
制
は
、
当
時
の
歴
史
的
規
定
を
う
け
た
日
本
の
人

民
で
あ
る
「
国
民
」
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ

に
対
応
し
、
か
つ
そ
れ
に
あ
る
程
度
依
拠
し
て
構

築
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
、

多
く
の
国
民
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
、
と
す
る
。

　
本
書
は
、
前
著
『
日
本
近
代
思
想
の
成
立
』
と

ほ
ぼ
同
じ
く
明
治
維
新
か
ら
明
治
三
十
年
代
に
い

た
る
明
治
期
の
主
要
な
思
想
を
分
析
対
象
と
し
な

が
ら
、
右
に
の
べ
た
よ
う
な
分
析
視
角
を
駆
使
し

て
、
前
著
と
は
全
く
趣
き
の
異
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

　
以
上
、
本
書
の
現
在
に
お
け
る
近
代
帯
電
思
想

史
研
究
上
の
位
置
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
も
た
ら
し

た
闇
題
意
識
、
分
析
視
角
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介

を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
れ
ら
に
つ
い

て
の
一
、
二
の
問
題
点
を
詣
製
し
て
お
こ
う
。

　
一
つ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
資
本
主
義
時
代

を
貫
く
問
題
と
し
て
、
と
り
わ
け
帝
国
主
義
の
問

題
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
問
題
意
識
に
共
鳴
し

つ
つ
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
資
本
主
義

社
会
を
も
っ
て
お
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
単

純
で
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
環
代
に
お
け
る
社
会

主
義
国
家
で
あ
る
ソ
連
や
中
国
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム

の
問
題
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
無
関
係
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
現
代
日
本
の
こ
と
を
考
え
る

場
合
に
お
い
て
も
、
　
「
真
の
民
衆
は
ナ
シ
誰
ナ
リ

ズ
ム
を
克
服
す
る
」
と
単
純
に
割
り
き
れ
る
も
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
二
つ
に
は
、
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

著
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
ツ
ズ
ム
と
は
国
家
主
義
・
民
族

主
義
・
国
畏
主
義
の
「
三
者
の
統
一
あ
る
い
は
、

そ
の
三
者
を
部
分
と
す
る
全
体
で
あ
る
」
と
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
総
体
的
把
握
の
指
摘
を
行
い
な
が

ら
も
、
本
書
に
お
い
て
は
、
豊
実
上
そ
れ
を
国
籔

主
義
思
想
と
い
う
側
面
だ
け
に
他
の
二
者
を
収
敏

さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ

ま
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
…
構
造
的
有
機
的
細
握
が

不
十
分
に
お
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
簡
単
に
答
え

の
出
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
著
老
を
含
め
て
、
私

た
ち
の
今
後
の
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
本
書
は
、
最
初
に
述
べ
た
如
く
、

規
在
の
近
代
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
ユ
ニ
ー

ク
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
近

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

代
天
皇
制
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
の
意
欲
を

そ
そ
る
の
に
十
分
な
著
作
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
底

辺
思
懇
」
研
究
に
も
新
た
な
課
題
を
与
え
た
も
の

と
言
え
よ
う
Q

　
ま
た
、
現
代
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
、
批

判
に
お
い
て
も
、
．
一
つ
の
貢
献
を
な
す
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
で
あ
る
。

（
A
5
版
二
九
一
翼
ー
ジ
　
一
九
七
二
年
一
月
刊
　
青

木
俗
謡
発
行
　
定
価
一
、
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
（
中
翻
三
千
男
・
京
都
大
学
大
学
院
学
生
）

更
池
村
文
書
研
究
会
編

『
河
内
国
許
池
村
文
書
第
｝
巻
』

　
河
内
国
母
北
郡
更
池
村
は
、
現
大
阪
府
松
原
市

に
あ
り
、
文
禄
検
地
一
四
四
石
余
の
小
村
で
あ
っ

た
が
、
初
期
に
は
天
領
、
の
ち
秋
光
領
と
し
て
幕

府
中
枢
部
の
支
配
に
属
し
、
堺
か
ら
大
和
へ
通
ず

る
長
尾
街
道
が
村
内
を
貫
通
し
、
狭
山
上
口
除
川

溜
池
激
発
地
帯
に
ふ
く
ま
れ
る
な
ど
、
近
世
畿
内

農
村
と
し
て
一
つ
の
典
型
た
る
を
失
わ
な
い
条
件

を
も
ち
、
そ
の
上
多
数
の
古
文
書
が
旧
庄
屋
田
中

琉
宅
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
た
め
、
高
尾
一
彦
氏
に
よ
っ
て
神
戸
大
学

の
「
研
究
」
三
号
（
昭
2
8
）
に
こ
の
村
の
村
落
構

造
が
分
析
発
表
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
研
究
者
の

注
目
を
ひ
き
、
史
料
を
利
用
し
た
人
の
数
も
知
れ

な
い
。
主
と
し
て
こ
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
論
旨
を

展
開
し
た
単
行
本
だ
け
で
も
、
高
尾
氏
の
『
近
世

の
農
村
生
活
』
（
昭
3
3
）
、
葉
山
禎
作
氏
『
近
枇
農

業
発
展
の
生
産
力
分
析
』
　
（
昭
4
4
）
が
あ
り
、
私

も
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
（
昭
4
2
）
で
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介紹

大
き
な
恩
恵
を
う
け
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
更
池
村
に
は
被
差
携
部
落
が
存
在

し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
発
表
さ
れ
た
諸

論
稿
に
お
い
て
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。
文
禄
三
年

の
検
地
帳
登
録
人
四
二
人
中
二
四
入
が
「
か
わ
た
」

と
し
て
登
録
さ
れ
な
が
ら
、
耕
地
の
保
有
反
別
は

わ
ず
か
｝
町
こ
反
訳
畝
｝
五
歩
・
持
高
　
二
石
八

斗
九
升
四
合
に
す
ぎ
ず
、
一
人
当
平
均
四
竃
余
、

三
反
以
上
保
有
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
た
ん

に
極
端
に
零
細
な
耕
地
保
有
を
強
制
さ
れ
た
に
と

ど
ま
ら
ず
、
か
れ
ら
は
村
内
で
最
も
条
件
の
悪
い

低
湿
地
に
一
郭
を
画
し
て
集
課
せ
し
め
ら
れ
て
お

り
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
身
分
的
な
差
別
が
社

会
経
済
的
に
も
置
網
の
う
え
で
も
明
確
に
あ
っ
た

こ
と
を
推
定
さ
せ
て
い
る
。

　
被
差
別
部
落
の
佳
民
に
対
す
る
身
分
差
別
が
、

歴
史
的
に
は
幕
藩
体
制
下
の
身
分
制
度
に
直
接
の

起
源
を
も
つ
こ
と
は
、
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
形
成
過
程
、
成
立
の
画
期
等
に
つ

い
て
は
若
干
の
議
論
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
社

会
構
造
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

時
代
と
と
も
に
ど
う
変
化
し
た
か
は
さ
ら
に
研
究

の
余
地
を
多
く
の
こ
し
て
い
る
。
更
池
村
の
史
料

は
、
こ
う
し
た
点
の
解
明
に
寄
与
し
う
る
可
能
性

を
も
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
は
、
主
と
し
て
部
落

昆
の
生
活
実
態
、
お
よ
び
本
村
農
民
と
の
関
係
を

示
す
史
料
の
不
足
か
ら
、
十
分
な
追
求
が
な
さ
れ

な
い
で
き
た
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
で
は
片
手
落

ち
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
農
村
・
農
業
お
よ
び
農

民
の
研
究
と
し
て
完
結
し
た
も
の
に
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
更
池
村
文
書
は
、
現
地

に
お
け
る
部
落
解
放
運
動
が
成
長
す
る
中
で
、
佐

民
の
間
に
過
去
の
不
当
な
差
別
や
屈
辱
に
負
け
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
と
直
面
し
て
い
こ
う
と
す
る
積

極
性
が
根
を
張
っ
て
き
は
じ
め
た
の
に
こ
た
え
て

（
序
）
、
運
動
の
関
係
者
と
文
書
の
所
蔵
者
と
歴
史

研
究
者
が
研
究
会
を
つ
く
り
、
田
中
文
書
の
ほ
か

に
若
干
の
文
書
を
加
え
て
、
三
巻
の
予
定
で
発
刊

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
。
歴
史
家
と

し
て
は
、
酒
井
一
・
宮
川
満
・
森
杉
夫
・
山
口
之

夫
氏
ら
周
知
の
人
び
と
が
加
わ
っ
て
お
り
、
信
頼

で
き
る
仕
事
と
い
え
よ
う
。
近
世
の
部
落
関
係
史

料
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
『
奥
田
家
文
書
』

（
六
巻
ま
で
既
刊
）
、
『
播
磨
國
皮
多
村
文
書
』
な

ど
を
も
っ
て
い
る
が
、
本
書
は
さ
き
に
述
べ
た
研

究
史
上
の
位
概
も
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
研
究
に

一
層
貢
献
す
る
も
の
と
信
じ
る
。

　
第
一
巻
に
は
、
宝
永
二
年
か
ら
明
治
初
年
に
い

た
る
更
池
村
の
明
細
帳
類
八
点
と
、
寛
永
二
十
一

年
の
家
数
人
数
万
町
帳
、
そ
れ
に
万
治
二
年
か
ら

明
治
七
年
ま
で
の
七
六
点
に
の
ぼ
る
宗
門
帳
類
を

お
さ
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
研
究
史
上
よ
く
知
ら

れ
た
も
の
ば
か
り
で
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
多
く

の
人
び
と
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
な
か

で
も
、
万
治
三
年
正
月
の
河
原
宗
旨
改
憲
か
ら
寛

文
十
年
の
糠
多
宗
旨
山
畠
に
い
た
る
一
連
の
帳
は
、

被
差
別
身
分
の
宗
門
改
め
と
し
て
最
も
早
い
時
期

の
も
の
と
し
て
注
穏
さ
れ
、
ま
た
、
高
尾
氏
が
前
掲

書
等
で
分
析
を
加
え
た
寛
文
か
ら
元
禄
末
年
に
か

け
て
の
宗
門
改
帳
類
も
す
べ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
寛
永
二
十
一
年
置
家
数
人
数
万
改
帳
を
手
元
の

写
真
と
照
合
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
河
田
善
右
衛
門

の
「
男
子
太
郎
廿
五
」
歳
が
「
十
五
」
歳
に
、
同

久
丘
ハ
衛
の
「
男
子
衛
門
偏
が
「
六
右
衛
門
」
に

（
四
六
・
四
七
ぺ
…
ジ
）
誤
ま
っ
て
い
た
ほ
か
、

写
真
で
は
断
定
し
難
い
が
若
干
不
審
な
点
が
一
、

二
あ
っ
た
。
鷹
大
な
近
世
史
料
の
複
刻
だ
け
に
わ

が
身
に
つ
ま
さ
れ
る
気
も
す
る
が
、
貴
重
な
史
料

で
あ
る
か
ら
、
よ
り
㎝
層
の
正
確
さ
を
の
ぞ
む
こ

と
は
決
し
て
本
書
の
傭
値
を
き
ず
つ
け
る
こ
と
に

は
な
る
ま
い
と
思
い
、
あ
え
て
参
考
ま
で
に
し
る

し
て
お
く
。
最
後
に
、
本
書
刊
行
の
完
結
が
一
日

も
早
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
期
待
し
て
、
紹
介
の
筆

を
お
き
た
い
。

　
（
A
5
判
九
九
一
ぺ
…
ジ
　
昭
和
ド
四
六
年
一
〇
日
β
刊
一

部
申
洛
解
放
研
究
所
…
発
行
　
頒
価
驚
ハ
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
（
朝
尾
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・
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文
学
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）
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