
経
済
思
想
か
ら
見
た
福
沢
諭
吉
と
康
有
為

彰

沢

周

戸

【
要
約
】
　
福
沢
諭
吉
と
康
有
為
は
い
ず
れ
も
近
代
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
。
日
本
と
中
国
と
の
近
代
史
に
占
め
る
こ
の
二
人
の
地
位
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
維
新
変
革
思
想
な
ど
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
た
え
ず
研
究
し
て
い
る
。
し
か
し
《
彼
ら
の
変
革
思
想
中

に
お
け
る
経
済
立
国
論
、
こ
と
に
そ
れ
ら
の
比
較
と
、
両
者
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
、
ま
だ
未
開
発
の
ま
ま
だ
と
い
え
る
。
本
稿
は
福
沢
と
康

が
資
本
主
義
国
の
経
済
体
制
を
と
り
入
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
維
新
変
革
を
は
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
古
老
の

経
済
変
革
思
想
か
ら
維
新
変
革
の
過
程
に
現
わ
れ
た
彼
ら
の
現
実
主
義
と
理
想
主
義
と
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
五
八
巻
穴
号
　
【
九
七
五
年
十
一
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
明
治
維
新
と
中
国
の
戊
戌
変
法
は
と
も
に
近
代
資
本
主
義
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
維
新
変
革
運
動
で
あ
る
。
そ
の
変
革
の
内
容
は
多
様
で

あ
っ
た
が
、
近
代
的
経
済
体
調
を
樹
立
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
変
革
運
動
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
維
新
変
革
の
過
程
に
お
い
て
、
馨
蒙
思
想
を
有
す
る
日
中
両
国
の
知
識
人
の
多
く
は
、
資
本
主
義
的
経
済
体
制
の
樹
立
な
く
し
て
、
国
を
近

霊
代
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
四
…
一
九
〇
一
年
）
と
康
有
為
（
一
八
五

八
一
一
九
二
七
年
）
で
あ
っ
た
。

　
福
沢
は
商
工
業
立
国
論
を
唱
え
、
明
治
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
を
積
極
的
に
支
持
し
た
。
康
有
為
は
、
富
国
と
養
民
と
い
う
経
済
政
策
を
再

三
清
政
府
に
建
評
し
た
。
と
も
に
、
啓
蒙
思
想
家
で
あ
る
福
沢
や
康
が
、
経
済
変
革
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
は
、
意
義
が
深
い
。
両
者
は
西
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洋
物
質
文
明
に
あ
こ
が
れ
、
そ
れ
を
吸
収
し
て
近
代
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
福
沢
は
文
明
の
進
歩

に
と
っ
て
有
害
な
儒
教
思
想
を
一
掃
し
な
け
れ
ば
、
経
済
圏
家
を
達
成
し
え
な
い
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
康
有
為
は
西
洋
物
質
文
明
を
中
国

の
伝
統
的
儒
教
思
想
に
と
り
入
れ
て
経
済
変
革
に
対
応
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
。
そ
の
思
想
的
背
景
の
桐
違
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
福
沢
と
康

有
為
と
の
経
済
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
究
明
す
れ
ば
、
明
治
維
新
と
戊
戌
変
法
と
の
ち
が
い
が
ど
こ
に
あ
る
か

を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
は
、
ま
ず
福
沢
と
康
有
為
と
の
商
工
業
立
国
論
の
理
論
的
基
礎
と
そ
の
相
違
点
を
追
究
し
、
次
に
、
両
者
の
経
済
思
想
の
接
近
点
を
探

り
出
し
、
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
思
想
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
醒
に
与
え
た
影
響
は
い
っ
た
い
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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1
　
経
済
思
想
の
差
異

　
福
沢
論
吉
と
康
有
為
は
い
ず
れ
も
商
工
業
立
国
論
者
で
あ
る
。
福
沢
は
「
文
明
世
界
の
立
国
は
そ
の
要
素
多
き
中
に
も
、
国
民
の
富
実
は
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

中
の
至
要
な
り
。
而
し
て
今
の
開
手
た
る
わ
が
日
本
に
於
て
、
圏
を
富
ま
す
の
法
は
商
工
殖
産
の
道
」
に
よ
る
の
ほ
か
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

康
有
為
も
、
ま
た
、
「
国
国
善
導
守
旧
日
愚
、
国
旧
離
則
日
新
日
智
」
「
表
愚
尚
智
、
棄
守
償
、
尚
日
新
、
定
則
工
国
」
。
　
つ
ま
り
愚
昧
・
陳
腐

を
斥
け
、
智
恵
・
進
歩
を
求
め
て
中
国
を
近
代
産
業
国
家
に
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
福
沢
と
康
と
の
経
済
理
念
は
、

両
者
の
西
洋
文
明
に
対
す
る
認
識
差
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
国
の
思
想
的
背
景
の
相
違
に
よ
っ
て
必
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
洋
学
の
立
場

か
ら
封
建
的
儒
学
に
き
び
し
く
批
判
を
加
え
た
福
沢
は
、
幕
末
以
来
の
伝
統
的
な
漢
学
を
捨
て
て
、
近
代
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
実
用
，
の
学
問
、

す
な
わ
ち
西
洋
の
近
代
文
明
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
ま
ず
福
沢
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
封
建
的
颪
随
思
想
を
一
掃

し
、
西
洋
の
近
代
文
明
を
求
め
て
日
本
を
富
強
の
道
へ
と
鼓
吹
し
て
い
っ
た
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
も
と
も
と
明
治
維
新
は
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
の
圧
迫
下
に
行
な
わ
れ
た
変
革
運
動
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
外
圧
を
退
け
、
臼
本
を
独
立
民

族
国
家
と
し
て
樹
立
す
る
た
め
、
富
国
強
兵
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
強
兵
の
本
は
富
国
に
あ
り
、
富
国
に
す
る
に
は
、
ま
ず
貿
易
を
発
達
さ
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せ
、
近
代
産
業
を
振
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
維
新
変
革
に
と
も
な
い
、
封
建
的
身
分
制
が
廃
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧

士
族
の
間
に
は
賎
商
意
識
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
東
洋
の
封
建
社
会
の
精
神
構
造
は
儒
教
の
道
徳
観
で
あ
る
。

「
寄
し
と
か
「
義
」
と
い
う
立
場
か
ら
見
て
、
商
売
人
は
利
潤
の
み
を
追
求
す
る
「
小
人
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
「
君
子
レ
が
な
す
べ

き
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、
徳
川
幕
府
は
、
身
分
高
い
武
士
が
い
か
な
る
商
売
を
も
い
と
な
む
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
封
建
社
会
に
お
け
る
身
分
形
態
は
士
農
工
商
と
い
う
四
民
で
あ
る
。
士
族
は
最
上
位
に
、
商
入
は
最
下
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

東
商
意
識
は
昔
の
中
国
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
異
る
と
こ
ろ
は
、
二
本
の
「
土
」
に
あ
た
る
中
国
の
「
士
大
夫
」
、
　
す
な
わ
ち
読
書
人

は
科
挙
試
験
に
合
格
し
て
官
途
に
つ
き
、
　
「
功
名
」
　
「
窟
貴
」
を
得
ら
れ
る
が
、
商
売
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
士
農
工

商
と
い
う
階
級
的
な
身
分
は
日
本
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
形
で
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
商
人
が
四
民
の
中
で
最
下

位
に
あ
っ
か
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
士
族
の
言
為
意
識
に
つ
い
て
坂
田
吉
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
武
士
階
級

の
聞
に
儒
教
が
と
り
い
れ
ら
れ
、
武
士
道
徳
が
理
論
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
士
道
と
し
て
確
立
す
る
と
と
も
に
、
武
士
の
長
島
意
識
も
理
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
も
基
礎
付
け
ら
れ
て
ま
す
ま
す
固
定
化
し
た
。
君
子
は
義
を
重
ん
じ
小
人
は
利
を
重
ん
ず
る
も
の
と
さ
れ
た
」
。
こ
の
賎
商
意
識
を
～
亡
し

な
け
れ
ば
、
貿
易
の
振
興
や
殖
産
興
業
の
発
展
は
あ
り
え
な
い
。
南
洋
の
物
質
文
明
を
深
く
認
識
し
た
福
沢
は
、
儒
教
の
道
徳
観
は
も
ち
ろ
ん
、

封
建
社
会
に
残
存
す
る
す
べ
て
の
差
別
意
識
や
保
守
的
観
念
に
き
び
し
い
批
鞠
を
浴
せ
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）
以
後
、
維
新
政
府
は
旧

幕
府
の
洋
学
老
を
次
か
ら
次
へ
と
招
い
た
が
、
福
沢
の
み
は
一
人
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
彼
は
官
途
を
望
ま
ず
、
慶
応
義
塾
を
い
と
な
み
、

洋
学
を
講
じ
な
が
ら
、
転
輪
社
の
社
員
と
し
て
世
論
を
啓
発
す
る
文
筆
活
動
に
専
念
し
て
い
た
。
こ
の
頃
、
彼
の
代
表
的
著
書
『
学
問
の
す
す

め
』
（
｝
八
七
二
年
）
や
『
文
明
論
之
概
略
』
（
一
八
七
五
年
）
な
ど
が
あ
い
次
い
で
世
に
出
た
の
で
あ
る
。

　
『
学
問
の
す
す
め
』
の
中
で
、
ま
ず
近
代
化
の
た
め
に
役
立
つ
実
学
、
た
と
え
ば
、
　
「
手
紙
の
文
言
、
帳
合
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、
天
秤

の
取
扱
い
」
お
よ
び
地
理
、
歴
史
、
経
済
な
ど
の
習
得
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
を
す
る
に
、
い
ず
れ
も
和
訳
さ
れ
た
洋
書
や
原
典
を

読
み
、
物
事
の
道
理
を
求
め
て
今
日
の
用
に
達
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
実
学
は
、
　
「
人
間
普
通
の
実
学
に
て
、
人
た
る
者
は
貴
賎
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上
下
の
区
別
な
く
皆
悉
く
た
し
な
む
べ
き
心
得
な
れ
ば
、
此
心
得
あ
り
て
後
に
士
提
工
商
各
其
分
を
尽
し
銘
々
の
家
業
を
営
み
、
身
も
独
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

家
も
独
立
し
天
下
國
家
も
独
立
す
べ
き
な
り
」
と
力
説
し
て
い
る
。
ま
た
『
文
明
論
之
概
略
』
に
は
「
欧
羅
巴
諸
国
並
に
亜
米
利
加
の
合
衆
国

を
以
て
最
上
の
文
明
国
と
為
し
、
土
耳
古
、
支
那
、
欝
本
等
亜
細
亜
の
諸
国
を
以
て
半
開
の
国
と
称
し
、
阿
非
訟
加
及
び
填
大
利
亜
等
を
図
し

　
　
　
　
⑤

て
野
蛮
の
国
」
と
、
文
明
、
半
開
、
野
蛮
と
い
う
三
段
に
区
別
し
、
日
本
は
、
西
洋
文
明
を
目
的
と
し
て
近
代
化
の
道
を
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
論
断
し
、
し
か
も
西
洋
文
明
を
取
る
に
は
「
文
明
の
外
形
の
み
を
取
る
可
ら
ず
、
必
ず
先
づ
文
明
の
精
神
を
備
へ
て
其
外
形
に
適
す
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
も
な
か
る
可
ら
ず
レ
と
述
べ
て
い
る
。

　
西
洋
文
明
に
心
酔
し
た
福
沢
は
日
本
の
封
建
的
道
徳
観
、
思
考
様
式
お
よ
び
身
分
制
な
ど
に
対
し
て
全
面
的
に
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。

「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
い
う
平
等
原
則
の
下
に
、
人
民
全
体
の
経
済
活
動
が
富
国
の
第
一
条
件
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
彼
の
賎
商
意
識
に
対
す
る
批
判
は
上
掲
の
『
学
問
の
す
す
め
』
『
文
明
論
之
概
略
』
を
除
い
て
、
た
と
え
ば
『
帳
合
適
法
』
（
一
八

七
三
年
）
な
ど
の
よ
う
な
多
く
の
著
書
や
論
文
の
中
に
も
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
冒
さ
れ
る
の
は
、
　
一
八
八
五
年
『
時
事
新
聞
』
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

載
さ
れ
た
「
銭
の
用
た
る
駕
し
」
と
題
す
る
一
文
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
福
沢
は
昔
大
阪
の
素
町
人
で
あ
っ
た
鴻
池
善
右
衛
門
に
例
え
て
、
士

族
の
幾
商
意
識
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
「
素
町
鳶
土
百
姓
の
卑
罵
に
陥
れ
た
る
も
の
は
封
建
政
府
と
封
建
士
族
と
の
所
為
」
で
あ
り
、

決
し
て
天
命
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
や
国
を
立
つ
る
に
は
、
士
族
の
「
武
」
で
は
な
く
、
商
人
の
「
銭
」
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
．
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
に
お
い
て
、
日
本
を
「
銭
の
国
と
な
す
こ
と
も
っ
と
も
切
要
な
る
べ
し
」
と
い
う
。
こ
の
銭
の
国
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
的
商
工
業
の
国
で
あ
る
。
　
「
殖
産
の
道
開
け
て
衣
食
足
り
、
衣
食
足
り
て
礼
譲
も
起
り
、
教
育
も
行
届
き
、
学
問
も

進
み
、
発
明
も
多
く
、
兵
備
も
整
ひ
、
国
権
も
張
る
指
し
と
は
、
人
の
常
に
言
ふ
所
に
し
て
相
違
も
な
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
日
本
人
が
之
を
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
雷
ひ
な
が
ら
免
角
事
実
に
行
は
れ
ざ
る
は
何
ぞ
や
レ
と
、
日
本
人
が
金
銭
を
軽
ん
ず
る
側
面
に
批
判
を
加
え
て
、
殖
産
興
業
を
強
調
し
て
い

る
。
か
つ
て
封
建
時
代
の
β
本
の
支
配
層
の
価
値
観
に
は
物
質
面
よ
り
も
精
神
面
に
重
き
を
置
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し

て
近
代
西
欧
の
合
理
主
義
の
基
底
と
し
て
の
現
実
生
活
に
対
処
す
る
最
も
有
効
な
方
法
は
物
質
的
充
足
の
追
求
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
い
ち
早
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く
と
り
い
れ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
　
「
仁
」
・
「
義
」
と
い
う
道
徳
観
は
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
、
だ
か
ら
利

を
重
ん
ず
る
こ
と
は
決
し
て
道
徳
と
逆
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
道
徳
の
意
識
は
ゆ
っ
た
り
し
た
物
質
生
活
の
墓
盤
の
上
に
成
り
た
っ
て

行
く
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
故
に
福
沢
は
、
　
「
西
洋
諸
国
は
銭
の
世
の
中
に
し
て
、
銭
さ
へ
あ
れ
ば
有
形
肉
体
の
快
楽
を
買
ふ
可
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

無
論
、
尚
ほ
玉
石
に
無
形
の
栄
誉
体
面
な
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
西
洋
文
明
の
根
本
は
金
銭
の
一
物
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

明
治
維
新
後
の
日
本
は
な
お
ま
だ
金
銭
の
国
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
臼
本
人
が
無
形
の
名
声
・
権
力
の
み
を
求
め
て
、
有
形
の
物
質
・

財
力
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
銭
を
求
む
る
こ
と
切
な
ら
ざ
れ
ば
、
不
愉
快
な
る
労
役
を
取
る
に
も
及
ば
ず
。
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
労
す
る
者
少
な
け
れ
ば
、
殖
産
の
道
興
る
に
由
な
し
」
と
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
日
本
国
の
貧
乏
な
る
一
大
原
因
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
近
代
化
の
道
へ
ふ
み
出
し
た
日
本
は
、
い
か
な
る
方
法
で
西
洋
の
よ
う
な
金
銭
の
国
を
な
し
と
げ
る
か
、
第
一
に
は
、
社
会
的
に

地
位
あ
る
人
が
殖
産
の
こ
と
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
殖
産
は
立
国
の
根
本
で
あ
る
。
政
治
は
た
だ
世
凄
の
一
部
分
で
し
か
な
い
、
そ

の
他
に
な
す
べ
き
こ
と
は
は
な
は
だ
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
先
進
の
輩
が
政
治
談
の
壇
上
よ
り
限
を
転
じ
て
殖
産
の
方
に
向
ひ
、
率
先
し
て

銭
の
貴
き
所
以
を
示
し
た
ら
ば
、
後
進
も
堂
々
方
向
を
共
に
し
て
、
如
何
な
る
事
業
に
て
も
之
を
卑
し
と
云
は
ず
、
又
苦
痛
な
り
と
訴
へ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
て
、
殖
産
上
銭
を
作
る
の
栄
誉
を
以
て
社
会
に
誇
る
こ
と
を
得
る
の
場
合
に
至
る
可
し
」
と
い
う
。
ま
た
第
二
に
は
、
富
豪
は
お
の
ず
か
ら

そ
の
体
面
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
富
豪
は
、
　
「
立
国
の
大
本
た
る
殖
産
の
社
会
に
於
て
人
民
の
標
準
と
為
り
、
殊
に
外
国
貿
易
の
漸
く
盛
な

る
今
日
に
在
り
て
、
国
利
を
保
護
す
る
の
藩
屏
と
し
て
事
実
に
欠
く
可
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
功
力
の
大
小
を
論
じ
て
決
し
て
華
族
に
劣
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
な
し
、
其
待
遇
を
厚
く
す
る
も
至
当
の
こ
と
な
る
甘
し
」
と
い
う
。
つ
ま
り
福
沢
は
近
代
化
さ
れ
た
社
会
の
中
に
お
い
て
、
四
民
の
身
分
差

溺
を
認
め
ず
、
こ
と
に
商
人
の
地
位
を
高
め
て
国
民
の
そ
れ
ぞ
れ
が
み
ず
か
ら
の
知
恵
・
能
力
・
技
術
を
尽
く
し
て
富
を
つ
く
り
出
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
国
が
富
み
、
つ
い
に
文
萌
の
境
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
維
新
変
革
以
来
、
日
本
人
は
意
を
鋭
く
し
て
文
明
の
新
事
業
を
興
し
、
政
治
・
軍
事
・
教
育
な
ど
の
す
べ
て
は
西
洋
の
風
を
模
倣
し
、
そ
の
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成
果
を
一
応
収
め
た
が
、
た
だ
経
済
の
一
事
の
み
は
依
然
と
し
て
苦
し
い
境
地
に
陥
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
八
八
五
（
明
治
｝
八
年
）
年
当
時
、

日
本
政
府
の
歳
入
は
わ
ず
か
に
七
千
万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
妾
時
文
明
進
歩
の
世
界
に
立
ち
向
い
百
般
の
需
用
に
応
ず
る
財
用
と

し
て
は
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
か
っ
た
。
陵
海
軍
の
拡
張
、
鉄
道
の
敷
設
、
汽
船
の
建
造
、
学
校
の
設
立
お
よ
び
官
庁
・
病
院
な
ど
の
建
設
は

巨
大
な
費
用
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
当
時
歳
入
七
千
万
円
の
源
泉
は
、
　
「
地
租
を
第
一
と
し
次
に
海
関
税
、
酒
造
税
、
煙
草
税
を
除
く
の
外

は
、
車
税
と
云
ひ
、
会
社
税
と
云
ひ
、
売
薬
税
と
云
ひ
、
証
券
印
税
と
云
ひ
、
醤
油
税
と
云
ひ
、
菓
子
税
と
云
ひ
、
幾
多
の
税
目
あ
り
と
雛
も
、

其
歳
入
何
れ
も
皆
二
三
十
万
円
乃
四
五
十
万
円
を
超
ゆ
る
能
ず
、
小
軍
艦
一
艘
を
造
る
も
其
要
す
る
所
の
費
用
四
五
十
万
円
に
下
ら
ず
、
税
目

衙
を
以
て
縫
軍
艦
履
を
買
ひ
得
る
に
過
ぎ
ず
と
は
・
実
に
肇
潔
き
計
算
な
ら
ず
釦
と
い
う
・
当
時
に
お
い
て
は
・
新
に
黒
円
以

上
の
税
源
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
商
工
業
の
奨
励
や
海
外
貿
易
の
振
興
な
ど
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
掲
し
た

よ
う
に
、
　
「
国
を
冨
ま
す
の
法
は
商
工
殖
産
の
道
」
に
よ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
い
う
商
工
業
立
国
論
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
福
沢
が
い
う
文
明
は
東
洋
の
精
神
文
明
で
は
な
く
、
西
洋
の
物
質
文
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
酉
洋
物
質
文
明

は
人
間
の
豊
か
な
生
活
内
容
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
有
形
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
西
欧
諸
国
に
比
べ
て
立
ち
遅
れ
た

日
本
に
お
い
て
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
経
世
の
基
本
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
儒
教
思
想
に
影
響
さ
れ
た
既
本
人
は
、
利
を
軽
ん
ず
る

精
神
に
よ
っ
て
、
経
済
上
の
自
由
競
争
と
い
う
西
洋
人
の
殖
産
興
業
観
念
を
欠
い
て
い
た
。
こ
れ
は
日
本
社
会
に
停
滞
性
を
も
た
ら
し
た
主
要

な
原
因
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
進
性
を
求
め
る
福
沢
は
、
封
建
的
身
分
翻
と
賎
商
意
識
を
打
ち
破
り
、
四
民
～
体
と
な
っ
て

経
済
活
動
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
近
代
経
済
の
特
徴
は
自
由
競
争
で
あ
る
。
金
銭
を
求
め
る
に
も
、
そ
の
專
門
的
知
識
と
高
度
な
技
能
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

西
洋
先
進
諸
国
と
競
争
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
福
沢
は
、
　
「
日
本
工
商
の
前
途
如
何
」
と
題
す
る
論
説
の
中
に
お

い
て
、
「
自
今
以
後
、
教
育
の
法
は
、
其
議
的
を
工
商
殖
産
の
実
学
に
定
め
以
て
今
日
の
急
に
応
ず
暑
し
」
、
ま
た
、
「
教
育
の
目
的
を
爾
年
に

期
し
、
大
に
商
工
殖
産
の
道
を
講
じ
て
富
国
の
基
を
開
き
、
以
て
我
国
人
を
し
て
文
明
世
界
の
活
劇
場
に
先
を
争
は
し
め
ん
と
す
る
に
在
る
」
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と
、
実
学
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
教
育
方
針
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
厩
本
人
に
功
利
思
想
を
植
え
つ
け
て
進
取
の

気
象
を
や
し
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
商
法
の
研
究
を
奨
励
し
、
商
工
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
将
来
、
商
工
殖
産
国
と
し
て
立

と
う
と
す
る
日
ホ
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
ま
た
、
商
工
界
に
進
出
す
る
人
々
の
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
、
　
「
工
商
社
会
は
民
に
独

立
し
て
宮
に
縁
故
を
求
め
ず
、
其
事
業
に
巧
に
し
て
資
産
に
富
む
者
は
、
朝
廷
に
こ
そ
尊
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
朝
廷
外
に
高
貴
の
地
位
を
成
し
、

其
地
位
の
最
も
高
き
も
の
は
、
朝
廷
の
官
の
最
も
高
き
も
の
と
正
し
く
網
対
暑
し
て
、
一
毫
も
相
譲
ら
ざ
る
の
み
か
、
　
（
中
略
）
斯
の
如
く
す

れ
ば
、
獄
吏
の
地
位
の
下
る
に
も
非
ず
、
平
民
の
地
位
の
分
を
越
ゆ
る
に
も
非
ず
、
政
府
も
政
を
為
す
に
易
く
、
人
民
も
業
を
営
む
に
愉
快
な

⑮り
」
と
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
実
業
家
と
政
治
家
と
の
社
会
的
地
位
は
対
等
の
も
の
で
、
い
さ
さ
か
の
差
別
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
平
等
、
民
主
的
理
念
は
、
実
は
近
代
資
本
主
義
文
明
を
推
し
進
め
る
原
動
力
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
要
す
る
に
、
福
沢
の
経
済
理
念
は
功
利
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
重
商
主
義
で
あ
る
。
富
豪
の
致
富
を
積
極
的
に
奨
励
す
る
意
見
は
、
葉
叢
に
お

い
て
、
資
本
家
が
早
々
に
成
長
し
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
賎
商
意
識
を
一
掃
す
る
反
面
に
お
い
て
、
経
済
活

動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
最
も
実
利
、
ま
た
栄
誉
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
示
唆
し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
人
の
個
々
が
寓
を
求
め
て
そ
の
才
能
を

発
揮
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
金
銭
の
国
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
の
国
が
必
ら
ず
出
現
す
る
だ
ろ
う
と
論
断
し
た
。
ま
た
資
本
主
義
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

展
さ
せ
る
た
め
に
、
近
代
金
融
機
構
の
日
本
銀
行
を
設
立
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
輸
出
貿
易
を
健
進
ず
る
た
め
に
、
銀
本
位
を
金
本
位
に
改
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
い
う
幣
制
を
改
革
す
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
民
間
資
本
を
助
長
す
る
た
め
に
、
官
有
鉄
道
論
に
反
対
す
る
こ
と
な
ど
の
一
連
の
主
張
を
唱
え
た
。

明
治
前
期
に
お
い
て
、
言
論
界
を
大
い
に
牛
耳
っ
た
福
沢
の
意
兇
が
当
時
の
日
本
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
政
府
が
強
力
な
殖
産
興
業
政
策
を
持
ち
出
し
た
こ
と
や
、
ま
た
後
に
鍵
本
資
本
主
義
が
短
期
に
成
長
し
て
き
た
こ
と
は
、
福
沢
の
経
済
思

想
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
と
、
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
福
沢
の
啓
蒙
的
思
想
が
、
日
本
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
に
対
し
て
、
福
沢
と
同
じ
よ
う
な
地
位
に
当
る
中
国
の
維
新
変
革
論

者
で
あ
る
康
有
為
は
、
い
か
な
る
経
済
思
想
を
も
っ
て
中
国
を
資
本
主
義
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
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周
知
の
よ
う
に
、
康
有
為
は
中
国
の
維
新
変
革
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
維
新
変
革
思
想
は
儒
教
の
学
説
を
本
位
に
し
て
、
そ
れ
に

西
洋
の
近
代
民
主
思
想
と
日
本
明
治
維
新
の
変
革
経
験
を
加
味
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
変
革
思
想
を
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
政

治
上
に
お
い
て
は
君
主
立
憲
制
の
樹
立
、
教
育
上
に
お
い
て
は
科
挙
試
験
制
の
改
革
と
近
代
的
学
校
の
創
立
、
経
済
上
に
お
い
て
は
資
本
主
義

国
の
経
済
体
制
の
編
成
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
は
彼
の
経
済
思
想
で
あ
る
。

　
一
八
九
八
年
の
戊
戌
政
変
ま
で
の
康
有
為
は
欧
米
諸
国
へ
行
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
西
洋
文
化
に
直
接
に
影
響
さ
れ
た
香
港
や
上
海
で
爾
洋

の
物
質
文
明
に
接
触
し
、
西
洋
の
文
物
綱
度
と
ゆ
た
か
な
生
活
内
容
に
感
動
し
た
。
彼
が
西
洋
の
物
質
文
明
を
高
く
評
価
し
た
の
は
、
こ
の
頃

　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
広
学
会
の
月
刊
雑
誌
『
万
国
公
報
』
な
ど
を
愛
読
し
、
西
洋
の
知
識
を
吸
収
し
始
め
た
。
ま
た
、
洋
急
派
の

夜
宴
・
学
殖
お
よ
び
外
人
宣
教
師
ら
の
富
国
論
、
強
兵
論
、
養
罠
論
な
ら
び
に
商
工
振
興
論
な
ど
に
影
響
さ
れ
た
彼
は
、
中
国
を
近
代
化
さ
せ

る
に
は
、
ま
ず
資
本
主
義
諸
国
の
よ
う
な
経
済
体
網
を
と
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
彼
の
経
済
立
国
論
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
出

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
康
有
為
の
経
済
立
国
論
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
彼
の
数
十
通
に
及
ぶ
上
奏
文
の
中
に
見
え
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
え
ば
、
殖
産
興
業
を
奨
励
し
、
近
代
産
業
を
も
っ
て
国
を
立
つ
べ
き
と
い
う
上
奏
文
「
請
鋤
工
藝
奨
創
新
摺
」
と
、
税
制
を
改
革
し
、
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

貿
易
政
策
を
も
っ
て
中
国
の
商
業
を
振
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
上
奏
文
「
難
陳
商
務
摺
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず

れ
も
商
工
立
国
論
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
商
工
立
国
論
に
基
づ
き
打
ち
出
さ
れ
た
方
策
は
、
近
代
的
銀
行
制
度
の
設
立
、
金
本
位
幣
綱
の
樹
立
、
民
営
企
業
の
奨
励
、
資
源
の
開
発
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
福
沢
の
意
見
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
思
想
か
ら
見
る
と
、
康
と
福
沢
と
の
間
に
、
相
当
の

隔
り
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
第
一
点
は
思
想
的
背
景
で
あ
る
。

　
中
国
の
伝
統
的
思
想
は
儒
教
の
思
想
で
あ
る
。
康
有
為
は
そ
れ
を
継
承
し
て
現
実
の
生
活
状
態
に
適
応
す
る
も
の
と
し
て
維
新
変
革
の
要
求

（830）　42
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を
提
起
し
た
。
儒
教
の
説
く
と
こ
ろ
は
道
徳
と
政
治
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
徳
は
政
治
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。

儒
教
道
徳
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
は
仁
と
義
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
捨
て
て
利
に
就
け
ば
、
道
徳
の
根
本
的
精
神
に
背
く
。
第
二
に
は
、

卑
賎
者
が
尊
貴
者
に
対
し
て
服
事
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
人
と
人
と
の
関
係
を
す
べ
て
貴
賎
尊
卑
の
秩
序
に
お
い
て
固
定
化

さ
せ
る
。
こ
の
二
点
は
、
実
は
封
建
社
会
を
支
え
る
倫
理
的
支
柱
で
あ
る
。
福
沢
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
観
は
文
明
進
歩
を
阻
止
す

る
最
大
の
障
害
で
あ
り
、
そ
れ
を
排
除
し
な
い
で
、
近
代
的
社
会
に
達
成
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼

は
、
　
「
道
徳
に
政
治
を
配
遡
し
た
る
儒
教
主
義
は
、
誠
に
周
公
孔
孟
の
蒔
代
に
適
合
し
た
る
の
教
に
し
て
、
此
時
代
に
は
此
主
義
な
か
る
可
ら

ず
」
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
近
代
社
会
に
入
っ
た
現
段
階
に
お
い
て
は
、
　
「
古
代
の
儒
教
主
義
が
此
今
代
の
社
会
に
適
合
す
可
き
理
由
な

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

き
」
と
い
う
置
型
的
態
度
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
今
日
の
文
明
は
、
儒
教
の
「
道
徳
の
文
明
に
詠
ず
し
て
智
恵
の
文
明
」
で

あ
る
と
い
い
、
智
恵
を
も
っ
て
人
間
の
能
力
を
開
発
す
る
の
は
、
富
国
利
民
の
根
本
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
福
沢
は
人
類
文
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

進
歩
は
決
し
て
徳
で
は
な
く
、
智
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
し
た
康
有
為
の
「
去
愚
尚
智
、
棄
守
旧
、
尚
日
新
」
の
中
に
示
さ

れ
て
い
る
愚
と
旧
と
は
、
決
し
て
福
沢
が
い
う
儒
教
の
道
徳
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
戊
戌
維
新
変
革
を
妨
げ
る
清
政
府
の
保
守
派
の
反
動
的
思

想
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
愚
と
智
は
、
並
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
智
を
求
め
れ
ば
、
愚
を
斥
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愚
が
存
在
す
る
限
り
、

智
は
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
で
に
資
本
主
義
時
代
に
入
っ
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
智
を
開
き
、
物
質
文
明
を
追
求
す
る
の
は
、
ア

ジ
ア
諸
国
の
先
進
思
想
家
の
共
通
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
血
止
的
立
場
に
立
つ
福
沢
と
尊
面
的
立
場
に
立
つ
康
は
、
愚
に
対
す
る
概
念
と
解

釈
に
お
い
て
全
く
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
両
者
の
経
済
思
想
の
差
異
に
深
く
関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
儒
教
思
想
を
徹
底
的
に
排
除

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
的
経
済
社
会
を
は
じ
め
て
造
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
福
沢
の
意
見
と
、
西
洋
文
明
を
儒
教
思
想
の
中
に
と

り
入
れ
、
商
工
業
の
発
展
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
康
有
為
の
意
見
と
は
、
全
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
点
は
富
に
対
す
る
目
的
で
あ
る
。

　
康
有
為
は
宇
寅
万
物
構
成
の
基
礎
は
儒
教
の
「
仁
」
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
世
界
之
所
以
立
、
衆
生
之
所
生
、
家
国
之
所
存
、
礼
義

43　（831）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

之
所
起
、
無
一
不
本
於
仁
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
康
の
政
治
変
革
の
理
論
は
も
ち
ろ
ん
、
経
済
変
革
の
思
想
も
こ
の
仁
か
ら
出
て
来
た
も
の

で
あ
る
。
彼
の
考
え
る
仁
は
諸
徳
の
綜
合
で
あ
る
。
仏
の
慈
悲
、
キ
リ
ス
ト
の
博
愛
な
ど
の
す
べ
て
が
仁
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点

か
ら
考
え
る
と
、
人
類
は
み
な
同
胞
、
天
下
は
一
家
で
あ
る
。
康
有
為
が
こ
の
仁
か
ら
説
き
出
し
た
経
済
理
念
は
、
貧
困
者
の
苦
し
み
を
解
消

し
、
す
べ
て
の
人
の
生
活
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
富
を
求
め
る
目
的
は
、
國
が
富
む
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
人
民
全
体
の
幸
福
を
増
大
す
る
た
め
で
あ
る
。
民
を
裕
に
し
国
を
欝
ま
す
と
い
う
彼
の
富
国
養
民
論
は
、
彼
の
経
済
思
想
中
の
一
つ
の
特
急

で
あ
る
。
養
民
と
は
、
単
に
一
国
の
人
民
の
幸
福
を
求
め
る
の
み
で
は
な
く
、
人
類
全
体
の
幸
福
を
も
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、

す
な
わ
ち
彼
の
大
同
思
想
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
福
沢
は
ど
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
福
沢
に
よ
れ
ば
、
富
を
求
め
る
の
は
日
本
の
独
立
自
主
の
た
め
で
あ
っ
た
。
独
立
自
主
を
守
る
た
め
に
は
、
ま
ず
強
兵
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
強
兵
の
本
は
富
国
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
認
識
と
強
兵
と
の
二
つ
の
意
識
が
結
び
つ
き
、
福
沢
の
経
済
思
想
の
根
幹
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
今
日
は
其
武
を
張
る
に
も
先
づ
金
を
要
す
る
こ
と
に
し
て
、
欝
金
の
由
て
来
る
所
は
商
工
に
在
る
」
「
国
防
の
兵
、
固
よ
り
大
切
な
り
と
難
も
、

兵
事
に
備
へ
て
商
事
に
備
へ
ざ
る
は
国
防
の
能
華
終
る
も
の
に
非
ず
、
而
し
て
質
商
売
上
の
国
防
は
唯
富
豪
に
依
る
の
一
法
あ
る
の
み
、
我
輩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
国
家
の
為
め
に
謀
り
て
兵
備
と
商
備
と
熟
れ
か
軽
重
な
き
を
断
言
す
る
も
の
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
福
沢
の
露
国
強
兵
論
の
本
質
が

明
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
富
国
強
兵
論
は
、
そ
の
発
生
の
背
景
に
、
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
の
ア
ジ
ア
進
出
が
あ
り
、
列
強
の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

ア
ジ
ア
諸
国
が
唱
え
た
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
洋
務
運
動
期
に
お
け
る
中
国
で
は
、
軍
事
工
業
と
そ
れ
に
関
連
す
る
一
般
産
業
を
興

す
国
的
は
、
や
は
り
富
国
強
兵
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
四
年
臼
清
戦
争
の
敗
北
を
見
た
康
有
為
は
、
強
兵
と
い
う
よ
り
養
母
の

方
が
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
富
国
強
兵
論
を
蜜
園
養
民
論
に
改
め
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
康
の
富
国
養
民
論
の
中
で
強
兵
の
思
想

は
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
強
兵
は
養
民
の
次
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
強
兵
の
限
界
は
自
国
の
防
衛
力
を
超
え
て
い
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
福
沢
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
福
沢
は
「
我
東
洋
政
略
の
素
志
を
達
し
て
文
は
則
ち
開
明
の
魁
を
為
し
、
武
は
則
ち
亜
細
亜
の

　
響

盟
主
」
で
あ
る
と
の
対
外
膨
脹
主
義
を
ほ
の
め
か
し
た
。
日
清
戦
争
終
結
の
直
後
、
日
本
の
戦
勝
に
対
し
て
、
彼
は
「
今
日
に
至
り
て
始
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

富
強
の
実
効
を
奏
し
、
其
富
強
を
以
て
外
戦
に
当
る
こ
と
と
知
る
可
し
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
上
述
し
た
福
沢
と
康
と
の
富
国
の
目
的
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
康
有
為
の
富
国
は
養
民
を
中
心
に
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
人
類
無
体
を
救
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
間
主
義
的
経
済
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
福
沢
の
欝
国
の
爵
的
は
兵
を

強
く
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
海
外
に
拡
張
す
る
こ
と
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
重
商
主
義
的
経
済
思
想
で
あ
る
。

　
福
沢
に
し
ろ
、
康
有
為
に
し
ろ
、
と
も
に
資
ホ
主
義
国
の
経
済
体
制
に
あ
こ
が
れ
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
切
望
し
た
が
、
両
老
の
思

想
的
背
景
と
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
国
内
外
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
個
々
の
経
済
思
想
の
特
性
が
顕
明
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
臼
中
両
国
の
近
代

化
へ
の
岐
路
は
こ
の
一
端
が
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
『
福
沢
全
集
』
（
大
正
十
五
年
、
聴
事
新
聞
社
）
第
九
巻
二
九
…
四
〇
頁
「
銭

　
の
園
た
る
可
し
」
。

②
　
康
看
為
の
上
奏
文
「
請
属
工
選
奨
創
辮
摺
」
（
『
戊
戌
奏
稿
』
一
九
－
一
一
一
頁
に

　
収
め
る
）
。

③
　
坂
田
吉
雄
著
『
士
魂
商
才
』
　
（
一
九
六
四
年
、
未
来
社
）
一
〇
頁
に
よ
る
。

④
　
福
沢
論
吉
著
『
学
問
の
す
す
め
』
初
編
に
見
え
る
。

⑤
福
沢
諭
吉
著
『
文
明
論
之
概
略
』
巻
之
一
第
二
章
「
西
洋
の
文
明
を
鼠
的
と
す

　
る
事
」
に
よ
る
。

⑥
　
同
上
。

⑦
「
銭
の
国
た
る
可
し
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
』
第
九
巻
二
九
－
照
○
頁
に
収
め

　
る
。

⑧
　
同
上
。

⑨
　
同
上
。

⑩
同
上
。

⑪
同
上
。

⑫
　
岡
上
。

⑬
　
　
「
文
化
を
買
ふ
に
銭
を
要
す
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
蝕
第
九
巻
九
二
…
九
五
頁

　
に
収
め
る
。

⑭
「
日
本
の
工
商
の
前
途
如
何
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
』
第
九
巻
六
三
－
七
八
頁

　
に
反
め
る
。

⑮
　
同
上
。

⑯
　
　
「
臼
本
銀
行
論
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
』
第
九
巻
二
一
＝
一
二
三
五
頁
に
収
め

　
る
。

⑰
「
幣
捌
改
革
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
』
第
九
巻
壬
二
五
一
二
曙
八
頁
に
収
め
る
。

⑱
「
官
有
鉄
道
論
」
、
前
掲
『
福
沢
全
集
』
第
九
巻
二
四
九
一
二
五
九
頁
に
収
め

　
る
。

⑲
康
有
為
著
『
康
南
海
自
編
年
譜
』
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
年
）
の
条
に
よ
る
と
、

　
「
知
西
人
治
國
有
法
度
、
不
得
以
古
旧
之
夷
秋
視
之
」
と
あ
る
。
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⑳
　
拙
稿
「
康
有
為
の
変
法
運
動
と
明
治
維
新
」
　
（
一
九
七
〇
年
掛
人
文
学
報
』
第

　
三
〇
号
一
八
一
習
ハ
）
参
照
。

⑳
　
同
蝕
⑲
光
緒
九
年
（
一
八
八
三
年
）
の
条
に
よ
る
。

⑫
同
註
②
。

＠
　
蝿
知
新
報
』
第
七
〇
珊
（
光
緒
二
縢
年
九
月
二
一
日
、
す
な
わ
ち
一
八
九
八
年

　
一
｝
月
四
日
）
に
収
め
る
。

㊧
　
　
「
儒
教
主
義
」
前
掲
福
沢
全
集
第
九
巻
三
六
七
－
八
広
参
照
。

X

ス
ミ
ス
学
説
と
の
関
連

＠＠＠＠＠＠＠
「
文
明
教
育
論
」
同
上
三
三
九
頁
。

岡
註
②
。

梁
啓
超
著
『
康
有
為
伝
』
（
『
飲
氷
室
文
集
』
九
巻
所
収
）
参
照
。

「
尚
商
立
国
論
」
前
掲
『
福
沢
全
集
臨
第
九
巻
一
六
六
－
ニ
ハ
七
頁
参
照
。

「
冨
豪
の
要
用
」
、
同
上
一
九
五
頁
。

「
東
洋
の
敷
略
果
し
て
如
何
」
同
上
第
八
巻
四
二
八
翼
。

「
外
戦
始
末
論
」
同
上
第
八
巻
六
六
五
脚
貝
。
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近
代
西
洋
経
済
学
に
対
す
る
福
沢
諭
吉
と
康
有
為
の
認
識
の
接
近
点
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
諺
α
邸
§

ω
目
搾
げ
（
H
圃
b
◎
O
Q
I
μ
間
り
O
）
の
学
説
と
の
関
連
に
よ
っ
て
そ
れ
を
解
明
し
て
お
き
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
露
論
』
（
　
七
七
六
年
）
、
．
掛
轟
H
⇔
ρ
巳
受
置
8
什
け
①
気
暮
g
話
ρ
⇔
α
O
ρ
質
ω
o
ω
○
囲
酔
げ
。
≦
、
舞
一
夢

。
臨
署
ρ
鉱
。
器
．
、
は
、
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
動
向
に
大
き
な
波
紋
を
投
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
近
代
経
済
学
の
理
論
的
基
礎
を
築
き
あ
げ

た
学
説
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
後
半
に
至
り
、
欧
米
先
進
資
本
主
義
文
化
が
ア
ジ
ア
に
進
出
す
る
に
と
も
な
い
、
ス
ミ
ス
の
学
説
も
惑
い
次
い

で
日
本
や
中
国
に
移
植
さ
れ
て
来
た
。
当
時
、
西
洋
物
質
文
明
の
中
に
「
寓
強
」
を
積
極
的
に
求
め
て
い
た
福
沢
・
康
ら
に
、
こ
の
ス
ミ
ス
の

学
説
は
大
き
な
反
饗
を
呼
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
福
沢
が
西
洋
の
経
済
学
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
彼
の
数
度
に
わ
た
る
外
遊
中
に
購
入
し
た
洋
書
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
一
八

六
二
年
（
文
久
二
年
）
、
　
幕
府
遣
欧
使
節
の
随
員
と
し
て
渡
欧
の
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
（
O
け
吟
詠
げ
賃
ρ
図
○
σ
①
詳
、
H
。
。
O
昏
。
占
。
。
目
）
の

℃
o
獄
賦
。
鉱
鵠
o
O
鄭
。
白
図
h
o
円
幻
ω
①
一
昌
ω
o
げ
。
巳
㊤
ロ
創
断
。
同
噂
村
貯
暮
Φ
囲
霧
貯
煽
。
訟
。
昌
を
、
ま
た
、
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）
、
幕
府
の
覧
・
艦
受
取

委
員
の
随
員
と
し
て
再
び
ア
メ
リ
カ
に
赴
い
た
際
に
は
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
（
芝
曙
巨
堂
津
蓮
池
』
謬
①
高
。
。
①
㎝
）
の
国
ざ
ヨ
①
導
ω
○
隔
℃
9
一
江
。
鉱

国
。
曾
○
實
《
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
次
い
で
買
い
入
れ
た
。
彼
は
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
こ
れ
ら
の
書
物
を
読
み
始
め
、
か
つ
そ
の
一
部
を
和
訳
し
た



経済思想から見た福沢諭吉と康有為（彰）

こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ミ
ス
の
『
国
藩
論
』
の
原
書
の
渡
来
は
、
福
沢
と
い
か
な
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
は
今
も
っ
て
不
明
で
あ
る
が
、
同
書
は
幕
末
ま
で
に
日
本
に
入
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
、
福
沢
は
慶
応
義
塾
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
書
を
講
じ
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
を
研

究
し
て
い
た
。
当
時
、
ス
ミ
ス
の
学
説
は
慶
応
の
福
沢
を
中
心
と
し
て
目
本
に
広
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
国
富
論
』

の
選
訳
は
、
一
八
八
二
年
四
月
以
降
、
経
済
雑
誌
社
々
員
石
川
暎
作
ら
が
そ
れ
に
着
手
し
、
そ
の
訳
稿
の
一
部
を
『
東
京
経
済
学
講
習
会
講
義

録
』
に
分
載
し
た
り
し
て
、
よ
う
や
く
一
八
八
八
年
（
明
治
一
二
年
）
に
同
書
の
全
訳
を
完
成
し
た
。
全
訳
ま
で
に
は
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
の
体

系
を
統
一
的
に
理
解
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
個
々
の
論
点
を
ば
ら
ば
ら
に
受
け
入
れ
た
。
福
沢
が
そ
の
ス
ミ
ス
の
個
々
の
論
点
を
当
時
日
本
社

会
の
現
実
と
結
び
つ
け
、
み
ず
か
ら
の
文
明
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
深
い
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）
、
福
沢
は
「
往
古
の
碩
学
始
め
て
経
済
の
事
に
付
書
を
著
し
、
之
を
富
国
論
と
名
け
り
。
叢
説
に
拠
れ
ば
、
人
は

家
法
を
節
し
て
富
を
致
す
可
き
が
故
に
、
之
を
大
に
し
て
一
国
に
施
す
と
き
は
、
亦
以
て
一
国
を
し
て
富
実
を
成
す
楽
し
と
云
へ
り
。
然
り
と

難
ど
も
、
世
の
学
者
、
経
済
の
学
は
唯
富
を
致
す
も
の
と
思
ひ
、
或
は
富
を
致
し
て
之
を
守
る
所
以
の
趣
意
な
り
と
思
ふ
は
、
大
な
る
誤
解
な

り
。
抑
も
経
済
の
大
趣
意
は
人
の
作
業
を
束
縛
す
る
に
は
非
ら
ず
し
て
、
起
て
其
天
賦
に
従
ひ
自
由
に
他
力
を
伸
べ
し
む
る
も
の
な
り
。
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

其
議
論
、
人
間
交
際
の
事
を
ば
後
に
し
て
、
専
ら
人
間
自
由
の
所
業
を
抑
制
し
て
弊
害
の
生
ず
る
所
以
を
明
か
に
せ
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
文
句
の
中
に
ス
ミ
ス
の
名
は
見
え
な
い
が
、
ス
ミ
ス
の
著
書
で
あ
る
『
冨
国
論
』
と
い
う
書
名
が
は
っ
き
り
出
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
ス

ミ
ス
経
済
学
の
内
容
の
大
要
を
簡
明
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
一
八
七
四
年
一
月
、
福
沢
は
イ
ギ
リ
ス
の
商
売
工
業
の
促
進
は
、
上
層
の
政
府
官
吏
で
は
な
く
、
下
層
の
一
般
市
罠
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら

中
一
層
に
位
し
、
智
力
を
も
っ
て
一
世
を
指
導
す
る
知
識
人
で
あ
り
、
た
と
え
ば
経
済
の
定
則
を
論
じ
て
商
売
の
法
を
一
変
し
た
の
は
、
ア
ダ

ム
三
ミ
ス
の
労
に
帰
し
た
と
述
べ
て
い
物
ご
」
れ
は
ス
ミ
ス
の
名
を
彼
の
著
書
の
中
で
始
め
て
と
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
・
翠
・
智
と

徳
と
を
区
別
し
て
そ
の
趣
の
異
な
る
と
こ
ろ
を
示
し
た
福
沢
は
、
　
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
経
済
の
法
を
論
ず
る
が
如
く
し
て
、
自
か
ら
天
下
の
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人
心
を
導
き
一
般
に
中
有
の
源
を
深
く
す
る
こ
と
あ
る
は
、
智
恵
の
働
の
最
も
至
れ
る
も
の
と
云
ふ
些
し
。
何
れ
に
も
小
智
よ
り
進
で
大
智
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

至
る
に
は
聡
明
塔
知
の
見
な
か
る
可
ら
ざ
る
な
り
」
、
ま
た
「
ゼ
イ
ム
ス
・
ワ
ヅ
ト
蒸
気
機
関
を
工
夫
し
て
世
界
中
の
工
業
こ
れ
が
た
め
に
其

趣
を
一
変
し
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
経
済
の
定
則
を
発
明
し
て
世
界
中
の
商
売
こ
れ
が
た
め
に
面
目
を
改
め
り
、
其
こ
れ
を
人
に
伝
る
や
、
或
は

言
を
以
て
し
或
は
書
を
以
て
す
可
し
。
一
度
び
選
言
を
聞
き
蕃
書
を
見
て
之
を
実
に
施
す
人
あ
れ
ば
、
其
人
は
正
し
く
ワ
ッ
ト
と
ス
ミ
ス
に
異

　
　
⑥

な
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
し
ば
し
ば
ス
ミ
ス
の
こ
と
に
ふ
れ
、
ス
ミ
ス
の
学
説
に
傾
倒
す
る
意
を
示
し
て
い
る
。

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
影
響
を
受
け
た
福
沢
は
、
文
明
を
最
も
よ
く
促
進
さ
せ
る
の
は
、
決
し
て
徳
義
で
は
な
く
、
智
恵
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
智
恵
は
富
有
の
源
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
封
建
的
道
徳
観
念
に
批
鞠
を
加

え
、
西
洋
学
間
中
の
実
学
と
い
う
智
恵
を
求
め
る
こ
と
を
意
号
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
一
身
を
独
立
せ
し
む
る
は
他
な
し
、
先
づ
知
識
を
開
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
り
。
其
の
知
識
を
開
く
に
は
必
ら
ず
西
洋
の
書
を
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
旨
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
西
洋
学
問
の
中
に
お
い
て
、
人
間

衣
食
住
の
需
用
を
提
供
し
、
豊
か
な
生
活
内
容
を
充
実
す
る
た
め
の
実
学
は
、
経
済
学
以
外
に
ほ
か
は
な
い
。

　
福
沢
の
経
済
論
は
そ
の
実
学
を
も
っ
て
臼
本
資
本
主
義
の
育
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
一
身
独
立
し
て
一
家
独
立
、
一
家
独
立
し
て
一

国
独
立
、
と
い
う
こ
と
を
主
に
し
て
、
そ
の
独
立
の
た
め
に
、
商
人
道
を
唱
え
て
い
る
。
故
に
「
学
で
富
み
富
て
学
び
、
学
者
と
金
持
と
両
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
地
位
を
占
め
、
以
て
天
下
の
人
心
を
一
変
」
す
る
教
育
方
針
の
下
に
育
て
ら
れ
た
慶
応
義
塾
門
人
の
多
く
は
、
後
に
産
業
界
に
積
極
的
に
進

出
し
、
つ
い
に
近
代
日
本
の
政
治
舞
台
で
活
躍
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
福
沢
の
自
由
民
権
思
想
は
彼
の
経
済
論
の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
『
通
俗
畏
権
論
』
に
は
、
財
産
の
貧
弱
な
る
老
は
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

論
の
威
力
に
欠
け
る
と
あ
る
。
「
棋
聖
無
産
の
張
子
房
が
処
の
如
く
多
く
も
、
其
黒
糖
だ
低
く
し
て
俗
耳
を
驚
か
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
、
ま
た

「
経
済
学
の
趣
旨
は
売
買
の
道
を
保
護
し
、
之
を
鼓
舞
し
て
世
の
貿
易
を
愚
な
ら
し
む
る
所
以
の
理
を
論
ず
れ
ど
も
、
こ
れ
を
難
関
に
施
す
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

処
概
に
至
て
は
政
治
学
の
関
す
所
と
せ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
と
政
治
と
の
理
論
的
関
連
を
強
調
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
政
治

上
に
お
け
る
最
も
有
効
的
な
活
動
は
金
銭
勢
力
如
何
に
よ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
に
勃
発
し
た
福
沢
の
イ
ギ
リ
ス
流
の
自
由
民
権
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運
動
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
経
済
思
想
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
福
沢
に
唱
え
ら
れ
た
ス
ミ
ス
の
思
想
と
学
説
が
、
近
代

日
本
の
変
革
過
程
で
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
す
る
べ
き
か
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
の
思
想
と
学
説
が
中
国
の
知
識
人
、
こ
と
に
康
有
為
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
問
題
を
追
究
す
る

前
に
、
ま
ず
ス
ミ
ス
の
思
想
と
学
説
と
の
中
国
へ
の
導
入
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
一
九
世
紀
七
〇
年
代
か
ら
中
国
で
行
な
わ
れ
た
洋
務
運
動
は
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
に
学
び
、
富
国
強
兵
を
講
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、

洋
務
派
に
属
す
る
官
僚
・
学
者
お
よ
び
外
人
宣
教
師
ら
の
論
著
・
翻
訳
の
中
に
は
、
間
接
ま
た
は
直
接
に
ス
ミ
ス
の
学
説
に
触
れ
た
と
こ
ろ
が

多
い
。
た
と
え
ば
蘇
福
成
の
『
論
調
衝
議
』
（
一
八
八
八
年
）
中
の
「
壁
際
」
で
、
自
由
貿
易
の
主
張
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
何
啓
・
調
礼

垣
共
著
『
新
政
真
蛸
』
初
編
（
一
八
八
七
年
）
の
中
に
あ
る
「
隠
亡
書
後
」
に
は
、
　
「
内
外
通
商
、
華
洋
互
市
、
為
彼
此
相
宜
之
事
、
皇
民
絶
無

害
者
也
し
と
あ
る
。
こ
れ
も
自
由
貿
易
政
策
の
有
益
無
害
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
外
人
宣
教
師
の
エ
ド
キ
ン
（
｝
●
］
円
α
醤
一
嵩
ω
）
は
、
月

刊
雑
誌
『
万
国
公
報
』
（
一
八
九
二
年
）
に
「
富
国
養
田
策
」
と
題
す
る
論
文
を
掲
げ
、
　
「
英
人
亜
門
斯
米
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
指
す
1
筆
老
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

所
著
者
富
国
探
原
書
（
『
国
富
論
』
を
指
す
1
筆
者
）
、
英
国
斯
時
潮
盛
、
多
由
於
研
求
其
生
誕
之
学
術
車
戸
也
」
と
い
う
。
の
み
な
ら
ず
、
『
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寓
論
』
の
概
要
も
広
く
紹
介
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
そ
こ
で
一
八
九
七
年
に
至
り
、
厳
復
は
同
書
の
漢
訳
に
着
手
し
、
一
九
〇
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
末
、
そ
の
雨
期
が
よ
う
や
く
発
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
刊
行
は
一
九
〇
工
年
一
〇
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

厳
復
は
『
国
富
論
』
を
康
富
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
斯
密
鶏
と
漢
訳
し
・
雇
済
学
L
を
「
計
学
」
と
称
し
て
い
る
・
天
九
八
年

春
に
訳
し
た
『
国
富
論
』
の
前
一
一
篇
の
原
稿
を
呉
汝
論
に
見
せ
、
呉
の
批
判
を
求
め
た
。
呉
は
、
　
「
斯
密
氏
計
学
稿
　
冊
、
敬
読
一
過
、
望
速

　
⑮

成
之
」
と
激
励
し
た
。
当
時
、
厳
復
が
『
国
富
論
』
を
漢
訳
し
た
主
限
は
、
自
由
貿
易
政
策
を
通
じ
て
中
国
商
工
業
の
繁
栄
を
促
進
し
よ
う
と

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
期
待
は
か
な
わ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ス
ミ
ス
の
古
典
的
な
政
治
経
済
学
を
中
国
に
系
統
的
に
導
入
し
、
中
国
の

維
新
変
革
主
義
老
に
啓
蒙
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
康
有
為
の
門
人
梁
啓
超
は
門
厳
氏
の
洋
学
と
漢
学
は
い
ず
れ
も
わ
が
国

　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
第
一
人
者
で
あ
る
」
と
い
い
、
同
書
訳
本
の
刊
行
は
中
国
の
思
想
界
に
大
き
な
貢
献
を
果
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
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西
洋
文
化
の
中
に
「
富
国
・
養
民
」
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
康
有
為
は
福
沢
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
の
思
想
と
学
説
を
深
く
認
識
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
が
、
彼
の
経
済
思
想
は
、
ス
ミ
ス
の
思
想
と
学
説
に
影
響
さ
れ
た
洋
務
派
の
官
僚
・
学
者
お
よ
び
外
人
宣
教
師
ら
の
富
国
論
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
洋
務
運
動
か
ら
戊
戌
変
法
運
動
ま
で
の
間
の
、
約
三
島
年
間
に
わ
た
っ
て
中
国
の
買
弁
官
僚
資
本
は
著
し
い
発
展
を
と
げ
た
。
そ
れ
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
⑲

に
、
民
間
資
本
も
め
ば
え
て
い
っ
た
。
新
興
資
産
階
級
の
利
益
の
代
弁
者
康
有
為
は
商
業
立
国
論
や
工
業
振
興
論
な
ど
を
増
え
て
、
自
由
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

政
策
に
よ
っ
て
中
国
を
富
に
致
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
彼
の
「
出
雲
民
富
国
」
と
い
う
主
張
は
、
福
沢
の
「
上
帝
の
恩
沢
洪
大
な
り
と
錐
ど
も
、

衣
服
は
由
に
生
ぜ
ず
、
食
は
天
よ
り
降
ら
ず
、
況
や
世
の
文
明
次
第
に
進
め
ば
其
便
利
、
唯
衣
服
飲
食
の
み
な
ら
ず
、
蒸
気
電
信
の
利
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
令
商
亮
の
便
あ
る
に
於
て
を
や
。
皆
是
れ
智
恵
の
賜
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
同
一
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
「
富
」
と
い
う
も
の
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
金
・
銀
の
よ
う
に
不
滅
の
、
固
定
し
た
価
値
物
で
は
な
く
、
年
々
生
産
さ
れ
年
々

消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
金
・
銀
は
死
蔵
し
て
お
く
も
の
で
は
な
く
、
人
聞
の
生
活
物
資
に
お
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
生
活
の
内
容
を
ゆ
た
か
に
す
る
た
め
に
は
、
金
・
銀
が
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
理
財
老
、
善
用
虚
金
則
無
窮
」
　
「
虚
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

為
盈
、
約
而
愚
管
、
輝
国
富
民
、
文
明
安
楽
　
」
と
い
う
康
有
為
の
「
財
」
の
理
念
は
、
　
「
虚
金
」
　
（
す
な
わ
ち
金
・
銀
を
代
用
す
る
紙
幣
）

を
活
用
し
富
を
増
殖
す
る
と
と
も
に
人
民
生
活
の
豊
富
と
安
楽
を
促
進
す
る
こ
と
が
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ミ
ス
経
済
学
の
論

理
的
基
盤
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
康
有
為
の
み
な
ら
ず
、
福
沢
も
「
金
銭
を
積
む
の
み
に
之
を
用
ゆ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
或
は
之

を
用
ゆ
る
に
所
を
誤
れ
ば
、
金
を
積
だ
る
功
能
は
な
し
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
」
　
「
銭
は
泉
な
り
。
流
通
す
れ
ば
こ
そ
功
能
も
あ
れ
、
地
下
に
埋

め
て
何
の
用
を
為
す
べ
き
や
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
ス
、
・
・
ス
の
思
想
と
学
説
は
一
九
世
紀
に
お
け
る
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
の
経
済
発
展
を
推
し
進
め
る
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
。
先
進
資
本
主

義
国
の
経
済
体
制
を
高
く
評
価
す
る
福
沢
・
康
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ミ
ス
の
学
説
を
尊
重
し
て
い
た
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
対
す
る
福
沢

・
康
の
認
識
差
に
は
相
当
の
距
離
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
　
『
国
富
論
』
の
原
典
を
読
め
る
福
沢
は
ス
ミ
ス
の
学
説
を
日
本
に
広
め
て
日
本
の
近
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代
経
済
学
の
思
想
を
開
い
た
の
に
対
し
て
、
康
有
為
は
『
国
無
論
』
の
内
容
を
間
接
的
、
か
っ
き
わ
め
て
部
分
的
に
吸
収
し
、
み
ず
か
ら
の
変

革
論
中
の
経
済
思
想
を
豊
富
に
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
第
二
に
は
福
沢
は
ス
ミ
ス
の
学
説
を
も
っ
て
日
本
の
現
実
に
批
判
を
加
え
、
日
本
を

酉
洋
文
明
社
会
に
誘
致
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
康
有
為
は
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
を
掘
出
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
現
実
的
経
済
政
策
を
打
ち
出

し
て
富
国
養
民
の
突
効
を
収
め
る
こ
と
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
杉
原
四
郎
氏
の
調
べ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
静
岡
県
立
葵

　
文
庫
－
幕
末
所
蔵
の
洋
書
約
二
三
〇
〇
点
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
一
に
あ
る
マ
カ

　
ロ
ッ
ク
版
（
一
八
六
三
年
の
新
版
）
の
『
濁
富
論
臨
に
は
、
　
「
開
成
所
」
の
印
を

　
消
し
て
、
そ
の
上
に
「
静
岡
学
校
輪
の
印
が
お
し
て
あ
る
。
開
成
所
は
一
八
六
三

　
年
か
ら
六
八
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
」
　
（
大
河
内
一
男
編
『
岡
富
論
研
究
』
皿
～

　
五
〇
頁
に
よ
る
）

②
　
『
西
洋
事
惜
国
外
　
編
三
巻
門
経
済
の
総
論
」
（
大
正
十
五
年
時
事
新
聞
社
編
『
福

　
沢
全
集
』
第
一
巻
五
〇
七
－
五
一
六
頁
に
収
め
る
）
、

③
『
蜜
智
嚢
』
は
、
聴
に
は
『
騒
寓
論
隔
と
和
訳
さ
れ
、
時
に
は
『
富
国
論
』
と

　
和
訳
さ
れ
、
ま
た
後
に
至
っ
て
は
、
原
文
の
老
＄
同
夢
。
剛
乞
9
隊
。
屋
の
意
に
よ

　
っ
て
『
諸
国
民
の
寓
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

④
　
『
学
問
の
す
す
め
』
第
五
編
（
『
福
沢
全
集
』
第
三
巻
三
五
頁
に
収
め
る
）
。

⑤
　
『
文
明
論
之
概
略
』
巻
之
三
、
第
六
章
門
智
徳
の
弁
」
に
よ
る
。

⑥
　
同
上
。

⑦
　
小
泉
信
三
編
著
『
福
沢
諭
吉
の
人
と
書
翰
』
　
（
昭
和
二
三
年
、
慶
友
社
）
九
五

　
一
九
九
頁
に
収
め
る
「
松
山
棟
庵
宛
」
　
（
明
治
二
年
二
月
二
日
）
の
磐
翰
。

⑧
同
上
、
「
中
上
川
彦
次
郎
宛
」
（
明
治
六
年
七
月
二
十
日
）
の
書
翰
。

⑨
『
通
俗
民
権
論
』
第
五
章
「
家
産
を
脩
る
事
」
に
よ
る
。

⑩
　
同
註
①
。

⑪
　
　
『
万
圏
公
報
』
第
四
三
期
一
〇
頁
。
ま
た
『
窟
国
養
民
策
』
（
『
新
輯
各
国
政
治

　
藝
学
全
書
』
所
収
、
袖
海
山
虜
蔵
板
）
参
照
。
、

⑫
厳
壕
著
『
侯
宮
厳
先
生
年
譜
』
参
照
。

⑬
厳
復
訳
『
原
冨
蝕
（
商
務
即
書
館
『
万
有
文
雄
隔
）
第
九
柵
七
〇
頁
「
按
語
」
に

　
よ
る
。
ま
た
、
　
『
原
物
』
　
（
南
洋
公
学
訳
書
院
刊
本
、
光
緒
二
七
年
）
参
照
。

⑭
中
村
正
直
訳
『
西
罵
立
志
伝
』
　
（
明
治
四
年
置
第
沼
南
に
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

　
を
阿
丹
・
斯
蜜
士
、
乏
。
舞
ゲ
。
h
冥
匿
8
㎝
を
『
邦
国
財
用
論
』
と
訳
し
て
い

　
る
。

⑮
難
癖
論
著
『
桐
城
呉
先
生
全
書
』
尺
願
第
｝
巻
一
九
一
…
一
九
三
頁
「
答
厳
幾

　
道
」
（
戊
戌
二
月
二
八
日
）
。
ま
た
王
氏
常
著
『
厳
復
年
譜
臨
光
緒
二
無
闇
戊
戌
の

　
条
に
は
「
訳
英
人
斯
密
画
丹
計
学
、
二
月
成
書
一
二
、
至
七
月
又
成
四
紐
、
皆
寄

　
呉
摯
父
無
卿
商
権
」
と
あ
る
。

⑯
『
新
民
叢
報
』
（
光
緒
二
八
年
一
月
～
日
）
第
冒
写
＝
四
頁
に
見
え
る
。

⑰
　
厳
中
平
編
『
中
国
近
代
経
済
史
統
計
資
料
選
輯
』
　
（
～
九
五
五
年
、
科
学
出
版

　
赴
）
九
〇
1
一
一
五
頁
参
照
。

⑱
「
公
車
上
書
」
（
光
纏
｝
二
年
四
月
八
日
）
に
よ
る
。
「
条
陳
商
務
摺
」
（
光
緒
二

　
四
年
六
H
一
五
日
上
奏
文
）
命
ゆ
照
。

⑲
「
請
田
エ
藝
奨
飼
二
黒
」
（
光
緒
二
四
年
五
月
上
奏
文
）
に
見
え
る
。
ま
た
梁

　
啓
超
の
「
康
有
為
伝
」
（
『
飲
氷
室
文
集
隔
離
九
に
収
め
る
）
に
よ
る
と
、
　
「
先
生

　
調
中
國
当
以
工
商
為
幽
是
」
と
あ
る
。

⑳
前
掲
「
請
属
工
藝
奨
創
新
摺
」
に
見
え
る
。

⑳
岡
註
④
。

⑫
　
　
「
理
財
救
国
論
」
上
、
　
『
不
忍
雑
誌
彙
編
』
二
巻
二
一
頁
に
見
え
る
。
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⑬
　
　
『
福
沢
文
集
』
巻
之
二
「
死
寓
の
論
」
（
『
福
沢
全
集
』
第
四
巻
五
三
五
－
五
一
二
七
頁
）
。

皿
　
思
想
の
影
響
と
そ
の
限
界
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西
洋
文
明
に
心
酔
し
た
福
沢
は
、
明
治
日
本
の
最
も
す
ぐ
れ
た
先
覚
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
経
済
母
上
論
は
日
本
の
経
済
の
資
本
主
義
化
に
絶

大
な
る
影
響
を
与
え
た
。
平
民
主
義
を
唱
え
る
徳
富
蘇
峰
は
、
　
「
福
沢
諭
吉
は
平
民
主
義
な
り
と
歎
ふ
も
の
あ
れ
ど
も
、
実
は
然
ら
ず
」
　
「
世

に
若
し
社
会
平
民
主
義
と
云
ふ
も
の
あ
ら
ば
、
彼
は
確
か
に
社
会
貴
族
主
義
也
。
其
立
言
、
常
に
社
会
少
数
の
富
豪
の
た
め
に
策
す
に
出
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

彼
は
宗
教
を
す
ら
、
富
豪
を
貧
民
の
演
算
よ
り
保
護
す
る
の
機
具
と
な
さ
ん
と
す
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
福
沢
の
経
済
思
想
が
全
く
富
豪
、
す

な
わ
ち
資
本
家
の
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
福
沢
の
商
工
立
国
論
は
富
豪
へ
の
富
の
集
中
を
奨
励
し
、
β

本
の
資
本
主
義
の
育
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
商
売
の
資
金
は
、
兵
士
の
よ
う
に
、
　
「
一
令
の
下
に
之
を
支
配
す
れ
ば
甚
だ
有
力
な
れ
ど

も
、
個
々
に
散
ず
る
と
き
は
戦
時
の
用
を
為
す
に
足
ら
ず
、
富
豪
の
号
令
は
刻
ち
大
資
本
の
運
動
を
司
ど
る
も
の
に
し
て
、
我
輩
は
其
資
本
の

ま
す
ま
す
大
に
し
て
号
令
の
ま
す
ま
す
活
計
」
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
我
立
国
の
大
義
を
重
ん
じ
て
他
を
顧
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

逗
あ
ら
ず
、
断
じ
て
平
均
の
陳
腐
説
を
排
し
て
富
豪
維
持
の
必
要
」
を
主
張
し
、
貧
富
平
均
論
に
反
対
し
て
資
本
主
義
の
確
立
を
切
望
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
も
し
資
本
主
義
が
育
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
新
し
く
出
現
し
た
大
富
豪
と
、
大
富
豪
の
搾
取
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
貧
乏
人
、
す
な
わ
ち
資
本

家
と
労
働
者
間
の
経
済
的
差
異
を
ど
う
解
決
し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
福
沢
は
そ
こ
ま
で
積
極
的
な
意
見
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
た

だ
富
有
者
の
慈
善
心
に
よ
っ
て
貧
困
者
の
貧
を
救
う
こ
と
、
た
と
え
ば
「
宮
寺
に
寄
附
し
教
化
を
助
け
、
或
は
学
校
病
院
等
を
維
持
し
て
無
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
学
生
患
老
に
功
徳
を
施
す
」
よ
う
な
こ
と
は
最
も
有
効
的
な
方
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
有
限
の
財
産
を
も
っ
て
無
限
の
貧
困
を

救
う
の
は
、
不
可
能
に
近
い
。
　
「
之
を
救
は
ん
と
し
て
救
ふ
可
ら
ず
、
救
は
ざ
れ
ば
劃
ち
怨
む
」
、
古
人
の
い
う
よ
う
に
「
富
を
す
れ
ば
仁
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
ず
、
仁
を
す
れ
ば
富
ま
ず
」
と
は
、
こ
の
辺
の
意
味
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
「
困
り
果
て
た
る
次
第
」
と
彼
は
、
む
し
ろ
当
惑
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。

　
さ
て
、
富
豪
育
成
論
を
謳
う
福
沢
は
多
く
の
慶
応
義
塾
の
門
人
を
産
業
界
に
送
り
込
ん
だ
。
　
「
無
鉄
砲
な
る
商
人
道
を
主
張
し
、
慶
応
義
塾

を
根
拠
に
し
て
頻
り
に
黄
金
崇
拝
、
商
売
独
立
、
官
罠
平
等
」
な
ど
を
世
間
に
吹
聴
し
た
結
果
、
福
沢
の
門
か
ら
は
「
政
府
の
庇
蔭
に
依
れ
る

政
塵
を
輩
出
し
た
・
と
露
愛
山
が
指
摘
し
て
い
る
・
政
商
と
は
・
政
府
の
纂
や
政
党
と
結
託
し
て
商
轟
死
の
利
益
を
は
か
る
と
と
も
に
・

金
銭
に
よ
っ
て
国
家
政
治
の
動
向
を
直
接
・
閥
接
に
左
右
し
う
る
商
人
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
に
お
い
て
、
封
建
権
力
藩
と

結
び
つ
い
た
特
権
商
人
が
、
幕
末
維
新
の
動
乱
に
乗
じ
、
利
益
を
得
て
一
挙
に
臣
富
を
作
り
上
げ
る
と
い
っ
た
例
は
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
御

用
商
人
に
対
し
て
、
福
沢
は
、
　
「
今
年
今
日
よ
り
商
人
諸
氏
の
心
事
を
改
め
、
純
然
た
る
独
立
の
商
人
と
為
り
、
間
接
に
も
直
接
に
も
態
と
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
蔭
に
筒
ら
ず
し
て
一
家
一
社
の
業
を
営
み
、
日
本
政
府
の
商
人
と
為
ら
ず
し
て
臼
本
国
の
商
人
と
為
ら
ん
こ
と
翼
望
に
堪
へ
ず
」
と
い
う
政

・
経
分
離
論
を
唱
え
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
商
人
の
社
会
地
位
を
高
め
、
　
「
人
間
万
事
を
支
配
し
て
以
て
國
を
立
つ
る
の
反
転
を
運
ら
す
可

　
　
　
⑦

き
筈
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
は
み
ず
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
政
治
が
経
済
に
依
存
し
て
行
な
わ
れ
る
の
は
、

資
本
主
義
社
会
の
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
と
に
資
本
主
義
下
に
育
成
さ
れ
た
商
人
は
、
封
建
時
代
に
お
け
る
商
人
と
政
治
と
の
関
係
よ
り

い
っ
そ
う
密
接
化
し
て
行
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
資
本
主
義
成
立
の
過
程
に
お
け
る
商
人
と
明
治
政
府
と
の
関
係
に
よ
っ
て
如
実
に

裏
付
ら
れ
る
。

　
福
沢
の
商
工
立
国
論
の
影
響
の
下
に
、
新
し
く
出
現
し
た
商
人
は
0
、
明
治
政
府
の
官
僚
か
ら
転
じ
て
実
業
界
に
身
を
投
じ
た
も
の
と
⇔
、

政
府
の
強
力
な
保
護
政
策
に
よ
っ
て
育
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
、
と
の
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
商
人
と
政
府
と
の
結

託
は
き
わ
め
て
自
然
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
商
は
、
や
が
て
財
閥
に
ま
で
発
展
し
、
一
貫
し
て
日
本
資
本
主
義
に
指
導
的
役
割
を
演
じ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
渋
沢
栄
一
・
岩
綺
弥
太
郎
・
五
代
友
厚
ら
は
そ
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
福
沢
と
き
わ
め
て
親
し
い
関
係

を
持
つ
裟
は
、
福
沢
の
塵
歯
論
に
共
鳴
し
、
大
蔵
少
輔
の
栄
華
捨
て
て
峯
界
に
転
身
し
、
後
に
呆
実
輩
の
第
叢
書
な
・
圃

た
。
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福
沢
の
経
済
思
想
は
資
本
主
義
の
経
済
体
棚
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
日
本
資
本
主
義
は
福
沢
の
経
済
思
想
を
背

景
に
し
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
特
微
は
、
一
に
政
商
一
昌
昌
が
政
治
を
左
右
し
、
宜
僚
は
政
商
一
財
閥
の
経
済
力
に
依
存

す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
さ
て
、
康
有
為
は
、
中
国
資
本
主
義
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
行
っ
た
の
か
。

　
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
、
中
国
と
日
本
と
の
歴
史
的
条
件
の
差
異
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
中
国
の
洋
務
運
動
は
資
本
主
義
へ
発
展
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
当
初
、
清
政
府
は
明
治
政
府
と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
資
本
で
軍
裏
工
業

を
興
し
、
近
代
的
資
本
欄
生
産
に
踏
み
出
し
た
。
し
か
し
、
中
国
が
終
始
、
資
本
主
義
を
達
成
し
え
な
か
っ
た
原
因
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

O
清
政
府
は
明
治
政
府
の
よ
う
に
、
不
平
等
条
約
の
廃
止
に
努
力
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
廃
正
の
こ
と
を
全
く
考
え
な
か
っ
た
。
⇔
欧
米
列
強

の
資
本
家
は
不
平
等
条
約
に
規
定
さ
れ
た
協
定
関
税
率
、
治
外
法
権
な
ど
に
よ
っ
て
中
国
の
経
済
命
脈
を
支
配
し
、
中
国
の
国
営
企
業
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
民
営
企
業
さ
え
も
外
国
資
本
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
⇔
日
清
戦
争
に
至
る
ま
で
、
日
本
を
苦
し
め
て
い
た
協
定

関
税
率
、
治
外
法
権
な
ど
の
不
平
等
条
約
が
一
か
解
消
へ
向
い
、
独
立
国
と
し
て
日
本
が
よ
う
や
く
立
ち
上
が
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
国
は
こ

の
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
不
平
等
条
約
の
圧
迫
が
い
っ
そ
う
増
大
し
て
い
っ
た
。

　
臼
清
戦
争
後
に
行
な
わ
れ
た
康
有
為
の
維
新
変
革
は
、
上
述
の
三
点
の
き
わ
め
て
不
利
な
条
件
下
で
推
し
進
め
ら
れ
た
。
康
有
為
は
、
福
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
よ
う
に
、
　
「
治
外
法
権
固
よ
り
停
止
す
可
し
、
身
動
固
よ
り
我
手
中
の
権
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
た
だ
半
植
民
地
の
状
態

の
下
に
お
い
て
、
外
国
資
本
に
依
存
し
て
中
国
の
産
業
資
本
を
育
成
す
る
こ
と
を
、
彼
は
期
待
し
て
い
る
。

　
資
本
主
義
へ
の
道
程
で
、
康
有
為
は
、
洋
務
運
動
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
官
営
企
業
の
弊
害
と
そ
の
独
占
性
に
対
し
て
、
　
「
官
中
事
廠
、
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

多
愉
減
、
敷
術
欺
飾
、
属
望
致
精
」
と
留
保
を
加
え
る
と
同
時
に
、
　
「
著
於
海
内
、
為
国
大
用
、
皆
罠
廠
也
、
宜
縦
罠
為
之
、
並
加
保
護
」
と
、

民
営
企
業
の
奨
励
と
保
護
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
政
府
に
建
言
し
た
。

　
戊
戌
変
法
に
当
り
、
中
国
の
民
営
企
業
は
外
国
資
本
に
刺
激
さ
れ
、
す
で
に
成
長
の
段
階
に
入
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
康
有
為
の
建
雷
は
、

（842）　54
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新
興
資
産
階
級
の
利
益
を
代
表
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
官
営
企
業
政
策
を
民
営
企
業
政
策
に
転
換
す
る
こ
と
を
契
機
と
し

て
資
本
主
義
の
育
成
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
確
か
に
民
営
企
業
は
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
、
中
毒
の
民
営
企
業
発
展
の
実
況
か
ら
見
れ
ば
、
民
営
企
業
に
投
資
し
た
実
業
家
の
多
く
は
、
か
つ
て
外
国
商
社

に
勤
め
て
い
た
買
弁
商
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
外
国
企
業
の
特
権
と
利
潤
に
目
を
つ
け
、
甘
ん
じ
て
外
国
資
本
に
従
属
し
、
買
弁
と
な
る
道
を

歩
ん
で
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
民
営
企
業
は
日
本
資
本
主
義
の
よ
う
な
成
長
コ
ー
ス
か
ら
は
ず
れ
、
外
国
資
本
に
従
属
性
を
持
つ
買
弁

的
資
本
で
し
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
雷
で
は
な
い
。

　
外
国
資
本
に
依
存
し
て
独
立
自
主
性
を
有
す
る
近
代
企
業
を
劃
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
康
有
為
が
清
政
府
に
申
し
入

れ
た
銀
行
設
立
や
鉄
道
敷
設
な
ど
は
、
で
き
る
限
り
斑
問
資
本
で
そ
れ
ら
を
営
み
、
も
し
民
間
資
本
、
ま
た
国
家
資
本
の
力
が
及
ば
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

外
国
資
本
を
導
入
す
る
ほ
か
な
い
と
主
張
し
た
。
当
時
、
清
政
府
は
康
の
建
言
に
基
づ
き
、
買
弁
資
本
家
た
る
盛
宣
懐
に
命
じ
、
民
間
株
を
募

集
し
て
、
上
海
に
中
国
最
初
の
近
代
的
銀
行
た
る
中
国
通
商
銀
行
を
創
設
さ
せ
た
。
時
は
一
八
九
八
年
で
あ
っ
た
。
同
行
は
一
八
七
三
年
に
渋

沢
栄
一
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
第
一
銀
行
と
同
じ
よ
う
に
、
金
融
と
貨
幣
の
整
理
の
任
務
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
民
営
企
業
の
発
展
を
捉
進
す

　
　
　
　
　
　
⑬

る
目
的
も
あ
っ
た
。

　
も
と
も
と
盛
宣
懐
は
、
洋
務
運
動
の
蒔
期
に
李
鴻
章
の
幕
僚
と
し
て
近
代
企
業
の
創
設
に
参
加
し
、
中
国
の
最
大
の
買
弁
資
本
家
と
な
っ
た
。

臼
清
戦
争
後
に
至
っ
て
、
最
も
実
権
を
有
す
る
湖
広
総
督
の
張
之
洞
は
、
盛
の
資
本
を
利
用
し
て
中
国
最
大
の
企
業
た
る
漢
陽
製
鉄
所
の
経
営

を
彼
に
ま
か
せ
た
。
そ
の
後
、
盛
の
資
本
は
張
の
政
治
権
力
と
結
び
つ
き
、
官
僚
買
弁
資
本
の
独
占
的
性
格
が
一
段
と
強
化
さ
れ
た
。
盛
は
さ

ら
に
中
国
通
商
銀
行
の
資
金
を
通
じ
て
民
営
企
業
を
支
配
し
、
つ
い
に
中
国
の
鉄
道
、
鉱
山
、
製
鉄
、
銀
行
、
紡
績
、
汽
船
会
社
そ
の
他
の
す

べ
て
の
近
代
企
業
を
一
手
に
収
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
で
は
、
臼
本
の
よ
う
な
政
商
1
1
財
閥
は
な
い
が
、
も
し
そ
の
意
味
に
近
い
も
の
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
官
僚
買
弁
資
本
家
が
最
も
そ

れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
両
者
の
性
格
の
相
違
は
甚
だ
し
い
。
つ
ま
り
外
国
資
本
に
寄
生
し
た
官
僚
買
弁
資
本
家
は
、

55　（843）



い
か
な
る
場
合
で
も
外
国
資
本
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
先
進
資
本
主
義
諸
国
は
官
僚
買
弁
資
本
家
を
通
じ
て
中
国
の
内

政
や
外
交
に
千
言
の
手
を
伸
ば
し
た
。
中
国
が
半
植
民
地
の
状
態
と
な
っ
た
原
因
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
康
有
為
は
福
沢
の
よ
う
な
強
烈
な
国
権
主
義
思
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
資
本
を
中
国
か
ら
追
い
出
す
こ
と
を
考
え

ず
、
か
え
っ
て
外
国
資
本
に
依
存
し
て
自
国
の
資
本
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
し
か
し
、
　
「
対
外
商
戦
の
必
要
に
し
て
立
国
の
根
本
」
で
あ
る
と
唱
え
る
福
沢
は
、
外
国
資
本
と
戦
わ
な
け
れ
ば
、
独
立
の
国
を
守
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
で
き
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
「
対
外
商
戦
」
に
備
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
二
墨
差
に
資
本
の
纒
り
た
る
も
の
」
、
す
な
わ
ち
資
本
を
集
中

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
自
立
的
な
資
本
主
義
の
育
成
発
展
は
、
こ
の
福
沢
の
示
唆
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
紺
し
て
、

中
国
で
は
自
立
的
資
本
を
育
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
康
有
為
の
民
営
企
業
誌
の
下
に
成
長
し
て
き
た
一
部
の
官
僚
買
弁
資
本
家

は
、
外
国
の
勢
力
を
導
入
し
て
肖
国
の
独
立
を
も
お
び
や
か
す
存
在
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
日
本
の
政
商
一
財
閥
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
中
国
と
日

本
と
の
近
代
化
の
性
格
が
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
福
沢
と
康
有
為
は
い
ず
れ
も
資
本
主
義
の
経
済
体
制
に
あ
こ
が
れ
た
が
、
そ
の
内
在
す
る
矛
盾
を
十
分
把

握
す
る
に
盃
ら
な
か
っ
た
。
貧
富
の
平
均
を
排
斥
し
、
冨
有
者
へ
の
富
の
集
中
を
す
す
め
る
福
沢
と
、
資
本
主
義
社
会
の
貧
富
差
の
解
決
を
未

来
の
大
同
世
界
の
実
現
に
た
く
し
た
康
有
為
と
の
思
想
に
は
、
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
前
者
は
、
　
「
無
産
階
級
の
窮
乏
化
を
是
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
ま
で
も
富
豪
の
致
富
を
積
極
的
に
奨
励
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
イ
デ
オ
潭
ー
グ
と
し
て
の
本
願
を
発
揮
す
る
に
い
た
っ
た
」
と
い
う
資
本
家
の

代
弁
者
で
あ
り
、
後
者
は
資
本
家
が
仁
と
い
う
徳
義
心
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
私
麿
財
産
を
捨
て
る
こ
と
を
期
待
し
、
公
有
制
の
大
同
社
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

月
ざ
そ
う
と
す
る
一
種
の
空
想
的
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
は
と
も
に
現
社
会
に
直
面
す
る
根
本
的
矛
盾
を
未
解
決
の
ま
ま
に

し
て
い
る
。
こ
れ
は
β
中
両
国
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
、
漸
進
主
義
を
抱
い
た
啓
蒙
思
想
家
の
共
通
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
千
丁
蘇
峰
「
福
沢
氏
の
社
会
貴
族
主
義
」
『
国
民
之
友
一
息
ニ
ニ
四
号
（
四
四
）
、

第
一
四
巻
（
腸
治
二
七
年
四
月
二
三
日
）
。

②
　
福
沢
諭
吉
「
富
豪
の
要
爆
」
前
掲
福
沢
全
集
第
九
巻
一
九
畷
一
一
九
五
頁
。

③
同
上
二
〇
～
…
二
〇
二
頁
。
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④
　
同
上
｝
九
九
頁
。

⑤
　
霞
路
愛
山
著
『
現
代
金
権
史
』
　
（
大
正
三
年
九
月
、
東
京
服
部
書
店
）
二
六
－

　
四
〇
頁
。

⑥
「
御
用
商
人
」
、
同
註
②
一
一
〇
頁
。

⑦
　
　
「
尚
禰
間
立
国
室
副
」
、
　
認
註
②
　
六
七
｝
貝
。

⑧
揖
西
光
速
著
『
政
商
』
（
昭
和
三
八
年
、
筑
摩
書
房
）
一
八
頁
参
照
。
ま
た
圏

　
氏
の
著
書
で
あ
る
『
日
本
産
業
資
本
成
立
史
論
』
　
（
　
九
六
五
年
、
御
茶
の
水
書

　
房
）
三
頁
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
B
本
資
本
主
義
発
達
史
の
上

　
で
は
、
一
般
に
三
井
・
三
菱
・
住
友
・
安
田
を
四
大
財
閥
と
称
し
、
金
融
独
占
資

　
本
の
代
表
約
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
四
大
財
閥
は
す
で
に
明
治
の
は
じ
め
ご

　
ろ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
地
位
を
占
め
、
発
展
す
る
に
し
た
が

　
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
支
配
を
固
め
、
や
が
て
い
わ
ゆ
る
金
融
寡
頭
支
配
を
形
成
し

　
て
、
日
本
資
本
主
義
を
ま
っ
た
く
そ
の
掌
中
に
握
る
に
い
た
る
の
で
あ
っ
た
。
」

⑨
　
「
開
鎖
論
」
前
掲
福
沢
全
集
第
八
巻
五
一
四
頁
に
よ
る
。

⑩
「
上
豊
女
傑
第
二
」
『
皇
朝
経
世
文
三
編
』
…
六
巻
「
治
体
四
」
五
1
一
四
頁
。

⑪
岡
上
。

⑫
　
た
と
え
ば
外
資
を
導
入
し
て
踏
肥
の
鉄
道
を
敷
設
す
る
建
言
、
　
「
請
計
全
局
簿

　
巨
鎖
鋸
行
漸
政
築
鉄
路
起
首
陸
軍
摺
」
『
戊
戌
奏
稿
』
五
三
－
五
六
頁
に
収
め
る
。

⑬
渋
沢
栄
一
『
青
淵
圓
離
々
』
上
巻
三
八
竃
一
三
九
一
頁
。
盛
宣
懐
『
愚
斎
存

　
稿
』
一
巻
「
奏
疏
一
」
一
四
…
～
五
頁
。

⑭
　
　
門
福
翁
百
話
」
前
掲
福
沢
全
集
第
七
巻
一
三
四
頁
。

⑮
「
窟
豪
の
要
周
」
同
上
第
九
巻
一
九
四
頁
。

⑯
　
家
永
三
郎
の
論
文
「
福
沢
諭
吉
の
人
と
思
想
」
　
（
筑
摩
書
写
一
九
六
八
年
発
行

　
『
福
沢
論
士
口
』
叙
録
）
に
よ
る
。
ま
た
、
家
永
氏
は
、
後
代
に
お
け
る
福
沢
観
の

　
二
つ
の
典
型
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
服
部
之
黒
氏
の
福
沢
論
で
あ
り
、

　
い
ま
一
つ
は
丸
山
真
男
氏
の
福
沢
論
で
あ
る
。
　
「
服
部
は
『
日
本
資
本
主
義
発
達

　
史
講
座
』
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

福
沢
観
は
史
的
唯
物
論
の
観
点
か
ら
福
沢
の
思
想
の
階
級
的
性
格
を
、
そ
の
歴
史

的
段
階
…
と
の
関
連
に
お
い
て
判
定
し
た
も
の
と
い
え
る
」
（
五
三
頁
）
。
ま
た
丸
出

氏
の
意
見
に
つ
い
て
は
「
丸
山
に
よ
れ
ば
、
福
沢
の
思
想
に
は
固
定
し
た
絶
対
的

な
屋
的
な
い
し
理
念
と
い
う
も
の
は
な
い
、
す
べ
て
の
価
値
判
断
は
具
体
的
な
箔

況
に
応
じ
、
実
践
的
な
効
果
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
け
っ
し
て
ひ
た
す
ら
状
況
に
追
随
す
る
無
原
則
の
オ
ポ
チ
一
＝
一
ズ
ム
と
同

じ
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
福
沢
に
お
い
て
高
度
の
主
体
性
の
保
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
、
状
況
の
変
化
に
応
ず
る
「
神
出
鬼
没
と
も
い
う
べ
き
」
柔
軟
な
態
度

を
と
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
惟
方
法
に
も
っ
と
も
近

似
す
る
も
の
を
強
い
て
西
洋
哲
学
に
求
め
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
そ

れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
福
沢
を
主
体
性
に
と
ぼ
し
い
機
会
憲
義
と
、
一
見

そ
れ
と
梢
反
す
る
よ
う
に
み
え
て
実
は
そ
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
公
式
童
義
と
に

対
し
、
も
っ
と
も
鋭
く
対
立
す
る
、
卓
超
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
見
、
彼
の

嘗
論
の
片
鱗
を
と
ら
え
て
艮
権
論
者
と
考
え
た
り
、
そ
の
反
対
に
国
権
論
者
と
考

え
た
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
福
沢
の
基
本
的
な
思
考
様
式
を
理
解
し
な
い
と
こ

ろ
が
ら
来
る
謬
見
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
（
五
四
頁
）
。

　
最
近
、
遠
山
茂
樹
氏
は
、
署
書
『
福
沢
論
吉
』
　
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
〇

年
発
行
）
の
中
に
お
い
て
、
象
再
編
の
意
見
に
基
づ
い
て
、
福
沢
観
の
二
つ
の
典

型
を
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
一
類
は
、
主
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
沢
が
い
か
な
る
社

会
的
・
政
治
的
立
場
に
立
ち
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
、
い
か
な
る
内
容
の
発
雷

を
し
た
か
、
そ
れ
は
歴
史
の
発
展
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
た
か
と
い
う

観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
羽
仁
五
郎
氏
の
『
白
石
・
論
士
口
』
　
（
昭
和

一
二
年
）
、
服
部
之
総
氏
の
「
帽
悩
沢
n
諭
士
p
」
（
『
㎜
胆
無
爵
訟
問
者
作
集
』
第
六
翫
智
曲
朕
録
）

な
ど
で
あ
る
。
第
二
類
は
、
政
治
・
経
済
・
社
会
の
各
領
域
の
具
体
的
問
題
に
た

い
す
る
態
度
と
批
判
の
方
向
を
墓
礎
づ
け
る
思
惟
方
法
と
綴
値
意
識
に
、
福
沢
の

思
想
の
特
色
を
求
め
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
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哲
学
を
説
い
た
熱
中
正
堂
の
『
福
沢
諭
吉
』
（
大
正
四
年
）
、
丸
山
真
勇
氏
の
「
福

沢
に
於
け
る
『
実
学
』
の
転
嫁
扁
（
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
一
皆
写
、
昭
和
二
二
年
）
、

「
福
沢
諭
吉
の
口
写
一
と
く
に
そ
の
時
事
批
判
と
の
腿
連
偏
　
（
閑
．
園
家
学
会
雑
誌
』

志ハ

`
櫛
管
＝
冨
写
、
　
昭
和
二
六
年
）
　
な
ど
で
あ
る
　
（
四
－
九
百
ハ
に
層
ぞ
凡
る
）
。
　
山
嵐
た
、

福
沢
の
経
済
理
念
に
つ
い
て
、
遠
山
四
強
は
「
欧
米
資
本
主
義
社
ム
調
の
思
想
が
、
古

い
幕
藩
秩
序
を
破
壊
す
る
武
器
と
し
て
、
ま
た
明
治
国
家
建
設
の
指
針
を
示
す
も

の
と
し
．
そ
の
本
来
も
つ
革
新
的
な
主
張
に
お
い
て
す
な
お
に
受
け
と
ら
れ
た
の

が
、
維
新
当
時
の
特
色
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
社
会
が
形
成
さ
れ
成
熟
さ
れ
る
に

し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
思
想
は
革
新
的
な
主
張
が
ぬ
き
虫
ら
れ
、

封
建
思
想
と
妥
協
抱
食
せ
し
め
ら
れ
る
度
合
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
洋
書
か
ら

学
び
知
っ
た
欧
米
の
自
然
科
学
・
社
会
科
学
の
知
識
が
自
分
の
思
想
の
骨
格
で
あ

り
原
理
原
期
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
日
本
も
歴
史
発
展
の
法
則
に
よ
り
欧
米

社
会
の
ご
と
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
が
、
福
沢
だ
け

で
は
な
く
、
こ
の
時
期
の
洋
学
者
翻
啓
濠
者
の
共
通
し
た
姿
勢
で
あ
っ
た
」
と
い

う
（
一
蓋
一
　
一
責
）
。
し
か
し
、
　
マ
ル
ク
ス
説
義
の
観
点
か
ら
福
沢
の
思
想
を

論
ず
る
こ
と
に
対
し
て
、
小
泉
信
三
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
意
見
を
述
べ
て
い

る
。
　
「
福
沢
と
マ
ル
ク
ス
と
を
取
っ
て
対
照
す
る
と
き
直
ち
に
感
ぜ
ら
る
る
こ
と

は
、
後
者
に
お
け
る
形
而
上
学
的
語
気
が
前
者
に
全
く
欠
け
て
い
る
こ
と
こ
れ
で

あ
る
」
　
「
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
理
論
が
、
も
し
も
こ
の
種
の
形
呈
上
学
に
頼
る
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
限
り
も
は
や
科
学
的
討
究
の
平
面
に
属
す
る
も
の

　
で
は
な
い
。
福
沢
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
歴
史
の
説
明
を
「
天
上
の
雲
霧
の

　
中
」
に
求
め
る
こ
と
は
、
福
沢
に
は
つ
い
に
思
い
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
」
　
（
岩

　
波
新
書
『
福
沢
論
吉
輪
一
三
九
頁
・
一
照
四
頁
に
よ
る
）
。
つ
ま
り
小
泉
氏
は
、

　
福
沢
は
実
証
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑰
康
有
為
の
大
義
思
想
を
評
す
る
漏
友
蘭
馬
は
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
、
す
な
わ

　
ち
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
e
現
在
は
も
ち
ろ
ん
、
将
来
も
実
現
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
、
¢
⇒
階
級
闘
争
を
無
視
し
て
い
る
。
　
（
一
九
五
八
年
上
海
人
民
出
版
社
発
行

　
『
中
国
近
代
思
想
史
論
文
集
』
一
二
颯
頁
）
。
ま
た
鍵
外
原
氏
は
、
康
有
為
の
大

　
岡
思
想
の
中
で
土
地
改
革
の
綱
領
を
含
ん
で
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
革
命

　
を
極
端
に
恐
催
し
て
お
り
、
実
は
～
種
の
反
動
的
空
想
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

　
（
…
九
四
七
年
生
酒
書
店
発
行
『
近
代
中
国
思
想
学
説
史
』
慰
事
七
二
八
一
九
頁
）
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
凋
・
侯
爾
氏
の
意
見
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
中

　
國
科
学
院
哲
学
研
究
所
編
『
中
国
大
同
思
想
資
料
』
　
（
　
九
五
九
年
中
罫
書
局
発

　
行
）
野
心
－
五
頁
に
奴
め
る
「
康
有
為
」
の
「
説
明
」
、
林
克
光
玩
の
論
文
「
論

　
大
岡
書
」
　
（
一
九
五
七
年
三
聯
書
店
発
行
『
中
国
近
思
想
家
研
究
論
文
選
』
一
－

　
三
四
頁
に
戒
め
る
）
、
湯
黒
影
著
『
戊
再
変
法
史
論
叢
』
（
一
九
五
七
年
湖
北
人
艮

　
鵬
版
鮭
脚
兜
行
一
）
一
二
六
一
一
四
三
頁
に
蕾
め
る
門
康
有
為
的
大
［
圃
隅
一
粗
姉
大
岡
澱
口
」

　
お
よ
び
再
誕
厚
著
『
康
有
為
謹
鳩
岡
思
想
研
究
』
（
一
九
置
八
年
上
海
人
民
出
版

　
桂
発
行
）
一
〇
二
…
一
二
五
頁
に
収
め
る
「
康
有
為
的
大
同
理
想
」
な
ど
が
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

一
九
世
紀
の
中
葉
に
お
い
て
、
東
洋
の
儒
教
文
明
は
始
め
て
西
洋
の
物
質
文
明
に
接
触
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
、
ま
た
日
本
と
中
国

が
、
あ
い
次
い
で
近
代
化
の
道
へ
踏
み
出
す
時
で
も
あ
っ
た
。
東
洋
の
儒
教
文
明
は
、
道
徳
精
神
を
重
ん
ず
る
静
的
文
化
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

薩
洋
の
物
質
文
明
は
、
実
用
科
学
を
中
心
と
す
る
動
的
文
化
で
あ
る
。
福
沢
と
康
有
為
が
西
洋
の
動
的
文
化
を
尊
重
し
た
の
は
、
人
間
の
実
際



経済思想から見た福沢諭吉と康有為（彰）

生
活
に
直
接
に
関
連
す
る
富
有
を
求
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
思
想
的
背
景
と
そ
の
當
有
を
求
め
る
客
観
的
歴
史
条
件
と
の
相

違
に
よ
っ
て
、
両
老
の
経
済
思
想
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
微
を
持
っ
て
い
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
功
利
主
義
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
に
影
響
さ
れ
た
福
沢
は
、
文
明
を
有
効
的
に
進
め
る
条
件
は
富
有
で
あ
る
と
考
え
た
。

そ
の
富
有
を
求
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
富
有
を
阻
害
す
る
儒
教
の
賎
商
意
識
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
儒

教
の
道
徳
に
き
び
し
い
批
判
を
浴
せ
、
西
洋
の
実
用
学
閥
を
修
め
る
よ
う
に
勧
め
た
の
で
あ
る
。

　
福
沢
の
富
有
論
の
主
旨
は
、
人
民
の
全
体
が
経
済
生
産
活
動
に
参
加
し
、
日
本
を
財
貨
の
豊
か
な
国
に
作
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
も
し
霞
を
豊
に
す
れ
ば
、
日
本
の
独
立
自
立
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
日
本
の
主
滋
権
を
も
樹
立
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
福
沢
の
経
済
思
想
は
、
儒
教
の
道
徳
観
を
打
ち
破
り
、
日
本
の
封
建
社
会
の
解
体
を
大
い
に
促
進
し

た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
に
お
い
て
、
富
豪
へ
の
富
の
集
中
を
奨
励
し
、
日
本
資
本
主
義
の
育
成
を
助
長
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
福
沢
に
支
持

さ
れ
た
富
豪
は
、
後
に
近
代
的
財
閥
と
な
り
、
金
権
を
も
っ
て
間
接
か
直
接
に
日
本
の
政
治
を
支
配
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
康
有
為
は
中
国
の
伝
統
的
儒
教
思
想
を
主
体
に
し
て
、
西
洋
の
物
質
文
明
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
申
国
の
近
代
化
を

促
進
し
よ
う
と
し
た
。
儒
教
の
道
徳
が
功
利
主
義
と
対
立
し
な
い
と
考
え
る
康
は
、
富
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
さ
え
ず
れ
ば
、
必
ら
ず
し
も
仁

義
と
い
う
道
徳
を
排
斥
す
る
必
要
は
な
い
し
、
か
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
道
徳
を
も
っ
て
富
を
増
大
す
れ
ば
、
人
類
の
未
来
世
界
を
、
公
有
財
産

制
の
大
同
社
会
へ
容
易
に
移
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
儒
教
精
神
の
下
に
、
物
質
文
明
を
講
じ
、
民
営
企
業
を
興
し
て
資
本

主
義
社
会
を
育
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
半
植
民
地
下
に
お
か
れ
た
中
国
で
は
、
商
工
業
を
振
興
す
る
た
め
に
は
、
外
国
資
本
に
依
存

す
る
よ
り
は
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
、
宮
僚
買
弁
資
本
を
育
成
し
、
中
国
の
独
立
自
立
権
へ
の
脅
威
が
一
段
と
強

化
さ
れ
た
。
康
有
為
の
経
済
思
想
の
批
判
さ
る
べ
き
点
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
福
沢
も
康
も
進
化
論
に
影
響
さ
れ
、
歴
史
発
展
の
必
然
性
を
認
め
た
。
人
類
の
智
恵
を
重
ん
ず
る
福
沢
は
、
文
明
の
進
歩
が
知
識
に
よ
っ
て

決
ま
る
こ
と
を
説
い
た
。
彼
は
智
恵
・
教
育
に
よ
っ
て
人
類
が
野
蛮
社
会
か
ら
半
開
社
会
へ
、
半
開
国
会
か
ら
さ
ら
に
文
明
社
会
へ
と
進
ん
で
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行
く
こ
と
に
対
し
て
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
文
明
社
会
と
は
欧
米
先
進
国
の
よ
う
な
資
本
主
義
の
文
明
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
　
6
0

発
展
の
最
高
段
階
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
儒
教
の
徳
義
の
重
要
性
を
強
調
す
る
康
は
、
拠
乱
世
（
君
主
専
制
）
↓
　
捌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

升
平
世
（
君
主
立
憲
）
↓
太
平
世
（
民
主
共
和
）
と
い
う
三
世
の
説
を
賑
え
て
い
る
。
升
平
の
世
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
社
会
に

到
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
升
平
の
世
は
小
康
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
歩
前
進
す
る
と
、
太
平
の
世
、
す
な
わ
ち
大
同
の
世
界
に
入

っ
て
行
く
。
大
同
社
会
は
階
級
廃
止
、
財
産
公
有
と
い
う
人
類
の
楽
園
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
発
展
の
終
段
で
あ
る
。
小
康
か
ら
大
同
へ
と
移

行
す
る
こ
と
は
徳
義
に
よ
る
。
換
略
す
れ
ば
、
資
本
主
義
社
会
か
ら
よ
り
高
次
な
社
会
に
入
る
過
程
に
お
い
て
は
、
階
級
闘
争
の
こ
と
を
否
定

し
、
人
闘
の
心
の
中
の
「
仁
」
を
も
っ
て
歴
史
の
発
展
を
推
し
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
康
は
考
え
て
い
る
。

　
福
沢
と
康
は
、
と
も
に
歴
史
発
展
の
蕊
段
階
論
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
の
三
段
階
論
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
福
沢
は
歴
史
の
発
展
が
資
本
主
義
的
文
明
社
会
に
つ
き
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
康
は
資
本
主
義
社
会
は
決
し
て
人
間
の
理
想
的
社
会
、

で
は
な
く
、
人
類
未
来
の
楽
園
は
資
本
主
義
栓
会
を
越
え
た
大
品
社
会
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
福
沢
の
現
突
主
義
と
康
の
理
想
主
義
を
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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Establishment　of　litb地頭on　the　Confiscated　Estates

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Traitors

　　　　　by

Ky6hei　Oyama

　　By　the　time　Kamaleasra一三ん蜘鎖震倉幕府was　formed　two　kinds　ofブ6’δ

were　set　up：々％吻境δ国地頭and　shδ9bjitδ聾郷地頭．　In　this　articie　I

wou1d　like　to　treat　the　latter，　which　was　set　up　in　the　estate　confiscated

of　Heifee　and　other　traitors．

　　The　rnaking　process　of　shbgO］’itO　is　composed　of　four　stages　as　follows．

1．Yoritomo」llfinamoto源頼朝got　the　righ宅to　control　the　estate　confis一

とated　of　Heilee　in　conforlnity　with‘Heike－molefeanchdimon平家没官注文t，

adocument　issued　by　ex－emperor　Goshirahawa後白河in　March　1184．

2．After　silpPressing　the　revolt　of　Heike　in忽α伊賀and　Ise伊勢

province　in　July　1184，　Mitsukazu　Katbdα加藤太聯関，　a　retainer　of　Yori－

tomo，　issued　a　document　ltamed‘Isenokuni－mofehanchdrmon伊勢国没官注

文’．URder　the　provision．of　that　documentμδo銀ce　was　set　up　there

in　the　next　year．3．ハの勿076雌隅棚。云。源範頼inqu呈red　into　the　confis－

cated　estates　in　Kyushu九lll・I　district　after　the　battle　of　1）annoura壇ノ浦

ln　1185．　4．　Finally　Yoritomo　continued　to　set　up　the　shbgby’itb　in　the

confiscated　estates　while　kMnijitO　came　to　existence　in　1185　and　lasted

eight　months．　ln　the　meaRtime　office　name　was　standardized　to　1’itOshifei

地頭職，and　s1～δgδ彊δwould　keep　its　function　throughout　Kamaleura　era．

Yuleichi　FesfeZtgαwa　福沢諭吉，　．～ぐ‘ang　Ya　wei　康有為

　　　　　　　　　　and　their　Economic　Thought

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　P‘eng　Tse　chou

　　Yufeichi　LFrukuzawa　and　K‘ang　Yu　wei　were’both　phi！osophers　for　the

en！lghtenment，　they　lndeed　held　high　places　in　the　modern　kistories　of

their　respective　countries－the　former　in　tkat　of　Japan　and　the　latter

of　China．　Their　reform　thoughts　have　been　investigated　by　many

students，　but　the　studies　of　their　thoughts　on　national　economy，　especia11y

（954）



by　the　comparative　app．roach，　have　scarcely’been　rnade．　 This　article

suggests　that　both　attempted　to　modernize　their　countries　by　introducing

the　cap1talist　economy．　And　its　main　objective　is　to　trace　tlaeir　realism

and　idealism　found　in　the　process　of　modernization　which　was　based

upon　their　economic　innovat20n　thoughts．

Innocent　III　and　the　Fourth　Crusade

　　　　　　　by

Syunji　Yatsuzul〈a．

　　Innocent　III　summoned　troops　of　recovering　the　Holy　Land　in　the．

summer　of　1198．　He　was　active．in　the　preparation．　But　the　Crusaders

deviated　to　Constantinople・and　conquered　it．　lnnocent　III　didn’t　try

to　check　positively　but　tolerated　the　deviation，　of　which一　he　一took

advantage　・in　order　to　achieve　the　union　of　the　Churches．

　　This　essay　il！ustrates　these　attitudes　of　the　Pope，　and　then　attempts

to　eluc1date　them　by　placing　them　in　the　political　situation，　partlcularly

iB　tlte　re1ation　to　the　Koly　Roman　Empire　；　that　is，　as　the　result　of　the

confusion　in　the　Ernpire　following　the　death　of　Henry　VI，　there　was

the　chance　of　the　rising　of　thq　papal　authority．　And　2n　this　elucidation

I　give　attention　to　the　connection　of　the　Crusades　with　the　idea　of　the，

Emperor　under　the　Hohenstaufens．

The　Peasant　MovemeRt　in　Kwangtung広東during　the

　　　　　　　First　NationalistLComrr｝unist　Cooperation

　　　　　　　by

Minoru　Kitamura

　　　　After　the　first　Nationalist－Commun2st　CooperatioR，　the　initial　system－

　　atic　Peasant　movement　in’　China　was　started　in　Kwangtung　Provinee．

’　ln　these　days，　there　were　various　miiitary　factions　iR　the　Province

　　and　the　Nationalist　Parey’s　strength　was　extremely　weak．　There　was

　　an　absoiute　necessity　for　the　Nationalist　Party　to　orgaltize　peasants．，
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