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高
柳

信
　
夫

一
　
は
じ
め
に

　
本
論
は
、
厳
復
（
一
八
五
四
～
一
九
二
一
）
の
政
治
的
な
領
域
に
関
連
す
る
発
言
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
発
想
に
重

点
を
置
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

　
周
知
の
よ
う
に
、
厳
復
は
清
朝
末
期
に
お
け
る
西
洋
思
想
紹
介
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
、
T
・
H
・
バ
ク
ス
レ
ー
の
吋
竃
ミ
ー

職
。
ミ
黛
§
島
ミ
塁
の
翻
訳
で
あ
る
『
天
演
論
』
を
は
じ
め
と
し
薮
々
の
訳
書
は
当
時
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
髄

饗
鞭
瓠
擁
ボ
…
縮
螺
磁
初
田
欝
　
獣
野
鱗
闘
糠
叢
響
雛
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治

目
新
し
く
も
な
い
テ
ー
マ
の
論
考
を
提
出
す
る
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
業
績
に
目
を
通
し
て
み
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
、
「
厳
復
の
　
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

テ
キ
ス
ト
を
読
む
」
と
い
う
極
め
て
平
凡
な
作
業
が
い
ま
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
で
あ
る
。
　
　
　
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厳

　
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
厳
復
は
「
自
由
」
「
民
主
」
「
平
等
」
な
ど
に
つ
い
て
度
々
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
を
分
析
す
る
際
、
従
来

の
研
究
で
は
、
い
き
な
り
研
究
者
自
身
の
「
自
由
」
「
民
主
」
「
平
等
」
観
が
色
濃
く
反
映
す
る
形
で
、
厳
復
の
思
想
の
「
意
義
」
や
　
m



「
限
界
」
が
説
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
果
た
し
て
こ
れ
ら
の
諸
概
念
が
、
厳
復
自
身
の
議
論
の
中
で
、
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
、
よ
り
基
本
的
な
部
分
が
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
厳
復
に
限
ら
ず
、
近
代
以
降
の
思
想
家
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
比
較
的
広
く
見
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
こ
う
し
た
事
態
は
、

近
代
以
前
の
思
想
家
を
研
究
対
象
に
す
る
場
合
に
は
、
余
り
起
き
得
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
現
代
に
お
い
て
朱
子

の
思
想
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
除
き
、
朱
子
が
「
理
」
や
「
性
」
な
ど
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
か
を

明
確
に
す
る
作
業
を
抜
き
に
し
て
、
い
き
な
り
研
究
者
自
身
の
「
理
」
観
、
「
性
」
観
に
基
づ
い
て
、
そ
の
「
意
義
」
や
「
限
界
」
が

論
じ
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
ケ
ー
ス
は
稀
な
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
朱
子
が
用
い
る
タ
ー
ム
が
我
々
が
現
在
日
常
的
に
用
い
て
い
る
語
彙
と
相
当
に
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

逆
に
い
え
ば
、
近
代
以
降
の
思
想
家
が
用
い
る
タ
ー
ム
に
、
現
代
の
我
々
が
常
用
す
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も

彼
等
の
思
想
を
論
ず
る
際
に
、
我
々
自
身
の
見
方
が
濃
厚
に
織
り
込
ま
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
確
か
に
、
自
ら
の
価
値
観
を
前
面
に
押
し
出
し
て
思
想
を
論
評
す
る
の
も
、
十
分
意
義
あ
る
行
き
方
で
あ
り
、
知
識
人
の
政
治
へ
の

関
与
を
む
し
ろ
義
務
と
す
る
中
国
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
そ
ち
ら
の
方
が
正
統
な
研
究
の
在
り
方
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、

研
究
対
象
と
な
る
テ
キ
ス
ト
に
何
が
述
べ
て
あ
る
か
を
虚
心
に
読
み
取
る
よ
う
努
め
る
こ
と
も
意
義
な
し
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
「
読
み
」
に
お
い
て
は
、
完
全
に
「
虚
心
」
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
形
で
、
読
む
側
の

先
入
観
が
不
可
避
的
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
虚
心
」
な
読
み
を
可
能
な
限
り
装
お
う

と
す
る
努
力
の
中
か
ら
、
研
究
対
象
の
従
来
見
え
て
い
な
か
っ
た
側
面
が
描
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
や
や
話
が
大
袈
裟
に
な
っ
た
が
、
要
す
る
に
、
「
厳
復
の
テ
キ
ス
ト
を
素
直
に
読
む
」
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
議
論
を
進
め
た
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
い
て
装
わ
れ
た
「
素
直
さ
」
の
巧
拙
に
つ
い
て
は
大
い
に
批
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判
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
う
し
た
小
論
で
言
及
し
う
る
範
囲
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
今
日
に
お
い
て
、

な
お
標
記
の
よ
う
な
平
々
凡
々
た
る
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
所
以
を
了
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
厳
復
の
思
想
的
立
場
に
関
し
て
、
そ
の
生
涯
を
三
期
に
分
け
て
論
ず
る
こ
と
が
多
い
。
例

え
ば
、
周
振
甫
氏
が
、
戊
戌
の
政
変
ま
で
を
「
全
盤
西
化
時
期
」
、
辛
亥
革
命
ま
で
を
「
中
西
折
衷
時
期
」
、
そ
れ
以
後
を
「
反
本
復
古

　
　
　
　
（
3
）

時
期
」
と
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
、
厳
復
の
思
想
の
「
変
化
」
の
過
程
を
一
一
『
期
に
分
け
る
と
い
う
見
方
が
通
用

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
体
に
お
い
て
、
こ
の
三
期
に
は
、
西
洋
の
民
主
政
治
を
賛
美
し
、
中
国
の
専
制
政

治
を
批
判
し
て
い
た
「
進
歩
」
的
な
時
期
、
清
朝
打
倒
を
目
指
す
革
命
運
動
に
反
対
の
立
場
を
示
し
「
保
守
」
化
し
た
時
期
、
さ
ら
に

辛
亥
革
命
後
の
、
孔
子
を
尊
び
、
衰
世
凱
の
帝
制
に
事
実
上
加
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
反
動
」
的
な
時
期
と
い
う
、
厳
復
の
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

立
場
の
「
変
化
」
へ
の
評
価
が
リ
ン
ク
さ
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　
筆
者
も
、
こ
う
し
た
解
釈
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
「
事
実
」
自
体
に
つ
い
て
争
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
筆
者
の
印
象
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

厳
復
の
各
時
期
の
政
治
的
な
事
柄
に
関
連
す
る
発
言
を
見
た
時
、
む
し
ろ
、
彼
の
発
言
の
背
後
に
あ
る
発
想
は
頑
な
に
ま
で
一
貫
し
て

い
る
、
つ
ま
り
、
あ
る
意
味
で
厳
復
の
立
場
は
全
く
「
変
化
」
し
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏
が
厳
復
の
思
想
に
終
始
一
貫
す
る
要
素
と
し
て
注
目
し
た
「
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
富
強
の
追
求
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
事
実
判
断
と
し
て
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏
の
理
解
は
大
体
に
お
い
て
間
違
い
は
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
が
厳
復
の
発
言
の
中
に
感
じ
る
コ
貫
性
」
は
、
そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て

は
、
よ
り
根
源
的
な
レ
ベ
ル
で
の
「
一
貫
性
」
と
い
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
の
厳
復
の
コ
貫
性
」
を
中
心
と
し
て
、
彼
の
政
治
論
の
一
端
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
が
、
議
論
の
筋
道
を
明
確

に
す
る
た
め
、
や
や
意
識
的
に
こ
の
コ
貫
性
」
を
強
調
す
る
形
で
論
述
を
構
成
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
検
証
面
に
お
け
る
不
十
分
さ
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や
、
方
法
上
の
問
題
点
も
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ま
ず
は
仮
説
を
提
出
し
、
大
方
の
批
判
を
請
い
た
い
。

二

　
政
治
に
限
ら
ず
、
厳
復
の
様
々
な
社
会
的
問
題
に
関
す
る
議
論
を
通
観
し
て
み
て
、
彼
自
身
の
立
場
を
最
も
端
的
に
語
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
は
、
『
老
子
評
点
』
（
一
九
〇
五
）
に
付
さ
れ
た
評
語
、
さ
ら
に
、
同
様
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
語
っ
た
『
法
意
』
（
一
九

〇
四
～
九
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』
の
翻
訳
）
の
案
語
の
中
の
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
『
南
華
』
（
荘
子
）
は
、
「
遣
遙
游
」
を
第
一
篇
、
「
斉
物
論
」
を
第
二
篇
、
「
養
生
主
」
を
第
三
篇
と
す
る
。
老
子
の
は
じ
め
の

　
　
三
章
も
こ
の
順
序
に
従
う
。
恐
ら
く
哲
学
の
普
遍
的
な
順
序
で
あ
る
。
人
は
、
自
ら
が
狭
い
世
界
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
心
を
広
く
持
ち
、
視
点
を
拡
大
し
て
こ
そ
、
認
識
可
能
な
事
物
に
つ
い
て
の
議
論
は
全
て
等
価
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
ど
の
点
に
最
も
努
力
す
べ
き
か
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。
（
『
老
子
評
点
』
評
語
）

　
　
　
あ
あ
、
自
分
の
狭
い
世
界
に
と
ら
わ
れ
、
習
慣
に
拘
泥
し
、
教
え
に
縛
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
に
と
っ
て
嘆
く
べ
き
こ

　
　
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
制
や
礼
俗
と
い
っ
た
領
域
の
み
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
聖
賢
で
、
最
も
こ
の
理

　
　
に
通
暁
し
て
い
た
の
は
、
恐
ら
く
荘
子
以
上
の
者
は
い
な
い
。
彼
の
言
葉
を
、
現
在
の
西
洋
の
哲
学
者
と
比
べ
て
も
、
そ
れ
を
大

　
　
き
く
超
え
う
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
ゆ
え
に
（
荘
子
は
）
自
ら
の
説
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
「
遣
遙
の
游
」
を
な
し
、
人
の
心
を
至
広
の
領
域
に
導
き
、
そ
う

　
　
し
た
後
に
、
物
事
に
関
す
る
議
論
は
本
来
様
々
で
あ
り
う
る
も
の
で
、
是
非
と
い
う
の
は
彼
我
の
区
別
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
じ

　
　
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
。
お
よ
そ
、
（
『
荘
子
』
内
篇
の
）
七
篇
の
中
に
あ
る
こ
と
は
、
み
な
近
年
の
進
化
論
者
の
最
高
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レ
ベ
ル
の
説
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
人
が
社
会
の
中
で
生
活
し
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
是
非
は
も
と
よ
り
確
定
さ
れ
る
。
蓋
し
、
そ
れ
は
「
養
生
」

　
　
を
主
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…

　
　
　
こ
の
世
界
に
居
て
、
人
間
が
人
間
の
こ
と
を
論
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
界
の
人
間
を
基
準
と
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
（
『
法
意
』
案
語
）

　
厳
復
の
『
老
子
』
『
荘
子
』
へ
の
傾
倒
の
あ
り
方
は
別
途
論
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
主
義
主
張
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
は
存
在
し
な
い
」
が
、
「
人
間
で
あ
る
以
上
、
現
実
の
人
間
の
『
養
生
』
と
い
う
こ
と
を

基
準
と
し
て
事
物
の
是
非
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
ま
ず
第
一
に
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
の
教
条
化
の
拒
否
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
中
国
の
伝
統
的
な
儒
学
で
あ
れ
、
西

洋
の
民
主
主
義
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
で
は
何
等
の
特
権
的
価
値
を
主
張
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と

っ
て
価
値
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
「
養
生
」
と
い
う
効
果
を
持
つ
と
い
う
限
り
に
お
い
て
の
み
だ
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
所
謂
「
社
会
有
機
体
」
論
者
で
あ
っ
た
厳
復
の
言
う
「
養
生
」
は
、
そ
こ
に
「
個
人
」
の
「
養
生
」
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

含
ま
れ
て
は
い
る
に
し
て
も
、
よ
り
強
く
「
社
会
」
全
体
の
「
養
生
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
で
、
中
国
の

一
般
的
な
「
養
生
」
説
と
は
色
合
い
を
異
に
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
、
厳
復
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
相
対
主
義
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
当
該
社
会
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
る
な
ら
ば
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
選
択
し
う
る
（
逆
に
当
該
社
会
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拒
絶
し
う
る
）
と
い
う
理

論
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
思
考
法
は
、
厳
復
の
二
十
数
年
の
言
論
活
動
を
通
じ
て
、
基
本
的

に
は
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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さ
ら
に
、
も
う
一
つ
、
よ
り
政
治
論
に
近
い
領
域
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
次
の
『
原
富
』
（
｝
九
〇
一
～
二
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

『
国
富
論
』
の
翻
訳
）
の
案
語
は
、
彼
の
い
ま
一
つ
の
基
本
的
発
想
を
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　
古
来
、
弊
害
の
な
い
制
度
な
ど
存
在
し
な
い
。
民
徳
が
ま
だ
進
歩
し
て
お
ら
ず
、
民
智
が
拡
大
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

　
　
弊
害
は
特
に
大
き
い
。
よ
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
制
度
を
実
施
す
れ
ば
、
ど
ん
な
場
合
で
も
都
合
の
良
い
点
と
悪
い
点
が
あ
り
、
そ

　
　
の
緩
急
軽
重
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
「
欠
点
の
な
い
制
度
で
な
く
て
は
実
行
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
は
、
’
平
凡
な

　
　
医
者
が
、
処
方
に
あ
た
っ
て
無
毒
な
も
の
ば
か
り
を
求
め
、
そ
の
結
果
い
よ
い
よ
多
く
の
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
同
じ

　
　
で
あ
る
。
時
勢
を
知
悉
し
て
い
る
士
が
国
家
の
た
め
に
或
る
法
制
を
作
る
と
、
意
見
を
異
に
す
る
者
は
、
必
ず
そ
の
制
度
の
欠
点

　
　
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
攻
撃
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
禍
を
可
能
な
か
ぎ
り
軽
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
を
実
行
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
　
は
、
軽
い
禍
の
方
を
選
択
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
や
む
を
え
ぬ
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
絶
対
的
な
制
度
は
存
在
し
な
い
と
い
う
判
断
、
さ
ら
に
、
良
き
為
政
者
は
そ
の
時
々
の
情
勢
に
応
じ
て
、
与
え
ら
れ
た
不
完
全
な
選

択
肢
の
中
か
ら
相
対
的
に
害
が
少
な
い
（
も
し
く
は
利
が
多
い
）
と
い
う
「
効
果
」
を
基
準
と
し
て
制
度
の
選
択
を
行
う
（
と
い
う
よ

り
、
そ
う
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
）
も
の
だ
と
い
う
主
張
も
、
厳
復
が
政
治
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
そ
の
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
保
持
し
て
い
た
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
厳
復
の
立
場
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
彼
の
鉄
道
建
設
を
め
ぐ
る
発
言
が
あ
る
。

　
彼
は
経
済
的
な
効
果
の
み
で
な
く
、
古
き
も
の
に
と
ら
わ
れ
た
中
国
人
の
考
え
方
を
変
え
る
と
い
う
意
味
あ
い
か
ら
も
鉄
道
の
建
設

　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
重
視
し
て
い
た
が
、
『
法
意
』
の
案
語
で
は
、
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
盲
目
的
な
排
外
と
は
異
な
る

も
の
と
し
て
「
文
明
之
排
外
」
と
い
う
主
張
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
外
国
資
本
の
流
入
を
拒
絶
し
、
中
国
自
身
で
鉱
山

を
開
き
、
鉄
道
を
作
ろ
う
と
い
う
議
論
が
高
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
警
告
を
す
る
。
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経
済
や
政
治
の
道
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
時
宜
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
は
特
に
一
面
的
な
見

　
　
方
だ
け
で
済
ま
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
わ
が
国
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
開
通
」
と
い
う
こ
と
を
第
一
と
せ

　
　
ね
ば
な
ら
ず
、
「
窒
塞
」
こ
そ
が
最
大
の
害
と
な
っ
て
い
る
。
自
ら
鉱
山
を
開
き
、
自
ら
鉄
道
を
作
り
、
（
外
国
の
）
利
権
を
排
斥

　
　
す
る
と
い
う
説
が
こ
の
よ
う
に
日
々
牢
固
た
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
を
打
破
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
（
原
注
”
留
学
生
の

　
　
中
に
は
「
中
国
に
鉄
道
が
で
き
ず
、
鉱
山
が
開
か
れ
ず
と
も
、
外
国
が
わ
が
国
に
投
資
し
て
利
益
を
得
る
こ
と
は
さ
せ
な
い
」
と

　
　
い
う
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
、
か
つ
て
徐
東
海
相
国
が
「
夷
独
を
攻
撃
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
国
が
亡
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

　
　
と
し
て
も
、
非
常
に
光
栄
で
あ
る
」
と
い
っ
た
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
）
、
将
来
悪
し
き
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
厳
復
と
て
、
外
国
資
本
に
よ
ら
ず
、
中
国
自
身
が
鉄
道
建
設
な
ど
の
事
業
を
な
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
す
る
の
が
望

ま
し
い
と
は
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
厳
復
の
み
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
当
時
の
状
況
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
鉄
道
建
設
等
の
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
外
国
の
資
本
に
頼
る
こ
と
も
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

一
九
〇
二
年
の
「
路
砿
議
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
鉄
道
建
設
や
鉱
山
開
発
は
、
中
国
が
自
ら
の
手
で
行
う
の
が
よ
い
」
と
い
う
説
は
、
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
現

在
に
お
い
て
は
そ
れ
は
不
可
能
な
情
勢
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
中
国
に
と
っ
て
利

益
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
で
鉄
道
や
鉱
山
の
仕
事
に
携
わ
る
者
に
は
技
術
者
が
少
な
く
、
彼
ら
も
ま
た
経
験
が
非
常

に
浅
い
。
ゆ
え
に
、
地
勢
な
ど
を
つ
ぶ
さ
に
理
解
し
、
無
駄
な
出
費
や
失
敗
を
な
く
し
、
鉄
路
や
鉱
山
に
関
す
る
事
業
を
、
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
で
問
題
な
く
進
め
る
と
い
う
の
は
、
現
在
の
中
国
人
に
は
殆
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
国
内
の
富
裕
な
商
人
は
み
な
疑
い
深
く
、
確
実
と
は
言
え
な
い
将
来
の
利
益
の
た
め
に
、
莫
大
な
資
財
を
出
そ
う
な
ど

と
は
決
し
て
し
な
い
。
よ
っ
て
、
出
資
を
募
る
場
合
に
は
、
最
初
に
西
洋
の
商
人
に
よ
る
資
本
金
を
集
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
う
す
れ
ば
、
国
内
の
商
人
も
信
用
し
、
彼
ら
の
出
資
も
次
々
と
集
ま
る
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
「
資
本
を
外
人
が
出
す
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
が
主
導
権
を
と
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
事
業
の
利
益
は
彼
ら
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

　
　
う
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
彼
ら
外
国
人
が
利
益
を
得
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
中
国
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
得
る
利
益
は
更
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
外
国
資
本
の
導
入
に
よ
っ
て
、
鉄
道
そ
の
他
か
ら
得
ら
れ
る
利
権
を
外
国
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
確
か
で

あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
鉄
道
の
建
設
な
ど
が
実
際
に
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
中
国
に
も
た
ら
す
利
益
は
、
外
国
に
与
え
た
も
の
を
補

っ
て
余
り
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
外
国
の
資
本
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
鉄
道
建
設
な
ど
の
事
業
を
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
厳
復
が
辛
亥
革
命
後
に
、
婁
世
凱
の
独
裁
を
結
果
的
に
支
持
し
た
の
も
同
様
の
発
想
に
基
づ
く
。

　
彼
は
衰
世
凱
に
つ
い
て
、

　
　
　
確
か
に
傑
物
で
は
あ
る
が
、
そ
の
能
力
を
見
極
め
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
の
帝
制
時
代
の
有
能
な
総
督
巡
撫
で
し
か
な
い
。
列
強

　
　
の
君
主
や
宰
相
と
対
抗
す
る
に
は
、
科
学
や
哲
学
の
知
識
が
乏
し
す
ぎ
、
世
界
的
視
野
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
他
人
を
自
分
に
従
わ

　
　
せ
よ
う
と
ば
か
り
し
、
他
人
に
従
お
う
と
は
せ
ず
、
人
の
使
い
方
や
政
治
の
行
い
方
は
、
人
に
不
満
を
抱
か
せ
る
と
こ
ろ
が
甚
だ

　
　
多
く
、
彼
に
風
俗
を
改
め
、
国
の
基
礎
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
望
む
べ
き
人
間
で
は
な
い
。

と
不
満
を
い
だ
き
つ
つ
も
、

　
　
　
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
、
冷
静
に
論
じ
て
み
て
、
新
旧
両
派
の
中
で
、
元
首
の
任
に
当
た
る
者
を
求
め
て
も
、
項
城
（
1
1
衰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
世
凱
）
に
勝
る
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。

と
し
て
、
衰
世
凱
に
政
治
を
託
す
る
こ
と
を
「
や
む
を
得
ぬ
」
選
択
だ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
彼
は
衰
世
凱
が
失
脚
し
た
後
に
お
い
て
も
「
今
日
の
政
治
の
唯
一
の
要
点
は
、
対
外
的
に
は
強
国
た
り
う
る
こ
と
、
対
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

的
に
は
秩
序
を
維
持
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
方
法
は
二
の
次
で
あ
る
」
、
「
中
国
を
治
め
よ
う
と
思
え
ば
、
強
力
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

中
央
政
府
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
た
と
え
独
裁
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
た
指
導
者
を
待

望
し
た
が
、
こ
れ
も
、
厳
復
が
一
般
的
な
意
味
で
「
独
裁
的
な
政
治
が
、
民
主
的
な
政
治
よ
り
も
望
ま
し
い
」
と
判
断
し
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
の
中
国
に
お
け
る
利
害
計
算
の
結
果
と
し
て
出
さ
れ
た
判
断
な
の
で
あ
る
。

三

　
さ
て
、
「
絶
対
的
な
制
度
は
存
在
せ
ず
、
為
政
者
は
そ
の
時
々
の
状
況
の
中
で
の
利
害
を
衡
量
し
て
政
策
を
選
択
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
」

と
い
う
主
張
は
、
前
節
の
最
初
に
挙
げ
た
、
『
老
子
』
『
荘
子
』
に
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
た
厳
復
の
議
論
と
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
と
い
っ
て

よ
い
が
、
「
弊
害
の
な
い
制
度
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
事
実
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
分
、
よ
り
強
い
主
張
だ
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
政
治
的
理
念
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
る
（
「
端
的
に
善
で
あ
る
よ
う
な
理
念
は
存
在
し
な
い
」
な

ど
V
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
厳
復
の
極
め
て
「
功
利
」
的
な
政
治
観
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
政
策
や
理
念
が
、
状
況
に
応
じ
て
取

捨
す
べ
き
「
手
段
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
例
え
ば
、
厳
復
に
と
っ
て
の
「
自
由
」
も
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
価
値
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
確
か
に
、
厳
復
に
と
っ
て
「
管
理
（
原
文
”
「
治
理
」
）
ば
か
り
で
自
由
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
発
達
す
る
す
べ
が
な
い
」
と

い
う
こ
と
は
「
科
学
的
な
真
理
」
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
常
に
『
自
由
』
を
主
義
と
し
て
提
唱
す
べ
き
で
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あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
恐
ら
く
全
く
異
質
な
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
自
由
ば
か
り
で
管
理
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
安
定

し
た
も
の
に
は
な
り
え
な
い
」
と
い
う
の
も
、
先
の
も
の
と
同
様
の
資
格
を
持
っ
た
真
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
こ
の
二
者
の
間
を
劇
酌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V

し
て
、
調
整
を
つ
け
て
互
い
に
衝
突
し
あ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
政
治
家
の
仕
事
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
問
題
」
だ

か
ら
で
、
あ
る
時
点
で
「
自
由
」
を
強
調
す
べ
き
か
否
か
は
、
そ
の
時
々
の
情
況
に
依
存
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
富
強
」
と
い
う
価
値
す
ら
も
、
論
理
的
に
い
え
ば
、
厳
復
に
と
っ
て
は
、
恐
ら
く
こ
う
し
た
「
手
段
」
と
し
て
の
価
値

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
彼
は
事
実
上
の
言
論
界
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
っ
た
「
論
世
変
之
亟
」
に
お
い
て
、

　
　
　
思
う
に
、
わ
が
中
国
の
聖
人
の
意
は
、
「
自
分
は
、
宇
宙
が
無
尽
蔵
の
可
能
性
を
持
ち
、
ま
た
人
の
心
の
優
れ
た
力
は
、
も
し

　
　
そ
れ
を
日
々
啓
発
し
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
知
的
能
力
は
測
り
し
れ
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
発
達
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
わ

　
　
け
で
は
な
い
。
し
か
る
に
自
分
が
そ
の
こ
と
を
捨
て
置
い
て
、
そ
れ
を
務
め
と
し
な
い
の
は
、
生
民
の
道
と
い
う
の
は
、
互
い
に

　
　
安
ん
じ
、
互
い
に
養
い
あ
う
こ
と
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
天
地
の
物
産
は
有
限
な
も
の
だ
が
、
人
民
の
欲
望
は
無
限
で
あ
り
、

　
　
人
口
が
次
第
に
増
え
、
開
発
が
日
々
拡
大
す
れ
ば
、
結
局
そ
れ
が
不
足
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
物
が
不
足
す
れ
ば
、
必
ず
争
い

　
　
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
が
、
争
い
こ
そ
は
人
間
に
と
っ
て
の
大
害
で
あ
る
。
よ
っ
て
む
し
ろ
『
止
足
』
を
以
て
教
え
と
為
し
、
各

　
　
人
が
素
朴
愚
昧
に
安
ん
じ
、
所
謂
『
井
戸
を
う
が
っ
て
飲
み
、
田
を
耕
し
て
食
ら
う
』
と
い
っ
た
生
活
を
送
る
よ
う
に
さ
せ
、
長

　
　
上
に
事
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
方
が
よ
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…

　
　
　
し
か
し
、
民
智
が
そ
の
た
め
に
日
々
弱
ま
り
、
民
力
が
そ
の
た
め
に
日
々
衰
え
、
結
果
と
し
て
、
外
国
と
勝
ち
負
け
を
争
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
の
考
え
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
伝
統
的
な
聖
人
の
教
義
は
、
人
々
の
能
力
の
開
発
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
（
最
も
直
接
的
な
も
の
と
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し
て
は
「
中
国
の
富
強
の
実
現
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
争
い
に
よ
る
害

の
方
が
大
き
い
と
の
利
害
計
算
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
民
智
民
力
の
低
下
を
招
き
、
外
国
と
の
競
争

に
太
刀
打
ち
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
禍
害
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
厳
復
は
、
「
士
と
し
て
今
日
に
生
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
西
洋
の
富
強
の
効
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
」
は
、
「
無
目

者
」
で
あ
り
、
「
富
強
を
追
求
せ
ず
と
も
中
国
は
安
泰
で
居
ら
れ
る
」
と
か
、
「
西
洋
の
や
り
方
を
用
い
ず
と
も
富
強
を
達
成
で
き
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
ど
と
言
う
こ
と
は
、
「
狂
易
失
心
之
人
」
の
す
る
こ
と
だ
と
断
じ
、
結
果
的
に
「
自
由
」
な
ど
の
西
洋
的
な
価
値
を
選
択
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
厳
復
は
、
聖
人
が
「
争
い
の
防
止
」
の
た
め
に
立
て
た
教
義
も
、
本
来
決
し
て
「
天
経
地

義
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
利
害
計
算
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

そ
の
教
義
に
異
を
唱
え
、
そ
れ
と
は
異
質
な
西
洋
的
な
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
富
強
を
追
求
す
る
と
い
う
選
択
も
、
厳
復
に
お
い
て
は
、

あ
く
ま
で
そ
の
時
点
で
の
「
功
利
」
的
な
利
害
計
算
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
厳
復
は
、
「
論
世
変
之
亟
」
に
お
い
て
、
中
国
と
西
洋
の
差
異
を
比
較
し
、
中
国
は
「
最
も
三
綱
を
重
ん
ず
る
」
「
親

親
」
「
孝
を
以
て
天
下
を
治
め
る
」
「
尊
主
」
等
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
洋
は
「
ま
ず
平
等
を
明
ら
か
に
す
る
」
「
尚
賢
」
「
公
を
以
て

天
下
を
治
め
る
」
「
隆
民
」
等
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
私
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
即
座
に
そ
の
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
文
脈
に
お
け
る
利
害
計
算
を
離
れ
た
一
般
的
な
形
で
は
、
両
者
の
優
劣
は
つ
け
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
私
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
即
座
に
そ
の
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
発
言
を
、

保
守
的
な
人
々
の
反
発
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
と
の
判
断
も
あ
り
う
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
厳
復
も
、
西
洋
流
が
完
壁
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
原
強
修
訂
稿
」
（
一
八
九
六
P
）
で
は
、
西
洋

に
お
い
て
は
貧
富
の
懸
隔
が
甚
だ
し
く
、
人
口
過
剰
の
心
配
も
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
問
題
点
（
こ
れ
は
ま
さ
に
中
国
の
聖
人
が
懸
念
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

た
「
争
い
」
を
引
き
起
こ
す
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
中

国
が
富
強
を
追
求
す
る
こ
と
の
利
益
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
的
損
害
を
上
回
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
判
断
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
富
強
の
追
求
の
た
め
に
選
択
さ
れ
た
西
洋
的
な
価
値
に
付
随
す
る
禍
害
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
利
益
を
上
回
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
価
値
、
そ
し
て
富
強
と
い
う
目
標
す
ら
放
棄
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
状
を
前
に
し
た
厳
復
が
、
一
九
一
六
年
の
熊
純
如
宛
書
簡
で
、

　
　
　
文
明
科
学
は
、
結
局
、
人
類
に
と
っ
て
こ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
今
日
わ
が
国
の
聖
哲

　
　
の
教
え
を
振
り
返
っ
て
見
て
み
る
と
、
こ
の
こ
と
に
早
く
か
ら
気
が
つ
い
て
い
た
た
た
め
に
、
西
洋
人
と
は
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
V

　
　
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
一
九
一
八
年
の
熊
純
如

宛
書
簡
に
、

　
　
　
西
洋
人
の
三
百
年
の
進
化
は
、
た
だ
『
利
己
殺
人
、
寡
廉
鮮
恥
』
と
い
う
八
文
字
を
実
現
し
た
の
み
だ
と
感
ず
る
。
振
り
返
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
て
孔
孟
の
道
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
範
囲
は
天
地
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
恩
恵
は
全
世
界
を
覆
う
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
に
、
そ
れ
は
厳
復
に
お
い
て
現
実
化
し
て
い
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
厳
復
は
明
示
的
に
「
富
強
」
を
放
棄
し
て
は
い
な
い
が
、
「
論
世
変
之
亟
」
に
お
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
と
対
照
し
つ
つ
考
え

て
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
「
国
家
の
富
強
」
と
い
う
価
値
を
第
一
義
的
に
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
判
断
を
も
は
や
そ
こ
に
見
る
こ
と
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は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。

四

　
さ
て
、
「
完
全
な
制
度
」
や
「
端
的
に
善
で
あ
る
理
念
」
は
存
在
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
や
理
念
に
は
利
と
害
の
両
面
が
あ
り
、
そ

の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
相
対
的
に
利
を
最
大
に
、
害
を
最
小
に
す
る
よ
う
な
選
択
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
厳
復
の
政
治
観
は
、

我
々
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
種
常
識
的
な
も
の
で
、
取
り
立
て
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
厳
復
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
当
た
り
前
」
の
思
考
法
は
、
当
時
の
中
国
に
お
い
て
は
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
た

も
の
だ
っ
た
。
人
々
は
、
「
良
き
も
の
」
は
全
て
完
全
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
完
全
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
っ
た
「
完
全
志
向
」

を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
種
々
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
法
意
』
の
案
語
の
中
に
、

　
　
　
そ
も
そ
も
、
世
に
は
弊
害
の
な
い
制
度
な
ど
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
実
施
後
の
こ
と
に
つ
い
て
と
や
か
く
い
う
者
は
、

　
　
先
ず
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
か
ら
ば
か
り
論
じ
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
不
幸
な
こ
と
に
そ
の
言
は
常
に
的
中
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、

　
　
わ
が
国
に
お
い
て
、
日
々
制
度
改
革
が
叫
ば
れ
て
い
な
が
ら
、
結
局
何
一
つ
と
し
て
う
ま
く
実
行
で
き
る
も
の
が
な
い
理
由
な
の

　
（
2
8
）

　
　
だ
。

と
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
完
全
な
制
度
は
あ
り
え
ぬ
の
だ
か
ら
、
欠
陥
を
取
り
上
げ
て
非
難
す
る
の
は
実
に
た
や
す
い
こ
と
だ
し
、
そ
こ

だ
け
を
見
れ
ば
、
そ
の
批
判
は
「
事
実
」
と
し
て
は
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
本
来
間
う
べ
き
問
い
は
、
そ
の
制
度
が
、
欠
陥
を
補

っ
て
余
り
あ
る
社
会
的
利
益
を
あ
げ
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
欠
陥
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
み
で
葬
っ
て
し
ま
う
の
で

は
、
い
か
な
る
制
度
改
革
も
行
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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中
国
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
無
意
味
な
「
完
全
志
向
」
は
、
何
も
政
治
の
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
。

　
例
え
ば
、
一
八
九
五
年
の
「
救
亡
決
論
」
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
官
僚
と
な
る
人
材
の
リ
ク
ル
ー
ト
の
場
で
あ
る
科
挙
試
験
に
お
い
て

は
、
完
全
な
知
識
を
持
っ
た
人
材
が
要
請
さ
れ
て
い
る
た
め
に
様
々
な
欺
隔
が
横
行
し
て
い
る
と
い
う
。

　
　
　
そ
も
そ
も
、
知
ら
ぬ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
が
そ
の
よ
う
に
要
求
し
て

　
　
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
下
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
対
応
す
る

　
　
か
と
い
え
ば
、
他
人
の
説
を
盗
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
…
…
　
今
は
、
秀
才
で
あ
る
時
に
は
、
他
人
の
も
の
を
盗
ん
だ
り
、

　
　
他
人
に
盲
従
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
よ
う
務
め
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
差
悪
・
是
非
の
心
は
瞬
く
間
に
失
わ
れ
、
殆
ど
皆
無
の
状

　
　
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
者
が
実
際
の
官
に
つ
く
と
、
上
官
に
取
り
入
る
こ
と
ば
か
り
を
旨
と
し
、
時
流
に
お
も
ね
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
と
を
上
手
い
や
り
方
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
完
全
志
向
」
は
歴
史
上
の
人
物
評
価
な
ど
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
認
識
を
曇
ら
せ
、
学
問
的
に
も
悪

し
き
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
孟
子
は
も
ち
ろ
ん
聖
賢
人
で
あ
る
が
、
そ
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
問
題
点
は
多
い
。
…
…

　
　
　
わ
が
国
で
人
物
を
論
じ
る
場
合
、
善
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
全
て
善
、
悪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
全
て
悪
だ
と
さ
れ
る
。

　
　
だ
が
、
世
の
中
に
そ
の
よ
う
な
者
は
存
在
せ
ず
、
み
な
善
悪
両
者
が
入
り
交
じ
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
割
合
の
多
寡
が
存
在
す
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
孟
子
も
ま
た
人
で
あ
る
以
上
、
過
っ
た
発
言
が
な
い
は
ず
が
な
い
。
だ
が
、
そ
の
過
ち
を
も
併
せ
て
保
持
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た

　
　
こ
と
こ
そ
、
我
々
の
学
問
に
進
歩
が
無
か
っ
た
原
因
で
あ
り
、
そ
の
弊
害
が
、
末
流
に
お
い
て
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
の

　
　
　
（
3
0
）

　
　
で
あ
る
。

126東洋文化研究1号



　
そ
し
て
、
厳
復
が
そ
の
言
論
活
動
の
初
期
に
お
い
て
、
「
自
由
」
な
ど
の
西
洋
の
理
念
を
掲
げ
、
中
国
人
が
墨
守
し
て
き
た
「
三
綱
」

「
親
親
」
な
ど
の
伝
統
的
な
教
義
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、
中
国
人
の
硬
直
し
た

「
教
条
化
」
傾
向
と
も
い
う
べ
き
思
惟
方
式
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
も
あ
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
だ
が
、
同
時
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
時
「
自
由
」
を
高
唱
し
た
当
の
厳
復
が
、
一
九
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
政
治
講
義
』

に
お
い
て
は
、
逆
に
「
自
由
」
に
つ
い
て
大
き
な
留
保
を
つ
け
る
こ
と
を
求
め
、
当
時
の
人
間
が
「
好
ん
で
自
由
と
い
う
言
葉
を
取
り

上
げ
、
感
慨
を
込
め
て
自
由
に
つ
い
て
語
り
、
民
が
自
由
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
国
は
強
く
な
り
、
民
は
富
み
、
公
道
が
大
い
に
伸
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

す
る
か
の
よ
う
で
あ
」
っ
た
の
を
、
「
科
学
家
の
発
言
で
は
な
い
」
と
退
け
た
の
も
、
明
ら
か
に
「
自
由
」
の
「
教
条
化
」
へ
の
懸
念

か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
由
」
へ
の
態
度
の
表
面
的
相
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
の

矛
先
は
、
或
る
も
の
の
価
値
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
「
思
考
の
在
り
方
」
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
、
厳
復
は
全
く
変
化

し
て
い
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
一
九
一
七
年
の
「
太
保
陳
公
七
十
寿
序
」
に
お
い
て
、
厳
復
が
、
現
在
は
尭
舜
か
ら
孔
子
を
通
じ
て
程
朱
へ
と
受
け
継
が

れ
た
教
え
が
全
て
廃
さ
れ
、
西
洋
人
の
学
説
が
大
い
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
平
等
・
自
由
・
権
利
・
愛
国
と
い
っ
た
西
洋
人
の
学
説

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
幸
福
が
無
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
も
し
そ
れ
に
従
っ
て
極
端
に
ま
で
行
っ
て
し
ま

え
ば
、
そ
の
禍
は
、
（
楊
朱
の
）
為
我
、
（
墨
翠
の
）
兼
愛
や
、
古
え
に
お
い
て
（
聖
賢
に
よ
っ
て
）
斥
け
ら
れ
た
も
の
よ
り
甚
だ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
の
も
、
「
教
条
化
」
批
判
と
い
う
点
で
は
全
く
同
質
の
議
論
で
あ
る
こ
と
は
見
や

す
い
事
実
で
あ
り
、
結
局
、
厳
復
の
立
場
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
終
始
変
化
が
無
か
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
孤
猫
。
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五

　
さ
て
、
厳
復
の
初
期
の
言
論
活
動
に
つ
い
て
は
、
「
中
国
の
三
綱
・
親
親
・
尊
君
と
対
比
し
て
、
西
洋
の
自
由
．
平
等
．
尚
賢
を
高

く
評
価
遍
」
と
い
・
た
形
で
・
そ
の
「
伝
統
批
判
」
的
な
部
分
が
ク
〒
ズ
ア
・
プ
さ
れ
、
そ
の
点
で
彼
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
厳
復
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
革
命
運
動
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
厳
復
は
政
治
的
立
場
を
「
保
守
化
」
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

せ
、
そ
れ
に
並
行
す
る
よ
う
な
形
で
、
「
君
に
事
え
る
に
は
忠
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
「
論
教
育
与
国
家
之
関
係
」
（
一
九
〇
六
）
）

な
ど
と
、
伝
統
的
価
値
を
喧
伝
し
、
「
非
孔
」
か
ら
「
尊
孔
」
へ
と
立
場
を
か
え
、
か
つ
て
の
自
身
を
も
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

　
　
　
（
3
6
）

も
評
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
彼
の
立
場
の
「
変
化
」
は
、
果
た
し
て
「
か
つ
て
の
自
身
を
も
否
定
す
る
」
も
の
か
と
い
え
ば
、
事
は
そ
う
単

純
で
は
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
先
に
述
べ
た
彼
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
み
れ
ば
、
初
期
の
「
非
孔
」
と
さ
れ
る
部
分
も
、
そ
の
後
の
「
尊
孔
」
と
さ
れ
る

部
分
も
、
い
ず
れ
も
「
功
利
」
的
な
利
害
計
算
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
は
予
測
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も

に
、
初
期
の
段
階
で
の
「
非
孔
」
は
、
「
聖
人
の
教
義
」
の
う
ち
「
富
強
の
追
求
」
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
部
分
を
批
判
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
厳
復
が
「
聖
人
の
教
義
」
の
全
て
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
程
、
一
一
二
頁
に
「
厳
復
の
『
功
利
』
的
な
政
治
観
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
政
策
や
理
念
が
、
情
況
に
応
じ
て
取
捨
す

べ
き
『
手
段
』
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
「
ほ
と
ん
ど
全
て
」
と
い
う
形
で
留
保
を
付
け
た
の
は
、
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厳
復
に
と
っ
て
、
社
会
全
体
の
「
養
生
」
を
目
指
す
と
い
う
前
提
条
件
を
つ
け
た
場
合
、
い
か
な
る
時
に
お
い
て
も
決
し
て
放
棄
さ
れ

え
な
い
理
念
、
即
ち
、
社
会
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
理
念
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
一
八
九
八
年
の
「
擬
上
皇
帝
書
」
に
お
い
て
厳
復
は
、

　
　
　
太
古
か
ら
今
日
ま
で
、
中
国
か
ら
世
界
全
体
に
至
る
ま
で
、
社
会
が
存
在
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
全
て
に
お
い
て
、
互
い
に
養

　
　
い
あ
い
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
互
い
に
養
い
あ
い
、
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
仁
義
・
忠

　
　
信
．
公
平
．
廉
恥
と
い
う
も
の
が
実
質
的
に
そ
こ
で
機
能
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
忽
ち
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
解
し
、
そ
の
種
族
も
ま
た
次
第
に
滅
亡
へ
と
向
か
う
の
で
す
。

と
述
べ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
、
時
空
を
問
わ
ず
、
凡
そ
社
会
が
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
規
範
を
「
道
」
と

呼
ぶ
。
そ
し
て
、
「
思
う
に
、
古
え
の
聖
賢
人
は
、
そ
の
時
々
に
何
が
適
切
か
を
調
べ
、
『
不
変
之
道
』
に
基
づ
い
て
、
『
可
変
之
法
』

を
制
定
し
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
、
互
い
に
養
い
あ
い
、
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
こ
と
が
上
手
く
ゆ
く
よ
う
に
し
た
の
焦
摺
」
と
説

く
よ
う
に
、
こ
の
「
道
」
と
、
社
会
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
う
る
（
と
い
う
よ
り
、
変
化
す
べ
き
）
「
法
」
と
を
異
な
る
水
準
の
も

の
と
し
て
峻
別
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

　
「
擬
上
皇
帝
書
」
の
議
論
自
体
は
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
『
法
』
と
い
う
の
は
決
し
て
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
時
代
の
状
況
に
応
じ
て
変

え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
方
向
で
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
別
に
、
彼
が
「
不
変
之

道
」
と
し
て
あ
げ
た
も
の
が
「
仁
義
」
等
の
ま
さ
し
く
儒
学
的
な
タ
ー
ム
で
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
厳
復
は
、
彼
が

最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
中
国
の
伝
統
を
批
判
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
す
ら
、
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
道
」
の
水
準
で
は
、
儒

学
の
教
義
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
、
厳
復
は
、
中
国
の
聖
人
の

教
義
に
「
自
由
」
等
の
理
念
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
痛
烈
に
非
難
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
一
八
九
五
年
の
「
救
亡
決
論
」
に
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お
い
て
、
「
わ
が
聖
人
の
精
意
微
言
で
あ
っ
て
も
、
西
学
に
通
じ
た
後
に
、
振
り
返
っ
て
観
て
こ
そ
、
初
め
て
そ
の
精
微
な
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

を
窺
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
易
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
だ
と
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
の
こ
の
時
期
の
「
伝
統
批
判
」
は
、
一
方
で
中
国
の
聖
人
の
教
義
の
中
の
何
が
不
適
切
で
あ
る
か
を
示
す
と
と

も
に
、
同
時
に
何
が
正
し
い
か
を
も
示
す
こ
と
を
も
目
指
す
、
い
わ
ば
「
批
判
哲
学
」
な
ど
と
言
う
場
合
の
「
批
判
」
に
近
い
も
の
だ

と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
よ
っ
て
、
も
し
こ
の
「
聖
人
の
教
義
」
の
う
ち
の
正
し
い
部
分
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
れ
ば
、
当
然
厳
復
は

そ
れ
を
擁
護
す
る
側
に
ま
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
初
期
の
彼
の
発
言
を
見
て
も
容
易
に
予
測
し
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
先
に
引
い
た
一
九
〇
六
年
の
「
論
教
育
与
国
家
之
関
係
」
の
発
言
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
事
態
を
背
景
と
し
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
厳
復
は
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、

　
　
　
西
学
が
瞬
く
間
に
勃
興
す
る
と
、
今
の
若
者
は
、
古
人
の
智
に
も
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
感
じ
、
さ
ら
に
昔
の
も
の
を
守
っ

　
　
て
い
く
と
称
す
る
者
に
往
々
に
し
て
末
流
の
弊
が
あ
る
た
め
、
大
挙
し
て
先
人
た
ち
を
軽
ん
ず
る
気
持
ち
を
抱
き
、
そ
れ
が
高
じ

　
　
て
、
つ
い
に
は
決
し
て
背
い
て
は
な
ら
ぬ
も
の
ま
で
も
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
述
べ
、
こ
う
し
た
判
断
に
基
い
て
、
「
官
僚
と
な
っ
た
以
上
は
、
君
に
事
え
る
の
に
は
忠
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
「
人
の
子
で
あ
る

以
上
、
不
孝
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
等
の
主
張
が
な
さ
れ
、

　
　
　
世
界
の
天
演
と
い
う
の
は
、
極
め
て
不
可
思
議
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
不
孝
・
不
慈
．
負
君
．
売
友
と
い
っ
た
、
不
義
な

　
　
る
男
子
が
お
こ
な
う
全
て
の
こ
と
は
、
結
局
天
地
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
神
に
も
人
に
も
共
に
憎
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と

　
　
い
う
の
は
、
い
か
な
る
世
に
お
い
て
も
間
違
い
な
い
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V

と
の
結
論
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
こ
の
発
言
を
も
っ
て
、
彼
が
当
時
の
文
脈
に
お
い
て
「
保
守
的
」
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、

彼
が
「
か
つ
て
の
自
身
を
否
定
し
た
」
と
見
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。

　
し
か
も
、
こ
こ
で
彼
は
「
忠
」
や
「
孝
」
を
強
調
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
君
主
の
賜
物
な
ど
と
い
う

必
要
は
な
い
」
し
、
「
も
ち
ろ
ん
、
天
下
に
正
し
く
な
い
父
母
は
い
な
い
な
ど
と
い
う
必
要
は
な
い
」
と
し
て
、
「
忠
」
や
「
孝
」
が
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

端
な
形
で
教
条
化
さ
れ
ぬ
よ
う
留
保
を
つ
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
一
九
一
四
年
の
熊
純
如
宛
書
簡
に
も
、

　
　
　
宗
族
を
大
事
に
す
る
の
は
勿
論
だ
が
、
子
弟
を
依
存
す
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
親
に
孝
を
つ
く
し
年
長
者
を
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
う
の
は
当
然
だ
が
、
上
の
者
に
子
孫
の
発
達
を
阻
害
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
留
保
は
辛
亥
革
命
後
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
「
忠
」
や
「
孝
」
に
関
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

彼
の
立
場
が
、
辛
亥
革
命
後
に
一
層
「
復
古
的
」
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

山／＼

　
以
上
論
じ
て
き
た
厳
復
の
政
治
論
の
基
本
的
発
想
を
改
め
て
ま
と
め
れ
ば
、
「
究
極
的
に
い
え
ば
、
こ
の
世
界
に
は
善
悪
な
ど
存
在

し
な
い
。
た
だ
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
自
分
は
、
人
間
に
と
っ
て
利
と
な
る
も
の
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
い
か
な
る
制

度
や
理
念
で
あ
っ
て
も
、
人
間
に
利
ば
か
り
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
や
理
念
の
中
か
ら
、
そ
の
時
々

に
与
え
ら
れ
た
状
況
下
で
最
大
の
利
を
得
ら
れ
る
形
で
の
選
択
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
冷
静
な
、

あ
る
種
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
最
も
忌
む
べ
き
は
、
あ
る
制
度
や
理
念
を
「
教
条
」
「
主
義
」
と
し
て
硬
直
化
さ
せ
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て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
制
度
や
理
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
過
不
足
な
い
形
で
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
過
不
足
の
な
さ
」
こ
そ
厳
復
が
現
実
政
治
の
領
域
に
お
い
て
追
求
し
た
目
標
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
「
中
庸
」
の
思
想
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　
厳
復
の
思
想
の
一
面
を
「
中
庸
」
の
思
想
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
の
観
を
免
れ
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
先
に
も
引
い
た

「
太
保
陳
公
七
十
寿
序
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
た
だ
学
説
と
い
う
こ
と
で
の
み
言
う
な
ら
ば
、
楊
墨
の
「
為
我
兼
愛
」
、
黄
老
の
「
清
静
無
為
」
、
申
商
の
「
名
実
」
や
、
仏
教

　
　
の
「
戒
定
慈
悲
に
し
て
外
物
に
侵
乱
さ
れ
ず
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
も
し
こ
れ
を
提
唱
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
利
益
が
全
く
な
い

　
　
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
古
え
の
聖
賢
が
そ
れ
を
非
難
し
斥
け
た
の
は
、
そ
の
道
が
中
庸
に
本
つ
い
て
お
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
最
終
的
に
は
、
そ
の
利
益
は
、
そ
の
損
害
を
償
う
こ
と
に
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
楊
墨
の
『
為
我
兼
愛
』
」
等
を
、
あ
る
場
合
に
は
「
三
綱
、
親
親
」
、
あ
る
場
合
に
は
「
自
由
」
に
置
き

換
え
、
「
聖
賢
」
を
厳
復
自
身
に
置
き
換
え
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
全
て
の
時
期
の
厳
復
の
発
言
と
し
て
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
の
主
眼
は
厳
復
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
で
あ
り
、
彼
の
思
想
を
歴
史
的
に
ど
う
位
置
づ
け
、
そ

れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
、
現
代
中
国
に
お
け
る
文
化
大
革
命
の
動
乱
や
、
所
謂
「
改
革
・
開
放
」

以
後
の
「
経
済
至
上
主
義
」
の
蔓
延
な
ど
を
見
た
場
合
、
現
在
に
お
い
て
も
、
人
々
の
思
考
は
、
厳
復
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
よ
う
な
「
中

庸
」
に
は
ほ
ど
遠
く
、
彼
が
批
判
し
続
け
た
中
国
人
の
「
思
考
の
在
り
方
」
は
殆
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

意
味
か
ら
、
厳
復
の
思
想
は
、
そ
の
「
今
日
的
意
義
」
を
も
大
い
に
語
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
習
院
大
学
助
教
授
）
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註
（
1
）
　
厳
復
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
近
年
に
発
表
さ
れ
た
専
著
で
、

　
　
筆
者
が
目
に
し
え
た
も
の
に
限
定
し
て
も
、
欧
陽
哲
生
『
厳
復

　
　
評
伝
』
（
百
花
洲
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
四
）
、
張
志
建
『
厳
復

　
　
学
術
思
想
研
究
』
（
商
務
印
書
館
国
際
有
限
公
司
、
一
九
九

　
　
五
）
、
徐
立
亭
『
晩
清
巨
人
伝
　
厳
復
』
（
吟
爾
賓
出
版
社
、
一

　
　
九
九
六
）
、
楊
正
典
『
厳
復
評
伝
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

　
　
一
九
九
七
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
力
作
で
、
厳
復
の
思
想
の
評

　
　
価
に
つ
い
て
の
従
来
の
図
式
の
見
直
し
な
ど
も
試
み
ら
れ
て
い

　
　
る
が
、
専
著
と
い
う
性
質
も
あ
っ
て
か
、
些
か
総
花
的
な
印
象

　
　
で
、
思
想
分
析
と
し
て
の
深
さ
に
は
欠
け
る
。

　
　
　
厳
復
に
関
す
る
論
文
に
至
っ
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
発
表

　
　
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、
到
底
こ
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
列

　
　
挙
し
き
れ
ぬ
数
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
、
ご
く
最
近
発
表
さ

　
　
れ
た
も
の
の
中
で
、
目
立
っ
た
も
の
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
注
暉
「
厳
復
的
三
個
世
界
」
（
『
学
人
』
第
十
二
号
、
江
蘇
文
芸

　
　
出
版
社
、
一
九
九
七
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
注
氏
は
、

　
　
厳
復
の
思
想
を
「
名
的
世
界
」
「
易
的
世
界
」
「
群
的
世
界
」
と

　
　
い
う
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
考
察
す
る
と
い
う
斬
新
な
分
析
枠

　
　
組
み
を
提
示
し
て
い
る
が
、
論
述
の
内
容
は
、
あ
る
種
の
「
批

　
　
評
」
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
我
々
が
通
常
理
解
す
る
意
味
で

　
　
の
「
研
究
論
文
」
と
し
て
見
た
場
合
は
、
そ
の
精
度
は
必
ず
し

　
　
も
高
く
な
い
。

（
2
）
　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
中
国
大
陸
の
研
究
者
に
特
に
顕
著
だ
が
、

　
　
現
在
ま
で
の
厳
復
研
究
の
中
で
、
恐
ら
く
最
も
自
覚
的
に
厳
復

　
　
自
身
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

　
　
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏
の
き
の
§
ミ
討
ミ

　
　
ミ
町
ミ
ミ
鳥
謡
織
き
ミ
ミ
ー
さ
謡
寒
黛
§
駄
寒
鳴
壽
無
（
国
費
－

　
　
＜
費
α
¢
°
℃
㍉
㊤
①
餅
平
野
健
一
郎
訳
『
中
国
の
近
代
化
と
知
識

　
　
人
－
厳
復
と
西
洋
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
）
も
、

　
　
そ
れ
と
無
縁
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
厳
復
の
「
自
由
」
観

　
　
を
論
ず
る
中
で
言
及
さ
れ
る
、
「
利
己
主
義
」
と
「
利
他
主
義
」

　
　
の
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
議
論
（
前
掲
訳
書
五
九
～
六
〇
頁
参

　
　
照
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
は
、
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏

　
　
自
身
の
「
進
化
論
肺
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
理
解
に
基
づ

　
　
く
が
、
こ
れ
は
厳
復
自
身
の
進
化
観
に
即
し
て
い
え
ば
、
い
さ

　
　
さ
か
周
到
さ
を
欠
く
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
天
演

　
　
論
』
再
考
」
（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
一
）
の
注

　
　
二
、
注
二
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
周
振
甫
『
厳
復
思
想
述
評
』
、
中
華
書
局
、
一
九
四
〇
。

（
4
）
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
王
拭
『
厳
復
伝
』
（
上
海
人
民

　
　
出
版
社
、
一
九
五
七
、
改
訂
版
一
九
七
六
）
な
ど
。
た
だ
し
、

　
　
最
近
の
研
究
に
お
い
て
は
、
時
期
区
分
や
評
価
の
仕
方
に
若
干

　
　
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
張
志
建
『
厳
復
学
術
思
想
研

　
　
究
』
（
注
一
前
掲
）
で
は
、
厳
復
の
思
想
の
変
化
を
、
一
八
九

　
　
八
年
ま
で
を
「
形
成
和
成
熟
時
期
」
、
戊
戌
変
法
失
敗
か
ら
一

　
　
九
〇
五
年
ま
で
を
「
深
化
与
発
展
時
期
」
、
そ
れ
以
後
を
「
趨

　
　
於
保
守
時
期
」
と
す
る
。
ま
た
、
楊
正
典
『
厳
復
評
伝
』
（
注
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一
前
掲
）
で
は
、
彼
の
晩
年
の
「
復
古
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

　
　
文
化
的
な
面
で
は
、
伝
統
の
「
更
新
」
で
あ
り
、
愛
国
主
義
的

　
　
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
従
来
の
否
定
的
評
価
の
修
正
を
は
か
る
。

　
　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
従
来
否
定
的
に
見
ら
れ
て
き
た
部
分
を
肯

　
　
定
的
に
と
ら
え
な
お
そ
う
と
い
う
傾
向
は
共
通
す
る
が
、
こ
の

　
　
厳
復
評
価
の
見
直
し
は
、
か
な
り
明
瞭
に
昨
今
の
中
国
に
お
け

　
　
る
「
中
華
文
明
」
の
再
評
価
等
の
社
会
情
勢
を
反
映
し
て
い
る

　
　
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
評
価
」
の
仕
方
は
異
な

　
　
る
に
せ
よ
、
厳
復
の
思
想
の
「
変
化
」
に
つ
い
て
の
「
三
段
階

　
　
論
」
的
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
と
い
う
点
で
は
、
旧
来
の
研
究
と
ほ

　
　
ぼ
同
様
だ
と
も
い
え
る
。

（
5
）
　
こ
こ
で
主
に
対
象
と
し
て
い
る
厳
復
の
発
言
は
、
「
い
か
な

　
　
る
こ
と
を
為
す
べ
き
か
（
あ
る
い
は
為
す
べ
き
で
な
い
か
）
」

　
　
と
い
っ
た
価
値
判
断
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
っ
て
、
彼
が
政
治

　
　
や
そ
れ
に
関
連
す
る
事
象
に
つ
い
て
「
科
学
的
」
分
析
を
加
え

　
　
た
も
の
は
、
直
接
の
対
象
と
は
し
な
い
。
厳
復
自
身
の
言
い
方

　
　
を
借
り
れ
ば
、
彼
の
「
政
治
の
術
」
に
関
す
る
発
言
を
主
な
対

　
　
象
と
し
、
彼
の
「
政
治
の
学
」
に
関
す
る
も
の
は
直
接
の
関
心

　
　
の
対
象
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
厳
復

　
　
は
「
物
に
即
し
て
理
を
窮
め
」
「
対
象
を
知
る
」
こ
と
を
目
指

　
　
す
「
学
」
と
、
「
目
的
を
設
定
し
て
そ
の
方
法
を
知
り
」
「
ど
の

　
　
よ
う
に
す
る
べ
き
か
を
問
う
」
も
の
で
あ
る
「
術
」
に
つ
い
て
、

　
　
「
術
」
は
必
ず
「
学
」
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
な
が
ら
も
、

　
　
両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（
『
政
治
講
義
』
（
一

　
　
九
〇
六
）
、
『
厳
復
集
』
（
中
華
・
書
局
、
一
九
八
六
）
、
一
二
四
八

　
　
頁
）
。

（
6
）
　
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
、
注
二
前
掲
書
参
照
。

（
7
）
　
原
文
は
「
対
待
」
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
は
内
容

　
　
が
わ
か
り
に
く
い
の
で
意
訳
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

　
　
に
、
厳
復
は
所
謂
「
不
可
知
論
」
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、

　
　
「
対
待
」
（
註
分
節
化
）
状
態
に
あ
る
も
の
の
み
が
人
間
に
認
識

　
　
可
能
で
あ
り
、
究
極
の
「
孤
立
無
対
」
な
る
事
物
は
「
不
可
思

　
　
議
」
だ
と
す
る
。
こ
の
種
の
議
論
は
厳
復
の
著
作
の
各
所
に
散

　
　
見
さ
れ
る
が
、
比
較
的
明
快
な
も
の
と
し
て
は
、
『
穆
勒
名
学
』

　
　
（
一
九
〇
五
）
の
案
語
（
商
務
印
書
館
一
九
八
一
年
版
横
排
本
、

　
　
四
一
頁
。
『
厳
復
集
』
、
一
〇
三
三
頁
）
な
ど
参
照
。

（
8
）
　
『
厳
復
集
』
、
一
〇
七
六
頁
。

（
9
）
　
『
法
意
』
（
万
有
文
庫
蕾
要
版
（
台
湾
商
務
印
書
館
へ
一
九
六

　
　
五
）
を
使
用
）
、
第
十
九
巻
二
～
三
頁
。
『
厳
復
集
』
、
九
八
八
頁
。

（
1
0
）
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
厳
復
は
、
個
人
と
社
会
の
間

　
　
で
利
害
の
対
立
が
あ
れ
ば
、
社
会
の
方
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ

　
　
と
を
終
生
強
調
し
て
い
た
。
初
期
の
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば

　
　
『
天
演
論
』
「
論
十
五
　
演
悪
」
案
語
（
『
厳
復
集
』
、
＝
二
九
一

　
　
頁
）
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
学
説
の
紹
介
、
後
期
の
も
の
と
し

　
　
て
は
、
家
族
に
宛
て
た
「
遺
嘱
」
（
一
九
二
一
年
執
筆
、
『
厳
復

　
　
集
一
、
三
六
〇
頁
）
な
ど
参
照
。

（
1
1
）
　
『
原
富
』
（
人
人
文
庫
版
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
八
）
を

　
　
使
用
）
、
三
九
二
頁
。
『
厳
復
集
』
八
八
三
頁
。
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（
1
2
）
　
こ
れ
は
、
戊
戌
の
変
法
期
な
ど
に
、
「
祖
宗
の
法
」
を
変
え

　
　
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
た
、
「
ど
ん

　
　
な
制
度
で
あ
っ
て
も
、
時
間
が
経
っ
て
情
勢
が
変
化
す
る
と
必

　
　
ず
弊
害
を
生
ず
る
も
の
だ
」
と
い
う
論
理
と
は
質
的
に
異
な
る
。

　
　
つ
ま
り
、
こ
の
背
後
に
は
、
「
『
祖
宗
の
法
』
は
、
そ
れ
が
作
ら

　
　
れ
た
時
点
で
は
弊
害
の
な
い
も
の
だ
っ
た
が
」
と
い
う
留
保
が

　
　
あ
る
が
、
厳
復
の
議
論
に
は
、
こ
う
し
た
留
保
は
一
切
な
い
。

（
1
3
）
　
例
え
ば
、
厳
復
は
一
九
一
六
年
の
熊
純
如
宛
書
簡
に
お
い
て
、

　
　
梁
啓
超
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
他
者
の
発
言
の
引
用
で
は
あ

　
　
る
が
、
「
政
治
と
い
う
も
の
は
、
常
に
二
つ
の
行
き
過
ぎ
（
原

　
　
文
「
両
過
」
）
の
間
に
お
い
て
選
択
を
す
る
こ
と
で
あ
る
」

　
　
（
『
厳
復
集
』
六
三
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
容
易
に
窺
え
る
よ
う
に
、
厳
復
の
現
実
の
政
治
へ
の

　
　
評
価
は
、
全
て
徹
底
し
た
「
結
果
主
義
」
で
あ
る
。
次
の
発
言

　
　
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
制
度
と
い
う
も
の
は
、
「
適
切
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
の
み
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
「
仁
で
あ
る
か
ど
う
か
」

　
　
　
　
と
い
う
問
題
は
存
在
し
な
い
。
制
度
の
適
用
の
仕
方
が
理

　
　
　
　
に
か
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
本
来
「
至
仁
」
な
る

　
　
　
　
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
至
不
仁
」
な
結
果
を
も
た

　
　
　
　
ら
す
こ
と
に
な
る
。
（
『
法
意
』
二
三
巻
三
八
頁
、
『
厳
復

　
　
　
　
集
』
一
〇
一
一
頁
）
。

　
　
　
ま
た
、
こ
こ
と
の
関
連
で
触
れ
て
お
く
と
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏

　
　
は
「
ス
ペ
ン
サ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
厳
復
は
、
い
ず
れ
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
も
『
万
物
の
構
成
に
根
源
的
な
欠
陥
は
な
い
』
と

考
え
た
」
（
前
掲
訳
書
、
一
〇
四
頁
）
と
述
べ
る
が
、
「
弊
害
の

な
い
制
度
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
厳
復
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
判
断
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
た
だ
、
こ
の
問
題
は
か
な
り
微
妙
で
、
他
方
で
厳
復
は
、
ス

ペ
ン
サ
ー
の
「
天
演
の
自
然
に
任
せ
れ
ば
、
郵
治
は
自
ず
か
ら

到
来
す
る
」
と
い
う
主
張
を
支
持
し
て
お
り
（
『
天
演
論
』
「
論

十
五
　
演
悪
」
案
語
、
『
厳
復
集
』
＝
二
九
三
頁
）
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
は
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏
の
判
断
は
成
り
立
つ
よ
う
に
も

思
え
る
。

　
だ
が
、
同
時
に
、
同
じ
『
天
演
論
』
「
導
言
十
八
　
新
反
」

案
語
で
、
厳
復
は
、
バ
ク
ス
レ
ー
の
「
郵
治
と
い
う
の
は
双
曲

線
の
漸
近
線
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
は
可
能

だ
が
、
そ
れ
と
交
わ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
発
言

を
「
至
精
之
讐
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（
『
厳
復
集
』
一
三

五
九
頁
）
こ
と
か
ら
見
る
と
、
「
郵
治
」
は
あ
く
ま
で
も
理
論

上
の
も
の
で
し
か
な
い
と
見
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
氏
の
認
定
の
当
否

は
、
い
ま
少
し
詳
細
な
説
明
が
な
い
限
り
、
判
断
し
が
た
い
。

　
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
欠

陥
」
の
有
無
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
何
ら
か
の
立
場
か
ら
見

て
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
一
一
四
頁
の
厳
復
の
議
論
か
ら
し
て
、

彼
に
と
っ
て
は
、
現
実
そ
れ
自
体
を
取
り
上
げ
て
、
端
的
に
そ

の
「
欠
陥
」
の
有
無
を
論
じ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
無
意
味
で
あ
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る
と
も
い
え
る
。

（
1
4
）
　
厳
復
は
、
『
政
治
講
義
』
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
後
の
世
の
思
想
や
施
策
が
常
に
古
人
に
拘
束
さ
れ
、
古

　
　
　
　
人
の
も
の
を
守
っ
て
変
じ
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
な
に
も
東
方
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
人
も
ま
た
そ

　
　
　
　
う
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
全
て
の
偉
大
な
事
業
、
人
間
の

　
　
　
　
な
す
べ
き
こ
と
、
な
し
う
る
こ
と
は
、
古
人
が
全
て
実
行

　
　
　
　
し
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
種
の
狭

　
　
　
　
量
な
見
方
は
、
西
洋
で
の
み
早
く
打
破
さ
れ
、
そ
れ
は
明

　
　
　
　
の
中
葉
の
時
期
で
あ
っ
た
（
『
厳
復
集
』
＝
二
〇
二
頁
）
。

　
　
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
西
洋
が
古
人
の
束
縛
か
ら
脱
し
え

　
　
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
航
路
が
大
い
に
通
じ
、
次
々
と
新

　
　
し
い
土
地
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
古
人
の
知
り
え
て
い
な

　
　
い
こ
と
、
な
し
え
て
い
な
い
こ
と
が
、
世
界
に
は
な
お
移
し
く

　
　
存
在
す
る
こ
と
が
看
破
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
か
く
し
て

　
　
「
古
人
の
行
っ
た
こ
と
に
も
、
改
良
し
う
る
こ
ろ
が
あ
る
」
と

　
　
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
る
（
『
厳
復
集
』
＝
二
〇

　
　
二
～
三
頁
）
。

　
　
　
つ
ま
り
、
厳
復
は
、
自
ら
と
異
質
な
世
界
と
出
会
い
、
新
た

　
　
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
古
人
を
相
対
化
し
、
そ

　
　
の
束
縛
か
ら
離
れ
る
た
め
の
一
つ
の
決
定
的
条
件
だ
と
理
解
し

　
　
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
中
国
で
現
在
お
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
は
、
鉄
道
が
張
り

　
　
　
　
め
ぐ
ら
、
せ
る
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
…
…
道
が
通
じ
、
移
動
す
る
民
が
日
々
増
加
す
れ
ば
、
耳

　
　
　
　
目
に
触
れ
る
も
の
が
以
前
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、

　
　
　
　
そ
の
知
識
・
考
え
方
・
発
言
・
行
為
も
、
そ
れ
に
従
っ
て

　
　
　
　
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
（
『
原
富
』
三
七
八
～
九
頁
、

　
　
　
　
『
厳
復
集
』
八
八
二
頁
）

　
　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
厳
復
は
、
中
国
に
お
い
て
は
ま
ず
鉄

　
　
道
が
そ
の
機
能
を
担
う
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
た
。

（
1
5
）
　
『
法
意
』
二
二
巻
一
、
一
四
頁
、
『
厳
復
集
』
一
〇
〇
五
頁
。

（
1
6
）
　
『
厳
復
集
』
一
〇
五
～
六
頁
。

（
1
7
）
以
上
、
「
与
熊
純
如
書
」
（
一
九
一
五
）
、
『
厳
復
集
』
六
二
四

　
　
頁
。

（
1
8
）
　
「
与
熊
純
如
書
」
（
一
九
一
六
）
、

（
1
9
）
　
「
与
熊
純
如
書
」
（
一
九
一
六
）
、

（
2
0
）
（
2
1
）
　
『
政
治
講
義
』
、
『
厳
復
集
』

A　　A　　　302928
）　　）　　）

A　　　　　A　　　　　A　　A
27　26　25　24　23　22
）　　）　　）　　）　　）　　）

『
厳
復
集
』
一
～
二
頁
。

『
厳
復
集
』
四
頁
。

『
厳
復
集
』
三
頁
。

『
厳
復
集
』
二
四
頁
。

『
厳
復
集
』
六
四
三
頁
。

『
厳
復
集
』
六
九
二
頁
。

『
法
意
』
、
第
十
」
巻
十
頁
。

『
厳
復
集
』
四
一
頁
。

『
法
意
』
、
第
二

頁
。

『
厳
復
集
』
六
四
六
頁
。

『
厳
復
集
』
六
三
五
頁
。

一
二
七
九
頁
。

『
厳
復
集
』
、
九
七
〇
頁
。

一
巻
四
一
～
二
頁
。
『
厳
復
集
』
一
〇
〇
三

136東洋文化研究1号



（
3
1
）
　
『
厳
復
集
』
一
二
八
八
頁
。

（
3
2
）
　
『
厳
復
集
』
三
五
〇
頁
。

（
3
3
）
　
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
同
じ
年
の
熊
純
如
宛
書
簡
で
の

　
　
「
平
等
、
自
由
、
民
権
の
諸
主
義
は
、
百
年
以
前
は
真
に
第
二

　
　
の
福
音
の
如
き
で
あ
っ
た
が
、
今
に
至
っ
て
そ
の
弊
害
が
日
々

　
　
明
確
に
な
っ
て
い
る
」
（
『
厳
復
集
』
六
六
七
頁
）
と
い
っ
た
発

　
　
言
も
、
恐
ら
く
同
様
の
文
脈
で
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

　
　
こ
こ
で
は
平
等
な
ど
が
全
く
無
価
値
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

　
　
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
主
義
」
と
し
て
高
唱
さ
れ
る
こ

　
　
と
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
も
の
と
思
わ

　
　
れ
る
。

（
3
4
）
　
楊
正
典
、
注
一
前
掲
書
一
三
頁
。

（
3
5
）
　
『
厳
復
集
』
一
六
八
頁
。

（
3
6
）
　
張
志
建
注
一
前
掲
書
、
二
一
頁
。
張
氏
は
、
厳
復
が
伝
統
的

　
　
価
値
を
喧
伝
す
る
時
期
を
も
っ
て
、
彼
の
「
保
守
化
」
の
開
始

　
　
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
彼
の
死
ま
で
継
続
す
る
と
と
ら
え
る
。

（
3
7
）
（
3
8
）
　
『
厳
復
集
』
六
三
頁
。

（
3
9
）
　
『
厳
復
集
』
四
九
頁
。

（
4
0
）
　
以
上
、
『
厳
復
集
』
一
六
八
～
九
頁
。

（
4
1
）
　
『
厳
復
集
』
一
六
八
頁
。

（
4
2
）
　
『
厳
復
集
』
六
一
五
頁
。

（
4
3
）
　
た
だ
し
、
彼
が
辛
亥
革
命
後
に
提
唱
し
た
「
読
経
」
に
つ
い

　
　
て
は
、
や
や
異
な
っ
た
文
脈
で
理
解
・
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
つ
ま
り
、
そ
れ
は
第
一
義
的
に
は
、
経
書
の
中
の
教
義
の
内
容

を
学
ば
せ
る
こ
と
、
儒
教
的
理
念
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
＝
二
年
の
演
説
原
稿
で
あ
る
「
読
経
当
積
極
提
侶
」
で
、

厳
復
は
、
「
凡
そ
一
国
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
『
国
性
』

が
そ
の
基
礎
と
な
る
」
と
し
た
上
で
、
コ
一
十
二
行
省
、
五
大

民
族
が
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
荘
厳
な
る
民
国
に
結
合
す
る
」

「
中
国
の
特
別
の
国
性
」
は
、
「
孔
子
の
教
化
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、

「
中
国
の
中
国
た
る
所
以
は
、
経
書
が
そ
の
根
源
と
な
っ
て
い

る
の
だ
」
と
述
べ
る
（
『
厳
復
集
』
三
三
〇
～
一
頁
）
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
彼
が
こ
の
時
点
で
「
読
経
」
を
主
張
す
る
の
は
、
清

朝
が
崩
壊
し
た
後
、
統
合
の
中
心
が
失
わ
れ
た
中
国
を
再
統
合

す
る
た
め
の
、
　
一
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
象
徴
と
し
て

経
書
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
「
読
経
」
に
お
い
て
は
、
経
書
に
語
ら
れ
て
い
る
内

容
よ
り
も
、
経
書
が
中
国
の
歴
史
の
中
に
綿
々
と
継
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
自
体
に
価
値
が
置
か
れ
て
お
り
、
「
妄
り
に
冊
節
し

た
り
、
私
見
を
交
え
た
り
」
す
る
こ
と
は
、
厳
に
戒
め
ら
れ

（『

ｵ
復
集
』
三
三
二
頁
）
、
経
書
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
読
む
こ

と
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同

じ
一
九
一
三
年
の
も
の
と
さ
れ
る
熊
純
如
宛
書
簡
の
次
の
発
言

に
一
層
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
読
経
」
は
別
に
一
科
目
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
、
そ
の
時
間
は
あ
ま
り
多
す
ぎ
て
は
な
ら
ず
、
読
む

　
　
量
は
少
な
く
て
も
よ
い
が
、
冊
節
を
施
し
て
は
な
ら
な
い
。

高柳厳復の政治論の基本構造137



（
4
4
）

　
ま
た
、
必
ず
し
も
全
て
の
内
容
が
分
か
ら
な
く
て
も
良
い
。

　
素
晴
ら
し
い
言
葉
や
優
れ
た
行
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
修

　
身
の
教
科
書
の
中
に
入
れ
れ
れ
ば
よ
く
、
読
経
と
別
個
の

　
事
柄
と
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
前
者
（
読

　
経
）
は
古
え
や
聖
人
を
尊
ぶ
た
め
も
の
で
あ
り
、
後
者

　
（
修
身
）
は
現
実
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
（
『
厳
復
集
』
六
一
五
頁
）

『
厳
復
集
』
三
五
〇
頁
。
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The　Basic　Structure　of　Yan　Fu’s　Political　Ideas

Takayanagi　Nobuo

　　The　conventional　research　on　Yan　Fu厳復（1854～1921）has　for　the

most　part　depicted　three　phases　in　the　development　of　his　political

ideas：an　early　ttprogressive”stage　praising　Western　democratic

institutions　and　criticizing　Chinese　despotism；asecond　ttconserva－

tive”stage　opposing　the　revolutionary　movement　to　the　Qing

Dynasty；and　a　final　ttreactionary”stage　following　the　1911　Revolu－

tlon　supporting　in　practice　the　dictatorship　of　Yuan　Shikai蓑世凱．

　　However，　a　reading　of　the　texts　containing　Yan　Fu’s　political

statements　reveals　that　despite　such　position　changes　on　a　superficial

leve1，　his　fundamental　ideas　never　wavered　thoughout　his　career．

　　Basically　one　notices　a　radical　relativism　based　on　the　thought　of

Lao－zi『老子』and　Zhuang－zi『荘子』，as　well　as　a　consistent　utilitar．

lanlsm　glvlng　top　priority　to　the　good　of　society．　Moreover，　he

argues　throughout　that　since　in　reality　there　are　no　perfect　institu－

tions，　there　in　no　need　to　become　attached　to　one　fixed　view；rather，

optimum　solutions　to　problems　should　be　selected　as　the　times

demand　from　among　all　the　alternatives．

　　Since　this　notion　demands　that　choices　be　made　based　on　the

present　situation，　it　also　regards　as　dangerous　the　development　of

political　ideals，　or　any　other　ideals　for　that　matter，　into　dogma．

　　At　the　same　time，　this　indicates　a　consciousness　that　such　a　ten．

dency　towards　dogmatization　was　a　deep　rooted　fault　within　the

Chinese　way　of　thinking，　and　the　criticism　of　such　a　tendency　is　a

consistent　theme　running　through　Yan　Fu’s　whole　career．

　　For　example，　on　the　issue　of　ctfreedom，”while　at　times　Yan　praises

and　promotes　it，　and　at　others　refutes　and　discourages　it，　his　criticism

of　the　dogmatization　of　ideas　regarding　it　never　wavers．

　　This，　given　this　kind　of　ttutilitarianism”and‘tcritique　of　dogma，”

the　changes　that　occurred　in　Yan　Fu’s　evaluation　of　traditional

Confucian　doctrine　only　can　be　described　as　superficial．
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