
日
本
の
時
代
史
　
２２

新
井
勝
紘
編

『自
由
民
権
と
近
代
社
会
』

大

湖

賢

一

本
書
は
、
自
由
民
権
期
の
社
会
を
対
象
に
し
た
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
最
近

の
通
史
物
の
な
か
に
は
、
自
由
民
権
運
動
を
単
独
で
扱
わ
な
い
風
潮
が
あ
る
な

か
で
、
こ
の
よ
う
な
巻
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
編
者
の
新
井
勝
紘
氏
が
本
会
の
創
立
二
〇
周
年

記
念
講
演
で
詳
細
に
と
り
あ
げ
解
説
を
加
え
ら
れ
て
い
る

（新
井
勝
紘

「自
由

民
権
運
動
の
再
考
―
民
権

一
二
ｏ
周
年
を
迎
え
て
新
し
い
切
り
口
が
見
え
る
か

―
」
『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第

一
八
号
、
二
〇
〇
六
年

一
月
）
。
従

っ
て
、
い
ま

さ
ら
本
書
の
紹
介
を
詳
細
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
世
話
に
な
っ

た
新
井
氏
の
好
意
に
応
え
る
た
め
に
も
失
礼
な
が
ら
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
き

た
い
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

新
井
勝
紘

「自
由
民
権
と
近
代
社
会
」

Ｉ
　
鶴
巻
孝
雄

「〈
自
由
〉
〈
民
権
〉
の
語
り
、
〈
議
会
〉
の
呼
び
か
け
」

Ⅱ
　
杉
山
　
弘

「
コ
レ
ラ
騒
動
　
そ
の
構
図
と
論
理
」

Ⅲ
　
今
西
　
一
「
『
四
民
平
等
」
と
差
別
」

Ⅳ
　
松
岡
信

一

「
メ
デ
ィ
ア
と
自
由
民
権
　
高
知
県
の
場
合
」

Ｖ
　
稲
田
雅
洋

「困
民
党
の
論
理
と
行
動
」

こ
の
構
成
に
つ
い
て
編
者
の
新
井
氏
は

「従
来
の
オ
ー
ソ
ド
ツ
ク
ス
な
民
権

運
動
史
と
は
程
遠
い
」
「政
党
結
成

。
国
会
期
成
同
盟

。
国
会
開
設
請
願
運
動

・

激
化
事
件

。
三
大
事
件
建
白
運
動

。
大
同
団
結
運
動
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず

じ
ま
い
」
（あ
と
が
き
、
二
七
二
頁
）
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
が
、
後
で
触
れ

る
よ
う
に
自
由
民
権
百
年
以
後
の
研
究
状
況
を
率
直
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
本
書
の
総
論
に
あ
た
る
新
井
氏
の
論
考
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

第

一
節
は

「自
由
民
権
と
現
代
」
で
あ
る
。
民
権
百
年
集
会
を
紹
介
し
、
実

行
委
員
長
の
遠
山
茂
樹
氏
の
挨
拶
を
引
用
し
自
由
民
権
運
動
の
歴
史
的
意
義
を

「
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
点
」
を
探
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
単
純
に
現
代
に
ひ
き
つ
け
て
民
権
を
語
る
こ
と
の
危
険
性
に
も

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
民
権
百
年
の
取
り
組
み
が
全
国
各
地

で
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
発
掘
や
資
料
発
掘
と
結
び
つ
き
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
民
権

運
動
再
考
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
本
書
の
論
考
も
そ
の
成
果
に
学
ん
だ

も
の
で
あ
る
と
い
う
。

第
二
節
は

「
『近
代
』
と
の
格
闘
　
千
葉
卓
三
郎

一
枚
の
履
歴
書
」
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
五
日
市
憲
法
の
事
実
上
の
作
成
者
で
あ
る
千
葉
卓
三
郎
の
生
涯
を

追
い
か
け
な
が
ら
そ
の

「
一
枚
の
履
歴
書
か
ら
近
代
の
道
を
さ
ぐ
る
」
と
い
う

試
み
を
行

っ
て
い
る
。
確
か
に
、
千
葉
の
行
動
と
学
問

・
宗
教
の
遍
歴
は
大
変

興
味
深
い
。
仙
台
出
身
の
千
葉
は
、
儒
学

・
医
学

・
皇
学

・
浄
土
真
宗
を
学
ん

だ
あ
と
、
ロ
シ
ア
人
司
祭
に
就
い
て
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
に
入
信
す
る
。
そ
の

後
、
儒
学
を
再
び
学
び
、
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
直
し
最
後
に
自
由
民
権
運
動
に

身
を
投
じ
て
い
る
。
そ
の
歩
み
は
、
維
新
と
い
う
時
代
に
あ

っ
て

「
こ
の
時
代

の
波
を
正
面
か
ら
受
け
つ
つ
、
時
代
の
変
化
を
自
己
の
肉
体
と
精
神
を
通
し
て

ま
と
も
に
受
け
止
め
、
近
代
社
会
に
ひ
た
走
る
国
家
の
路
線
に
向
き
合

っ
た
と

き
に
、
一
人
の
青
年
の
生
き
方
に
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ

っ
た
か
を
」
（三
四

頁
）
示
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
明
治
政
府
の
近
代
化
政
策
に
向
き
合

っ
た
の

で
あ
る
。

第
三
節
は

「憲
法
草
案
の
創
造
と
そ
の
思
想
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
五
日
市

憲
法
を
は
じ
め
全
国
で
起
草
さ
れ
た
自
主
憲
法
の
特
徴
を
描
い
て
い
る
。
五
日

市
憲
法
の
特
徴
は
立
憲
君
主
制
、
議
院
内
閣
制
、
三
権
分
立
制
の
採
用
で
あ
る

が
、　
一
九
八
ｏ
年
の
憲
法
草
案
全
体
と
し
て
は
君
民
同
治
の
国
家
体
制
を
描
い

た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
中
に
は
天
皇
制
の
廃
絶
に
言
及
す
る
な
ど
、

「人
民
の
権
利
を
固
守
す
る
た
め
に
時
代
や
世
紀
を
越
え
た
先
駆
的
」
（四
六
頁
）

と
も
い
え
る
条
文
を
そ
な
え
た
も
の
も
あ

っ
た
。

第
四
節
は

「新
し
い
集
団
と
し
て
の
民
権
運
動
　
結
合
の
文
化
」
で
あ
る
。

自
由
民
権
運
動
を
支
え
た
大
き
な
特
徴
は
民
権
結
社
の
登
場
で
あ
る
。
近
代
国

家
に
移
行
す
る
な
か
で
、
人
々
は
協
同

。
結
合
し
て
い
く
。
そ
れ
は
政
治
的
に
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は

「政
党
結
成
の
前
段
階
」
に
な
る
し
、
地
域
社
会
に
と

っ
て
は

「新
し
い
地

域
共
同
体
」
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
「地
方
政
治
の
改
革
や
地
域
文

化
を
創
造
す
る
土
壌
」
（四
九
頁
）
に
な

っ
て
い
く
。
そ
の
結
社
の
多
様
性
が

大
規
模
な
運
動

（例
え
ば
国
会
開
設
請
願
運
動
な
ど
）
を
支
え
て
い
た
。
そ
し

て
そ
の
担
い
手
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
士
族
や
豪
農
層
も
当
然
で
あ
る
が
、

同
時
に
被
差
別
部
落
民
や
芸
妓
な
ど
の
社
会
底
辺
の
女
性
、
「盲
人
」
な
ど
の

障
害
者
な
ど
に
も
広
が
っ
て
い
た
。

第
五
節
は

「民
権
運
動
の
フ
オ
ー
ク
ロ
ア
　
民
権
運
動
の
民
俗
的
源
流
」
で

あ
る
。
民
権
運
動
は
、
そ
の
政
治
文
化
的
な
内
容
に
も
多
様
な
展
開
を
見
せ
て

い
た
。
「団
団
珍
聞
』
や

「駿
尾
団
子
」
な
ど
の
時
局
風
刺
雑
誌
、
義
民
伝
承

の
再
生
、
百
姓

一
揆
の
伝
統
の
継
承
等
は
、
民
権
百
年
以
後
最
も
研
究
が
深
化

し
た
分
野
で
あ
ろ
う
。

第
六
節
は

「自
由
民
権
運
動
の
潮
流
　
在
米
民
権
の
軌
跡
」
で
あ
る
。
で

は
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
政
治
文
化
を
生
み
出
し
た
自
由
民
権
運
動
は
、
そ
の
後
ど

う
い
う
潮
流
に
な

っ
て
流
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。　
一
般
的
に
は
そ
の
後
の

激
化
事
件
、
大
阪
事
件
等
の
対
外
硬
化
の
路
線
と
な
り
民
権
運
動
は
消
滅
し
て

い
っ
た
と
い
う
理
解
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
中
に
は
民
権
運
動
の
継
承
を
試

み
た
人
々
が
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
維
新
前
後
に
生
ま
れ
た

「
い
わ
ば
自
由

民
権
運
動
の
第
二
世
代
」
（九
八
頁
）
と
も
い
う
べ
き
民
権
青
年
た
ち
の

一
部
は

ア
メ
リ
カ
に
渡
り
在
米
日
本
人
愛
国
同
盟
会
を
結
成
し
、
民
権
運
動
か
ら
学
ん

だ
討
論
や
言
論
活
動
を
続
け
て
い
く
。
こ
の
試
み
は
そ
の
後
、
日
米
の
労
働
運

動
や
社
会
主
義
運
動
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
新
井
氏
の
論
考
は
こ
こ
二
〇
年
の
自
由
民
権
運
動
研
究
の
成
果

を
、
反
映
す
る
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
論
考
を

肯
定
す
る
か
批
判
す
る
か
は
、
こ
の
二
〇
年
の
研
究
方
向
や
深
化
の
度
合
い
を

ど
う
考
え
る
か
に
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。

新
井
氏
は
本
書
の
あ
と
が
き
で
率
直
に
西
川
長
夫
氏
の
提
起
し
た

「国
民
国

家
論
」
に
対
す
る
と
ま
ど
い
を
吐
露
さ
れ
、
「
日
本
の
近
代
史
に
お
け
る
民
権

研
究
に
あ
る
種
の
光
を
感
じ
て
、
研
究
を
は
じ
め
た
私
な
ど
は
つ
い
へ
こ
ん
で

し
ま
う
」
（二
七

一
頁
）
と
、
自
分
の
研
究
の
基
盤
の
揺
ら
ぎ
を
感
じ
る
と
ま

で
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

″
へ
こ
み
方
″
に
対
す
る
民
権
研
究
者
の
反
応
は
、

さ
き
ほ
ど
の
年
報
の
講
演
記
録
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
て
ほ
し

京
浜
歴
科
研
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
自
由
民
権
百
年
全
国
集
会
神
奈
川
実
行

委
員
会
の
後
継
団
体
で
あ
る
。
し
か
し
京
浜
歴
科
研
の
事
務
局
員
の
な
か
で
実

際
に
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
体
験
し
た
メ
ン
バ
ー
は
い
ま
や
三
～
四
名
し
か
残

っ
て

い
な
い
。
私
自
身
も
イ
ベ
ン
ト
に
は
参
加
し
た
が
そ
れ
は
大
会
当
日
に
動
員
さ

れ
た
要
員
と
し
て
で
あ
り
、
事
前
の
準
備
作
業
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
参
加
し

て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
も
あ
の
会
場
に
あ

っ
た

一
種
の
高
揚
し
た
雰
囲
気
は

よ
く
覚
え
て
お
り
、
あ
の
集
会
が
何
だ

っ
た
の
か
を
考
え
る
手
掛
か
り
は
体
験

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
八

一
年

一
一
月
の
民
権
百
年
集
会
は
、
あ
の
時
点
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成

功
し
た

一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ

つ
た
。
新
井
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
が

企
画
し
た

「明
治
百
年
祭
」
に
対
抗
す
る
と
い
う

「挑
戦
」
と
い
う
意
義
も
大

き
か
っ
た
。
挨
拶
に
長
洲
神
奈
川
県
知
事
が
登
壇
す
る
と
い
う
こ
と
が
象
徴
す

る
よ
う
に
革
新
自
治
体
と
い
う
行
政
自
体
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
、
国
際

的
に
は
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
、
国
内
的
に
は
ダ
グ
ラ
ス
グ
ラ
マ
ン
事

件
な
ど
政
治
不
安
の
高
ま
り
は
あ

っ
た
こ
と
な
ど
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
集
会
と
し
て
は
、
百
年
前
の
各
事
件
で
国
事
犯
と
さ
れ
た
人
た
ち
の
遺
族
が

壇
上
に
並
び

一
人

一
人
が
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
集
会
の
意
義
を

充
分
に
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

民
権
百
年
の
取
り
組
み
は
、
ま
さ
に

「
日
本
の
民
主
主
義
の
原
点
」
を
模

索
す
る
と
い
う
政
治
と
学
問
の
両
側
面
に
関
わ
る
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
た
も
の

だ

つ
た
。
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
、
あ
の
神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル
の
大
ホ
ー
ル

・
小

ホ
ー
ル
両
方
を
満
員
に
し
て
さ
ら
に
入
れ
な
い
人
が
出
る
よ
う
な
集
会
に
は
な

ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

現
在
、
自
由
民
権
運
動
は
多
く
の
着
手
研
究
者
を
引
き

つ
け
る
よ
う
な
魅
力

的
な
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
近
代
史
研
究
の

な
か
で
も
か
な
り
分
厚
い
研
究
史
を
持
ち

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
民
権
集
会
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

一
種
の
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″呪
縛
″
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
集
会
自
体
を

知

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
問
と
政
治
性
を
常
に
関
連
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
テ
ー
マ
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
無
意
識
に
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
自
身
は
研
究
活
動
の
出
会
い
が
民
権
百
年
集
会
だ

っ
た
の
で
そ
の
よ
う
な

感
覚
は
な
い
。
と
い
っ
て
新
井
氏
の
よ
う
に
へ
こ
む
よ
う
な
感
覚
も
な
い
。
そ

れ
は
本
会
の
研
究
活
動
に
携
わ
る
な
か
地
域
構
造
の
問
題
に
研
究
関
心
が
移

っ

て
い
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
従

っ
て
浅
学
の
私
に
な
ど
現
在
の
自
由
民
権
運
動
研

究
の
方
向
性
に
提
言
な
ど
と
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
中
で

一
つ
言

え
る
と
し
た
ら
、
私
が
自
由
民
権
期
の
研
究
か
ら
学
ん
だ
こ
と
の
ひ
と
つ
は
結

社
の
存
在
の
重
要
性
で
あ
る
。

明
治
国
家
は
、
近
代
化
の
過
程
で
民
衆
を
直
接
把
握
す
べ
く
各
種
の
政
策
を

実
行
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
国
家
が
進
化
し
て
も
民
衆
の
全
生

活
を
包
摂
し
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
こ
と
を
民
権
結
社
の
多
様
性

が
示
し
て
い
る
と
思
う
。

結
社
と
は
、
現
在
で
い
え
ば
各
種
の
サ
ー
ク
ル
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
な
ど
に

あ
た
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
人
々
は
行
政
か
ら
完
全
に
離
れ
て
存
在
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
私
た
ち
も
行
政
が
整
備
し
た
図
書
館
や
公
文
書
館
を
利
用
し

て
研
究
を
行
い
、
や
は
り
行
政
の
管
理
す
る
会
議
室
を
借
り
て
例
会
を
行

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
行
政
か
ら
の
ひ
も
付
き
の
金
は
も
ら
わ
ず
、
自
分

た
ち
が
自
主
的
に
出
し
た
り
会
員
か
ら
の
会
費
を
基
に
活
動
を
行

っ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
自
由
な
研
究
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

民
権
百
年
神
奈
川
集
会
は
終
わ
っ
た
が
そ
の
な
か
か
ら
自
主
的
サ
ー
ク
ル
＝

結
社
で
あ
る
私
た
ち
の
会
が
生
ま
れ
、
細
々
で
は
あ
る
が
地
域
の
歴
史
を
二
〇

年
以
上
に
わ
た
り
研
究
し
て
き
た
。
必
ず
し
も
民
権
期
の
み
を
対
象
に
し
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
小
さ
な
研
究
会
で
は
あ
る
が
、
結
社
の
伝
統
か
ら
学
ぶ
と
い

う
気
概
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
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