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杜
亜
泉
の
実
業
論

―
科
学
教
育
推
進
、
儒
教
倫
理
重
視
と
の
連
関
に
お
い
て
―中　　

尾　
　

友　
　

則

一　

は
じ
め
に

　

中
国
の
清
末
民
国
初
期
を
生
き
た
杜
亜
泉
（
一
八
七
三
～
一
九
三
三
）
と
い
う
思
想
家
の
名
を
知
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
五
四
期
の
東
西
文
化
論
争
に
お
い
て
、
西
方
派
の
旗
手
陳
独
秀
か
ら
東
方
派
の
代
表
と
し
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
、
儒
教
倫
理
の
重

視
を
説
く
保
守
派
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
刻
印
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
確
か
に
彼
は
儒
教
倫
理
の
重
要
性
を
説
い
た
が
、
し
か
し
、

同
時
に
ま
た
科
学
教
育
を
積
極
的
に
推
進
し
、
植
物
学
大
辞
典
、
動
物
学
大
辞
典
を
編
纂
す
る
な
ど
、「
中
国
科
学
界
の
先
駆
」

（
１
）

と
さ
れ

る
人
物
で
も
あ
る
。
一
見
相
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
杜
の
思
想
を
理

解
す
る
上
で
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
思
想
的
営
為
の
主
要
な
関
心
は
西
洋
文
化
か
東
洋
文
化
か
と
い
う
点
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
当
時
の
苛
烈
な
国
際
環
境
の
下
で
中
国
の
独
立
自
存
を
維
持
す
る
た
め

に
、
そ
の
基
礎
と
な
る
「
実
業
」
を
い
か
に
創
出
し
て
い
く
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
科
学
教
育
の
推
進
も
、
儒
教
倫
理
の

重
視
も
、
実
は
そ
の
点
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
二
つ
の
要
素
と
の
連
関
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
杜
亜
泉
の
「
実

業
」
論
の
内
容
を
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
杜
亜
泉
に
関
す
る
専
論
は
極
め
て
少
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
、
わ
ず
か
に
王
元
化
「
杜
亜
泉
と
東
西
文
化
問
題
論
戦
」

（
２
）

と
藤

井
隆
「「
調
和
論
」
の
帰
結
―
―
杜
亜
泉
の
試
み
」

（
３
）

を
認
め
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
両
者
の
所
論
の
要
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
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ま
ず
、
王
元
化
の
杜
亜
泉
理
解
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

杜
亜
泉
は
儒
教
倫
理
の
重
要
性
を
説
い
た
が
決
し
て
守
旧
的
な
人
物
で
は
な
く
、
西
洋
の
長
所
を
よ
く
理
解
し
、「
自
由
主
義
的
思
想

家
と
し
て
、
濃
厚
な
民
主
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
」

（
４
）
。
ま
た
、
儒
教
倫
理
が
社
会
の
発
展
を
阻
害
す
る
問
題
点
を
も
つ
こ
と
も
認
識
し
て

い
た
。「
伝
統
的
倫
理
道
徳
が
旧
社
会
の
な
か
で
硬
直
し
て
融
通
が
利
か
ず
、
さ
ら
に
人
々
に
暗
黒
と
無
益
と
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
い

う
認
識
を
、
彼
は
決
し
て
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」

（
５
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
儒
教
倫
理
の
重
要
性
を
説
い
た
の
は
、
急

進
的
な
改
革
の
危
険
性
を
避
け
て
、「
漸
進
的
で
温
和
な
」
改
革
を

（
６
）

志
向
し
、「
歴
史
発
展
の
継
承
性
」
（
７
）

を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　

し
か
し
、
王
の
言
う
よ
う
に
、
儒
教
倫
理
が
社
会
発
展
に
と
っ
て
弊
害
と
な
る
作
用
を
も
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
倫
理

に
よ
る
こ
と
は
、（
た
と
え
漸
進
的
な
も
の
で
あ
れ
）改
革
そ
の
も
の
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
杜
は
儒
教
倫
理
の
重
要
性
を
説
い
た
の
か
。
結
局
、
氏
は
そ
の
理
由
を
思
想
内
在
的
に
捉
え
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
王
論

文
に
は
、
杜
の
実
業
論
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

　

で
は
次
に
、
藤
井
隆
の
所
論
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
「
自
存
と
富
強
―
―
こ
の
二
つ
の
目
的
の
実
現
こ
そ
、
杜
の
す
べ
て
の
言
論
活
動
の
出
発
点
で
あ
り
か
つ
収
束
点
で
あ
る
。
自
存
の
た

め
に
は
中
国
独
自
の
文
明
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
富
強
の
た
め
に
は
生
産
性
を
高
め
、
そ
の
た
め
に
実
業
を
振
興
さ
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。」

（
８
）

　

藤
井
は
、
杜
の
思
想
の
中
で
実
業
論
が
重
要
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
概
略
的
な
内
容
に
も
論
及
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、「
彼
に
あ
っ
て
は
、
物
質
文
明
の
確
立
は
産
業
を
振
興
す
る
こ
と
で
、
比
較
的
容
易
に
実
現
す
る
も
の

で
あ
り
、
問
題
は
精
神
文
明
の
確
立
、
つ
ま
り
列
強
の
文
明
に
対
抗
で
き
る
だ
け
の
中
国
独
自
の
精
神
文
明
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
、
困

難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
全
体
が
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
あ
る
と
把
え
ら
れ
て
い
た
」

（
９
）

と
し
て
、
検
討
の
重
心
を
杜
の
「
精
神
文
明
」

論
（「
自
存
」
論
）
の
方
に
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
、杜
の
「
精
神
文
明
」
論
（「
自
存
」
論
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
杜
に
と
っ
て
の
最
大
の
「
問
題
」
が
い
か
に
し
て
「
自
存
」
を
実
現
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
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し
て
彼
に
と
っ
て
の
「
自
存
」
と
は
・
・
・
・
・
・
救
国
や
救
亡
で
は
な
く
、
自
己
が
存
す
る
こ
と
。・
・
・
・
・
・
そ
の
「
自
己
」
と

は
中
国
文
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
儒
学
あ
る
い
は
孔
孟
の
道
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
孔
孟
の
道
の
自
存

と
い
う
課
題
意
識
の
方
が
先
に
あ
り
、
中
国
の
自
存
へ
の
要
求
は
む
し
ろ
そ
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。」）

（1
（

「
杜
が
固
有
の
文
明
と
し
て
孔
孟
の
思
想
を
も
ち
だ
す
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
国
民
共
同
の
概
念
と
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
ま
ず
国

民
的
精
神
の
必
要
を
主
張
し
、
後
に
そ
れ
を
孔
孟
の
思
想
に
捜
し
当
て
た
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
孔
孟
の
思
想
に
対
す
る
信
頼
あ
る

い
は
愛
着
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
、
土
地
・
民
俗
・
言
語
の
外
に
も
国
民
共
同
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」）

（（
（

　

つ
ま
り
、
杜
に
と
っ
て
「
自
存
」
と
は
、
救
国
や
救
亡
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
中
国
固
有
の
文
化
で
あ
る
「
孔
孟
の
道
」
を
保
持
・

存
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
結
局
、
彼
は
旧
来
の
儒
教
文
明
の
維
持
・
存
続
を
自
ら
の
最
大
の
課
題
と
す
る
守
旧
的
な
人
物

で
あ
っ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
杜
は
、
そ
の
思
想
的
営
為
の
初
期
に
お
い
て
、
す
で
に
儒
教
的
世
界
と
は
異
な
る
世
界
観
に
立
脚

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
王
元
化
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
杜
に
は
儒
教
に
対
す
る
一
定
の
批
判
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

果
し
て
、
杜
亜
泉
の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
以
下
、
実
業
論
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

二　

不
敗
の
基
礎
、
西
洋
文
化
、
修
羅
場
の
世
界

　

杜
亜
泉
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
王
元
化
の
『
杜
亜
泉
文
選
』
の
序
に
簡
に
し
て
要
を
得
た

紹
介
が
あ
り
、
稿
者
は
そ
れ
に
付
け
加
え
る
べ
き
材
料
を
も
た
な
い
。
王
の
序
の
邦
訳
も
存
在
す
る
の
で
詳）

（1
（

し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
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だ
く
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
、
世
代
的
な
見
当
を
つ
け
る
た
め
に
、
梁
啓
超
と
同
年
で
あ
り
、
陳
独
秀
よ
り
も
六
歳
年
長
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
さ
っ
そ
く
彼
の
思
想
内
容
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
杜
亜
泉
は
、
東
西
文
化
論
争
に
お
い
て
、
陳
独
秀
か
ら
東
方
派
の
代
表
的
人
物
と
し
て
痛
烈
な
批
判
を
浴
び

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
期
の
彼
の
文
章
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
戊
戌
時
代
に
は
、
わ
が
国
の
人
々
の
思
想
界
に
は
、
は
っ
き
り
と
二
種
の
派
別
が
あ
っ
た
。
当
時
、
新
旧
の
二
字
で
標
示
し
た
が
、
そ

の
意
味
は
極
め
て
単
純
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
の
文
明
を
模
倣
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
者
が
新
で
あ
り
、
中
国
の
習
慣
を
固
守
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
者
が
旧
で
あ
っ
た
。
私
は
当
時
、
も
と
も
と
全
力
で
新
思
想
を
鼓
吹
し
、
旧
思
想
を
排
斥
す
る
者
で
あ
っ
た
。」）

（（
（

　

戊
戌
時
代
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
康
有
為
・
梁
啓
超
ら
に
よ
っ
て
清
朝
の
政
治
制
度
改
革
（
変
法
運
動
）
が
試
み
ら
れ
た
一
八
九
八

年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
彼
は
、「
西
洋
の
文
明
を
模
倣
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
」
新
思
想
を
鼓
吹
し
、「
中
国
の
習
慣
を
固
守
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
」
旧
思
想
を
排
斥
す
る
西
洋
論
者
だ
っ
た
、
と
。
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

　

戊
戌
の
変
法
の
三
年
後
、
杜
は
、
科
学
を
提
唱
し
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
亜
泉
学
館
を
創
設
す
る
が
、）

（3
（

そ
の
時
刊
行
し

た
科
学
啓
蒙
雑
誌
『
亜
泉
雑
誌
』
の
序
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
も
し
わ
が
国
の
人
士
が
、
皆
政
治
活
動
に
熱
心
に
な
る
な
ら
ば
、
下
（
民
間
）
に
お
い
て
は
、
大
声
で
叫
び
ま
わ
り
、
何
の
技
術
も
持

つ
こ
と
な
く
、
年
老
い
て
生
産
を
し
な
い
人
物
が
で
き
あ
が
る
。
朝
廷
に
お
い
て
は
、
衝
突
・
競
争
が
い
つ
ま
で
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
ば
、
む
し
ろ
目
標
を
下
に
置
い
て
、
実
際
の
こ
と
が
ら
に
潜
心
し
、
技
能
に
習
熟
し
、
各
々
高
等
の
職
業
に

つ
い
た
方
が
、
不
敗
の
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
。・
・
・
・
・
・
わ
が
社
会
中
の
多
数
の
生
命
の
存
続
は
、
必
ず
農
商
工
業
界
に
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
、
世
界
に
お
い
て
は
、
二
十
世
紀
は
工
業
技
術
の
時
代
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
私
は
、
わ
が
国
の

人
々
が
一
国
の
中
で
騒
々
し
く
争
い
あ
い
、
万
国
と
存
続
を
争
う
と
い
う
現
実
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
も
し
職
業
を

興
し
て
社
会
を
豊
か
に
で
き
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
憂
う
る
に
足
り
な
い
。」）

（1
（
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す
な
わ
ち
、
社
会
の
人
々
の
生
命
は
「
農
商
工
業
」
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
世
紀
は
「
工
業
技
術
の
時
代
」
だ
と

言
わ
れ
る
。
そ
の
時
代
に
「
万
国
と
存
続
を
争
」
い
独
立
を
保
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
多
く
の
人
々
が
実
業
に
潜
心

し
「
技
能
に
習
熟
し
、
各
々
高
等
の
職
業
に
つ
」
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
目
的
に
資
す
る
た
め
に

『
亜
泉
雑
誌
』
を
発
刊
し
、
物
理
学
・
数
学
・
化
学
・
農
業
・
商
業
・
工
業
技
術
等
諸
科
学
（「
格
致
算
農
商
工
芸
諸
科
学
」）
の
知
識
を

掲
載
・
普
及
し
て
い
く
の
だ
、
と
。）

（1
（

　

こ
こ
に
は
す
で
に
、
杜
亜
泉
の
主
要
な
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
科
学
知
識
を
普
及

し
産
業
を
振
興
し
て
中
国
を
豊
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
万
国
競
争
の
時
代
に
独
立
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
確
実
な
基
礎
（「
不
敗
の

基
礎
」）
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
辛
亥
革
命
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
章
に
は
、
当
時
の
彼
の
世
界
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が

極
め
て
率
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
生
存
競
争
・
自
然
淘
汰
は
生
物
進
化
の
公
例
で
あ
る
。
社
会
は
一
大
生
物
で
あ
り
、
自
ず
か
ら
必
ず
こ
の
公
例
に
循
っ
て
進
む
。
政
府

は
社
会
に
対
し
て
、
必
ず
こ
の
公
例
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
社
会
の
中
で
、
各
々
均
等
の
機
会
を
保
証
し
、
自
由
な
発
展
を

追
求
さ
せ
る
な
ら
ば
、
成
績
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。」）

（1
（

　

生
存
競
争
・
自
然
淘
汰
は
自
然
界
と
人
間
界
を
貫
く
法
則
（「
公
例
」）
で
あ
り
、
政
府
が
干
渉
す
る
こ
と
な
く
社
会
の
自
由
な
競
争
に

委
ね
る
な
ら
ば
、
自
ず
か
ら
よ
い
結
果
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
は
そ
の
言
論
活
動
の
初
期
に
お

い
て
、
す
で
に
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
進
化
論
（
社
会
進
化
論
）
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
旧
来
の
儒
教
的
な
世
界
観
か
ら
は
脱
却
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
彼
の
認
識
は
や
が
て
根
本
的
な
再
検
討
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

辛
亥
革
命
か
ら
一
年
半
余
り
後
、
杜
は
次
の
よ
う
に
記
す
の
で
あ
る
。

「（
西
洋
の
）
物
質
主
義
が
深
く
人
心
に
入
り
こ
ん
で
以
来
、
宇
宙
に
神
無
く
、
人
間
に
霊
無
く
、
た
だ
物
質
の
力
だ
け
が
万
能
だ
と
認
識
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さ
れ
、
ま
た
、
残
酷
無
情
の
競
争
淘
汰
説
が
そ
の
間
に
鼓
吹
さ
れ
、・
・
・
・
・
・
我
々
の
頭
上
に
臨
ん
で
抵
抗
で
き
な
く
な
っ
た
。
地

獄
相
の
人
生
、
修
羅
場
の
世
界
が
、
我
々
の
眼
前
に
横
た
わ
り
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。・
・
・
・
・
・
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、

優
劣
が
あ
っ
て
善
悪
は
な
く
、
勝
敗
が
あ
っ
て
是
非
は
な
い
。
道
徳
は
競
争
の
仮
面
具
と
な
り
、
教
育
は
競
争
の
練
習
場
と
な
る
。
和
平

の
競
争
は
拝
金
主
義
と
な
り
、
激
烈
な
競
争
は
殺
人
主
義
と
な
る
。」）

（1
（

　

西
洋
の
物
質
中
心
的
な
考
え
方
、
生
存
競
争
・
自
然
淘
汰
説
が
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
的
金
銭
的
利
益
が
す
べ
て
だ
と
す
る

風
潮
が
社
会
全
体
に
広
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
奸
計
を
駆
使
し
た
奪
い
合
い
が
は
じ
ま
っ
た
（「
拝
金
主
義
」「
殺
人
主
義
」）。
そ
の
激
烈
な
争

奪
は
、人
間
の
社
会
と
は
思
わ
れ
な
い
、秩
序
崩
壊
の
惨
状
（「
地
獄
相
の
人
生
」「
修
羅
場
の
世
界
」）
を
生
み
出
す
ま
で
に
な
っ
て
い
る
、

と
。

　

彼
の
楽
観
的
な
予
測
―
―
西
洋
的
な
「
競
争
」
の
理
念
に
よ
る
な
ら
ば
、
自
ず
か
ら
産
業
が
発
展
し
、
富
裕
化
へ
の
道
が
開
か
れ
る
に

ち
が
い
な
い
と
い
う
―
―
は
大
き
く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
か
。

　

彼
が
目
に
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
。

　

辛
亥
革
命
を
め
ぐ
る
政
治
的
混
乱
の
中
で
、
権
力
を
手
に
入
れ
た
者
た
ち
は
、
互
い
に
政
敵
あ
る
い
は
不
満
分
子
を
懐
柔
す
る
た
め
に

買
収
・
ば
ら
撒
き
（「
散
金
」）・
ポ
ス
ト
提
示
（「
縻
官
」）
等
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
駆
使
し
て
誘
惑
し
、）

（1
（

多
く
の
人
々
（
特
に
知
識
人
た
ち
）

は
、
産
業
の
振
興
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
ふ
り
ま
か
れ
る
金
銭
的
利
益
・
政
治
的
権
限
に
与
ろ
う
と
な
り
ふ
り
構
わ
ず
政

権
の
周
り
に
蝟
集
し
た
の
で
あ
る
。「
わ
が
同
類
は
多
く
が
社
会
の
中
の
高
等
遊
民
と
な
っ
て
、
社
会
に
寄
生
す
る
生
活
を
営
ん
で
い

る
」。）

11
（

　

そ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
杜
は
強
い
危
機
感
を
表
明
す
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
多
数
の
不
生
産
者
が
互
い
に
競
争
し
奪
い
合
う
社
会
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
ほ
と
ん
ど
賭
博
と
変
わ
ら
な
い
。

大
多
数
の
人
々
を
つ
れ
て
賭
場
に
引
き
込
む
の
は
、
実
は
少
数
の
僥
倖
者
が
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
少
数
の
僥
倖
者
た
ち
は
、
多
数
を
誘
っ
て
働
か
な
い
人
間
に
変
え
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
他
方
、
働
い
て
い
る
人
々
に
圧
迫
を
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加
え
、
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。
彼
ら
が
横
領
し
た
生
産
物
は
、
働
く
人
た
ち
の
所
得
を
減
少
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
日
々
の
生
計
さ
え
困
難
に
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
ら
が
生
み
出
し
た
悲
惨
・
騒
乱
分
子
（
僥
倖
を
手
に

し
え
な
か
っ
た
不
満
分
子
た
ち
）
が
社
会
に
ば
ら
撒
か
れ
、
少
数
の
生
産
者
に
日
々
辱
め
を
与
え
て
、
生
産
の
機
能
を
全
う
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
が
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
れ
ば
、
全
社
会
の
生
産
が
ほ
と
ん
ど
杜
絶
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
少
し
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
ば
、
流
浪
す
る
民
が
地
に
満
ち
、
匪
賊
が
次
々
に
生
ま
れ
て
、
農
民
は
安
心
し
て
耕
す
こ
と
が
で
き
ず
、
職
工
は
そ
の
職

を
失
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
状
況
は
今
も
な
お
目
の
前
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
禍
の
原
因
を
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
多
数
の

悲
惨
・
騒
乱
分
子
と
少
数
の
僥
倖
分
子
と
が
互
い
に
こ
の
横
領
し
た
生
産
物
を
奪
い
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
大
災
害
を

醸
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」）

1（
（

　

少
数
の
僥
倖
者
、
多
数
の
不
満
分
子
、
こ
れ
ら
何
も
生
み
出
さ
な
い
者
た
ち
が
、
生
産
者
た
ち
の
成
果
を
奪
い
取
り
、
争
奪
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
生
産
者
た
ち
に
圧
迫
・
侮
辱
を
加
え
、
日
々
の
生
活
さ
え
困
難
な
状
況
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
こ
の
ま
ま
で

は
、
富
裕
化
ど
こ
ろ
か
、
中
国
の
生
産
の
基
礎
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
か
ね
な
い
、
と
。

　

で
は
、
な
ぜ
人
々
は
、「
競
争
」
の
理
念
か
ら
こ
の
よ
う
な
行
動
に
走
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

杜
は
、
彼
ら
の
行
動
の
深
奥
に
、
中
国
人
独
特
の
心
性
が
働
い
て
い
る
の
を
見
出
す
。

「（
わ
れ
わ
れ
中
国
人
皆
が
考
え
て
い
る
人
生
の
目
的
は
一
字
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
福
で
あ
る
。
―
―
前
文
の
大
意
）
わ
が
中
国
人

の
言
う
福
と
は
、
快
楽
を
感
じ
苦
痛
を
感
じ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
享
福
と
は
心
・
力
を
労
す
る
こ
と
な
く
快
楽
を
感
じ
苦
痛
を
感
じ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
が
中
国
人
が
人
生
の
目
的
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
わ
が
中
国
人
は
実
は
人
生
の
目

的
を
誤
解
し
て
い
る
と
知
る
。」）

11
（

「
わ
が
中
国
人
は
個
々
人
が
誤
っ
た
目
的
を
抱
い
て
生
活
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
費
や
さ
れ
る
心
力
と
体
力
が
誤
っ
た
と
こ
ろ
に
向
か
わ

ざ
る
を
え
ず
、
専
ら
得
る
べ
き
で
な
い
権
利
を
得
よ
う
と
し
、
尽
く
す
べ
き
義
務
を
巧
み
に
避
け
よ
う
と
す
る
。
い
や
し
く
も
そ
の
享
福

の
目
的
を
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
ど
ん
な
に
不
正
な
も
の
で
あ
れ
、
一
切
置
い
て
顧
み
な
い
。
そ
の
行
為
の
結
果
、
わ
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が
中
国
人
は
腐
敗
・
貧
弱
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。」）

1（
（

　

中
国
人
に
と
っ
て
、
人
生
の
目
的
は
幸
福
を
得
る
こ
と
（「
享
福
」）
に
あ
る
が
、
そ
の
「
福
」
は
「
心
・
力
を
労
す
る
こ
と
な
く
快
楽

を
感
じ
苦
痛
を
感
じ
な
い
こ
と
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
得
る
べ
き
で
な
い
権
利
」
を
得
、「
尽
く
す
べ
き
義
務
」
を
避
け
よ
う

と
す
る
の
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
「
ど
ん
な
に
不
正
な
」
行
為
も
あ
え
て
実
行
す
る
。
杜
は
、中
国
人
に
は
こ
の
よ
う
な
独
特
の
「（
幸
）

福
」
観
が
あ
り
、
先
に
見
た
辛
亥
以
降
の
人
々
の
行
動
は
そ
の
目
的
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
だ
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
誤
っ
た
目
的
」
を
追
求
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
中
国
は
「
腐
敗
と
貧
弱
」
の
泥
沼
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
中
国
人
の
中
に
そ
の
よ
う
な
心
性
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
杜
に
よ
れ
ば
、
中
国
社
会
の
特
殊

な
あ
り
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

三　

知
識
階
級
、
遊
民
階
級
の
文
化

　

や
が
て
杜
は
、
西
洋
社
会
と
対
比
し
つ
つ
、
中
国
社
会
の
特
質
を
一
つ
の
「
文
化
」
と
し
て
描
き
出
す
。

　

そ
の
内
容
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

「
原
始
社
会
の
人
類
は
、
各
自
労
働
し
て
生
活
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
の
中
の
武
力
の
優
れ
た
者
が
、
徐
々
に
社
会
に
勢
力
を
占
め
貴
族

階
級
と
な
っ
た
。
知
力
の
優
れ
た
者
は
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
社
会
の
中
で
努
力
し
知
識
階
級
と
な
っ
た
。・
・
・
・
・
・
こ
の
期
の
文

化
は
武
力
の
勢
力
と
知
識
が
結
合
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
貴
族
階
級
の
文
化
で
あ
り
、
常
に
貴
族
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
貴
賢
を
尊

び
、
礼
儀
を
重
視
し
、
門
閥
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。」）

13
（

　

杜
は
、
こ
の
段
階
ま
で
は
ど
の
社
会
も
大
き
な
差
異
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

「（
し
か
し
、
西
洋
に
お
い
て
は
）
ほ
ど
な
く
（
被
支
配
階
級
で
あ
っ
た
）
労
働
階
級
の
中
の
勤
勉
で
よ
く
貯
蓄
す
る
者
が
、
徐
々
に
財
産
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を
築
き
、
労
働
階
級
の
上
に
抜
き
ん
で
て
、
次
第
に
労
働
を
捨
て
、
専
ら
財
産
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
で
生
活
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
が
財
産
階
級
で
あ
る
。・
・
・
・
・
・（
そ
の
頃
）
一
部
の
知
識
階
級
が
政
治
上
の
地
位
の
不
安
定
さ
か
ら
、
方
向
を
転
換
し
、

政
治
生
活
の
希
望
を
捨
て
て
、
文
芸
の
研
究
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。・
・
・
・
・
・
こ
れ
に
よ
っ
て
科
学
が
発
展
し
、
発
明
家
が
輩

出
し
て
、
研
究
の
成
果
が
社
会
に
応
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
産
業
が
振
興
さ
れ
た
。
こ
れ
が
知
識
階
級
の
財
産
化
で
あ
る
。
財
産
階
級

は
財
産
を
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
科
学
知
識
が
極
め
て
多
い
こ
と
か
ら
、
勉
学
を
す
る
者
が
日
に
日
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が

財
産
階
級
の
知
識
化
で
あ
る
。
こ
の
二
者
が
結
び
つ
い
て
人
権
を
主
張
し
、
民
治
を
宣
揚
し
た
の
で
あ
る
。・
・
・
・
・
・
こ
の
期
の
文

化
は
、
財
産
の
勢
力
と
知
識
が
結
合
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
財
産
階
級
の
文
化
で
あ
り
、
財
産
階
級
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
自
由
平

等
、
権
利
の
尊
重
、
科
学
の
重
視
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。」）

11
（

　

西
洋
に
お
い
て
は
、
や
が
て
、
被
支
配
階
級
で
あ
っ
た
労
働
階
級
の
中
か
ら
「
勤
勉
で
よ
く
蓄
積
」
し
て
財
産
を
築
き
財
産
（
資
本
）

を
運
用
し
て
生
産
を
行
う
「
財
産
階
級
」（
資
本
家
階
級
）
が
台
頭
す
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、「
政
治
生
活
の
希
望
を
捨
て
」

た
「
知
識
階
級
」（
知
識
人
た
ち
）
が
科
学
・
技
術
を
発
展
さ
せ
、
両
者
が
結
び
つ
い
て
、
自
由
平
等
・
権
利
の
尊
重
・
科
学
の
重
視
を

特
徴
と
す
る
「
財
産
階
級
の
文
化
」
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
場
合
は

「（
王
朝
、
貴
族
階
級
が
）
廷
尉
・
射
策
・
選
挙
〔
か
つ
て
の
意
味
で
の
〕・
制
科
、
そ
の
他
類
似
の
方
法
を
用
い
て
彼
ら
（
知
識
階
級
）

を
誘
引
し
、
政
治
生
活
へ
の
希
望
を
捨
て
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
知
識
階
級
の
誘
引
さ
れ
る
人
数
は
、
ど
ん
ど
ん
多
く
な
り
・・・・・・

い
く
ら
か
財
産
の
あ
る
者
は
、
安
座
徒
食
し
て
、
経
営
の
能
力
は
無
く
、
財
産
の
無
い
者
は
、
い
く
ら
か
の
精
神
的
労
働
を
す
る
以
外
は
、

ほ
と
ん
ど
筋
肉
労
働
を
で
き
る
者
は
い
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
財
産
階
級
・
労
働
階
級
と
は
ど
ち
ら
と
も
相
容
れ
な
い
。
こ
れ
が
過
剰

な
知
識
階
級
で
あ
る
。
ま
た
労
働
階
級
に
お
い
て
も
、
人
口
が
多
す
ぎ
る
が
出
産
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
過
剰
な
労
働
階
級
を
生
み

出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
の
地
位
を
も
た
な
い
か
不
正
な
労
働
を
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
兵
は
こ
の
過
剰
な
労

働
者
の
一
種
で
あ
り
、
他
に
地
棍
・
流
亡
・
盗
賊
・
乞
食
の
類
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
過
剰
な
労
働
階
級
は
、
す
な
わ
ち
遊
民
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階
級
で
あ
り
、
そ
の
勢
力
は
我
が
国
に
お
い
て
は
甚
だ
強
大
で
あ
る
。
時
に
は
、
過
剰
な
知
識
階
級
の
一
部
と
結
び
つ
い
て
、
貴
族
階
級

の
勢
力
と
抗
争
す
る
。
秦
の
始
皇
帝
以
後
の
二
十
余
朝
の
革
命
は
、ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
革
命
以
後
、

彼
ら
は
ま
も
な
く
貴
族
化
し
て
、
再
び
貴
族
政
治
を
建
設
し
、
社
会
組
織
に
お
い
て
は
何
の
変
更
も
起
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
革

命
は
、
政
治
革
命
で
も
社
会
革
命
で
も
な
く
、
た
だ
帝
王
革
命
と
言
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
階
級
の
勢
力
と
知
識
が
結
び
つ
い
て
ま
た

一
種
の
文
化
が
生
ま
れ
る
。
遊
民
階
級
の
文
化
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
遊
民
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
つ
ま
り
、
遊
侠
を
尊
び
、
豪

放
を
喜
び
、
拘
束
を
受
け
ず
、
生
計
を
治
め
ず
、
官
吏
を
嫌
悪
し
、
富
豪
を
敵
視
す
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。」）

11
（

　

な
ぜ
中
国
人
に
政
権
へ
の
志
向
が
強
く
見
ら
れ
る
の
か
、
な
ぜ
心
身
を
労
せ
ず
し
て
快
楽
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
歴
史

的
な
理
由
が
こ
こ
に
極
め
て
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
。
い
く
ら
か
の
補
足
を
加
え
つ
つ
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
歴
代
王
朝

の
一
君
万
民
的
理
念
に
よ
る
官
吏
登
用
制
度
（
特
に
科
挙
）
は
、
中
国
独
特
の
身
分
状
況
を
作
り
あ
げ
た
。
つ
ま
り
、
士
農
工
商
の
身
分

序
列
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
身
分
は
世
襲
的
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。）

11
（

「
士
」
人
と
は
、
世
襲
的
な
身
分

で
は
な
く
、
事
実
に
お
い
て
、
一
定
の
財
産
を
持
ち
官
吏
登
用
試
験
に
挑
戦
す
る
（
あ
る
い
は
合
格
し
た
官
僚
を
出
し
た
）
家
柄
を
意
味

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
の
財
産
を
蓄
積
し
え
た
者
（
一
族
）
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
士
」
人
た
ら
ん
と
し
て
官
吏
登
用
試
験
に
応
じ
、

政
権
に
参
与
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
試
験
に
合
格
し
う
る
も
の
は
そ
の
中
の
ご
く
一
部
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
選
に
漏
れ
た
大
多
数
の
「
士
」
人
（「
過
剰
な
知
識
階
級
」）
は
、
以
後
も
な
お
（
大
き
な
鬱
屈
を
抱
え
な
が
ら
）
繰
り
返

し
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
そ
う
し
た
「
士
」
人
（「
知
識
階
級
」）
の
世
界
に
入
れ
な
い
、
膨
大
な
貧
民
が
存
在
す
る
。
彼
ら
の
一
大
部
分
は
、
農
工
商
の

生
業
に
携
わ
る
こ
と
の
な
い
、
無
業
あ
る
い
は
反
社
会
的
行
為
（「
兵
」
を
含
む
）
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
た
ち
（「
過
剰
な
労
働
階
級
」

つ
ま
り
「
遊
民
階
級
」）
で
あ
る
。
こ
の
階
級
は
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
鬱
屈
・
不
満
を
抱
え
た
「
過
剰
な
知
識
階
級
」
と
結
び
つ
い
て

王
朝
（
貴
族
階
級
）
を
転
覆
し
、
政
権
を
奪
取
す
る
と
い
う
こ
と
（「
革
命
」）
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
政
権
の
座
に

就
く
や
否
や
ま
も
な
く
貴
族
化
し
、
社
会
組
織
は
従
来
と
全
く
変
わ
る
こ
と
な
く
温
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
（「
帝
王
革
命
」）。
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こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
社
会
に
は
、
歴
史
的
に
政
治
（
政
権
）
へ
の
志
向
が
根
強
く
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
産

業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
を
見
出
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
に
あ
っ
て
、
辛
亥
革
命
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

「
辛
亥
革
命
以
後
、
私
は
密
か
に
喜
ん
で
、
第
二
期
文
化
（
先
の
西
洋
の
「
財
産
階
級
の
文
化
」
を
指
す
）
が
こ
こ
か
ら
成
就
す
る
と
思

っ
た
。」）

11
（

「
し
か
し
、
わ
が
国
の
財
産
階
級
は
、
ほ
と
ん
ど
立
憲
・
共
和
の
何
た
る
か
を
解
せ
ず
、
は
じ
め
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。

そ
れ
を
提
唱
す
る
者
は
、
過
剰
な
知
識
階
級
の
中
の
一
部
で
あ
り
、
加
入
す
る
者
は
、
過
剰
な
労
働
階
級
の
中
の
兵
で
あ
っ
て
、
事
実
上
、

従
来
の
帝
王
革
命
と
少
し
も
違
わ
な
い
。
欧
州
の
政
治
革
命
に
倣
っ
た
の
は
、
中
華
民
国
の
名
称
と
、
有
る
の
か
無
い
の
か
わ
か
ら
な
い

数
章
の
約
法
の
み
で
あ
る
。
革
命
以
後
、
名
義
上
は
貴
族
政
治
を
建
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
際
に
は
、
政
権
を
握
っ
た
官
僚
・

武
人
は
ほ
と
ん
ど
遊
民
の
首
領
が
貴
族
化
し
た
者
で
あ
る
。
政
治
革
命
は
成
就
し
な
い
と
私
は
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。・
・
・
・
・
・
わ

が
国
は
、
今
日
な
お
、
貴
族
・
遊
民
二
階
級
の
勢
力
の
中
を
転
々
と
し
て
、
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」）

11
（

　

杜
に
よ
れ
ば
、
辛
亥
革
命
は
西
洋
の
影
響
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
は
「
財
産
階
級
」
で
は
な
く
、「
過

剰
な
知
識
階
級
の
中
の
一
部
」
と
「
過
剰
な
労
働
階
級
の
中
の
兵
」
で
あ
っ
た
。
西
洋
を
ま
ね
た
の
は
わ
ず
か
な
形
式
だ
け
で
あ
り
、
実

質
は
旧
来
の
「
帝
王
革
命
」
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、西
洋
的
理
念
の
影
響
に
よ
っ
て
、先
の
中
国
独
特
の
「
文

化
」
の
傾
向
は
さ
ら
に
激
化
し
、「
修
羅
場
の
世
界
」
が
現
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
な
お
、
こ
の
引
用
文
中
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
杜
は
、
中
国
に
も
ま
た
「
財
産
階
級
」
の
存
在
を
見
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
十
分
な
知
識
を
も
た
ず
勢
力
も
極

め
て
脆
弱
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―

　

そ
し
て
、
杜
は
、
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況
を
生
み
出
し
た
最
大
の
責
任
は
「
知
識
階
級
」
に
あ
る
と
す
る
。

「
民
国
成
立
以
来
、
連
年
の
紛
擾
で
、
失
わ
れ
た
生
命
、
消
耗
し
た
財
産
は
計
り
し
れ
な
い
。
論
者
は
皆
そ
の
責
任
を
軍
人
・
兵
士
に
帰
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
挑
発
し
た
の
は
誰
か
？
そ
れ
を
そ
そ
の
か
し
た
の
は
誰
か
？
誰
が
そ
の
た
め
に
画
策
し
た
の
か
？
誰
が
そ
の
た
め
に
標
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榜
し
た
の
か
？
こ
の
八
、九
年
の
、
わ
が
国
内
の
一
切
の
罪
悪
は
、
皆
知
識
階
級
が
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。」）

（1
（

「
個
人
の
薄
弱
な
精
神
が
金
銭
と
武
力
に
屈
し
て
、
帝
制
を
鼓
吹
し
、
軍
閥
に
忠
誠
を
示
し
、
甚
だ
し
き
は
、
国
を
売
り
敵
に
近
づ
く
も

の
さ
え
そ
の
中
か
ら
出
た
。」）

（（
（

　

彼
ら
は
、「
金
銭
と
武
力
」
の
た
め
に
、
軍
・
兵
に
（
の
み
な
ら
ず
外
国
に
さ
え
）
接
近
し
、
あ
ら
ゆ
る
悪
知
恵
・
奸
計
を
提
供
し
た

の
で
あ
る
、
と
。

　

で
は
、
杜
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
状
を
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

独
立
自
営
の
実
業
、
儒
教
倫
理
、
真
の
共
和

　

杜
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
悲
惨
な
現
状
を
生
み
出
し
た
最
大
の
責
任
は
「
知
識
階
級
」
に
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
新
た
な
将
来
を
作
り

だ
す
の
も
ま
た
こ
の
層
に
期
待
す
る
し
か
な
い
、
と
彼
は
言
う
。

「
現
今
の
文
明
諸
国
は
す
べ
て
中
等
階
級
が
勢
力
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
将
来
も
ま
た
、
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ

れ
は
私
の
深
く
信
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」）

（1
（

　

つ
ま
り
、
杜
は
、
一
定
の
資
産
と
知
識
を
も
つ
中
国
の
「
知
識
階
級
」
を
、
西
洋
近
代
の
中
産
階
級
（「
中
等
階
級
」）
の
よ
う
な
存
在

に
育
て
て
い
く
以
外
に
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
従
来
の
「
文
化
」
的
伝
統
を
大
き
く
転
換
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
も
し
、
今
後
の
知
識
階
級
が
、
な
お
政
治
生
活
の
希
望
を
断
ち
切
ろ
う
と
せ
ず
、
産
業
階
級
・
労
働
階
級
の
中
に
身
を
置
い
て
彼
ら
と

結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
た
だ
貴
族
化
し
た
遊
民
の
仲
間
で
い
る
な
ら
ば
、
貴
族
勢
力
と
遊
民
勢
力
は
日
々
に
ま
す
ま
す
膨

張
し
、
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
政
治
革
命
・
社
会
革
命
な
ぞ
語
れ
よ
う
か
？
」）

（（
（

　

杜
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、「
知
識
階
級
」
に
政
治
へ
の
志
向
を
断
念
さ
せ
、
産
業
階
級
・
労
働
階
級
と
結
び
つ
い
て
産
業
の
振
興
へ
と
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向
か
わ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
う
。　

し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
階
層
は
重
大
な
問
題
性
を
抱
え
て

い
る
。

「
わ
が
国
の
知
識
階
級
は
、
こ
れ
ま
で
貴
族
文
化
か
遊
民
文
化
の
中
に
生
活
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
性
質
は
は
っ
き
り
と
二
種
類
に

分
か
れ
る
。
一
種
は
、
貴
族
性
質
で
誇
大
驕
慢
。
あ
ら
ゆ
る
事
に
お
い
て
武
断
に
出
で
、
圧
制
を
喜
び
、
権
高
で
あ
り
、
当
世
の
人
す
べ

て
を
見
下
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
る
こ
と
を
屑
し
と
し
な
い
。
一
種
は
、
遊
民
性
質
で
あ
り
、
軽
佻
浮
薄
。
す
べ
て
の
事
に
お
い
て
過

激
に
傾
き
、
破
壊
を
喜
び
、
常
に
憤
恨
を
懐
き
、
当
世
の
人
す
べ
て
を
憎
ん
で
、
皆
殺
し
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
同
一
の
人

間
が
、
逆
境
に
あ
れ
ば
遊
民
性
質
を
現
わ
し
、
順
境
に
あ
れ
ば
貴
族
性
質
を
現
わ
す
。
あ
る
い
は
、
表
面
上
は
遊
民
性
質
に
属
し
、
根
本

的
に
は
貴
族
性
質
に
属
す
。
こ
の
性
質
を
も
っ
て
財
産
を
治
め
れ
ば
、必
ず
失
敗
に
至
る
だ
ろ
う
。
こ
の
性
質
を
も
っ
て
労
働
に
つ
け
ば
、

必
ず
忍
耐
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
も
し
、
こ
の
性
質
を
改
良
し
な
け
れ
ば
、
財
産
階
級
あ
る
い
は
労
働
階
級
に
身
を
置
こ
う
と
し

て
も
決
し
て
容
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。」）

（3
（

　

彼
ら
は
貴
族
的
性
質
（「
誇
大
驕
慢
」）
と
遊
民
的
性
質
（「
軽
佻
浮
薄
」）
の
間
を
揺
れ
動
き
、「
心
・
力
を
労
す
る
こ
と
な
く
快
楽
を

感
じ
」
よ
う
と
す
る
旧
来
の
「（
幸
）
福
」
観
を
根
強
く
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
は
、
そ
う
し
た
心
性
・
意
識
は
き
っ
ぱ
り
と
捨
て

去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
、
自
ら
の
「
心
力
・
体
力
を
活
動
さ
せ
て
成
し
た
仕
事
」
に
よ
っ
て
こ
そ
幸
福
を
得
る
資
格
が

あ
る
の
だ
、
と
い
う
意
識
へ
の
改
革
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
人
生
の
福
は
造
り
出
す
か
ら
享
受
で
き
る
の
で
あ
り
、
心
力
・
体
力
を
活
動
さ
せ
て
成
し
た
仕
事
が
、
快
楽
を
得
、
苦
痛
を
免
れ
る
代

価
な
の
だ
。」）

（1
（

　

そ
の
上
で
、
杜
は
ま
た
、
彼
ら
が
身
に
着
け
る
べ
き
教
育
の
内
容
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

「
教
育
の
基
礎
は
、
国
民
生
活
の
上
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
官
吏
出
世
の
上
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
民
は
生
活
を
謀

る
た
め
に
教
育
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
官
吏
に
な
る
た
め
に
教
育
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
二
者
の
目
的
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の

効
果
も
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。」）

（1
（
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「
わ
が
国
の
人
々
の
生
活
能
力
を
増
大
さ
せ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
増
大
さ
せ
る
方
法
は
、

学
識
を
求
め
、
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
。」）

（1
（

　

官
僚
に
な
り
政
治
に
参
与
す
る
た
め
の
教
育
で
は
な
く
、
国
民
の
生
活
に
寄
与
し
、
生
産
の
増
大
に
貢
献
す
る
た
め
の
教
育
へ
の
転
換

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
科
学
的
な
知
識
・
技
能
の
修
得
が
教
育
の
中
心
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。（
こ
れ
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
以
前
か
ら
の
、
彼
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
の
だ
が
。）

　

そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
、
従
来
の
家
族
制
度
（「
家
庭
制
度
」）
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
。

「
互
助
の
家
庭
制
度
が
国
家
の
害
と
な
る
こ
と
、
ま
た
甚
大
で
あ
る
。・
・
・
・
・
・
欧
米
の
国
民
は
、
成
人
以
後
、
新
家
庭
を
構
え
よ
う

と
す
る
か
ら
職
業
に
は
勤
勉
で
、
貯
蓄
を
心
が
け
、
家
庭
を
構
え
る
た
め
の
予
備
と
す
る
。
晩
年
に
な
っ
て
子
女
が
自
立
し
、
負
担
が
軽

く
な
っ
て
余
裕
の
あ
る
資
産
を
施
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
社
会
に
公
に
し
、
余
力
を
出
し
て
公
益
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
。

わ
が
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
少
年
時
家
に
い
る
と
き
は
父
母
が
負
担
し
、
社
会
に
出
て
も
責
任
感
を
も
た
ず
、
た
だ
依
頼
的
な
生
活
を

お
く
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
常
に
職
業
を
蔑
視
し
て
拘
束
を
嫌
い
、
好
き
な
こ
と
を
し
て
友
人
と
戯
れ
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
父
母
は
、

わ
が
子
に
自
立
の
技
能
が
あ
る
か
な
い
か
、
相
当
の
貯
蓄
が
あ
る
か
な
い
か
を
問
題
に
し
な
い
ま
ま
、
妻
を
娶
り
子
を
育
て
る
。
中
年
以

降
に
な
っ
て
、
責
任
が
生
じ
、
子
ど
も
が
成
長
し
て
、
家
の
負
担
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
外
に
対
し
て
は
奮
闘
の
実
力

は
無
く
、
内
で
は
家
族
の
楽
し
み
も
な
い
。
困
窮
逼
迫
の
状
況
に
陥
っ
て
、・
・
・
・
・
・
恥
知
ら
ず
な
こ
と
、
情
け
知
ら
ず
な
行
為
を
、

あ
え
て
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
習
慣
と
な
り
、
風
俗
と
な
る
の
で
あ
る
。・
・
・
・
・
・
・（
こ
れ

を
）
救
う
道
は
（
家
族
と
い
う
）
互
助
の
制
度
の
中
に
独
立
の
精
神
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
母
た
る
も
の
は
、
子
女
の
婚

姻
の
資
金
を
子
女
を
教
育
す
る
費
用
に
か
え
、
子
女
が
自
立
す
る
た
め
に
技
能
を
与
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。」）

（1
（

　

従
来
、
中
国
の
家
族
制
度
は
、
歴
代
王
朝
の
官
吏
登
用
制
度
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
社
会
的
な
基
盤
と
な
っ
て
き
た
。
家

族
（
一
族
）
は
そ
の
子
弟
に
総
力
を
傾
注
し
て
教
育
を
施
し
、
彼
ら
が
名
誉
あ
る
官
僚
へ
の
道
を
登
る
よ
う
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
杜
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
西
洋
で
は
、
成
人
後
自
立
す
る
た
め
に
、
職
業
に
精
励
し
貯
蓄
を
こ
こ
ろ
が
け
る
。
他
方
、
中
国
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の
家
族
制
度
（「
家
庭
制
度
」）
は
、
先
の
中
国
独
特
の
「
文
化
」
の
基
礎
に
あ
っ
て
、
子
ど
も
を
依
頼
心
の
強
い
非
生
産
的
な
人
間
に
育

て
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
家
族
の
あ
り
方
を
変
え
、
将
来
子
ど
も
た
ち
が
職
業
に
つ
き
自
立
し
て
い
く
た
め
の
知
識
・
技
能

を
身
に
着
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。（
ち
な
み
に
、
こ
の
杜
の
家
族
制
度
批
判
は
、
著
名
な
呉
虞
の
論
文
「
家
族

制
度
は
専
制
主
義
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
」
の
約
一
年
前
、
ま
た
魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
の
二
年
余
り
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。）

　

で
は
、
そ
の
と
き
杜
が
思
い
描
い
て
い
た
実
業
（
産
業
）
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

中
国
に
お
い
て
も
、
従
来
、
実
業
振
興
政
策
が
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
こ
れ
ま
で
の
奨
励
政
策
は
、
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
官
吏
は
工
商
業
を
賤
視
し
て
、

蹂
躙
・
摧
残
の
限
り
を
尽
く
し
た
。
実
業
の
凋
落
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。・
・
・
・
・
・
清
朝
政
府
は
そ
の
点
を
察
せ
ず
、

た
だ
奨
励
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
推
進
し
よ
う
と
し
た
。
官
位
を
も
ち
勲
章
を
頂
く
も
の
が
特
別
に
優
遇
さ
れ
た
例
は
、
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
そ
の
結
果
は
、
た
だ
商
人
た
ち
を
恩
寵
に
期
待
す
る
道
へ
と
導
き
、
労
苦
に
耐
え
忍
ぶ
志
を
萎
え
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ

の
上
、
奨
励
を
得
た
者
も
、
わ
ず
か
に
一
二
の
富
豪
、
お
よ
び
あ
の
官
界
に
な
じ
み
の
あ
る
一
二
の
紳
商
の
み
で
あ
っ
た
。
全
国
の
実
業

界
に
は
、
は
じ
め
か
ら
何
の
影
響
も
無
く
、
徴
税
に
苦
し
み
搾
取
を
被
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。」）

（1
（

　

清
朝
の
実
業
振
興
策
は
「
奨
励
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
官
僚
が
強
力
な
権
限
を
も
っ
て
い
た
た
め
官
僚
の
近
親
者
・
縁
故
者
の
み
に

特
権
的
優
遇
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
商
人
た
ち
の
間
に
「
恩
寵
に
期
待
す
る
」
空
気
が
生
ま
れ
、「
労
苦
に
耐
え
忍
ぶ
志
」
が
挫

か
れ
た
。
結
局
、
そ
の
政
策
は
全
国
の
実
業
界
に
は
何
の
支
援
に
も
な
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
商
人
た
ち
を
収
奪
し
苦
し
め

る
も
の
と
な
っ
た
、
と
。

　

ま
た
、
民
国
成
立
後
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
民
国
が
成
立
し
て
、
官
位
に
よ
る
奨
励
は
す
で
に
排
除
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
優
遇
に
あ
り
つ
こ
う
と
す
る
習
性
は
深
く
人
々
の
脳
内
に
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染
み
込
ん
で
、
簡
単
に
は
洗
い
流
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
昨
今
頒
布
さ
れ
る
各
種
の
条
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
奨
励
の
方
法
は
、
も
ち
ろ
ん

昔
日
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
、
や
は
り
政
権
担
当
者
の
施
し
の
一
種
に
す
ぎ
ず
、
興
業
の
た
め
の
政
策
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」）

31
（

「
中
国
の
最
近
の
大
事
業
に
は
、
し
ば
し
ば
官
僚
の
力
が
そ
の
中
に
混
ざ
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
創
業
に
は
権
勢
を
使
っ
て
機
先
を
制
し
、

営
業
に
も
名
声
を
か
り
て
優
勢
を
占
め
る
。
損
失
が
出
て
も
、
有
力
な
支
援
に
よ
っ
て
覆
い
隠
す
こ
と
が
で
き
、
重
大
な
事
で
な
け
れ
ば

簡
単
に
処
理
で
き
る
。・
・
・
・
・
・
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
官
僚
実
業
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
官
僚
実
業
が
勢
い
を
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、

一
般
の
実
業
は
そ
の
圧
迫
を
受
け
て
益
々
凋
落
す
る
だ
ろ
う
。・
・
・
・
・
・
官
僚
事
業
が
こ
と
ご
と
に
勝
ち
を
占
め
る
の
で
、
商
業
に

よ
っ
て
創
業
し
も
と
も
と
官
僚
臭
の
無
か
っ
た
も
の
も
、
官
僚
に
接
近
し
て
そ
の
地
位
を
保
持
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
近
来
の
商
家
が

好
ん
で
政
界
と
交
際
を
も
と
う
と
す
る
の
も
、
半
ば
は
こ
れ
に
由
る
。
こ
の
種
の
趨
勢
は
実
業
界
の
空
気
を
日
々
腐
敗
さ
せ
る
。
取
り
除

か
な
け
れ
ば
、
実
業
を
興
隆
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
。」）

3（
（

　

民
国
成
立
後
は
王
朝
時
代
の
よ
う
な
露
骨
な
官
僚
優
遇
は
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
政
権
か
ら
の
施
し
と
い
う
性
格
を
強
く
も

っ
て
お
り
、
真
に
実
業
を
振
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
る
と
は
見
な
し
が
た
い
。
現
在
展
開
さ
れ
て
い
る
実
業
の
中
に
も
、
特
に
大

事
業
に
は
官
僚
の
影
響
力
が
及
ん
で
お
り
、
特
権
的
優
遇
を
利
用
し
て
他
の
事
業
者
を
圧
迫
し
て
い
る
。「
こ
れ
を
と
り
除
か
な
け
れ
ば
、

実
業
を
興
隆
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
」
だ
ろ
う
、
と
。

　

そ
し
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
言
明
す
る
。

「
も
し
、
官
吏
の
権
威
を
取
り
去
っ
て
人
民
と
平
等
に
し
、
そ
の
俸
禄
も
中
人
の
生
計
を
支
え
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
に
す
る
な
ら
ば
、
人

民
は
官
吏
を
そ
ん
な
に
高
い
地
位
だ
と
は
見
な
さ
ず
、
野
望
と
能
力
を
持
っ
た
者
は
必
ず
独
立
自
営
の
事
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。」）

31
（

「
実
業
の
勝
利
は
、実
業
自
身
に
よ
っ
て
広
く
そ
れ
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
困
難
が
あ
っ
て
も
、自
ら
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
で
あ
り
、

他
に
助
け
を
か
り
て
、
独
立
の
本
能
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
。」）

3（
（

　

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
が
考
え
る
実
業
の
内
容
と
は
、
官
の
側
か
ら
の
関
与
、
官
へ
の
依
存
を
厳
格
に
排
除
し
た
も
の
で
あ
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り
、
洋
務
的
な
そ
れ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
政
権
と
の
太
い
パ
イ
プ
を
背
景
に
経
営
を
拡
大
し
て
い
た
民
族
資
本
家
、
張
謇
な
ど
の
そ
れ

と
も
明
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。）

33
（

そ
れ
ら
と
は
基
本
的
な
視
点
を
異
に
す
る
、
あ
く
ま
で
「
独
立
の
本
能
」
を
も
っ
た
「
独
立

自
営
の
事
業
」
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
自
己
抑
制
を
説
く
従
来
の
儒
教
倫
理
は
批
判
さ
れ
る
。

「
そ
も
そ
も
（
中
国
の
先
哲
の
）
克
己
的
処
世
法
に
も
決
し
て
流
弊
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
危
険
を
避
け
よ
う
と
す
る
た
め
、

才
知
が
発
達
せ
ず
、
精
神
を
奮
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
卑
屈
・
萎
縮
・
臆
病
・
な
お
ざ
り
の
習
慣
を
生
む
。
今
日
、
わ
れ
わ

れ
の
社
会
が
西
洋
社
会
よ
り
劣
っ
た
状
態
に
あ
る
の
は
、
克
己
的
処
世
法
が
も
た
ら
し
た
悪
し
き
結
果
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、（
西

洋
の
）
奮
闘
的
処
世
法
を
取
り
入
れ
て
そ
れ
を
救
済
せ
ざ
る
を
え
な
い
。」）

31
（

「
わ
が
国
は
今
日
、
奮
闘
し
な
け
れ
ば
自
存
で
き
な
い
こ
と
疑
い
な
い
。」）

31
（

　

従
来
の
儒
教
の
自
己
抑
制
的
（「
克
己
的
」）
な
考
え
方
・
生
き
方
で
は
な
く
、
西
洋
の
積
極
的
「
奮
闘
的
」
な
考
え
方
・
生
き
方
を
取

り
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　

し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
積
極
性
「
奮
闘
」
が
放
縦
・
争
奪
に
な
が
れ
る
こ
と
は
厳
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
わ
が
国
の
人
は
、
も
と
も
と
独
立
の
精
神
に
乏
し
い
。・
・
・
・
・
・
付
和
雷
同
の
行
動
に
出
て
、
奮
闘
の
本
旨
を
失
う
。」）

31
（

　

し
た
が
っ
て
、「
奮
闘
」
と
同
時
に
「
克
己
」（
自
己
抑
制
）
も
ま
た
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
奮
闘
と
克
己
は
、
そ
の
末
流
は
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
う
ま
く
そ
れ
ら
を
用
い
れ
ば
相
互
に
補
い
合
う
効
果
が
生
ま
れ
る
。
克

己
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
奮
闘
で
き
る
の
で
あ
る
。
欲
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
国
民
は
、
常
に
そ
の
奮
闘
の
能
力
を
失
う
。」）

31
（

「
奮
闘
と
闘
争
は
同
じ
で
は
な
い
。
闘
争
は
人
と
争
奪
す
る
意
味
を
含
ん
で
い
る
が
、
奮
闘
は
自
己
の
努
力
で
あ
る
。」）

31
（

　

す
な
わ
ち
、
放
縦
に
陥
る
こ
と
の
な
い
、「
克
己
」（
自
己
抑
制
）
に
基
づ
く
「
奮
闘
」、
争
奪
に
堕
す
る
こ
と
の
な
い
、「
自
己
の
努
力
」

に
よ
る
「
奮
闘
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
認
識
の
上
に
立
っ
て
、「
独
立
自
営
」
の
実
業
の
基
礎
と
な
る
経
営
の
精
神
が
説
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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「
商
業
精
神
は
・
・
・
・
・
・
収
入
を
量
っ
て
支
出
を
し
、
た
く
み
に
利
益
計
算
を
す
る
。
巨
額
の
利
益
を
挙
げ
る
の
は
、
皆
わ
ず
か
な

蓄
積
を
重
ね
て
成
る
も
の
で
あ
る
。」）

11
（

「
欲
望
の
向
上
は
果
し
て
進
化
の
大
原
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
事
実
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
基
因
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
最
も
重
要
な
条
件
は
勤
倹
に
あ
る
。
け
だ
し
、
世
界
の
一
切
の
文
化
は
、
労
働
と
資
本
の
結
果
で
な
い
も
の
は
な
く
、
労
働
・
資
本

は
勤
倹
か
ら
生
ま
れ
る
。」）

1（
（

「
勤
倹
は
実
は
文
明
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
勤
倹
が
文
明
を
生
む
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。」）

11
（

　

こ
の
よ
う
に
、
杜
は
、
収
入
・
支
出
の
合
理
的
な
利
益
計
算
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
着
実
な
蓄
積
、
資
本
形
成
が
可
能
に
な
る
と
言
う
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
精
神
と
し
て
勤
労
倹
約
（「
勤
倹
」）
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
精
神
は
ま
た
合
理
的

な
労
働
従
事
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
る
、
と
。
杜
の
こ
の
「
勤
倹
」
の
精
神
の
提
起
は
、
旧
来
の
儒
教
的
概
念
を
再
評
価
す
る
と
い

う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
語
が
含
意
す
る
も
の
は
決
し
て
か
つ
て
の
儒
教
的
思
考
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
あ
の
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
描
き
出
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
禁
欲
的
な
「
資
本
主
義
の
精
神
」
に
近
い
も
の
だ
と
言

え
よ
う
。）

1（
（

　

こ
の
よ
う
な
勤
労
倹
約
（「
勤
倹
」）
の
精
神
に
基
づ
く
「
独
立
自
営
」
の
実
業
、
そ
れ
が
杜
の
作
り
出
そ
う
と
し
た
実
業
の
内
容
で
あ

る
。

　

そ
し
て
彼
は
、
そ
う
し
た
「
独
立
自
営
」
の
実
業
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
て
自
立
的
な
個
人
が
生
ま
れ
う
る
の
だ
と
す
る
。

「
ま
ず
個
人
の
地
位
を
強
固
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
地
位
と
は
、
権
位
勢
力
を
指
す
の
で
は
な
く
、
各
個
人
が
自
立
す
る
手
段
、

例
え
ば
道
徳
、
学
問
お
よ
び
生
活
し
て
い
く
た
め
の
職
業
を
言
う
の
で
あ
る
。」）

13
（

「
わ
が
国
の
新
勢
力
の
所
在
は
、
私
も
ほ
ぼ
こ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
は
決
し
て
政
治
上
に
お
い
て
生
活
し

旧
勢
力
の
一
部
を
分
け
取
っ
て
そ
れ
を
占
拠
し
よ
う
と
す
る
者
で
は
な
く
、
知
識
能
力
を
備
え
、
社
会
事
業
に
従
事
し
て
、
自
力
で
の
生

活
を
謀
ろ
う
と
す
る
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
人
は
ま
た
、
決
し
て
勢
力
を
得
て
他
人
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
は
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っ
き
り
と
個
人
の
地
位
を
守
り
、
個
人
の
名
誉
と
信
用
を
保
ち
、・
・
・
・
・
・
個
人
の
自
治
を
謀
ろ
う
と
す
る
人
で
あ
る
。」）

11
（

　

し
か
し
、
杜
に
は
、
中
国
に
お
い
て
、
自
立
的
な
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
利
益
を
追
求
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
調
和
的
な
社
会
が
生
ま

れ
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、彼
は
、社
会
的
責
任
の
重
要
性
を
説
き
、）

11
（

個
々
人
に
共
有
さ
れ
う
る
社
会
的
共
同
の
理
念
、「
国

民
共
同
の
概
念
」）

11
（

を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
社
会
の
中
の
固
有
の
道
徳
観
念
が
最
も
純
粋
最
も
中
正
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
確
信
す
べ
き
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
閉
鎖
的
な
も
の
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
各
国
の
賢
者
・
哲
人
が
明
ら
か
に

し
た
す
ぐ
れ
た
理
論
、
残
し
た
言
論
を
詳
細
に
検
討
し
、
わ
れ
わ
れ
固
有
の
観
念
の
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
に
足
る
も
の
を
皆
で
研
究
す

べ
き
で
あ
る
。」）

11
（

「
現
時
代
の
新
思
想
は
、
固
有
文
明
に
対
し
て
は
科
学
的
刷
新
を
主
張
し
、
決
し
て
頑
固
な
保
守
を
主
張
し
な
い
。
西
洋
文
明
に
対
し
て

は
相
当
の
吸
収
を
主
張
し
、
完
全
な
模
倣
を
主
張
し
な
い
。」）

11
（

「
中
国
固
有
の
文
明
は
、
未
来
世
界
に
直
接
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、・
・
・
・
・
・
科
学
的
法
則
に
よ
っ
て
そ
れ
を
整
理

し
刷
新
す
れ
ば
、
未
来
文
明
の
中
の
重
要
な
一
成
分
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。」）

11
（

　

彼
は
言
う
。
中
国
固
有
の
道
徳
観
念
が
「
最
も
純
粋
最
も
中
正
な
も
の
」
だ
と
確
信
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
閉
鎖
的
な
も

の
に
し
て
は
な
ら
ず
、
西
洋
文
明
を
吸
収
し
、
科
学
的
刷
新
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
彼
の
説
く
「
共
同
の
概
念
」（
共
同
の

理
念
）
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
ま
だ
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
ま
と
ま
っ
た
社
会
理
念
に
ま

で
昇
華
さ
れ
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
陳
独
秀
の
批
判
に
対
し
て
、「
君
道
臣
節
お
よ
び
名
教
綱

常
な
ど
の
本
源
は
、・
・
・
・
・
・
わ
が
国
固
有
文
明
の
基
礎
で
あ
る
」）

1（
（

と
い
っ
た
守
旧
的
と
も
思
わ
れ
る
表
現
を
と
る
こ
と
と
も
な
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
決
し
て
君
主
制
復
活
論
者
で
は
な
く
、
ま
た
先
に
見
た
よ
う
に
従
来
の
家
族
制
度
改
革
の
提
唱
者
で
あ
っ

た
。
彼
が
追
求
・
模
索
す
る
「
国
民
共
同
の
概
念
」
は
、
旧
来
の
儒
教
の
上
下
的
な
社
会
倫
理
で
は
な
く
、
自
立
的
な
個
々
人
相
互
の
社

会
的
な
共
同
の
理
念
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
杜
は
自
ら
の
構
想
す
る
国
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
個
人
を
国
家
に
没
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。・
・
・
・
・
・
国
家
は
多
数
の
個
人
が
集
ま
っ
て
成
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
福
利
を
謀
る

こ
と
は
多
数
の
個
人
の
福
利
を
謀
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。・
・
・
・
・
・
多
数
の
個
人
を
離
れ
て
国
家
を
言
え
ば
、
誰
が
国
家
の
代
表

者
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
言
い
か
え
れ
ば
、（
そ
れ
は
）
多
数
の
個
人
を
犠
牲
に
し
て
、
国
事
を
掌
握
す
る
少
数
人
の
意
志
に
し
た
が
わ
せ

る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。」）

11
（

「
共
和
政
体
は
決
し
て
固
有
の
文
明
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。」）

1（
（

「
真
の
共
和
を
求
め
る
と
い
う
目
的
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
に
困
難
で
も
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」）

13
（

　

つ
ま
り
、
彼
の
思
い
描
く
将
来
の
中
国
と
は
、
自
立
的
な
諸
個
人
を
前
提
と
し
、
彼
ら
の
共
同
の
上
に
成
立
す
る
民
主
的
な
共
和
制
国

家
な
の
で
あ
る
。五　

結
び

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陳
独
秀
は
論
文
「『
東
方
雑
誌
』
記
者
に
質
問
す
る
―
―
『
東
方
雑
誌
』
と
復
辟
問
題
」）

11
（

に
よ
っ
て
痛
烈
に

杜
亜
泉
を
批
判
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
要
約
す
れ
ば
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

杜
が
編
集
し
て
い
る
『
東
方
雑
誌
』
に
は
、
最
近
、
中
国
文
明
・
儒
教
倫
理
を
重
視
す
る
三
つ
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
、
杜
自
身
も
そ
の

一
つ
に
お
い
て
儒
教
倫
理
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
共
和
政
体
と
な
っ
た
今
、
そ
う
し
た
倫
理
を
説
く
こ
と
は
（
袁
世
凱
、
張
勲
ら
の

動
き
に
賛
同
し
て
）
君
主
制
の
復
活
を
望
む
も
の
で
あ
り
、「
共
和
民
国
に
謀
反
す
る
」
も
の
で
は
な
い
か
、）

11
（

と
。

　

確
か
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
杜
の
語
る
儒
教
的
な
「
国
民
共
同
の
概
念
」
は
、
な
お
十
分
に
新
た
な
内
容
を
反
映
し
た
も
の
、
成
熟

し
た
も
の
と
な
り
え
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
旧
来
の
社
会
的
関
係
へ
の
回
帰
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
以
上

に
見
来
た
っ
た
よ
う
に
、
杜
は
、
中
国
社
会
の
中
に
広
範
に
「
独
立
自
営
」
の
実
業
経
営
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
立
的
」
個
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人
を
創
出
し
て
「
真
の
共
和
」
国
家
建
設
の
社
会
的
基
礎
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、彼
の
説
く
儒
教
的
な
「
国
民
共
同
の
概
念
」
は
、

自
立
的
な
個
人
相
互
の
社
会
的
共
同
の
理
念
を
模
索
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
杜
の
思
想
内
容
は
、
陳
の
批
判
よ
り
前
に
、
す
で
に
杜
の
議
論
の
随
所
に
く
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
批

判
を
受
け
た
杜
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
陳
の
批
判
は
極
め
て
「
断
章
主
義
」
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ

の
批
判
の
影
響
に
よ
っ
て
、
杜
は
言
論
界
か
ら
退
出
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
や
が
て
一
九
三
三
年
、
貧
窮
の
中
に
こ
の
世
を
去
る
。

そ
し
て
、
彼
が
提
起
し
た
中
国
近
代
化
の
道
・
視
点
は
、
以
後
十
分
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
議
論
の
後
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

［
注
］

（
１
）　
『
杜
亜
泉
文
選
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
の
王
元
化
の
序
「
杜
亜
泉
と
東
西
文
化
問
題
論
戦
」。
な
お
、
以
下
、
本
書
は
『
文
選
』

と
略
記
す
る
。

（
２
）　

同
右

（
３
）　

藤
井
隆
「「
調
和
論
」
の
帰
結
―
―
杜
亜
泉
の
試
み
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
通
号
一
〇
、一
九
九
六
年
）

（
４
）　

注
（
１
）
の
一
頁

（
５
）　

同
右
、
一
七
頁

（
６
）　

同
右
、
六
頁

（
７
）　

同
右

（
８
）　

注
（
３
）
の
六
二
頁

（
９
）　

同
右
、
八
四
頁

（
10
）　

同
右
、
一
〇
〇
頁
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（
11
）　

同
右

（
12
）　

浅
野
純
一
訳
、
王
元
化
著
「
杜
亜
泉
と
東
西
文
化
問
題
論
戦
」（『
言
語
文
化
論
叢
』
三
号
、
一
九
九
三
年
）

（
13
）　
『
文
選
』
四
〇
八
頁

（
14
）　

注
（
１
）
と
同
じ

（
15
）　
『
文
選
』
一
頁
。
以
下
、
引
用
文
中
の
（　

）
内
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
16
）　

同
右
、
二
頁

（
17
）　

同
右
、
二
七
頁

（
18
）　

同
右
、
九
一
～
九
二
頁

（
19
）　

同
右
、
四
三
～
四
四
頁

（
20
）　

同
右
、
一
二
八
頁

（
21
）　

同
右
、
六
三
～
六
四
頁

（
22
）　

同
右
、
一
四
八
頁

（
23
）　

同
右
、
一
四
九
頁

（
24
）　

同
右
、
三
九
七
～
三
九
八
頁

（
25
）　

同
右
、
三
九
八
頁

（
26
）　

同
右
、
四
〇
〇
頁
。
な
お
、
引
用
文
中
の
〔　

〕
内
は
原
文
の
も
の
で
あ
る
。

（
27
）　

拙
稿
「
張
東
蓀
の
「
士
階
級
」
論
―
―
中
国
に
お
け
る
民
主
化
の
担
い
手
と
し
て
―
―
」（『
神
女
大
史
学
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
五
年
）、
参
照
。

（
28
）　
『
文
選
』
三
九
九
頁

（
29
）　

同
右
、
四
〇
〇
頁

（
30
）　

同
右
、
四
一
六
頁
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（
31
）　

同
右

（
32
）　

同
右
、
三
二
三
頁

（
33
）　

同
右
、
四
〇
一
頁

（
34
）　

同
右
、
四
〇
一
～
四
〇
二
頁

（
35
）　

同
右
、
一
四
九
頁

（
36
）　

同
右
、
二
三
頁

（
37
）　

同
右
、
四
一
三
頁

（
38
）　

同
右
、
二
〇
八
～
二
〇
九
頁

（
39
）　

同
右
、
一
九
二
頁

（
40
）　

同
右
、
一
九
二
～
一
九
三
頁

（
41
）　

同
右
、
四
〇
五
頁

（
42
）　

同
右
、
五
〇
頁

（
43
）　

同
右
、
四
〇
五
頁

（
44
）　

中
井
英
基
『
張
謇
と
中
国
近
代
企
業
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
）、
参
照
。

　
　
　

世
襲
的
固
定
的
な
身
分
制
度
の
下
で
、
被
支
配
階
級
の
中
か
ら
、
特
権
に
依
存
し
な
い
独
立
自
営
の
実
業
（
商
工
業
）
が
自
生
的
に
生
成
・
展
開
し
て

く
る
西
洋
と
の
差
異
、
困
難
さ
。

（
45
）　
『
文
選
』
七
九
頁

（
46
）　

同
右
、
一
九
八
頁

（
47
）　

同
右
、
二
〇
〇
頁

（
48
）　

同
右
、
七
九
頁
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（
49
）　

同
右
、
一
九
九
頁

（
50
）　

同
右
、
四
〇
五
頁

（
51
）　

同
右
、
二
七
三
頁

（
52
）　

同
右

（
53
）　

な
お
、「
勤
倹
」
の
重
要
性
を
説
い
た
杜
亜
泉
の
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
一
七
年
で
あ
り
、
Ｍ
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
を
学
術
雑
誌
『
ア
ル
ヒ
ー
フ
』
に
発
表
し
終
わ
っ
た
の
は
一
九
〇
五
年
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
『
宗
教
社
会
学
論
集
』

に
収
録
・
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
二
〇
～
一
九
二
一
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
杜
が
ウ
エ
ー
バ
ー
の
当
該
著
作
を
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
54
）　
『
文
選
』
二
六
二
頁

（
55
）　

同
右
、
三
二
三
頁

（
56
）　
「
身
体
を
こ
き
使
い
、
精
神
を
磨
き
、
胸
襟
を
純
潔
に
し
、
志
気
を
発
揚
し
て
、
誘
惑
の
虚
飾
を
振
り
払
い
、
困
難
な
事
業
を
担
う
、
個
人
の
為
に
も

社
会
の
為
に
も
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
。」（『
文
選
』
八
〇
頁
）

（
57
）　
『
文
選
』
二
〇
二
頁

（
58
）　

同
右
、
二
七
一
頁

（
59
）　

同
右
、
四
〇
九
頁

（
60
）　

同
右

（
61
）　

同
右
、
三
五
一
頁

（
62
）　

同
右
、
二
六
三
頁

（
63
）　

同
右
、
三
五
一
頁

（
64
）　

同
右
、
二
九
三
頁

（
65
）　

同
右
、
三
九
四
頁
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（
66
）　

同
右
、
三
五
七
頁






