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詐
論
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私
た
ち

の
憲
法
は
病
ん
で
い
る

ー

ト
ン
ガ
王
国
の
民
主
化
運
動

須

藤

健

一

　
南
太
平
洋
の
王
国
ト
ン
ガ
の
人
び
と
は
、
毎
年
七
月
四
日
前
後

の

一
週
間
を

「
ヘ
ー
ラ
ラ
祭
」
と
よ
び
盛
大
に
祝
う
。
そ
れ
は
国

王
タ
ウ
フ
ァ
ア
ハ
ウ
・
ツ
ボ
ウ
四
世
の
誕
生
日
の
祝
祭
で
あ
る
。

昨
年

(
一
九
九
三
年
)

の
へ
ー
ラ
ラ
祭
は
、
国
王
の
七
五
歳

の
誕

生
日
と
在
位
二
五
年
が
重
な

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
首
都
ヌ
ク
ア
ロ

フ
ァ
で
は
、
多
彩
な
催
し
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。

　
王
家

の
墓
地
前
広
場
で
は
、
数
千
人
の
学
校
生
徒
に
よ
る
踊
り
、

二
〇
の
村
の
男
女
に
よ
る
伝
統
舞
踊
の
競
演
な
ど
が
演
じ
ら
れ
た
。

目
抜
き
通
り
に
は
高
校

・
警
察

・
軍
の
吹
奏
楽
団
や
美
人

コ
ン
テ

ス
ト
の
女
性
を
乗
せ
た
花
車
の
パ
レ
ー
ド
が
く
り
だ
し
、
人
び
と

の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。
そ
し
て
王
宮
前
広
場
で
は
、
す
べ
て
の
村

や
貴
族
が
貢
納
し
た

一
三
〇
の
食
台
に
盛
ら
れ
た
料
理
が
並
べ
ら

れ
、
外
国
か
ら
の
賓
客
も
参
加
し
大
規
模
の
祝
宴
が
も
た
れ
た
。

料
理
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
丸
焼
き
の
豚
、
ウ
ー
ム

(石
蒸
し
)

の
ニ

ワ
ト
リ
や
ウ
シ
の
肉
、
ボ
ラ

・
ま
ぐ
ろ
な
ど
の
魚
や
エ
ビ
、
カ
ニ
、

芋
類
の
ほ
か
、
サ
ラ
ダ
、
果
物
な
ど
二
〇
種
類
に
お
よ
ぶ
。
食
台

は
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
、
幅

一
メ
ー
ト
ル
、
二
階
、
三
階
建
て
の
食

台
も
あ
り
、
十
数
頭
の
ブ
タ
が
食
台
の
中
央
を
飾
る
。
こ
の
台
は

ポ
ー
ラ
と
よ
ば
れ
、
村
び
と
は
い
か
に
豪
華
な
料
理
を
贈
る
か
を

競
う
。

　
王
の
偉
業
を
讃
え
、
王
へ
の
敬
意
を
あ
ら
た
に
す
る
そ
の
よ
う

な
祝
典
が
お
こ
な
わ
れ
る

一
方
で
、
人
口

一
〇
万
人
た
ら
ず
の
立

憲
君
主
国
に
も
民
主
化

の
動
き
が
顕
著
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

一

九
九
二
年

=

月
に
は
、
四
日
間
に
わ
た
り
、
首
都
ヌ
ク
ア
ロ

フ
ァ
で
反
体
制
派
の
国
会
議
員
や
牧
師
ら
の
呼
び
か
け
で
、
「民

主
化

の
た
め

の
国
際
会
議

(
P
r
o
-
D
e
m
o
c
r
a
r
y
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n

)
が

開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
.

　
太
平
洋
地
域
に
は
、

一
九
世
紀
初
頭
に
三

つ
の
王
国
が
形
成
さ

れ
た
が
、
現
在
ま
で
王
制
を
存
続
さ
せ
て
い
る
国
は
ト
ン
ガ
だ
け

で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
の
カ
メ
ハ
メ
ハ
王
朝
、
タ
ヒ
チ
の
ポ
マ
レ
王
朝

は
、

一
九
世
紀
末
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
勢

力
の
ま
え
に
崩
壊
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
、
ト
ン
ガ
の
ツ
ボ
ウ
王

朝
は
国
内
の
統

一
後
、

一
八
七
五
年
に
は
憲
法
を
発
布
し
、

一
九

〇
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
と

の
あ
い
だ
に
友
好
協
定
、
保
護
領
条
約
を

締
結
す
る
な
ど
、

一
貫
と
し
て
自
前
の
国
づ
く
り
を
お
し
と
お
し

て
き
た
。
そ
し
て
、

一
九
七
〇
年
に
は
念
願

が
か
な

っ
て
大
英
連

邦
下
の
独
立
国
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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現
国
王
は
、

一
九
六
七
年
に
王
位
に
つ
き
、
独
立
を
達
成
し
て

か
ら
、
先
進
国
か
ら
経
済
援
助
を
と
り
つ
け
て
、
近
代
化
政
策
を

積
極
的
に
実
行
し
て
き
た
。
観
光
産
業

の
育
成
や
国
民
の
先
進
国

へ
の
移
住

・
出
稼
ぎ
に
よ
る
外
貨
獲
得
の
奨
励
、
教
育

・
医
療
制

度

の
拡
充
、
港
湾

・
漁
業
設
備
の
近
代
化
、
そ
し
て
近
年

で
は
、

国
際
航
空
路
線

へ
の
進
出
を
は
た
し
、
人
工
衛
星
に
よ
る
通
信
網

を
整
備
す
る
な
ど
、
近
代
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え

て
き
て
い

る
。

　
現
国
王
の
祖
父
、
ツ
ボ
ウ

一
世
は
憲
法
発
布
の
式
典

(
一
八
七

五
年
)
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
人
び
と
に
語
り
か
け
て
い
る
。

　
「
こ
の
憲
法
の
基
本
原
則
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
ト

ン
ガ
に
夜
明
け
は
や
っ
て
こ
な

い
。
こ
の
憲
法
を
ト
ン
ガ
の
礎
と

し
よ
う
で
は
な
い
か
。
皆

の
胸
に
『ト
ン
ガ
人
の
た
め
の
ト
ン
ガ
』

と

い
う
言
葉
を
刻
み
つ
け
て
ほ
し
い
。」

　
「半
神

・
半
人
」
と
畏
れ
敬
う
王
様

の
訓
示
を
耳
に
し
た
、
ト

ン
ガ
の
人
び
と
は
、
憲
法
を
聖
書
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
し
、
人

の
力
で
は
変
え
ら
れ
な
い
神
聖
な
も
の
と
み
な
し
て
き
た
。
憲
法

や
王
制
に
た
い
す
る
国
民
の
考

え
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、

一
世

紀
前
の
人
び
と
の
思
い
こ
み
と
大
差
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
日
本

に
お
き
か
え
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
に
お
い
て
も
明
治
期
に

制
定
さ
れ
た

「大
日
本
帝
国
憲
法
」
を
遵
守
し
、
内
外

の
政
治
を

お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る

の
が
ト
ン
ガ
の
社
会

・
政
治
的
現
在
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
王

を

「現
人
神
」
と
位
置
づ
け
た

マ
ナ
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
受

容
に
よ
り
変
質
し
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
王
は
世
俗
的
実
権
を

掌
握
し
、
国
家
の
政
治
的
権
力
機
構
の
頂
点

に
位
置
す
る
体
制
を

堅
持
し
て
い
る
。

　
　
　
　

ヘ

　
ト
ン
ガ
憲
法
は
、
国
家
統

一
時
に

一
〇
〇
名
を
こ
す
地
方
首
長

の
権
力
を
弱
め
る
た
め
に
、
王
が
下
賜
す
る
称
号
の
も
と
に
、
貴

族
、
首
長
、
平
民
と

い
う
階
層
制
を
し
き
、

一
六
歳

の
男
性
に
農

地
と
宅
地
を
配
分
す
る
土
地
制
度
を
普
及
さ
せ
、
三
権
分
立
に
よ

る
政
体
、
そ
し
て
枢
密
院
や
内
閣
と
貴
族
で
構
成
さ
れ
る
議
会
制

度
な
ど
を
規
定
し
た
。
た
と
え
ば
、
首
相
や
大
臣
、
裁
判
官
の
任

免
権
、
議
会
議
員
の
選
定
権
、
す
べ
て
の
土
地
の
基
本
的
所
有
権

は
王
の
手
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
憲
法
は

王
の
同
意
な
し
に
改
正
で
き
な
い
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
。

つ
ま

り
、
憲
法
は
発
布
か
ら

一
二
〇
年
を
経
た
今

日
で
も
、
君
主

(王
)

の
絶
対
的
権
力
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
現
在
の
ト
ン
ガ
政
治
は
、
国
王
と
内
閣

(閣
僚
)
で
構
成
さ
れ

る
枢
密
院
を
最
高
決
議
機
関
と
し
、
国
王
が
任
命
す
る

一
二
人
の

大
臣

(内
閣
)
、
三
三
人
の
貴
族
か
ら
王
が
指
名
す
る

一
名

の
ス

ピ
ー
カ
ー
と
九
名

の
議
員
、
そ
し
て
公
選
で
選
ば
れ
る
九
人
の
人

民
代
表
議
員
の
計
三

一
人
で
構
成
さ
れ
る
国
家
に
よ

っ
て
運
営
さ

れ
て
い
る
。
枢
密
院
の
議
長
は
王
が
つ
と
め
、
国
会
議
員
の
三
分
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の
二
を
王
が
任
命
す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
国
王
の
権
力

は
強
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
王
権

刀
の
絶
対
化
を
保

証
す
る
憲
法
の
性
質
に
、
疑
義
を
唱
え
る
民
主
化
の
動
き
は
、

一

九
八
〇
年
代
中
頃
か
ら
で
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
民
主
化
を
目
指
す
運
動
は
、
学
校
の
教
師
、
教
会
の
牧
師
、
国

民
代
表

の
国
会
議
員
な
ど
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
。
彼
ら
は
政
党

な
ど

の
組
織
を

つ
く
ら
ず
、
独
自
の
新
聞
を
発
行
し
、
政
府

の
政

策

の
矛
盾
、
国
家
財
政
の
不
明
朗
さ
、
大
臣
お
よ
び
高
級
官
僚

へ

の
法
外
の
手
当
て
支
給
、
教
育
予
算
の
不
均
衡
配
分
な
ど
に
つ
い

て
、
新
聞
を
と
お
し
て
人
び
と
に
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
財

政
の
不
正
使
用
に
関
し
て
は
裁
判
闘
争
を
す
る
な
ど
し
て
人
び
と

の
関
心
を
喚
起
す
る
手
段
を
と

っ
て
き
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
民
主
化
グ
ル
ー
プ
の
指
摘
す
る
問
題
点
の
い
く
つ
か

を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、

一・九
八
〇
年

代
後
半
か
ら
外
貨
獲
得
政
策
と
し
て
外
国
人

へ
の
ト
ン
ガ

・
パ
ス

ポ
ー
ト
が
販
売
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
得
た
外
貨
が
、

国
家
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
ゆ
く
え

を
追
求
し
た
。
政
府
の
発
表
で
は
現
在
ま
で
に
、
香
港
や
中
国
本

土
な
ど
中
国
系
の
人
び
と
に
発
給

・
販
売
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
の
数

は
、
五
〇
〇
弱
と

い
わ
れ
て
い
る
。
成
人
男
性
の
パ
ス
ポ
ー
ト
購

入
費

は
五
万
ア
メ
リ
カ
ド
ル
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
収
入
は
少
な
く

見
積
も

つ
て
数
億
円
に
の
ぼ
る
。

　
し
か
し
、
中
国
系
の
人
び
と
の
話
で
は
、

一
〇
〇
〇
人
ち
か
く

の
人
び
と
が
パ
ス
ポ
ー
ト
を
購
入
し
た
が
、
そ
れ
で
ア
メ
リ
ヵ
へ

の
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
人
が
多

い
と
い
う
。
パ

ス
ポ
ー
ト
の
入
手

に
は
最
低
三
カ
月
ト
ン
ガ
に
滞
在
す
る
こ
と
が
条
件
に
な

っ
て
い

る
よ
う
で
、
政
府
発
表
の
収
入
を
大
幅
に
上
回
る
外
貨
が
獲
得
さ

れ
た
こ
と
は
問
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
年
間

国
家
予
算
七
〇
億
円
と
い
う
。

マ
イ
ク
ロ

・
ス
テ
ー
ト
に
お
い
て
、

そ
の

一
割
も
の
国
家
収
入
が
不
明
と
あ

っ
て
は
、
彼
ら
の
追
求
は

当
然
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　
政
府
高
官

の
海
外
出
張
に
際
し
て
は
、
所
定

の
旅
費
外
に
高
額

の
手
当

て
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
高

官
が

一
〇
日
間
の
海
外
旅
行
を
す
れ
ば
、
新
車

が
買
え
る
な
ど
と

い
っ
た
話
が
人
び
と

の
あ

い
だ
で
ま
こ
と
し

や
か
に
う
わ
さ
に

な

っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
政
府

の
国
立
の
高
等
学
校
と
私
立

(ミ
ッ
シ

ョ
ン
系
)

の
高
等

学
校

へ
の
財
政
援
助
に
格
差
が
あ
り
過
ぎ
る
と

い
う
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ト
ン
ガ
の
中

・
高
校
教
育
は
、
国
立
校
が
四
校
あ
る

ほ
か
は
す
べ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
七
セ
ク
ト

(プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、

カ
ト
リ
ッ
ク
、
モ
ル
モ
ン
、
長
老
派
教
会
な
ど
)
が
運
営
す
る

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
　
　
ジ

五
の
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
昨
年
の
学
生
数
は
、
国
立
が

一
五
〇
〇
人
に
た

い
し
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
は
、
八
〇
〇
〇
人
で
あ

る
。
私
立
学
校
が
教
育
に
貢
献
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
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府

の
援
助
額
は
生
徒
ひ
と
り
当
た
り
五
〇
ト
ン
ガ
ド
ル

(日
本
円

四
〇
〇
〇
円
)
と
、
国
立
校
の
二
〇
分
の

一
に
し
か
な
ら
な
い
。

私
立
学
校
の
教
師

の
給
料
を
は
じ
め
運
営
費
は
、
多
く

の
場
合
父

兄
や
国
民
の
教
会

へ
の

「義
務
的
」
寄
付
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
民
主
化
を
目
指
す
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
政
策
や

国
家
財
政
運
用
の
矛
盾
点
を
国
民
の
ま
え
に
明
ら
か
に
す
る
と
い

う

日
常
的
な
活
動
を
続
け
る
と
同
時
に
、
昨
年

一
一
月
に
王
族

・

貴
族
と
平
民
の
権
利
の
不
平
等
性
を
規
定
し
た
憲
法
の
見
直
し
を

検
討
す
る
会
議
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
ト
ン
ガ

の
人
び
と
に
民
主
化
運
動
と
は
何
で
あ
り
、
よ
り
民
主
的
な
政
府

の
体
制
を
つ
く
り
だ
す
に
は
ど
の
よ
う
に
憲
法
を
改
正
す
れ
ば
良

い
か
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
王
と
貴
族

に
掌
握
さ
れ
て
い
る
国
家
権
力
を
弱
め
、
国
民
参
加
の
政
治
を
実

現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
当
面
民
主
化
グ
ル
ー
プ
が
目

指
す
こ
と
は
、
国
民
が
国
王
や
政
府
に
た
い
す
る
疑
問
や
不
平
、

憲
法
や
民
主
主
義
に
つ
い
て
、
自
由
に
親
族
や
村
の
集
会
な
ど
で

口
に
で
き
る
雰
囲
気
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に

つ
つ
ま
し
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ト
ン
ガ
の
国
民

は
、
王
に
つ
い
て
の
批
判
的
話
題
や
憲
法

の
矛
盾
な
ど
に
つ
い
て

口
に
す
る
こ
と
は
畏
れ
多

い
こ
と
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
私
は

一
九
八
九
年
か
ら
、
民
主
化
運
動
が
進
行
し
て
い
る
ト
ン

ガ
で
、
ト
ン
ガ
人
の
先
進
国

へ
の
移
住

・
出
稼
ぎ

の
調
査
研
究
を

お
こ
な

っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
調
査
中
に
多
く

の
人
に
ト
ン
ガ
の

現
在
の
政
治
体
制
に
か
か
わ
る
質
問
を
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人

か
ら
嫌
わ
れ
た
経
験
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「ポ
リ
ス
の
耳
に

入
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と
か

「高
貴

な
人
の
お
こ
な
う
こ

と
に
は
口
を
は
さ
ま
な
い
の
が
わ
れ
わ
れ
の
し
き
た
り
だ
か
ら
」

と
い
う
も

の
で
あ
る
。

一
方
、
憲
法
と
王
の
権
限
に
疑
問
を
も
つ

人
で
も
、
私
に
日
本
の
天
皇
と
憲
法
の
関
係
を
熱
心
に
問
う
て
く

る
が
、
ト
ン
ガ
の
体
制
に
つ
い
て
は
自
分
の
意
見
を

い
っ
さ
い
述

べ
な
い
。

　
他
方

で
、
民
主
化
運
動
に
理
解
を
示
さ
な

い
人
の
な
か
に
は
、

自
分
で
王
に
頼
ん
で
王
族

の
土
地
を
使
わ
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
こ

と
を
誇
ら
し
げ
に
話
し
た
り
、
ま
た
別
の
人
は
政
府
に
頼
ん
で
も

不
可
能
で
あ

っ
た
村
の
道
路
の
舗
装
が
、
王
に
直
訴
し
た
ら
す
ぐ

に
で
き
た
な
ど
、
王
の
寛
容
性
と
実
行
力
を
た
た
え
る
も
の
が
多

い
。
こ
れ
は
、
王
と
の
個
人
的
関
係
を
利
用

で
き
る

「特
権
的
平

民
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
そ
の
よ
う
な
パ
イ
プ
が
開
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
民
主
化
グ
ル
ー
プ
の
呼
び
か
け
に
賛
同
し

て
、
「民
主
化
の
た

め
の
国
際
会
議
」
に
は
、
ト
ン
ガ
人
知
識
人

(外
国
の
大
学
に
職

を
得
た
研
究
者
、
教
育
者
、
宗
教
界
の
リ
ー
ダ
ー
、
弁
護
士
、
国
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民

代
表

の
国
会
議
員
)
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ト
ン
ガ
研
究
者
ら
が
参
加
し
た
。
私
は
外
国
人
の

会
議

へ
の
参
加
が
警
察
当
局
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
た
め
、
会
場

に
は
入
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
発
表
者
や
参
加
者
か
ら
情
報
を

得

た
り
、
新
聞

・
雑
誌
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
会
議

の
内
容
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
会
議
の
性
格
に
つ
い
て
気
が
つ
い
た

点

を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
報
告
者
の
数
は

一
二
人
で
、
彼
ら
は

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
ト

ン
ガ
の
王
制
と
憲
法
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
報
告
者
は
、

い
ず
れ

も
革
命
な
ど
の
急
進
的
変
化
を
求
め
ず
、
長
い
時
間
を
か
け

一
歩

一
歩
改
革
を
お
こ
な
う
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
印
象
的
な
点
は
、

各

発
表
者
が
憲
法
や
政
治
の
あ
り
方
を
問
題
す
る
が
、
国
王
に
は

敬
意
を
表
す
と
い
う
態
度
を
と

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

「制

度

を
憎
み
、
王
を
憎
ま
ず
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。

　

歴
史
的
視
点
か
ら
は
、
王
と
臣
民
と
の
関
係
、
憲
法
作
成
の
背

景
、
ト
ン
ガ
の
伝
統
の
再
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
の
発
表
が
な
さ
れ

た
。
ト
ン
ガ
出
身
の
人
類
学
者
M
氏
は
、
第

一
一
代

ツ
イ
タ
ツ
イ

王

(
一
三
世
紀
に
在
位
し
、
巨
石
建
造
物

ハ
ー
モ
ン
ガ
の
建
立

者
)
を
例
に
あ
げ
、
王
は
臣
民
か
ら
殺
り
く
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、

人
び
と

へ
土
地
を
割
り
当
て
る
な
ど
の
改
革
を
お
こ
な

っ
た
点
を

紹
介
し
、
歴
代
の
王
で
諸
改
革
を
実
行
し
た
王
の
み
が
権
刀
の
座

に
つ
き
、
長
年
そ
れ
を
維
持
で
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指

摘
は
、
ツ
ボ
ウ

一
世
が
発
布
し
た
憲
法
が
当
時
の
欧
米
列
強
に
互

し
て
近
代
化
を
進
め
る
た
め
の
も
の
で
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
と

い
う
発
表
や
、
欧
米
を
手
本
に
民
主
化
を
す

る
の
で
は
な
く
、
自

ら
の
歴
史

・
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
政
治
を
見
直
す
こ
と
に
よ

つ

て
変
革
を
進
め
る
必
要
性
を
訴
え
た
発
表
に
も
通
つ
る
も
の
で
あ

る
。

　
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
牧
師
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
立
場
か
ら
、

平
民
が
王
お
よ
び
王
族
を

「神
聖
な
存
在
」
と
見
る
態
度
を
改
め

る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
「人

間
は
よ
こ
し
ま
な
性
質
を
も

つ
」
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
、
政

治
権
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
構
が
な
い
点
に
憲
法
の
最
大

の
欠
点

が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在

の
政
治
に
縁
故
主
義
を
は
び
こ
ら
せ
て
い

る
元
凶
で
あ
る
と
分
析
し
た
。
こ
れ
は
政
府
高
官
が
人
事
権
を
私

物
化
し
、
自
分
の
親
族
関
係
者
を
優
先
的
に
公
務
員
に
採
用
す
る

こ
と

へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
権
力
を
、
王
に
よ

つ

て
任
命
さ
れ
る
貴
族
出
身
の
閣
僚
と
国
会
議
員
の
手
か
ら
、
国
民

代
表
の
国
会
議
員
の
手
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ

れ
た
。

　
政
治

・
法
学
者
ら
は
、
現
憲
法
の
前
近
代
制
を
説
明
し
、
憲
法

改
正
の
必
要
性
を
強
調
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。
し
か
し
そ
の
戦

略
と
な
る
と
、
国
王
に
憲
法
改
正
の
必
要
性
を
訴
え
る
と
言
う
も

の
か
ら
、
国
民
投
票
を
呼
び
か
け
大
多
数

(
三
分
の
二
)

の
賛
成
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を
国
民
か
ら
得
る
行
動
を
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
ラ
ジ
カ
ル

な
提
案
ま
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
小
数
の
金
持
ち
に
政
治
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
大
多
数
を
占
め
る

貧
者
が
議
会
に
参
加
で
き
な
い
傾
向
が
強
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
民

主
主
義
は
そ
う
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
も
聞
か
れ
た
。

　

一
方
、
現
在
の
ト
ン
ガ
に
は
民
主
主
義

へ
移
行
す
る
受
け
皿
が

で
き
て
い
る
と

い
う
楽
観
論
を
述
べ
る
報
告
も
あ

つ
た
。
そ
の
根

拠
は
、
国
王
は
じ
め
閣
僚
ら
が
現
体
制
の
恩
恵
に
甘
ん
じ
て
い
る

あ

い
だ
に
、
ト
ン
ガ
の
平
民
層
か
ら
大
学
教
育
を
受
け
、
あ
る
い

は
外
国
で
民
主
的
知
識
を
身
に
つ
け
た
人
び
と
が
多
く
で
て
い
る

と

い
う
事
実
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ン
ガ
社
会
が
高
学
歴
社
会
で

外
国
の
大
学
で
の
政
治
学
や
経
済
学
の
修
士
や
博
士
の
学
位
取
得

者
が
増
加
し
、
ま
た
移
住
者

の
な
か
に
は
移
住
先
国
で
政
治
家
に

な

る
も
の
が
か
な
り
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
際
会
議
で
は
、
そ
の
よ
う
に
立
場
や
民
主
化
運
動
の
展
望
を

異

に
す
る
多
く
の
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
と
く
に
、
会
議
で
の

主
義
主
張
を
ま
と
め
た
、
憲
法
改
正
の
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
な
ど
は

発
表
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
会
議
に
は
毎
日
四
〇
〇
人
の
聴
衆
が
警

察

の
チ

ェ
ッ
ク
に
も
動
じ
ず
参
加
し
た
。

　

こ
の
会
議
に
た

い
し
政
府
は
、
初
期

の
段
階
で
は
主
要
閣
僚
を

参
加
さ
せ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
会
場
も
多
く
の

聴
衆
を
収
容
で
き
る
高
等
学
校
の
ホ
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
会
議
が
近
づ
く

に
つ
れ
政
府
側
は
非

協
力
的
な
方
針
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
。
首
相
は

一
〇
月
初
め
に

各
教
会

の
リ
ー
ダ
ー
を
徴
集
し

「民
主
キ
リ
ス
ト
教
連
合
」
と
い

う
政
党

の
結
成

へ
と
動

い
た
。
こ
れ
は
、
民
主
化
推
進
グ
ル
ー
プ

の
動
き
を
教
会
組
織
を
利
用
し
て
、
信
者

(国
民
)
に
非
協
力
的

態
度
を
と
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
ね
ら

っ
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
リ
ー
ダ
ー
を
中

心
に
多
く
の
牧
師
か

ら
教
会
を
政
治

の
道
具
に
さ
れ
る
こ
と

へ
の
反
対
の
意
思
表
示
が

あ
り
、
政
党
結
成

の
計
画
は
不
成
功
に
終
わ

っ
た
。
さ
ら
に
、
国

外

の
反
響
の
大
き
さ
に
警
戒
心
を
強
め
た
政
府
側
は
、
こ
の
会
議

に
参
加
す
る
外
国
人
に
は
ヴ
ィ
ザ
を
発
給
し
な
い
旨
を
、
在
ト
ン

ガ
外
国
領
事
館
に
通
達
し
た
。

外
国
人
の
会
議

へ
の
参
加
を
制
限
す
る
が
、
外
国
の
市
民
権
を

も

つ
ト
ン
ガ
人
の
入
国
は
制
限
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
に
参
加
す
る
ト
ン
ガ
人
海
外

居
住
者
に
た
い
し
て
も
、
厳
し
い
入
国
規
制
を
お
こ
な

っ
た
。
た

と
え
ば
、
会
議
で
報
告
す
る
た
め
に
帰
国
し
た
、
ト
ン
ガ
出
身
の

ア
メ
リ
カ
の
ユ
タ
州
議
会
の
議
員
夫
妻
は
、
明
確
な
説
明
が
な
い

ま
ま
飛
行
場
で
入
国
を
拒
否
さ
れ
、
来
た
飛
行
機
で
送
還
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
会
議
中
、
首
都
に
は
外
務

・
防
衛
大
臣
と
警
察
大
臣

だ
け
が
の
こ
り
、
首
相
は
じ
め
多
く
の
閣
僚
は
ほ
か
の
島
に
休
暇

で
出
か
け
て
し
ま

つ
た
。
と
く
に
首
相
は
、
外
国
記
者
団
と
の
会
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見
を
突
然
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
の
逃
避
行
で
あ

っ
た
。
警
察
大
臣
は

首
相
代
理
と
し
て
会
議
の
動
向
を
監
視
す
る
陣
頭
指
揮
に
当
た

っ

た
。
会
場
に
は
多
く
の
私
服
警
察

(私
服
と
は
い
え
顔
は
知
ら
れ

て
い
た
が
)
が
動
員
さ
れ
、
参
加
者
を
調
べ
る
な
ど
の
行
動
を

と

つ
た
。
も
の
も
の
し
い
警
察
当
局

の
警
戒
の
な
か
で
、
会
議
は

混
乱
も
な
く
日
程
ど
お
り
に
終
了
し
た
。

　
会
議
後
、
あ
る
大
臣
が
新
聞
記
者

の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
つ
ぎ
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　

「ト
ン
ガ
人
学
者
た
ち
は
、
新
し
い
政
府
を
樹
立
し
た
い
よ
う

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
内
閣
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
ト
ン
ガ
の
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
代
表
で
あ
り
、
会
議
で
報
告
し
た
彼
ら
の
多
く
は
わ
れ

わ
れ
の
教
え
子
で
あ
る
」
と
。

　
会
議
か
ら

一
年
た

っ
た
昨
年

一
〇
月
に
、
私
は
ト
ン
ガ
移
住
者

の
補
充
調
査
の
た
め
に
ト
ン
ガ
を
訪
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

び
と
か
ら
は
民
主
化
運
動
に
つ
い
て
の
意
見
を
、
ほ
と
ん
ど
聞
く

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
友
人
の
報
告
者
と
も
会
っ
た
が
、
彼
ら

は
報
告
し
た
内
容
を

『論
集
』
と
し
て
出
版
す
る
と
の
こ
と
を
話

し
た
が
、
民
主
化

の
今
後
の
展
望
に
関
し
て
は
具
体
的
な
考
え
を

明

ら
か
に
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
年
二
月
の
総
選
挙

で
は
、
民
主
化
推
進
グ
ル
ー
プ
か
ら
国
会
議
員
と
し
て
三
人
が
再

選
さ
れ
、

】
人
の
女
性
議
員
が
新
た
に
当
選
し
て
い
た
。
彼
ら
は

議
会
の
審
議
を
効
率
的
に
お
こ
な
い
会
期
を
短
縮
し
歳
費
を
節
約

す
る
提
案
を
し
た
り
、
懸
案
と
な

っ
て
い
る
前
述
の
諸
問
題
で
政

府
を
追
求
す
る
運
動
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
目
指
し

て
い
る

「憲
法
改
正
に
よ

っ
て
王
や
内
閣
の
権
限
を
規
制
し
、
国

民
参
加
の
政
治
を
実
現
す
る
と
い
う
民
主
化
運
動

の
意
義
」
に
つ

い
て
国
民
の
理
解
を
得
る
に
は
、
依
然
と
し

て
長

い
道
の
り
を
歩

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
た
。
と

い
う
の
は
、
私
の
調

査
に
協
力
し
て
く
れ
た
入
び
と
の
生
活
ぶ
り
や
彼
ら
と
の
話
し
合

い
か
ら
、
ト
ン
ガ
の
人
び
と
は
政
府
と
か
国
家
に
大
き
な
期
待
を

い
だ
い
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

　
国
内
の
産
業
基
盤
が
未
整
備
で
、
就
職
先
が
な
い
の
は
周
知

の

こ
と
で
、
家
族
の
将
来
設
計
、
生
活
の
近
代
化
は
、
自
ら
の
手
で

実
現
す
る
と
い
う
考
え
を
も

っ
て
い
る
。
そ

の
手

っ
取
り
早
い
手

段
が
海
外

へ
の
移
住

・
出
稼
ぎ
で
、
夫
、
子
供
や
兄
弟
姉
妹
か
ら

の
仕
送
り
に
よ
っ
て
か
な
り
の
経
済
的
収
入
が
得
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
国
民
の
海
外
進
出
が
進
み
、
現
在
五

万
人
の
人
び
と
が

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
な
ど
で
、
市
民
権
な

い
し
居
住
権
を
獲
得
し
て
い
る
。
さ

ら
に

一
時
的
な
出
稼
ぎ
者
を
く
わ
え
る
と
、
国
民
の
七
割
に
相
当

す
る
ト
ン
ガ
人
が
海
外

に
居
住
し
、
彼
ら
の
仕
送
り
総
額
は
国
内

総
生
産
に
匹
敵
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
海
外
か
ら
の
送
金
に

よ

っ
て
、
西
洋
風
の
コ
ン
ク
ー
リー
ト
の
家
に
住
み
、
多
く
の
家
庭

に
洗
濯
機
、
テ
レ
ビ
が
備
わ
り
、
自
家
用
車
を
持

つ
家
庭
が
増
加
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し

つ
つ
あ
る
。
よ
り
豊
か
な
生
活
を
自
由
に
追

い
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
ト
ン
ガ
人
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
「憲
法
改
正
」
、
「民
主

主
義
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
切
実
な
問
題
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

(共
同
研
究
員
　
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授
)
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