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本
書
は
「
議
会
専
制
」（
以
下
、
括
弧
略
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

近
代
中
国
の
議
会
制
、
ひ
い
て
は
立
憲
政
治
の
歴
史
を
体
系
的
に
読
み

解
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
主
た
る
目
的
は
、
清
朝
末
期
・
中
華
民

国
初
年
に
導
入
さ
れ
た
西
欧
的
議
会
制
か
ら
、
孫
文
・
中
国
国
民
党
に

よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
国
民
大
会
制
を
経
て
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後

に
中
国
共
産
党
が
組
織
し
た
人
民
代
表
大
会
に
至
る
、
議
会
専
制
の
系

譜
を
追
跡
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
と
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
序
論
」
で
は
上
記
の
課
題
に
基
づ
き
、
議
会
専
制
の
説
明
と
本
書

で
用
い
る
分
析
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、「
Ⅰ　

袁
世
凱
政
権
と
議
会
専
制
」
で
は
参
議
院
・
国
会

と
袁
世
凱
政
権
の
対
立
を
、「
立
法
権
の
強
化
」
と
「
行
政
権
の
強
化
」

と
い
う
二
つ
の
立
憲
的
志
向
の
対
抗
と
し
て
描
き
出
す
。「
Ⅱ　

安
福

中
国
の
議
会
専
制
の
系
譜
を
追
う

杜
崎　

群
傑
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国
会
と
臨
時
約
法
―
―
世
論
に
対
峙
す
る
議
会
―
―
」
で
は
、
袁
世
凱

の
死
後
に
開
催
さ
れ
た
、
新
国
会
を
素
材
に
、〈
議
会
の
正
統
性
〉
と
い

う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。「
Ⅲ　

孫
文
の
立
憲
構
想
―
―
国
民
大

会
と
立
法
院
―
―
」
で
は
、
欧
米
の
三
権
分
立
と
議
会
制
民
主
主
義
を

超
克
す
る
も
の
と
し
て
孫
文
が
構
想
し
た
、
五
権
憲
法
に
基
づ
く
〈
国

民
大
会
―
五
権
政
府
〉
構
想
を
対
象
に
、
孫
文
自
身
が
ど
の
よ
う
に
国

民
大
会
と
立
法
院
を
構
想
し
、
彼
の
立
憲
構
想
の
な
か
に
位
置
付
け

て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
。「
Ⅳ　

馮
少
山
の
訓
政
批
判
と
立
法
院
」

で
は
、
孫
文
が
あ
く
ま
で
「
治
権
」
機
関
の
一
つ
と
し
た
立
法
院
に
、

国
民
代
表
を
参
画
さ
せ
よ
う
と
し
た
馮
少
山
の
要
求
・
構
想
の
意
義

を
、
そ
の
後
の
中
国
に
お
け
る
立
憲
構
想
の
展
開
と
関
連
づ
け
て
考
え

た
。「
Ⅴ　

五
五
憲
草
に
お
け
る
国
民
大
会
と
立
法
院
」
で
は
、「
五
五

憲
草
」
が
描
く
〈
国
民
大
会
―
―
五
権
政
府
〉
構
想
の
特
徴
に
つ
い
て

金
子
肇
著

近
代
中
国
の
国
会
と
憲
政

―
―
議
会
専
制
の
系
譜
―
―
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考
察
し
た
。「
Ⅵ　

日
中
戦
争
下
の
五
五
憲
草
批
判
と
国
民
大
会
議
政

会
」
で
は
、
憲
政
運
動
の
只
中
に
お
い
て
活
動
し
た
「
憲
政
期
成
会
」・

「
憲
政
実
施
協
進
会
」
を
中
心
に
、
五
五
憲
草
が
い
か
な
る
批
判
に
直

面
し
た
の
か
、
そ
し
て
「
五
五
憲
草
」
起
草
時
の
焦
点
で
あ
っ
た
国
民

大
会
と
立
法
院
の
性
格
と
位
置
づ
け
は
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
被
り
、

戦
後
の
立
憲
構
想
と
議
会
制
を
め
ぐ
る
制
度
設
計
に
い
か
な
る
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
。「
Ⅶ　

中
華
民
国

憲
法
と
立
法
院
の
国
会
化
」
で
は
、
政
治
協
商
会
議
の
開
催
か
ら
憲
草

審
議
委
員
会
に
よ
る
五
五
憲
草
修
正
草
案
（
政
協
憲
草
）
の
作
成
に
至

る
過
程
、
そ
し
て
政
協
憲
草
が
提
出
さ
れ
た
制
憲
国
民
大
会
の
同
草
案

審
議
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
同
大
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

「
中
華
民
国
憲
法
」
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
Ⅷ　

国
共
内
戦
下

の
立
法
院
と
憲
法
運
用
―
―
総
統
・
行
政
院
へ
の
規
制
―
―
」
で
は
、

一
九
四
七
年
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
立
法
院
が
、
そ
の
権
限
を
首
尾
よ

く
運
用
し
て
総
統
・
行
政
院
と
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
注
目

し
て
検
討
し
た
。「
Ⅸ　

み
せ
か
け
の
議
会
専
制
―
―
人
民
代
表
大
会

制
の
歴
史
的
位
相
―
―
」
で
は
、
共
産
党
の
「
憲
政
」
は
い
か
な
る
制

度
的
内
実
を
と
も
な
い
、
孫
文
・
国
民
党
の
「
憲
政
」
と
い
か
な
る
違

い
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
が

規
定
す
る
統
治
形
態
と
、
全
国
人
民
代
表
大
会
を
頂
点
と
す
る
人
民
代

表
大
会
制
の
性
格
を
検
討
し
た
。

　

以
上
の
議
論
を
受
け
て
「
結
論　

議
会
専
制
の
系
譜
」
で
は
、
中
華

民
国
の
時
代
は
、
立
憲
政
治
と
議
会
制
の
展
開
に
注
目
し
た
と
き
、
そ

の
政
治
的
な
変
転
に
関
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
議
会
権
力
を
過
度
に

強
化
し
よ
う
と
す
る
立
憲
的
志
向
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
。

　

本
書
の
意
義
と
し
て
は
以
下
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
清
末
か
ら
人
民
共
和
国
に
至
る
ま
で
の
、
議
会
制
度
に
つ

い
て
詳
細
に
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
議
会
専
制
と
い
う
概
念
を

軸
に
、
時
代
間
比
較
に
よ
っ
て
清
末
か
ら
人
民
共
和
国
ま
で
検
証
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
と
も
す
れ
ば
国
民
政
府
時
期
の
議
会
制
度

と
共
産
党
の
議
会
制
は
分
け
て
取
り
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
特
に
共

産
党
の
人
民
代
表
大
会
制
は
、
孫
文
や
国
民
政
府
が
構
想
し
た
も
の
と

は
別
文
脈
で
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
議
会
専
制
と
い
う
概

念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
孫
文
の
構
想
と
共
産
党
が
作
り
上
げ
た

政
治
体
制
が
む
し
ろ
、
議
会
専
制
と
い
う
意
味
で
通
底
し
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
二
に
、
本
書
は
単
純
に
「
静
的
」
な
政
治
体
制
を
分
析
す
る
に
と

ど
ま
ら
ず
、
運
用
面
に
も
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
ま
さ
に
「
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
」
な
こ
と
で
あ
る
。
運
用
面
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
膨
大
な
資
料
群
を
丹
念
に
読
み
込
ま
な
け

れ
ば
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
筆
者
は
淘
汰
さ
れ
た
政
治
体

制
で
あ
っ
て
も
、
仮
に
運
用
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
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り
得
た
か
に
ま
で
想
像
を
い
た
し
て
い
る
。

　

第
三
に
、
第
二
の
点
に
関
連
し
て
、
人
民
共
和
国
が
仮
に
民
主
化
に

向
け
た
改
革
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
現
状
の
人
民
代
表
大
会
制
で
は
機

能
し
な
い
可
能
性
を
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
人
民
共

和
国
の
民
主
化
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
、
単
純
に
民
主
投
票
が
行

わ
れ
る
か
否
か
の
み
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
民
代

表
大
会
の
一
元
的
体
制
そ
の
も
の
の
改
革
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
の
は

本
書
が
初
め
て
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
大
変
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
評
者
か
ら
は
、
あ
え
て
大
き
な
論
点

を
い
く
つ
か
提
示
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
の
起
草
者
あ
る
い
は
政
治
体
制
の

構
想
者
達
の
「
外
」
へ
の
視
点
と
議
会
専
制
の
淵
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
社
会
主
義
思
想
に
お
い
て
は
、
西
欧
的
議
会
制
度
を
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
」
と
批
判
し
て
き
た
。
本
書
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、
孫
文
も
共
産
党
も
西
欧
的
議
会
制
を
超
克
し
よ
う
と
苦

悩
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
孫
文
も
ま
た
西
欧
的
議
会
制
の
限
界
を

意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
国
民
政
府
の
時
代
に
は
、
ナ
チ
ス

を
は
じ
め
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
民
主
主
義
の
暴
走
」
と
も
言
え
る
状

況
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
「
外
」
に
お
け
る
西
欧
的
民
主
主
義

へ
の
疑
問
に
対
し
て
、
体
制
の
構
想
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持

ち
、
そ
れ
が
国
内
の
構
想
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
特
に

孫
文
は
な
に
ゆ
え
そ
こ
ま
で
西
欧
的
議
会
へ
の
疑
念
を
持
っ
て
い
た
の

か
、
評
者
と
し
て
は
知
り
た
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
検
討
す
る
こ
と

は
、
議
会
専
制
の
考
え
方
の
淵
源
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー

ン
を
経
て
ロ
シ
ア
革
命
へ
と
引
き
継
が
れ
る
中
で
、
孫
文
に
も
「
直
接

民
主
」
に
対
す
る
希
望
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
行
き
つ
く
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
国
民
党
で
は
「
民
主
主
義
の
暴
走
」
の
危
険
性
が
語

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
理
由
に
国
民
政
府
は

専
制
の
傾
向
を
強
め
た
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

筆
者
に
ぜ
ひ
伺
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
二
に
筆
者
は
孫
文
と
共
産
党
の
構
想
は
出

自
を
異
に
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
孫
文

と
共
産
党
の
構
想
に
は
類
似
点
が
多
い
が
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
く
し
く
も
奥
村
哲
『
中
国
の
現
代
史

戦
争
と
社
会
主
義
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

国
民
党
と
共
産
党
は
も
と
も
と
は
兄
弟
の
よ
う
な
政
党
で
あ
っ
た
。
し

か
も
両
党
は
共
に
ソ
連
の
支
援
を
受
け
て
い
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
む

し
ろ
孫
文
も
共
産
党
も
、
ソ
連
を
参
考
し
な
が
ら
構
想
を
練
り
上
げ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

　

第
三
に
、
運
用
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
評
者
の
近
著
（
杜
崎
群
傑

「
第
１
期
陝
甘
寧
辺
区
参
議
会
の
研
究
」
土
田
哲
夫
・
子
安
加
余
子
編
『
近
現
代
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中
国
と
世
界
』
二
〇
二
〇
年
一
月
刊
行
予
定
）
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お

り
、
共
産
党
も
一
時
期
、
陝
甘
寧
辺
区
参
議
会
に
お
い
て
自
由
主
義
的

要
素
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
と

参
議
会
の
権
力
を
分
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ

で
む
し
ろ
評
者
が
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
情
勢
に
あ
っ

て
も
、
司
法
は
や
は
り
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
本

書
を
読
む
限
り
国
民
政
府
も
や
は
り
司
法
は
常
に
独
立
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
仮
に
こ
う
し
た

政
治
体
制
が
運
用
さ
れ
た
場
合
、
司
法
に
よ
る
立
法
・
行
政
へ
の
掣
肘
、

も
っ
と
言
え
ば
法
の
支
配
は
ど
う
担
保
さ
れ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。

む
ろ
ん
評
者
も
議
論
の
核
心
は
行
政
と
立
法
の
掣
肘
関
係
に
あ
る
こ
と

に
は
同
意
す
る
が
、
筆
者
が
三
権
分
立
に
よ
る
分
析
を
と
る
の
で
あ
れ

ば
、
司
法
が
独
立
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
議
会
専
制
の
芽
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
今
少
し
言
及
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
運
用
面
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
筆
者
は
憲
政
的
な
制

度
手
続
き
は
、
戦
時
体
制
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
阻
害
す
る
も
の
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
が
、
憲
政
を
維
持
し
つ
つ
戦
時
体
制
を
強
化
す
る
術
は

本
当
に
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
議
論
を
深
め
て
ほ
し
い
点
で

あ
る
。
そ
の
他
、
一
九
四
七
年
憲
法
下
の
立
法
院
内
の
派
閥
対
立
に
つ

い
て
今
少
し
詳
細
な
分
析
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
仮
に

そ
れ
が
思
想
的
あ
る
い
は
根
本
的
な
政
策
上
の
対
立
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
長
期
的
な
運
用
面
か
ら
見
れ
ば
多
党
制
と
い
う
意
味
で
の
民

主
主
義
の
一
つ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
以
上
の
諸
点
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
大
著
の
価
値
を
減
退
さ

せ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
本
書
が
歴
史
学
に
お
い
て
も
比
較
政
治
学

に
お
い
て
も
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
む
し
ろ

今
後
は
、
本
書
の
議
論
を
受
け
て
、
比
較
政
治
学
の
視
点
か
ら
議
論
を

継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
本
書
の
よ

う
に
あ
え
て
中
国
の
国
会
を
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
一
般
的
議
会
と
し

て
と
ら
え
つ
つ
、
三
権
分
立
に
基
づ
い
て
分
析
を
行
う
こ
と
は
、
今
後

比
較
研
究
を
行
う
上
で
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し

た
視
点
を
持
て
ば
、
孫
文
の
構
想
が
様
々
な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
が
ゆ

え
に
、
国
民
政
府
の
議
会
制
度
は
西
欧
的
議
会
制
に
落
ち
着
い
た
こ
と

は
、
結
局
は
三
権
分
立
に
代
わ
る
制
度
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

議
論
に
行
き
着
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
比
較
権
威
主
義
体
制
論
の
観

点
か
ら
は
、
で
は
な
ぜ
共
産
党
の
政
治
体
制
は
今
な
お
持
続
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
手
が
か
り
を
本
書

は
提
供
し
て
い
る
。
本
書
は
こ
う
し
た
課
題
を
考
え
る
上
で
の
ヒ
ン
ト

も
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
重
要
な
貢
献
を
行
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

（
も
り
さ
き
・
ぐ
ん
け
つ　

中
央
大
学
）




