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『
比
較
政
治
機
構
論
』

　
一
　
先
に
「
日
本
に
お
け
る
近
代
政
治
學
の
獲
蓬
」
な
る
勢
作
を
蕃
は
さ
れ

た
著
着
は
、
そ
の
序
丈
に
於
い
て
、
「
政
治
學
の
再
建
の
根
本
問
題
は
資
料
の
側

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
政
治
學
の
構
邉
と
そ
の
重
心
を
決
定
す
る
方
湛
論
に
あ

る
。
」
そ
し
て
「
そ
の
重
心
を
何
庭
に
求
め
て
、
そ
の
構
逡
的
諸
要
素
の
醒
置
編

成
を
い
か
に
實
行
す
る
か
に
あ
る
。
恐
ら
く
、
政
治
灌
力
の
構
邉
と
機
能
と
の

相
關
々
係
に
そ
の
重
心
が
求
め
ら
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
異
見
は
あ

る
ま
い
と
思
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
更
に
「
政
治
灌
力
の
一
定
の
制
度
化
と
機
構
化

を
前
提
と
す
る
政
府
論
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
近
代
民
主
々
義
の
最
も
安

定
化
し
て
い
る
米
國
の
如
く
、
政
府
論
を
以
て
國
家
論
や
政
治
學
の
殆
ん
ど
す

べ
て
を
蔽
う
て
し
ま
ふ
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
相
剋
と
複
雑
な
諸
要
素
の
動
的
把
握
に
苦
し
み
、
諸
肚
會
科
學
乃
至
人
文

科
學
の
自
由
な
討
議
に
憐
ま
さ
れ
る
政
治
灌
力
論
の
領
域
に
止
ま
つ
て
い
て
は

な
ら
な
い
と
思
5
。
」
（
騰
渤
騒
妬
蜘
麟
昨
麟
如
酪
醜
代
）
と
述
べ
ら
れ
て
居
り
此
の
問

題
提
起
に
封
す
る
箸
者
自
か
ら
の
一
解
答
と
し
て
、
此
の
「
比
較
政
治
機
構

論
し
は
意
圏
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
翻
ち
「
現
代
政
治
學
に
お
け
る
イ
デ



オ
ロ
ギ
マ
的
封
立
を
超
え
て
、
多
少
た
り
と
も
科
學
的
方
法
に
近
づ
か
ん
と
す

る
場
合
に
は
、
比
較
方
法
的
硯
究
は
確
か
に
そ
の
一
つ
の
方
法
と
い
え
る
で
あ

ろ
ろ
。
「
本
書
は
・
此
の
現
代
政
治
の
攣
貌
と
封
立
と
を
、
政
治
機
構
の
観
馳

に
そ
の
座
標
を
求
め
て
比
較
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
叢
戴
）
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。

　
政
治
學
の
科
學
的
性
格
が
云
々
せ
ら
れ
、
そ
の
固
有
の
方
法
論
が
重
観
さ
れ

て
い
る
今
日
、
當
書
は
そ
の
要
塑
に
感
じ
5
る
勢
作
で
あ
る
も
の
と
筆
者
は
考

へ
る
。

　
本
書
は
四
章
に
分
け
て
あ
り
、
そ
の
細
目
に
關
し
て
は
、
後
に
紹
介
を
試
み

る
が
、
當
初
に
著
者
の
意
味
す
る
「
政
治
機
構
」
の
概
念
に
つ
い
て
少
々
前
言

の
必
要
を
感
ず
る
。
著
者
は
「
政
治
機
構
は
政
治
灌
力
と
政
治
機
能
と
の
客
翻

的
媒
介
で
あ
り
、
相
關
的
な
表
現
で
あ
る
が
故
に
、
實
在
と
凝
念
と
の
い
ず
れ
の

一
方
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
、
爾
者
の
綜
合
よ
り
成
る
具
盤
的
な
基
準
を
適
用

し
う
る
」
（
芽
鰍
）
も
の
と
し
て
「
政
治
機
構
」
の
概
念
を
把
握
さ
れ
て
い
る
。

帥
ち
、
從
來
の
猫
逸
國
家
學
ー
G
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
〃
を
以
て
代
表
さ
れ
る
ー
匠

於
け
る
政
治
機
構
論
の
停
滞
性
を
打
破
し
・
よ
り
撞
充
化
せ
る
意
昧
で
の
政
治

機
構
の
概
念
を
指
向
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
せ
ば
「
日
本
で
政
府
と

い
う
と
、
普
通
立
法
府
に
封
し
て
行
政
府
を
指
す
が
、
本
來
立
法
も
司
法
も
行

政
も
み
な
重
要
な
政
治
機
構
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
一
切
含
め
た
意
昧
で

の
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
と
い
竜
の
」
（
鮪
欝
舞
磐
買
）
の
藻
髭
い
て
、
政
治

機
構
を
定
義
解
羅
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
此
の
示
唆
に
よ
つ
て
も
明
ら
か

な
如
く
、
政
治
機
構
と
い
う
肚
會
科
學
上
の
用
語
は
從
來
に
お
い
て
は
、
静
態

的
な
構
成
と
か
構
造
（
宍
o
昌
の
霞
q
犀
賦
o
躍
）
と
か
の
意
昧
に
解
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
決
し
て
「
政
治
灌
力
と
政
治
機
能
と
の
客
齪
的
媒
介
」
騰
と
し
て
の
動
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態
的
概
念
を
意
凍
し
て
い
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
著
者
は
、
此
の
様
な
動
態
的

概
念
を
内
在
し
て
い
る
「
政
治
機
構
」
に
政
治
現
象
分
析
の
座
標
を
求
め
て
、

著
者
の
意
昧
す
る
「
政
府
學
建
設
」
へ
の
一
契
機
を
本
書
に
託
さ
れ
た
と
筆
者

は
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
更
に
叉
、
本
書
は
以
上
の
意
昧
で
の
「
政
治
機
構
」
を
中
心
と
し
た
種
種
の

政
治
艦
制
の
比
較
研
究
で
あ
る
と
共
に
、
古
代
よ
り
現
代
に
至
る
政
治
學
史
で

あ
る
。
換
言
せ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
以
來
の
政
治
學
史
の
從
の
面
を
政
治
機
構
の
一

貫
し
た
観
鮎
よ
り
分
析
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
　
第
一
章
は
、
「
ギ
リ
シ
ヤ
、
・
ー
マ
お
よ
び
中
世
に
お
け
る
政
治
機
構
論

の
概
観
」
と
表
題
さ
れ
、
そ
れ
は
更
に
三
蹄
に
分
れ
て
い
る
。
先
ず
O
は
ギ
リ

シ
ヤ
政
治
學
と
し
て
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
國

家
分
類
論
が
詳
論
さ
れ
、
プ
ラ
ト
ン
の
分
類
論
は
そ
の
「
理
想
國
」
（
頃
o
扉
o
酵
）

に
お
け
る
も
の
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
な
橿
値
観
念
に
も
と
ず
く
分
類
基

準
を
さ
ら
に
系
統
的
に
獲
展
」
（
四
頁
）
し
た
に
と
ど
ま
つ
て
居
り
、
プ
ラ
ト
ン

自
身
の
積
極
的
な
も
の
は
そ
の
「
政
治
家
」
（
勺
o
崔
穿
畠
）
に
お
い
て
展
開
さ

れ
、
こ
こ
に
お
げ
る
特
籔
は
「
分
類
さ
れ
た
國
制
順
位
は
」
「
理
想
國
」
の
場
合

と
異
つ
て
立
憲
民
主
制
が
從
來
よ
り
高
く
評
償
」
（
六
頁
）
さ
れ
て
居
り
、
更
に

「
法
律
」
（
2
0
営
9
）
に
お
い
て
は
、
「
法
を
奪
重
す
る
君
主
制
と
、
法
を
奪
重

す
る
民
主
制
と
を
結
合
す
る
混
合
艦
制
が
、
提
唱
」
（
七
頁
）
さ
承
民
主
々
義
に

封
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
償
薩
観
が
一
暦
高
家
に
評
優
さ
れ
た
事
を
述
べ
て
あ
る
。

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
す
で
に
現
實
的
な
経
験
國
家
の
考
察
に
重
き
を
お
い
て

い
た
の
で
・
現
實
に
存
在
し
て
い
た
オ
リ
ガ
ー
キ
τ
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
分
析

か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
5
な
観
念
的
な
取
扱
い
に
賛
成
し
え
な
か
つ
た
」
（
九
買
）

も
の
と
し
て
「
凝
念
の
羅
封
性
を
排
斥
す
る
と
共
に
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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け
で
政
治
形
態
は
分
ら
ぬ
、
む
し
ろ
そ
れ
に
滲
透
し
て
い
る
精
沸
に
よ
つ
て
鍔

籔
」
（
九
頁
）
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
説
に
饗
す
る
從
來

の
通
説
－
印
ち
彼
も
一
般
に
混
合
形
態
論
者
で
あ
る
と
の
ー
を
批
判
し
て
居
ら

れ
る
。
蒙
い
で
「
ギ
リ
シ
ヤ
國
家
分
類
論
の
総
括
的
意
義
」
に
お
い
て
、
「
近
代

法
律
學
者
が
古
代
國
家
學
の
國
家
分
類
論
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
こ
か
ら
イ
エ

リ
ネ
ッ
ク
自
身
の
如
く
國
家
意
思
の
形
成
の
仕
方
（
軌
霞
臣
旨
α
魯
oα
富
暮
宰

9
0
β
≦
旨
o
麸
三
一
3
目
磯
）
と
い
5
概
念
を
導
入
し
、
こ
れ
に
法
律
學
的
構
成

を
與
へ
た
如
き
は
、
法
律
學
的
に
見
て
一
つ
の
貢
献
で
は
あ
る
が
、
政
治
學
的

に
見
る
と
、
甚
だ
形
式
論
と
な
る
弊
害
を
與
え
た
」
（
＋
四
責
）
事
を
述
べ
て
居
ら

れ
る
。
印
ち
ギ
リ
シ
ヤ
の
國
家
分
類
論
は
形
式
的
な
機
構
分
類
で
な
く
、
政
治

理
論
そ
の
も
の
か
ら
分
析
護
展
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
力
説
し
て
居

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
◎
「
ロ
ー
マ
帝
國
お
よ
び
古
ロ
ー
マ
教
會
時
代
に

お
け
る
政
治
機
構
論
」
の
節
に
お
い
て
ぽ
、
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ヤ
的
思
唯
に
よ

つ
て
支
醜
さ
れ
て
い
た
共
和
制
時
代
の
國
家
分
類
論
と
し
て
、
ポ
リ
ュ
ピ
オ
ス
、

キ
ケ
ロ
を
學
げ
・
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
「
ギ
リ
シ
ヤ
的
國
家
分
類
諭
を
ロ
ー
マ
共

和
國
の
國
制
に
適
用
し
た
と
き
、
そ
れ
が
國
家
機
構
論
よ
り
も
政
府
機
構
論
」

（
天
頁
）
に
護
展
し
た
事
實
は
甚
だ
興
昧
あ
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
キ
ケ
・
に
お

い
て
は
「
権
力
抑
制
均
衡
の
理
論
は
ポ
リ
ピ
ュ
オ
ス
の
そ
れ
よ
り
遙
か
に
ロ
｝

マ
の
現
實
に
邸
し
、
し
か
も
洗
錬
さ
れ
た
」
二
九
頁
）
も
の
で
あ
つ
た
と
詳
さ
れ

て
い
る
。
然
し
て
政
治
的
融
會
的
構
邉
上
、
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ヤ
の
そ
れ
と
異

つ
て
い
る
と
い
う
事
實
に
邸
し
、
ギ
リ
シ
ヤ
的
思
惟
よ
り
離
脱
し
て
猫
特
の
理

論
を
展
開
し
た
の
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
「
帝
國
」
（
ぎ
℃
霞
言
9
）
な
る
政
治

概念」が

生
じ
て
來
て
以
後
の
事
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
帝
國
凝
念
の
背
景
に

観
實
的
に
存
在
す
る
行
政
的
帝
國
組
織
の
特
徴
を
次
の
如
く
述
べ
て
居
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

る
。
「
こ
の
行
政
的
帝
國
組
織
は
、
そ
の
構
慧
的
要
素
た
る
多
岐
多
檬
な
職
務
に

關
す
る
法
令
と
い
う
形
式
に
よ
つ
て
そ
の
観
念
的
表
現
を
見
出
し
・
ギ
リ
シ
ヤ

の
都
市
國
家
に
見
ら
れ
な
か
つ
た
政
治
的
機
構
を
生
み
出
し
た
」
£
o
頁
）
と
さ

れ
ロ
ー
マ
帝
國
が
法
制
及
び
法
理
論
に
お
い
て
獲
展
し
た
に
も
係
ら
ず
、
政
治

學
の
成
長
の
見
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
「
自
由
な
意
思
の
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

に
は
、
法
律
理
論
は
生
れ
て
も
政
治
理
論
は
生
れ
ね
」
（
三
頁
）
と
述
べ
政
治
學

成
立
の
與
件
と
し
て
自
護
的
な
肚
會
的
意
思
の
必
要
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
次

い
で
薯
者
は
「
ロ
ー
マ
教
會
の
政
治
組
織
」
の
項
に
お
い
て
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ

ス
を
、
「
中
世
に
お
け
る
帝
國
理
論
の
完
成
と
崩
壌
」
の
項
に
お
い
て
ダ
ン
テ
、

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
政
治
思
想
と
そ
の
機
構
論
を
詳
述
さ
れ
「
中
世
政
治
機
構
論

の
総
括
的
意
義
」
と
し
て
「
帝
國
理
論
の
完
成
」
を
撃
げ
て
居
ら
れ
る
。
而
し

て
此
の
「
帝
國
理
諭
」
の
叫
醐
壌
に
關
し
」
・
ブ
ラ
イ
ス
の
説
を
引
用
し
て
「
中

世
的
帝
國
世
界
は
、
民
族
性
、
貴
族
制
及
び
人
民
自
由
の
三
原
理
」
の
原
理
的

相
互
矛
盾
性
を
内
在
せ
し
め
て
い
た
事
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
三
　
第
三
章
は
「
近
代
に
お
け
る
政
治
機
構
論
の
基
本
的
護
展
」
と
命
題
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
も
「
近
代
主
纏
國
家
そ
の
も
の
の
権
力
的
な
猫
立
の
た
め
に

積
極
的
ま
た
は
消
極
的
に
中
世
的
政
治
機
構
と
の
訣
別
に
重
鮎
」
（
三
九
頁
）
を
お

く
事
を
必
要
と
し
た
ル
ネ
ヅ
サ
ン
ス
及
び
リ
ホ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
政
治

機
構
論
の
動
向
と
、
「
近
代
國
家
そ
の
も
の
の
政
治
機
構
」
と
し
て
の
論
議
の
行

は
れ
た
啓
蒙
思
潮
期
の
二
段
階
に
分
け
て
思
考
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
第
一
段
階

に
お
い
て
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
理
論
に
つ
い
て
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
政
治
権

力
と
政
治
機
構
と
の
間
に
一
定
の
構
邉
的
連
關
を
闘
ら
か
に
し
た
こ
と
は
甚
だ

卓
見
で
あ
る
が
、
そ
の
蓮
關
の
把
握
は
相
封
主
義
的
で
決
し
て
基
本
的
で
な
く

勝
定
の
競
餓
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
芸
だ
鋏
き
に
失
す
る
」
（
四
哨
養
）
と
評
さ
れ
、



次
い
で
ボ
書
ダ
ン
ー
■
霧
蜀
o
毎
β
墓
の
代
表
と
し
て
ー
を
述
べ
更
に
「
反
君

主
制
論
の
有
力
な
一
つ
の
源
泉
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
あ
る
」
（
四
八
頁
）
と
さ
れ
て
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
佛
蘭
西
に
お
け
る
護
展
と
し
て
の
ユ
グ
ノ
ー
派
の
政
治
思
想

を
述
べ
、
最
後
に
ホ
ツ
プ
ス
が
「
政
治
権
力
は
一
個
の
有
機
艦
た
る
政
治
的
輩

位
を
構
成
す
る
」
釜
二
頁
）
と
の
主
張
を
取
撃
げ
、
レ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
の
意
義
を

「
世
俗
的
な
近
代
國
家
が
完
全
に
構
想
せ
ら
れ
た
と
い
え
よ
弓
」
（
喜
一
蚕
）
と
此

の
段
階
の
諸
政
治
思
想
の
特
色
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
階
は
啓
蒙
思
潮

期
の
政
治
機
構
に
關
し
て
で
あ
り
で
」
の
時
代
に
お
け
る
政
治
機
構
論
の
特
徴

は
、
合
理
主
義
的
な
個
人
的
自
由
の
蜜
現
ま
た
は
そ
の
保
障
と
い
う
観
勲
を
離

れ
て
理
解
で
き
ぬ
」
（
王
五
頁
）
と
さ
れ
」
・
ロ
ジ
ク
の
「
政
府
二
論
」
（
目
名
o

昭
円
①
餌
骨
置
①
醜
O
O
冨
O
O
同
β
一
β
瞬
O
O
＜
①
穐
臣
β
O
b
“
一
㎝
Q
o
O
）
を
取
學
げ
、
モ
ン
テ
ス

キ
ユ
ー
の
政
幽
腸
原
理
と
灌
”
力
分
立
論
の
意
義
に
つ
い
て
は
「
彼
の
學
説
に
お
い

て
學
ぶ
べ
き
顯
は
、
こ
の
構
輩
的
性
質
か
ら
政
膣
の
原
理
、
印
ち
そ
の
政
治
的

護
條
と
し
て
の
心
理
的
性
質
を
分
析
し
た
こ
と
、
同
時
に
、
さ
ら
に
一
歩
を
進

め
て
、
そ
の
原
理
に
よ
つ
て
政
府
諸
機
構
の
相
互
關
係
が
規
定
せ
ら
る
べ
き
こ

と
を
獲
見
し
た
こ
と
に
あ
る
」
宍
三
頁
）
と
彼
の
政
瞠
の
分
類
原
理
の
濁
創
的
見

解
に
つ
い
て
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
」
・
J
・
ル
ヅ
ソ
ー
に
つ
い
て
は
そ
の
「
民

約
論
」
に
お
け
る
二
般
意
思
」
の
概
念
及
び
「
主
権
者
」
の
概
念
に
つ
い
て

論
を
す
す
め
ら
れ
「
彼
の
理
論
は
、
主
罐
者
ー
政
府
－
國
家
と
い
う
論
理
的
な

圖
式
が
成
立
つ
。
こ
の
論
理
的
圏
式
は
、
國
家
な
る
も
の
が
一
方
に
お
い
て
主

権
ま
た
は
一
般
意
思
の
論
理
と
、
地
方
に
お
い
て
灌
力
の
實
艦
た
る
政
府
の
事

實
と
の
爾
者
・
簡
軍
に
贋
値
と
實
力
か
ら
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
政

治
に
關
す
る
哲
學
的
お
よ
び
肚
會
學
的
考
察
と
を
分
岐
せ
し
め
る
端
緒
」

（
七
二
頁
）
と
な
つ
た
事
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
四
　
第
ヨ
章
は
「
國
民
餉
形
態
に
お
け
る
政
治
機
構
論
の
成
立
」
と
題
さ
れ

て
居
り
、
前
章
に
お
け
る
各
政
治
學
読
が
「
西
歓
肚
會
の
共
有
財
産
と
し
て
各

國
に
廣
い
影
響
」
（
七
四
頁
）
を
與
え
た
が
之
ら
も
未
だ
不
明
確
な
諸
懸
案
を
丙
包

し
て
そ
の
實
際
的
基
礎
の
未
成
立
が
問
題
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
に
一
蓮
の
解
決

を
與
へ
た
の
は
英
、
米
、
佛
、
に
お
け
る
「
近
代
民
主
革
命
」
で
あ
る
、
と
さ

れ
て
先
ず
イ
ギ
リ
ス
よ
り
論
を
起
さ
れ
て
い
る
。
帥
ち
、
ご
へ
八
八
年
の
無
血

革
命
に
よ
つ
て
一
懸
基
礎
條
件
を
得
た
イ
ギ
リ
ス
も
そ
の
議
院
内
閣
制
は
種
々

の
條
件
を
必
要
と
す
る
所
以
を
講
か
れ
・
そ
の
議
會
制
度
の
基
礎
理
論
と
し
て

「
議
會
制
度
の
民
主
化
は
個
人
縫
の
確
立
に
俘
わ
れ
る
政
治
現
象
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
こ
の
思
想
的
攣
革
に
資
し
た
思
潮
は
複
離
多
岐
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
最
も
影
響
力
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
「
功
利
」
（
暮
駐
⇔
鴫
）
　
の
観
念

で
あ
つ
た
」
（
益
責
）
と
ベ
ン
サ
ム
・
ミ
ル
父
子
の
功
利
主
義
政
治
理
論
を
撃
げ
、

こ
れ
ら
に
よ
つ
て
「
ロ
ッ
ク
や
ル
ッ
ソ
ー
以
來
の
近
代
政
治
理
論
は
政
治
機
構

の
具
騰
的
裏
付
げ
が
な
さ
れ
た
。
」
（
九
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

革
命
の
項
に
齢
い
て
は
、
簡
明
に
そ
の
政
治
史
的
背
景
を
絞
述
さ
れ
、
ア
メ
リ

カ
革
命
の
成
否
決
定
の
鍵
と
も
云
う
べ
き
「
憲
法
論
箏
」
に
お
け
る
、
ハ
、
・
・
ル

ト
ン
、
マ
デ
ィ
ソ
く
ジ
エ
シ
｝
の
執
筆
よ
り
な
る
「
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
」

（
曝
富
国
9
段
巴
置
什
）
の
意
義
を
、
著
者
は
「
こ
れ
は
憲
法
論
箏
を
指
導
し
た

生
き
た
實
践
的
文
書
で
あ
り
、
憲
法
の
最
良
の
註
繹
書
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
本
書
の
主
題
た
る
政
治
機
構
に
關
す
る
理
論
的
研
究
た
る
観
黙
か
ら
し
て

も
世
界
最
大
書
」
（
一
〇
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
そ
の
内
容
に
關
し
記
述
し
て
あ
る
。

次
い
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
項
に
お
い
て
は
シ
イ
エ
ス
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
ぺ
ー
ン

等
の
革
命
に
與
え
た
思
想
的
貢
献
を
蓮
べ
、
第
三
共
和
國
の
成
立
に
言
及
し
て

居
ら
れ
る
。
以
上
の
三
國
の
近
代
的
政
治
機
構
が
・
そ
の
民
主
革
命
に
よ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
紹
介
と
撹
詳

成
就
さ
れ
た
に
反
し
、
濁
乙
、
日
本
は
此
の
民
主
革
命
の
不
徹
底
性
よ
り
派
生

し
て
特
殊
形
態
を
形
成
し
た
も
の
と
さ
れ
、
ま
ず
濁
乙
は
「
そ
の
國
民
國
家
と

醗
念
哲
學
の
國
家
學
読
の
丙
面
的
相
互
關
係
の
緊
密
性
を
指
摘
し
、
カ
ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
テ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
學
読
を
述
べ
、
更
に
濁
乙
の
自
由
主
義
學
読
の
一
系
統

と
し
て
グ
ナ
イ
ス
ト
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
法
治
國
家
論
を
學

げ
て
居
ら
れ
る
。
我
國
は
そ
の
政
治
形
態
の
特
殊
性
よ
り
派
生
す
る
も
の
と
し

て
「
國
艦
」
「
政
膣
」
に
關
す
る
論
議
を
詳
論
さ
れ
、
政
治
學
に
お
け
る
「
政
治

機
構
論
」
の
貧
困
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
竃
　
最
後
は
第
四
章
「
現
代
に
お
け
る
政
治
機
構
の
比
較
」
と
命
題
さ
れ
代

表
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
、
共
産
主
義
の
各
政
治
機
構
に
つ
い
て

論
ぜ
ら
れ
、
現
代
政
治
が
前
世
紀
に
比
し
て
著
し
い
攣
貌
を
と
げ
、
世
界
政
治

の
極
度
の
緊
張
を
惹
起
し
た
根
本
的
原
因
の
究
明
に
は
、
現
代
諸
政
治
機
構
の

比
較
槍
討
を
要
す
る
旨
を
前
言
さ
れ
、
先
ず
そ
の
比
較
基
準
を
翠
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
「
第
一
は
、
現
代
に
お
け
る
政
治
機
能
の
増
大
と
そ
の
政
治
機
構
に

及
ぼ
せ
る
影
響
ま
た
は
關
係
で
あ
る
」
（
天
六
頁
）
と
政
治
機
能
の
堰
大
に
基
準

を
据
え
ら
れ
る
。
「
第
二
は
、
政
治
灌
力
の
構
邉
的
基
礎
に
お
け
る
攣
化
と
い
う

こ
と
」
（
一
八
八
頁
）
に
第
二
の
主
要
基
準
を
置
か
れ
他
の
二
基
準
と
併
せ
て
各
節

ご
と
に
比
較
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
第
一
節
代
表
制
デ
モ
ク
ラ
シ
τ
の
政
治
機
構

に
お
い
て
は
・
」
・
ブ
ラ
イ
ス
の
「
近
代
民
主
政
治
」
（
竃
o
審
簿
U
o
目
8
声
－

o
一
＄
）
に
よ
る
所
読
を
引
用
さ
れ
デ
モ
ク
ラ
シ
τ
が
、
産
業
革
命
よ
り
派
生
す

る
諸
々
の
纏
濟
的
機
能
の
塘
大
に
封
庭
し
て
如
何
に
之
を
庭
理
す
べ
き
か
・
帥

ち
イ
ギ
リ
ス
螢
働
窯
の
成
立
ー
イ
ギ
リ
ス
杜
會
主
義
の
形
成
ー
の
事
實
を
學
げ

「
こ
の
現
象
は
一
に
國
家
の
経
濟
的
肚
會
的
機
能
の
積
極
的
護
揮
を
前
提
と
す

る
政
治
機
構
の
改
革
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
果
し
て
そ
れ
が
議
會
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

下
で
解
決
で
き
る
か
の
問
題
を
提
起
す
る
に
至
つ
た
」
（
一
九
五
貞
）
と
蓮
ぺ
ら
れ

叉
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
大
統
領
の
執
行
灌
の
彊
化
、
ス
ポ
イ
ル
・
シ
ス
テ
ム

の
制
限
に
よ
る
行
政
改
革
お
よ
び
蓮
邦
政
府
の
機
能
籏
充
」
（
一
九
六
買
）
も
代
表

制
民
主
主
義
の
基
礎
構
輩
の
攣
化
を
意
昧
す
る
も
の
で
あ
つ
て
「
民
主
制
」
と

纏
濟
機
能
の
鑛
大
」
と
の
二
律
背
反
の
問
題
を
思
考
さ
れ
て
い
る
。
且
叉
、
計

叢
経
濟
機
構
の
護
展
を
民
主
制
機
構
に
よ
つ
て
如
何
に
庭
理
す
る
か
も
問
題
覗

さ
れ
・
そ
の
解
決
方
式
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
政
治

機
構
に
お
い
て
は
、
イ
タ
リ
ヤ
や
、
ド
イ
ッ
の
危
機
政
治
構
邉
の
分
析
よ
り
蓮
動

勃
護
の
條
件
を
考
察
さ
れ
「
猫
裁
制
の
政
治
機
講
と
し
て
の
本
質
的
特
徴
」
と

し
て
「
入
民
意
思
を
究
極
的
に
國
家
意
思
と
認
め
る
か
い
な
か
の
匿
別
が
政
治

機
構
の
上
に
表
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
責
任
制
度
の
有
無
と
な
つ
て
現
わ
れ

る
。
」
（
…
天
頁
）
と
述
べ
そ
の
民
主
制
と
異
る
所
以
を
政
治
的
過
程
－
自
由
な

る
討
議
と
自
由
な
る
意
思
の
表
明
i
に
思
考
さ
れ
て
い
る
。
第
三
節
共
産
主
義

の
政
治
機
構
ほ
・
シ
ヤ
革
命
の
背
景
を
論
ぜ
ら
れ
「
ロ
シ
ヤ
に
お
い
て
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ヤ
階
級
こ
そ
、
・
シ
ヤ
的
土
藩
性
を
有
し
、
し
か
も
凋
創
的
な
政
治
権

力
と
そ
の
機
構
を
生
み
出
し
え
た
唯
一
の
階
級
」
（
二
四
〇
頁
）
で
あ
つ
た
と
さ
れ

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
の
革
命
的
役
鋼
剤
を
述
べ
、
ソ
ヅ
ィ
エ
ト
機
縫
…
と
民
山
害
的
中

央
集
擁
主
義
の
内
在
的
矛
盾
を
指
摘
さ
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
に
お
け
る
代
表

的
猫
裁
制
の
意
圏
す
る
所
と
代
表
制
民
主
々
義
と
の
本
質
的
相
異
を
次
の
三
駄

に
お
い
て
論
考
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
、
「
第
一
は
、
最
高
會
議
に
お
け
る
爾
院
の

合
同
會
議
に
お
い
て
幹
部
會
（
摩
窪
窪
9
舅
）
を
任
命
し
、
こ
れ
に
最
高
會
議

の
全
擢
を
事
實
上
委
ね
た
こ
と
で
あ
る
（
第
四
八
ー
四
九
條
）
（
二
善
責
）
「
第
二

に
、
そ
の
最
高
會
議
の
、
し
た
が
つ
て
そ
の
任
命
に
か
か
る
幹
部
會
を
構
成
す

る
議
員
な
る
も
の
は
依
然
と
し
て
一
定
の
資
格
、
す
な
は
ち
プ
・
レ
タ
リ
ヤ
諸



團
騰
の
推
薦
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
第
一
四
一
條
）
三
藝
質
）

「
第
三
に
、
共
産
窯
以
外
の
政
黛
は
認
め
ら
れ
ぬ
」
（
第
二
工
ハ
條
）
（
二
藝
責
）

と
述
べ
「
「
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
が
い
か
に
そ
の
代
表
的
基
礎
を
鑛
大
し
よ
う
と

も
・
こ
の
一
黛
專
制
の
存
す
る
限
り
、
そ
れ
は
一
種
の
全
騰
主
義
で
あ
り
・
濁

裁
政
治
で
あ
る
」
（
こ
藝
責
）
こ
と
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。
更
に
今
次
大
載
後

の
コ
、
・
・
ン
フ
オ
ル
ム
の
結
成
や
東
歓
入
民
々
主
主
義
諸
國
に
關
し
て
「
こ
れ
ら

の
國
々
に
お
け
る
共
産
窯
政
灌
を
軍
事
的
に
政
治
的
に
直
接
支
醒
す
る
こ
と
は

ロ
シ
ヤ
革
命
の
土
着
的
眞
理
を
超
え
た
一
種
の
帝
國
主
義
と
も
見
ら
れ
る
政
治

的
理
由
に
駆
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
或
い
ば
ロ
シ
ヤ
に
お

け
る
共
産
糞
政
灌
の
特
殊
性
を
、
新
民
主
主
義
ま
た
は
入
民
民
主
主
義
と
い
う

よ
う
な
概
念
に
よ
つ
て
、
不
當
に
一
般
化
す
る
傾
向
が
あ
り
1
階
級
理
論
の

行
き
す
ぎ
で
あ
る
」
と
所
謂
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
る
慨
念
の
内
的

矛
盾
性
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。
以
上
未
熟
な
紹
介
を
試
み
た
が
著
者
の
眞
意

の
存
す
る
勝
と
背
反
ぜ
ば
深
く
お
詑
す
る
弐
第
で
あ
る
。
　
（
多
田
韓
鋤
）

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九


