
第

四

巻

日

本

近

代

史

論

て き
い る
く
V

近

代

政

治

史

の

方

法

と

論

争

史

私
が
こ
の
巻
を
選
ん
だ
の
は
、

「民
法
典
論
争
の
政
治
史
的
考
察
」
が
含
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
特
集
を
組
む
に
あ
た
っ
て
、
読
み
方
は
個
々
の
自
由

に
ま
か
せ
る
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
が
、
こ
の
論
文
だ
け
を
取
り
上
げ
る
わ
け
に

も
い
か
な
い
の
で
、
な
ん
と
か
私
な
り
に
消
化
に
努
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

い
ざ
読
ん
で
み
る
と
な
か
な
か
私
の
手
に
負
え
な
い
。
そ
こ
で
、
著
者
に
は

失
礼
だ
が
、
私
が
読
ん
だ
ま
ま
の
こ
と
を
素
直
に
披
涯
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
著
作
集
は
遠
山
氏
本
人
が
選
ん
だ
著
作
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の

で
、
ど
の
よ
う
な
著
作
を
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
に
構
成
す
る
か
、
と
い

う
点
に
著
者
の
研
究
歴
の
自
己
認
識
が
あ
る
程
度
う
か
が
え
て
興
味
深
く
読
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
。

本
巻
の
構
成
と
発
表
年
代
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

「Ｉ
　
概
説
」

が

一
九
六
七
年
、

「Ⅱ
　
議
会
開
設
後
の
諸
問
題
」
は

一
九
五
〇
年
代
が
二
本
、

七
〇
年
代
が
五
本
、
八
〇
年
代
が

一
本
、

「Ⅲ
　
分
析
の
視
角
」
は
九
本
全
て

六
〇
年
代
で
あ
る
。
全
体
的
に
は

一
九
五

一
年
か
ら
八
四
年
ま
で
の
論
文
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
と
書
か
れ
た
時
代
の
背
景
、
あ
る
い
は
そ
の

時
々
の
歴
史
学
の
状
況
と
を

一
々
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
非
常
に
敏
感
に
情

勢
に
反
応
し
て
お
ら
れ
る
の
が
よ
く
分
か
る
。
七
二
年

「日
本
近
代
史
に
お
け

る
沖
縄
の
位
置
」
、
六
八
年
の

「
『明
治
時
代
』
を
ど
う
み
る
か
」
、

「明
治

百
年
記
念
式
典
と
歴
史
学
」
な
ど
が
よ
い
例
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
の
日
本
近

代
史
論
は
、
芝
原
拓
自
氏
と
の
論
争
や
時
代
区
分
の
問
題

（六
三
年
）
、
日
本

の
近
代
と
ア
ジ
ア
の
関
係

（六
三

・
六
六
年
）
、
世
界
史
と
地
域
史
の
問
題

（六
五

・
六
六
年
）
な
ど
を
と
お
し
て

一
九
六
〇
年
代
に
確
立
し
た

（六
〇
年

代
の
歴
史
学
の
雰
囲
気
は
、

「歴
史
評
論
』
九
二
年
七
月
号
所
収
の
中
村
政
則

「遠
山
史
学
と
私
の
歴
史
学
―
明
治
維
新
と
帝
国
主
義
」
で
つ
か
む
こ
と
が
で

奥

田

和

美

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
稿
は
Ｉ
の

「概
説
」

（六
七
年
）
に
結
実
し

遠
山
史
学
の
真
骨
頂
が
た
え
ず
歴
史
像
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
書
所
収
、
鈴
木
良

「遠
山
史
学
に
学

ぶ
も
の
―
歴
史
教
育
論
に
つ
い
て
」
で
歴
史
教
育

へ
の
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
）
と
す
れ
ば
、
近
代
史
像
の
提
示
と
個
別
論
文
の
執
筆
と
が

ど
の
よ
う
な
緊
張
関
係
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
が
、
こ
の
巻
を
読
む
と

よ
く
分
る
の
で
あ
る
。
巻
末
の
解
説
者
が
い
う
よ
う
な

「ア
プ
リ
オ
リ
の
理
論

的
枠
組
や
固
定
的
な
概
念
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
て
い
な
い
」
こ
と
や
、
遠
山

史
学
を
評
し
て
い
わ
れ
る

「柔
軟
さ
」
の
秘
密
が
解
き
明
か
さ
れ
る
よ
う
な
魅

力
が
こ
の
巻
か
ら
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
、
大
湖
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

（
『本
誌
」
五
頁
～
七
頁
）
、
歴

史
に
お
け
る
個
人
の
意
識
や
行
動
、
あ
る
い
は
論
争
を
丹
念
に
掘
り
下
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
歴
史
状
況
を
描
い
て
い
く
と
い
う
や
り
方
も
、
こ
の
柔
軟
さ
に
寄

与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

「民
法
典
論
争
の
政
治
史
的

考
案
」
で
考
え
て
み
た
い
。

民
法
典
論
争
に
関
す
る
研
究
は
、
平
野
義
太
郎
や
星
野
通
ら
に
よ
っ
て
深
め

ら
れ
た
が
、
論
争
史
研
究
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
二
者
対
立
図
式
の
単
純
化
が

彼
ら
に
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「近
代
的
西
欧
的
進
歩
主
義
と
封
建
的
国

枠
的
保
守
主
義
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
＝
自
由
民
権
主
義
と
絶
対
主
義
的
国

家
主
義
＝
藩
閥
官
僚
主
義
」

（七

一
頁
）
の
対
抗
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

で
あ
る
。

遠
山
氏
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
著
者
が
あ
げ
た
の
は
、

①
断
行
派
が
延
期
派
の
論
理
体
系
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
え
た
の
は
な
ぜ
か
②
自

由
党
、
改
進
党
に
約
四
割
の
延
期
派
が
い
る
こ
と

（中
立
系
、
政
府
系
は
五
～
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六
割
）
、
の
一
言

で̈
あ
る
。
結
論
は
、
両
者
が
本
質
的
な
対
立
関
係
に
あ

っ
た

の
で
は
な
く
、
自
由
民
権
派
と
国
権
派
、
民
党
と
吏
党
を
横
断
し
て
延
期
派
が

成
立
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
著
者
の
目
的
は
こ
の
点
を
め
ぐ
る
論
争
の
政
治

史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
注
意
点
と
し
て
、
①
フ

ラ
ン
ス
法
典
の
直
訳
移
植
を
し
よ
う
と
し
た
政
府
の
意
図
、
②
法
典
編
纂
と
条

約
改
正
の
関
係
、
③
国
体
の
基
底
と
し
て
の
忠
孝
道
徳
の
強
調
が
憲
法
制
定
過

程
と

一
体
に
な
っ
て
教
育
思
想
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
社
会
情
勢
、
④
①
～

③
の
総
合
と
し
て
の
民
法
典
論
議
の
歴
史
的
意
義
の
確
定
、
を
掲
げ
た
。
議
会

で
の
論
争
の
分
析
は
も
と
よ
り
、
自
由
民
権
学
の
代
表
と
さ
れ
る
大
井
憲
太
郎

の
思
想
そ
の
役
割
の
考
察
を
通
じ
て
先
の
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
列
挙
す
る
と
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。

（
１
）
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
モ
デ
ル
に
な

っ
た
の
は
、
そ
の
近
代
性
で
は
な
く
、

中
央
集
権
的
画

一
性
に
よ
る
、
（２
）
直
訳
臭
が
強
い
の
は
憲
法
制
定
を
優
先
し

た
た
め
民
法
編
纂
が
二
次
的
な
も
の
に
な
っ
た
た
め
、
（３
）
さ
ら
に
二
次
的
な

も
の
な
る
が
ゆ
え
に
条
約
改
正
の
道
具
に
な
っ
た
、
（４
）条
約
改
正
問
題
に
よ

り
自
由
民
権
派
が
対
外
硬
に
転
じ
、
自
由
民
権
派
の
関
争
の
主
観
的
意
図
に
か

か
わ
ら
ず
延
期
派
の
論
拠
の
素
地
を
築
い
た

（反
都
市

・
地
方
分
権
、
民
権
の

前
提
と
し
て
の
国
権
、
本
源
的
蓄
積
過
程
の
過
酷
さ
の
前
に
形
成
さ
れ
た
自
由

主
義
的
経
済
政
策

へ
の
懐
疑
＝
統
制
主
義
）
、
（５
）
民
党
の
反
動
化
が
政
府
の

反
動
主
義
と
競
合
し
、
大
衆
の
反
動
主
義
受
入
れ
の
下
地
と
な

っ
た
、
（６
）反

動
化
し
た
民
党
に
対
す
る
政
府
の
切
り
崩
し
に
よ

っ
て
民
党
が
分
裂
、
偶
然
的

な
色
彩
に
よ
っ
て
個
々
の
議
員
の
賛
否
が
き
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
種
々
の
政
治
的
要
素
が
複
雑
に
か
ら
ま
り
あ

っ
て
、
議
会
で

の
論
争
の
本
質
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
民
党

。
吏
党
を
横
断
し
て

延
期
派
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
内
容
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
私
が
こ
の
論
稿
に
興
味
を
お
ば
え
た

の
は
次
の
点
で
あ
る
。

星
野
通

「民
法
典
論
争
史
」
に
は
、
昭
和

一
九
年
刊
の
日
本
評
論
社
版
と

昭
和
二
四
年
刊
の
河
出
書
房
版
が
あ
る
。
遠
山
氏
が
批
判
の
対
象
に
し
た
の
は

も
ち
ろ
ん
戦
後
版
で
あ
る
が
、
両
者
に
は
基
本
的
な
論
点
の
変
更
は
な
い

（も

っ
と
も
戦
前
版
に
は
時
局
向
け
の
言
い
回
し
が
随
所
に
み
ら
れ
る
）
。
戦
後
の

も
の
は
戦
前
に
あ
っ
た
資
料
編
を
削
除
し
、
若
千
の
新
資
料
を
付
け
加
え
、
さ

ら
に
見
出
し
を
細
か
く
し
て
読
み
や
す
く
し
て
あ
る
。
逐

一
比
較
を
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
論
争
の
歴
史
的
評
価
を
述
べ
た
部
分
に
時
代
の
変
化
が
読
み
取

れ
る
。
戦
後
版
に
は

「人
事
編
規
定
の
大
家
族
破
壊
非
難
の
如
き
も
き
は
め
て

反
民
主
主
義
的
封
建
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
否
は
現
下
の
我
等
の
頭
脳
を

以
て
せ
ば
き
は
め
て
明
々
白
自
な
も
の
」
と
い
う
文
言
が
加
わ
っ
て
い
る
。
当

時
の
状
況
と
し
て
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
論
争
の
評
価
が
間

接
的
に
明
治
民
法
批
判
に
つ
ら
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
山
氏
の
論
稿
が
執

筆
さ
れ
た

一
九
五
〇
年

（発
表
は
五

一
年
）
は
、
占
領
政
策
の
転
換
が
始
ま
り
、

い
わ
ゆ
る

「逆
コ
ー
ス
」
を
迎
え
る
時
代
で
あ
る
。

「家
」
制
度
に
つ
い
て
い

え
ば
五
四
年
に
自
由
党
憲
法
調
査
会

（会
長
岸
信
介
）
が

「日
本
国
憲
法
改
正

案
要
綱
」
を
作
成
し
、
憲
法
二
四
条
を
問
題
に
す
る
と
い
う
動
き
が
お
こ
り
、

「家
」
の
復
活
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
民
法
の
問
題
を
取
り

上
げ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
時
宜
を
先
取
り
し
た
観
も
あ
る
。
し
か
し
、
遠

山
氏
の

「柔
軟
さ
」
は
、
星
野
氏
の
よ
う
に
延
期
派
の
反
民
主
主
義
的
封
建
性

を
明
々
自
白
の
こ
と
と
単
純
化
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
私
が
評
価
し
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
の
後
、
民
法
典
論
争

に
つ
い
て
は
、
熊
谷
開
作
氏
の
民
法
典
論
争
論
と
旧
民
法
性
格
論
の
混
同
を
指

摘
す
る
論
文
や
水
林
彪
氏
の
土
地
法
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
す
る
論
文

（旧
民
法

の

「賃
借
権
」
を
物
権
と
す
る
か
人
権
と
す
る
か
を
め
ぐ

っ
て
論
争
が
あ

っ
た
）

な
ど
が
だ
さ
れ
、
こ
の
小
稿
を
書
く
た
め
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
収
穫
で

■の
っ
た
。
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