹄（
初
刊
英
語
版

二
〇
〇
二；
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
）
も
貴
重
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
第
三
に
︑
よ
り
最
近
の
成
果
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
す
で
に
こ
こ
に
あ

げ
て
遜
色
の
な
い
成
果
が
特
に
若
い
世
代
か
ら
相
次
い
で
い
る
︒
十
年
経
っ
て

同
じ
テ
ー
マ
で
文
章
を
書
け
ば
︑
新
た
な
古
典
を
吸
収
し
た
新
た
な
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
と
な
る
だ
ろ
う
︒
瀧
井
は
﹁
実
証
的
歴
史
学
は
不
断
の
資
料
探
索
と
そ

の
批
判
を
通
じ
て
︑
常
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
瀧
井
　
二
〇
一
三
︑
二
五
六
頁
）︒
ま
た
そ
の
よ
う
な
学

問
の
新
陳
代
謝
の
中
で
︑
時
に
自
然
の
恩
寵
を
感
じ
さ
せ
る
恐
る
べ
き
﹁
青
春

期
の
学
問
﹂
に
対
し
て
︑
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
日
々
の
務
め
を
ゆ
る
が
せ
に

し
な
い
﹁
老
年
期
の
学
問
﹂
の
重
要
性
を
説
い
て
き
た
三
谷
太
一
郎
が
︑
青
春

期
を
過
ぎ
た
も
う
一
つ
の
学
問
姿
勢
と
し
て
︑
異
な
る
学
問
分
野
間
の
︑
そ
し

て
プ
ロ
と
ア
マ
の
交
流
の
た
め
に
︑
総
論
の
発
展
へ
の
寄
与
を
説
い
て
い
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
（
二
六
九
頁
）︒


