
歐
洲
戰
爭
と
科
學
振
興
の
ジ
レ
ン
マ

︱
︱
中
國
に
お
け
る
第
一
�
世
界
大
戰
報
�
と
そ
の
思
想
�
影
�

︱
︱

小

野

寺

�

郞

は
じ
め
に

一
︑
中
國
に
お
け
る
大
戰
報
�

︱
︱
『東
方
雜
誌
﹄
を
中
心
に
︱
︱

(一
)﹃
東
方
雜
誌
﹄
槪
�

(二
)﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
報
�

(三
)
杜
亞
泉
の
大
戰
觀

二
︑
多
樣
な
大
戰
觀
と
そ
の
衝
突

(一
)﹃
怨
靑
年
﹄
の
大
戰
觀

(二
)﹃
怨
靑
年
﹄
と
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
論
爭

(三
)﹃
科
學
﹄
の
大
戰
觀

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

筆
者
は
さ
き
に
第
一
�
世
界
大
戰
と
中
國
の
關
係
に
つ
い
て
�
違
を
書
く
機
會
を
與
え
ら
れ
た(1

)
︒
し
か
し
自
身
の
力
不
足
か
ら
︑
樣
々
な
問

題
を
今
後
の
課
題
と
し
て
殘
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
中
で
も
氣
が
か
り
だ
っ
た
の
は
︑
同
時
代
の
中
國
に
お
け
る
大
戰
報
�
や
大
戰
觀
に
つ

い
て
︑
ご
く
斷
片
�
な
事
例
を
示
し
た
に
と
ど
ま
り
︑
よ
り
踏
み
�
ん
だ
檢
討
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

中
國
�
代
�
の
分
野
に
お
い
て
︑
大
戰
の
中
國
思
想
界
に
對
す
る
影
�
に
つ
い
て
の
硏
究
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
從
來
の

硏
究
は
�
に
︑
ド
イ
ツ
の
敗
戰
と
戰
後
歐
洲
に
お
け
る
�
和
�
義
・
世
界
�
義
の
潮
液
か
ら
︑
淸
末
以
來
の
社
會
�
�
論
の
液
行
が
�
熄
し
︑

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
代
表
さ
れ
る
互
助
論
が
高
く
�
價
さ
れ
た
こ
と
︑
社
會
�
義
へ
の
關
心
の
高
ま
り
︑
西
洋
�
�
へ
の
懷
疑
と
�
�
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
登
場
︑
科
學
萬
能
論
へ
の
見
直
し
︑
と
い
っ
た
點
に
着
目
し
て
き
た(2

)
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
戰
の
結
果
が
�
ら
か
に

な
っ
た
後
の
中
國
思
想
界
の
動
向
に
關
す
る
指
摘
で
あ
り
︑
大
戰
の
�
中
︑
�
敗
の
行
方
が
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
な
い
時
�
に
︑
中
國
の
知
識
人

た
ち
が
こ
の
戰
爭
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
か
︑
如
上
の
戰
後
中
國
思
想
界
の
動
き
は
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
︑

こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒

大
戰
に
つ
い
て
の
報
�
が
中
國
で
も
相
當
の
規
模
で
な
さ
れ
︑
當
時
か
ら
知
識
人
た
ち
の
 
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
自
體
は
閒
"
い
な
い
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
そ
の
報
�
は
具
體
�
に
は
い
か
な
る
形
式
で
な
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
特
#
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
當
時
の
中
國

の
思
想
界
・
言
論
界
に
い
か
な
る
影
�
を
$
ぼ
し
た
の
か
︒
そ
し
て
そ
の
影
�
は
中
國
�
代
思
想
�
%
體
の
展
開
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
︒
本
稿
は
︑
大
戰
�
の
中
國
に
お
け
る
代
表
�
な
雜
誌
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
以
上
の
問
題
に
つ
い

て
の
初
步
�
な
見
取
り
圖
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
︒
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一
︑
中
國
に
お
け
る
大
戰
報
�

︱
︱
『東
方
雜
誌
﹄
を
中
心
に
︱
︱

(一
)﹃
東
方
雜
誌
﹄
槪
�

一
九
一
四
年
七
'
に
第
一
�
世
界
大
戰
が
始
ま
る
と
︑
中
國
に
お
い
て
も
怨
聞
・
雜
誌
が
外
電
な
ど
を
元
に
日
々
報
�
を
展
開
し
た
︒
ま
た
︑

さ
ま
ざ
ま
な
出
版
社
か
ら
大
戰
や
歐
洲
の
國
際
關
係
を
(
っ
た
書
籍
が
出
版
さ
れ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
大
戰
と
い
う
話
題
を
�
も
大
々
�
に

取
り
上
げ
た
の
が
︑
當
時
の
中
國
�
大
の
出
版
社
で
あ
っ
た
商
務
印
書
館

(上
海
)
の
刊
行
す
る
﹃
東
方
雜
誌
﹄
だ
っ
た
︒

『東
方
雜
誌
﹄
(英
題
は
T
h
e
E
a
stern
M
iscella
n
y
)
は
日
本
の
﹃
太
陽
﹄
や
英
米
の
T
h
e
R
ev
iew
o
f
R
ev
iew
s
を
モ
デ
ル
と
し
た
總
合
雜
誌

で
︑
一
九
〇
四
年
の
創
刊
當
初
は
官
報
や
他
の
怨
聞
・
雜
誌
の
記
事
を
收
集
・
轉
載
し
て
誌
面
を
>
成
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
形
式
の
刊
行
物

は
︑
黎
�
�
の
中
國
の
出
版
界
に
お
い
て
は
一
般
�
で
あ
っ
た
︒
一
九
一
一
年
に
﹁
世
界
の
政
治
・
學
@
・
�
藝
の
精
華
を
萃あ

つ

め
て
國
民
の
硏

究
・
討
論
の
D
料
と
な
す
﹂
こ
と
を
揭
げ
︑
歐
米
・
日
本
の
雜
誌
記
事
の
F
譯
・
紹
介
記
事
と
卷
頭
の
論
說
と
い
う
形
に
>
成
を
改
め
た
︒
第

一
六
卷

(一
九
一
九
年
)
ま
で
'
刊
︑
第
一
七
卷

(一
九
二
〇
年
)
以
影
は
'
二
囘
刊
と
な
る
︒
發
行
部
數
は
一
九
一
八−

一
九
一
九
年
頃
で
二

−

三
萬
部
と
さ
れ
︑
こ
の
時
�
の
中
國
に
お
い
て
は
�
大
で
あ
っ
た(3

)
︒
王
奇
生
は
�
代
中
國
の
雜
誌
を
商
業
刊
行
物
・
機
關
團
體
刊
行
物
・
學

界
同
人
雜
誌
の
三
つ
に
分
類
し
た
が
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
そ
の
う
ち
商
業
刊
行
物
の
代
表
�
な
も
の
と
さ
れ
る(4

)
︒

第
一
�
世
界
大
戰
�
に
こ
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
�
I

(
I
集
長
)
を
務
め
た
の
が
杜
亞
泉

(一
八
七
三−

一
九
三
三
)
で
あ
る
︒
名
は
煒
孫
︑

筆
名
は
傖
父
︑
高
勞
︑
陳
仲
逸
な
ど
︒
浙
江
省
紹
興
の
人
で
︑
一
八
九
八
年
に
紹
興
中
西
學
堂
算
學
敎
員
と
な
り
︑
敎
�
を
執
り
つ
つ
日
�
と

理
�
を
學
ん
だ
︒
一
九
〇
〇
年
に
上
海
で
科
學
雜
誌
﹃
亞
泉
雜
誌
﹄
を
刊
行
︒
一
九
〇
四
年
に
商
務
印
書
館
I
譯
N
理
�
部
�
任
と
な
り
︑
一

九
一
二
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で
﹃
東
方
雜
誌
﹄
�
I
を
務
め
た(5

)
︒
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(二
)﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
報
�

『東
方
雜
誌
﹄
は
︑
大
戰
開
始
直
後
の
第
一
一
卷
第
二
號

(一
九
一
四
年
八
'
一
日
)
に
︑
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
か
ら
開
戰
ま
で
の
經
雲
を
解

說
し
た
杜
亞
泉
﹁
歐
洲
大
戰
爭
開
始
﹂
を
揭
載
し
た
︒
ま
た
や
は
り
杜
亞
泉
が
上
海
の
中
西
各
紙
や
東
京
の
怨
聞
な
ど
に
基
づ
い
て
戰
爭
の
推

移
を
ま
と
め
た
﹁
大
戰
爭
續
記
﹂
を
第
一
一
卷
第
三
號

(一
九
一
四
年
九
'
一
日
)
か
ら
第
一
四
卷
第
七
號

(一
九
一
七
年
七
'
一
五
日
)
ま
で
一

二
囘
に
わ
た
っ
て
斷
續
�
に
揭
載
し
た
︒
こ
れ
ら
は
大
戰
の
經
O
を
總
合
�
に
報
じ
た
も
の
だ
が
︑
そ
れ
以
外
に
も
大
戰
が
歐
米
社
會
や
國
際

關
係
に
$
ぼ
し
た
樣
々
な
影
�
を
(
っ
た
個
別
の
記
事
や
論
說
も
膨
大
な
數
に
上
る
︒
特
に
第
一
三
卷

(一
九
一
六
年
)
の
P
ば
ま
で
は
︑
同

誌
誌
面
の
大
P
を
大
戰
關
聯
の
記
事
が
占
め
て
い
る
︒

こ
う
し
た
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
報
�
に
は
ど
の
よ
う
な
特
#
が
あ
っ
た
の
か
︒

第
一
に
︑
Q
営
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
I
集
方
式
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
が
基
本
�
に
は
日
本
・
歐
米
の
怨
聞
・
雜
誌
記
事
を
F
譯

紹
介
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
F
譯
・
轉
載
元
が
�
記
し
て
あ
る
も
の
と
し
て
�
多
は
日
本
の
﹃
太
陽
﹄
で(6

)
︑
以
下
︑

﹃
外
R
時
報
﹄﹃
日
本
$
日
本
人
﹄﹃
中
央
公
論
﹄
が
續
き
︑
他
に
﹃
歐
洲
戰
爭
實
記
﹄﹃
二
十
世
紀
﹄﹃
怨
公
論
﹄﹃
東
京
日
日
怨
聞
﹄﹃
科
學
世

界
﹄﹃
怨
日
本
﹄﹃
東
京
S
日
怨
聞
﹄
と
い
っ
た
名
Q
が
見
え
る
︒
英
米
で
は

T
h
e
W
o
rld
’s
W
o
rk
,
T
h
e
R
ev
iew
o
f
R
ev
iew
s,
T
h
e

O
u
tlo
o
k
が
比
�
�
多
く
︑
他
に
C
o
llier’s
W
eek
ly
,
T
h
e
L
ittle
P
a
p
er,
T
h
e
P
a
cific
M
o
n
th
ly
,
T
h
e
F
a
r
E
a
stern
R
ev
iew
,
M
cC
lu
re’s

M
a
g
a
zin
e,
T
h
e
N
ew
Y
o
rk
T
im
es,
T
h
e
G
lo
b
e,
T
h
e
A
tla
n
tic,
C
u
rren
t
O
p
in
io
n
,
T
h
e
In
d
ep
en
d
en
t,
T
h
e
L
o
n
d
o
n
T
im
es
な
ど
が

確
i
で
き
る
︒
稀
に
歐
洲
在
j
の
中
國
人
か
ら
の
寄
稿
な
ど
も
見
ら
れ
る
も
の
の(7

)
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
自
體
が
獨
自
に
特
k
員
を
現
地
に
l
っ
た

と
い
う
樣
子
は
な
い
︒
結
果
と
し
て
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
報
�
の
內
容
は
︑
こ
れ
ら
の
引
用
元
の
雜
誌
の
論
n
を
强
く
反
映
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
か
︑
當
時
の
中
國
の
他
の
怨
聞
や
雜
誌
が
︑
一
九
一
四
年
九
'
に
始
ま
る
日
本
軍
の
山
東
P
島
上
陸
と
そ
の
後
の
推
移
を
大
き
く
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取
り
上
げ
て
い
る
の
に
對
し
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
關
聯
記
事
に
は
歐
米
を
中
心
と
す
る
國
際
p
勢
や
歐
洲
の
戰
況
に
關
す
る
も
の
の
割
合

が
高
く
︑
む
し
ろ
靑
島
問
題
や
二
十
一
か
條
R
涉
に
關
す
る
記
事
・
論
�
は
s
え
め
と
な
っ
て
い
る
︒

第
二
に
︑
大
量
の
寫
眞
・
圖
版
の
t
用
で
あ
る
︒
こ
の
時
�
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
口
繪
や
記
事
內
に
歐
洲
戰
場
や
各
國
の
指
u
者
な
ど
の
大

量
の
寫
眞
を
揭
載
し
て
い
る
︒
同
時
�
の
怨
聞
で
は
︑
稀
に
歐
洲
の
鯵
單
な
地
圖
が
載
る
v
度
で
寫
眞
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
他
の
�
だ
っ
た
雜

誌
と
比
�
し
て
も
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
寫
眞
揭
載
量
は
�
ら
か
に
突
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
寫
眞
の
多
く
は
や
は
り
記
事
引
用
元
の
雜
誌
か

ら
轉
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
だ
け
が
そ
れ
ら
を
大
量
に
揭
載
で
き
た
こ
と
か
ら
は
︑
大
手
出
版
社
で
あ
る
商
務
印
書
館

の
印
刷
技
@
や
I
集
經
費
上
の
優
位
が
見
て
取
れ
る
︒

第
三
に
擧
げ
ら
れ
る
の
は
︑
科
學
・
技
@
へ
の
高
い
關
心
で
あ
る
︒﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
に
關
す
る
F
譯
記
事
の
中
で
は
︑
怨
兵
器
や
怨

發
�
に
關
す
る
も
の
が
非
常
に
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
題
名
を
擧
げ
る
と
﹁
軍
事
飛
艇
之
x
信
@
﹂﹁
大
戰
爭
中
之
y
托

モ
ー
タ
ー

車
﹂﹁
克
虜
伯

ク

ル

ッ

プ

礮

廠
與
攻
城
礮
﹂﹁
飛
行
機
與
戰
爭
﹂﹁
說

奧

國

オ
ー
ス
ト
リ
ア

怨
式
榴
彈
礮
﹂﹁
�
艦
說
﹂﹁
德
ド
イ
ツ

軍
利
用
含
詠
氣
體
於
戰
場
﹂﹁
德
國
四
十
二
生
セ
ン
チ

�
大
礮
之
眞

相
﹂﹁
�
怨
發
�
之
猛
烈
軍
用
品
﹂﹁
詠
氣
彈
之
性
質
$
功
效
﹂﹁
德
國
潛
行
艇
之
解
剖
﹂﹁
潛
水
艇
﹂﹁
鐵
路
與
戰
爭
﹂﹁
歐
戰
中
之
犬
﹂﹁
說
水

雷
﹂﹁
世
界
大
兵
工
廠
之
美
國

ア
メ
リ
カ

﹂﹁
空
中
戰
@
﹂﹁
可
恐
之
超
潛
航
艇
﹂﹁
海
戰
@
之
怨
傾
向
與
�
艦
政
策
﹂﹁
戰
爭
與
發
�
﹂
と
い
っ
た
も
の
が

そ
れ
に
當
た
る
︒
こ
れ
ら
は
一
方
で
は
Q
営
の
よ
う
に
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
記
事
引
用
元
の
雜
誌
の
傾
向
を
引
き
繼
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
他
方
で
︑
同
時
�
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
が
國
慶
日

(一
〇
'
一
〇
日
の
辛
亥
革
命
記
念
日
)
の
閱
兵
に
登
場
し
た
中
國
軍
の
飛
行
機
の
寫
眞
も

揭
載
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら(8

)
︑
こ
れ
ら
の
記
事
の
目
�
の
一
つ
に
は
︑
中
國
社
會
に
科
學
・
技
@
に
關
す
る
知
識
を
�
$
さ
せ
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(9

)
︒
こ
れ
は
Q
営
の
經
歷
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
か
ね
て
よ
り
中
國
に
お
け
る
科
學
・
技
@
の
振
興
を
訴
え
て
い

た
杜
亞
泉
の
問
題
�
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
一
方
で
︑
潛
水
艦
や
飛
行
�
の
詳
細
な
>
�
や
軍
艦
の
怨
戰
@
う
ん
ぬ
ん
と
い
っ
た
記
事
が
︑
當
時
の
中
國
の
一
般
讀
者
に
と
っ
て
何

ら
か
の
直
接
�
な
�
用
性
が
あ
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
︒
讀
者
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
に
は
多
分
に
珍
談
奇
談
に
屬
す
る
︑
娛
樂
と
し
て
の
側
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面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
實
際
に
當
時
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
讀
者
が
こ
れ
ら
の
記
事
に
對
し
ど
の
よ
う
な
感
想
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
は
今

後
の
檢
討
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
Q
営
の
よ
う
に
商
業
雜
誌
で
あ
る
﹃
東
方
雜
誌
﹄
が
こ
う
し
た
誌
面
作
り
を
數
年
に
わ
た
り
續
け

た
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
記
事
は
讀
者
の
一
定
の
荏
持
を
得
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

(三
)
杜
亞
泉
の
大
戰
觀

Q
営
の
よ
う
に
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
誌
面
は
海
外
の
怨
聞
・
雜
誌
の
F
譯
記
事
と
︑
卷
頭
の
論
說
か
ら
>
成
さ
れ
る
︒
こ
の
時
�
の
論
說
の

多
く
は
�
I
で
あ
る
杜
亞
泉
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
そ
の
內
容
か
ら
﹃
東
方
雜
誌
﹄
が
第
一
�
世
界
大
戰
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
中
國
の
讀
者

に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
︒

開
戰
直
後
の
一
九
一
四
年
九
'
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
卷
頭
論
說
﹁
大
戰
爭
と
中
國
﹂
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
國
で
勞
働
階
�
の
反
對
が
あ
る
以
上

戰
爭
の
長
�
�
は
難
し
い
と
豫
想
し
︑
そ
の
Q
提
の
上
で
︑
大
戰
が
中
國
の
沈
滯
に
變
�
を
も
た
ら
し
︑
世
界
�
上
に
怨
し
い
時
代
を
切
り
開

く
契
機
と
な
る
こ
と
へ
の
�
待
を
表
�
し
た
︒

今
日
の
大
戰
爭
は
︑
ほ
と
ん
ど
わ
が
國
の
未
來
の
十
年
に
變
�
の
時
代
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
︒
⁝
⁝
今
囘
の
大
戰
爭
が
わ
が
中

國
に
關
係
す
る
の
は
︑
第
一
に
わ
が
國
民
の
愛
國
心
を
刺
激
し
︑
第
二
に
わ
が
民
族
の
自
覺
心
を
喚
�
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
⁝
⁝
歐
洲
各

國
が
︑
或
い
は
�
第
に
窮
兵
黷
武
の
非
計
を
悟
り
︑
武
裝
和
�
の
保
ち
難
き
を
知
り
︑
一
變
し
て
非
武
裝
の
�
和
と
な
り
︑
各
國
國
民
が
︑

互
い
に
好
�
に
よ
っ
て
結
ば
れ
︑
國
民
の
愛
國
心
︑
民
族
の
競
爭
心
が
︑
�
火
に
表
れ
ず
︑
工
商
事
業
︑
�
�
事
業
の
中
に
表
れ
る
の
で

あ
れ
ば
︑
今
囘
の
大
戰
爭
の
血
が
︑
或
い
は
Q
世
紀
の
穢
惡
を
一
度
に
洗
い
液
し
︑
怨
世
紀
の
�
和
を
培
養
す
る
か
は
︑
い
ま
だ
知
る
こ

と
が
で
き
な
い(10

)
︒

杜
亞
泉
は
一
九
一
五
年
一
'
號
に
も
﹁
社
會
協
力
�
義
﹂
と
題
し
た
論
說
を
載
せ
︑
現
在
歐
洲
で
は
國
家
�
義
と
�
和
�
義
が
激
し
く
衝
突

し
て
い
る
が
︑
こ
の
二
つ
の
�
義
は
い
ず
れ
も
中
國
が
生
存
を
圖
る
の
に
必
�
で
あ
る
︒
し
か
し
極
端
な
國
家
�
義
は
軍
國
民
�
義
・
民
族
�
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�
國
�
義
に
つ
な
が
り
︑
極
端
な
�
和
�
義
は
世
界
�
義
・
社
會
�
義
に
つ
な
が
る
の
で
︑
協
力
�
義
に
よ
っ
て
︑
こ
の
二
者
を
n
和
さ
せ
た

�
和
�
國
家
�
義
・
國
家
�
�
和
�
義
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
し
た(11

)
︒

同
年
五
'
の
﹁
戰
爭
と
�
學
﹂
と
題
し
た
論
說
も
�
旨
は
こ
れ
に
�
い
︒

大
抵
勇
壯
な
著
作
は
︑
國
民
の
功
名
心
を
引
き
�
こ
す
こ
と
が
で
き
︑
洩
大
な
思
想
を
生
む
︒
延
激
の
著
作
は
︑
國
民
の
敵
愾
心
を
發

生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
︑
忠
勇
の
功
績
を
�
ら
か
に
す
る
︒
い
ず
れ
も
戰
爭
を
鼓
吹
す
る
效
果
が
あ
る
︒
⁝
⁝
憂
愁
慘
痛
の
作
に
至
っ
て

は
︑
國
民
に
�
和
を
愛
好
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
︑
戰
爭
を
鎭
靜
す
る
效
果
が
あ
る
︒
し
か
し
�
々
に
し
て
國
民
は
�
�
に
液
れ
る
︒
我
が

國
の
�
時
の
尙
武
精
神
の
喪
失
も
︑
こ
の
種
の
�
學
が
重
大
な
原
因
に
"
い
な
い
︒
⁝
⁝
我
が
國
の
�
學
は
︑
國
民
の
悲
慘
へ
の
同
p
を

喚
�
し
て
お
り
︑
一
方
で
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
よ
っ
て
橫
暴
な
行
爲
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
た
以
上
︑
も
う
一
方
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
俠
烈

の
勇
氣
を
鼓
舞
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
が
今
日
の
�
學
者
の
責
任
に
ほ
か
な
ら
な
い(12

)
︒

こ
こ
で
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
尙
武
精
神
﹂
と
�
和
は
兩
方
と
も
必
�
だ
が
︑
現
在
の
中
國
で
は
﹁
鎭
靜
の
�
學
﹂
に
£
っ
て
い
る
た

め
︑
戰
爭
を
稱
揚
す
る
﹁
鼓
吹
の
�
學
﹂
も
增
や
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
大
戰
初
�
の
杜
亞
泉
の
議
論
は
︑
戰
爭
と
�

和
の
も
た
ら
す
利
點
・
¥
¦
の
閒
で
バ
ラ
ン
ス
を
圖
る
中
庸
の
立
場
を
取
り
︑
そ
の
上
で
大
戰
が
中
國
の
政
治
・
社
會
の
現
狀
を
變
革
す
る
機

會
と
な
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
議
論
が
Q
提
と
し
た
︑
大
戰
が
比
�
�
早
�
に
�
熄
す
る
と
い
う
豫
想
は
︑
そ
の
長
�
�
と
泥
沼
�
に
よ
っ
て
裏
切
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
︒
開
戰
後
一
年
︑
二
年
が
經
ち
︑
歐
洲
戰
場
の
慘
禍
が
中
國
で
も
報
�
さ
れ
る
の
に
從
い
︑
戰
爭
の
も
た
ら
す
利
點
︑
と
い

う
議
論
は
�
第
に
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
︒
か
わ
っ
て
杜
亞
泉
の
論
說
の
中
心
と
な
っ
て
く
る
の
が
︑
こ
う
し
た
悲
慘
な
戰
爭
を
續
け
る
西
洋
�

�
に
對
す
る
疑
念
と
︑
そ
れ
に
對
置
す
べ
き
怨
た
な
價
値
と
し
て
の
東
洋
�
�
︑
と
い
う
發
想
で
あ
る
︒
一
九
一
六
年
一
〇
'
の
﹃
東
方
雜

誌
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
﹁
靜
の
�
�
と
動
の
�
�
﹂
は
そ
の
議
論
の
圖
式
を
�
も
端
�
に
示
し
た
�
違
で
あ
る
︒

歐
戰
發
生
以
來
︑
西
洋
諸
國
は
日
々
そ
の
科
學
が
發
�
し
た
利
器
に
よ
っ
て
そ
の
同
類
を
慘
殺
し
︑
悲
慘
激
烈
の
狀
態
は
︑
た
だ
わ
が
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國
の
歷
�
に
な
い
だ
け
で
な
く
︑
世
界
に
も
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
羨
«
し
て
き
た
西
洋
�
�
に
對

し
︑
す
で
に
懷
疑
の
�
見
を
抑
え
ら
れ
ず
︑
わ
が
國
民
の
西
洋
�
�
を
眞
似
る
者
も
︑
�
德
あ
る
い
は
功
績
の
上
で
︑
そ
れ
︹
西
洋
�

�
︺
が
わ
れ
わ
れ
に
信
賴
さ
れ
る
ゆ
え
ん
を
示
せ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
今
後
︑
そ
の

從
の
態
度
を
變
え
︑

�
�
の
眞
價
の
N
在
を
審
ら
か
に
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
の
�
見
で
は
︑
西
洋
�
�
と
わ
が
國
固
�
の
�
�
は
︑
性
質

の
"
い
で
あ
っ
て
︑
v
度
の
差
で
は
な
い
︒
わ
が
國
固
�
の
�
�
は
︑
西
洋
�
�
の
¥
¦
を
救
い
︑
西
洋
�
�
の
行
き
詰
ま
り
を
救
う
に

足
る
︒
⁝
⁝
西
洋
社
會
は
常
に
戰
爭
の
中
に
あ
り
︑
そ
の
閒
の
�
和
の
時
�
は
戰
爭
後
の
休
養
�
閒
︑
あ
る
い
は
�
の
戰
爭
の
準
備
�
閒

で
あ
る
︒
戰
爭
が
常
態
で
あ
り
︑
�
和
は
衣
常
事
態
で
あ
る
︒
わ
が
國
の
社
會
は
常
に
戰
爭
を
®
け
る
こ
と
を
求
め
︑
た
だ
自
然
界
の
競

爭
淘
汰
の
公
理
は
廢
止
で
き
な
い
の
で
︑
地
は
狹
く
人
口
O
剩
で
生
計
*
¯
の
日
が
天
演
の
¯
る
N
と
な
れ
ば
︑
®
け
る
に
®
け
ら
れ
ず
︑

突
然
社
會
閒
の
擾
亂
が
�
き
︑
戰
爭
に
よ
っ
て
�
和
を
囘
復
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
�
和
が
常
態
で
あ
っ
て
︑
戰
爭
は
衣
常

事
態
で
あ
る
︒
⁝
⁝
數
年
Q
わ
が
國
民
で
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
液
入
し
�
花
を
賣
っ
て
口
を
糊
し
て
い
た
者
が
あ
っ
た
が
︑
パ
リ
市
會
が

口
う
る
さ
く
言
っ
て
︑
公
t
館
が
費
用
を
出
し
て
歸
國
さ
せ
た
︒
大
戰
開
始
以
來
︑
各
國
で
し
ば
し
ば
密
か
に
中
國
勞
働
者
を
召
募
す
る

こ
と
が
あ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
議
案
を
議
院
に
提
出
し
て
︑
試
し
に
中
國
勞
働
者
五
〇
〇
〇
人
を
召
募
し
︑
兵
器
工
場
で
働
か
せ
る
と

す
る
に
至
っ
た
︒
⁝
⁝
以
上
で
営
べ
た
の
は
︑
物
質
上
の
R
奄
が
︑
精
神
上
の
R
奄
に
至
っ
た
︑
�
も
顯
著
な
も
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
將
來

の
西
洋
社
會
に
も
必
ず
若
干
の
變
�
が
あ
り
︑
わ
が
國
に
影
�
を
°
け
る
だ
ろ
う
︑
そ
の
兆
し
は
す
で
に
見
え
て
い
る(13

)
︒

�
ん
だ
西
洋
を
±
い
か
け
る
東
洋
と
い
う
>
圖
を
²
け
︑
東
西
�
�
の
差
を
v
度
で
は
な
く
性
質
の
"
い
と
し
た
上
で
︑
戰
爭
の
西
洋
�
�

と
�
和
の
東
洋
�
�
を
對
置
し
︑
今
や
む
し
ろ
西
洋
が
東
洋
か
ら
影
�
を
°
け
る
べ
き
だ
︑
と
す
る
︒
當
時
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
中
國
勞
働
者

の
フ
ラ
ン
ス
k
³
の
事
例
が
論
據
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
︒

杜
亞
泉
は
一
九
一
七
年
四
'
の
﹁
戰
後
の
東
西
�
�
の
n
和
﹂
で
も
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

今
囘
の
大
戰
は
︑
西
洋
�
�
に
顯
著
な
破
綻
を
露
わ
に
さ
せ
た
︒
こ
れ
は
わ
た
し
の
£
見
の
言
で
は
な
く
︑
お
よ
そ
現
代
�
�
を
硏
究
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す
る
者
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
感
想
を
も
た
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
⁝
⁝
十
九
世
紀
に
至
っ
て
科
學
が
勃
興
し
︑
物
質
�
義
が

大
い
に
盛
ん
に
な
り
︑
さ
ら
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
存
競
爭
說
と
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
�
志
論
か
ら
︑
展
開
し
て
︑
强
權
�
義
︑
奮

鬭
�
義
︑
活
動
�
義
︑
精
力
�
義
と
な
り
︑
そ
れ
が
大
い
に
發
展
し
て
︑
�
國
�
義
︑
軍
國
�
義
と
な
っ
た
︒
⁝
⁝
宗
敎
本
位
の
ヘ
ブ
ラ

イ
思
想
が
︑
破
壞
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
理
性
本
位
の
ギ
リ
シ
ア
思
想
も
︑
%
く
´
て
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
⁝
⁝
︹
中
國
も
︺
�
年
は

科
學
思
想
輸
入
の
結
果
︑
�
々
に
し
て
そ
の
利
に
目
が
く
ら
ん
で
そ
の
¦
を
忘
れ
︑
そ
の
末
を
救
っ
て
そ
の
本
を
´
て
︑
物
質
�
な
刺
激

を
°
け
︑
欲
は
日
々
盛
ん
に
し
て
«
み
は
日
々
ぜ
い
た
く
に
な
っ
て
い
る(14

)
︒

こ
ち
ら
で
も
︑
科
學
・
物
質
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
�
�
の
行
き
詰
ま
り
を
指
摘
し
︑
精
神
�
�
素
を
重
視
す
る
東
洋
�
�
の
優
位
が
営
べ
ら

れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
杜
亞
泉
の
い
さ
さ
か
圖
式
�
・
x
俗
�
な
東
西
�
�
論
の
內
容
自
體
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
多
く
の
硏
究
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
深

く
論
じ
な
い(15

)
︒
た
だ
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
關
し
て
言
え
ば
︑
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
西
洋=

科
學=

戰
爭
に
對
す
る
否
定
�
な
見
方
を

論
說
で
提
示
す
る
一
方
で
︑
歐
洲
戰
場
に
お
け
る
�
怨
の
兵
器
や
戰
@
に
關
す
る
大
量
の
記
事
と
寫
眞
も
引
き
續
き
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑
誌
面

>
成
に
あ
る
種
の
混
亂
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
あ
た
り
か
ら
︑
特
定
の
思
想
信
條
を
訴
え
る
政
論
誌
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
外
國
雜

誌
の
記
事
の
紹
介
を
中
心
と
す
る
商
業
誌
︑
と
い
う
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
性
格
が
う
か
が
え
る
︒

さ
ら
に
は
︑
こ
う
し
た
杜
亞
泉
の
�
張
と
相
反
す
る
內
容
の
讀
者
の
投
稿
も
同
誌
に
は
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

私
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
�
和
の
二
字
も
ま
た
︑
幽
靈
の
類
で
あ
る
︒
天
下
に
必
ず
し
も
そ
れ
は
存
在
し
な
い
の
に
︑
人
々
の
心
理
に
は
必

ず
こ
の
考
え
が
あ
る
︒
い
ま
試
し
に
世
界
の
歷
�
に
つ
い
て
︑
そ
の
記
営
し
て
あ
る
大
事
の
中
で
︑
戰
爭
の
歷
�
を
除
け
ば
︑
殘
る
事
績

は
︑
い
か
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
︒
⁝
⁝
も
し
私
の
說
が
¸
り
で
な
い
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
�
和
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
か
︒
戰
爭
繼
續

の
閒
の
小
休
憩
に
O
ぎ
な
い(16

)
︒

こ
こ
で
営
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
戰
爭
こ
そ
が
常
態
で
あ
り
︑
�
和
な
ど
と
い
う
も
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
�
張
で
あ
る
︒
西
洋
で
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は
戰
爭
が
常
態
で
�
和
は
一
時
�
な
も
の
だ
が
︑
東
洋
で
は
�
和
が
常
態
で
あ
る
︑
と
し
て
︑
戰
爭
と
�
和
の
問
題
を
東
西
�
�
の
差
衣
に
囘

收
す
る
杜
亞
泉
の
議
論
は
︑
こ
う
し
た
見
方
に
對
す
る
囘
答
と
し
て
の
�
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
一
方
で
︑
戰
爭
と
�
和
の
バ
ラ
ン
ス
︑
あ
る
い
は
東
洋
の
�
和
や
精
神
�
�
の
價
値
を
說
く
杜
亞
泉
の
穩
永
・
中
庸
の
議
論
に
對
し
︑

當
時
の
¹
�
�
な
讀
者
︑
特
に
知
識
靑
年
は
あ
る
種
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
讀
者
の
需
�
に

應
じ
る
こ
と
で
こ
の
時
�
に
影
�
力
を
擴
大
し
て
い
く
の
が
︑
�
º
で
取
り
上
げ
る
﹃
怨
靑
年
﹄
で
あ
る
︒

二
︑
多
樣
な
大
戰
觀
と
そ
の
衝
突

(一
)﹃
怨
靑
年
﹄
の
大
戰
觀

中
國
�
代
�
に
お
い
て
一
般
に
一
九
一
〇
年
代
後
P
の
思
想
界
の
動
き
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
﹁
怨
�
�
»
動
﹂
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
雜
誌
﹃
怨
靑
年
﹄
と
北
京
大
學
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
�
�
刷
怨
»
動
で
︑
西
洋
思
想
の
大
々
�
な
u
入
と
︑
傳
瓜
�
な
儒
敎
�

德
・
家
族
制
度
に
對
す
る
批
¼
︑
白
話
�
學
の
提
唱
︑
女
性
解
放
な
ど
を
唱
え
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
怨
�
�
»
動
が
な
ぜ
こ
の

時
�
に
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
辛
亥
革
命

(一
九
一
一
年
)
に
よ
っ
て
共
和
國
が
樹
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
後
も
長
く
政

界
の
混
亂
が
續
い
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
︑
む
し
ろ
必
�
な
の
は
社
會
の
改
革
で
あ
る
と
い
う
思
潮
が
生
ま
れ
た
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
專
ら
中

國
の
國
內
�
因
か
ら
說
�
さ
れ
る
こ
と
が
多
く(17

)
︑
同
時
�
に
�
き
て
い
た
第
一
�
世
界
大
戰
と
關
聯
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
Q
営
の
よ
う
に
ま
さ
に
大
戰
に
よ
る
西
洋
�
�
へ
の
疑
念
が
生
じ
た
こ
の
時
�
に
︑
中
國
の
傳
瓜
�
�
を
批
¼
し
︑
西
洋
�
を
訴
え

る
�
張
が
展
開
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
︑
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
本
來
で
あ
れ
ば
檢
討
が
必
�
な
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の
問
題
に

焦
點
を
當
て
て
︑
大
戰
と
中
國
思
想
界
の
關
係
を
論
じ
て
み
た
い
︒

一
九
一
五
年
九
'
︑﹃
靑
年
雜
誌
﹄
が
創
刊
さ
れ
る

(佛
題
が
L
a
Jeu
n
esse︒
一
九
一
六
年
九
'
の
第
二
卷
第
一
號
よ
り
﹃
怨
靑
年
﹄
と
改
題
)
︒
'
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刊
の
論
說
誌
で
︑
發
行
は
上
海
の
群
益
書
社
で
あ
る
︒
�
I
は
陳
獨
秀

(一
八
七
九−

一
九
四
二
)
で
︑
高
一
涵
︑
李
亦
民
︑
易
白
沙
ら
が
I
集

に
加
わ
っ
た
︒
著
名
な
執
筆
者
と
し
て
は
他
に
李
大
釗
︑
胡
À
︑
魯
Á
︑
周
作
人
ら
が
お
り
︑
一
般
に
は
Q
営
の
怨
�
�
»
動
の
中
心
と
な
っ

た
雜
誌
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
大
戰
後
に
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
�
義
を
中
國
に
紹
介
し
︑
胡
À
ら
自
由
�
義
者
が
離
脫
し
た
後
︑
陳
獨
秀
ら
が

結
成
し
た
中
國
共
產
黨
の
機
關
誌
と
な
っ
た
︒
發
行
部
數
は
創
刊
時
に
は
一
〇
〇
〇
部
だ
っ
た
が
︑
一
九
一
七
年
に
は
一
萬
五
〇
〇
〇−

六
〇

〇
〇
部
に
Å
し
た
と
言
わ
れ
る(18

)
︒

創
刊
自
體
が
大
戰
開
始
後
一
年
あ
ま
り
を
經
た
時
�
に
な
る
が
︑
同
誌
に
揭
載
さ
れ
た
論
說
の
中
に
も
大
戰
に
言
$
し
た
も
の
は
少
な
く
な

い
︒
例
え
ば
一
九
一
五
年
一
二
'
に
揭
載
さ
れ
た
陳
獨
秀
の
代
表
�
な
�
違
の
一
つ
﹁
東
西
民
族
の
根
本
思
想
の
差
衣
﹂
は
�
の
よ
う
に
営
べ

る
︒

西
洋
民
族
は
戰
爭
を
本
位
と
し
︑
東
洋
民
族
は
安
息
を
本
位
と
す
る
︒
⁝
⁝
西
洋
の
諸
民
族
の
ご
と
き
は
︑
好
戰
永
鬭
が
︑
天
性
に
根

づ
き
︑
Æ
俗
と
な
っ
て
お
り
︑
古
よ
り
宗
敎
の
戰
い
︑
政
治
の
戰
い
︑
商
業
の
戰
い
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
%
�
�
�
は
一
字
た
り
と
も
鮮
血

で
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
︒
イ
ギ
リ
ス
人
は
鮮
血
で
世
界
の
霸
權
を
獲
得
し
︑
ド
イ
ツ
人
は
鮮
血
で
今
日
の
榮
譽
を
築
い
た
︒
ベ

ル
ギ
ー
の
ご
と
き
︑
セ
ル
ビ
ア
の
ご
と
き
は
︑
小
國
で
大
國
に
抗
い
︑
鮮
血
で
自
由
を
爭
っ
て
お
り
︑
私
が
思
う
に
そ
の
よ
う
な
人
の
國

は
つ
い
に
滅
び
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
艱
難
に
抗
う
氣
骨
を
︑
東
洋
民
族
は
或
い
は
氣
が
狂
っ
た
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ

の
萬
分
の
一
で
も
眞
似
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
な
ら
ば
︑
�
和
を
愛
し
安
息
を
Ç
び
雍
容
�
È
な
劣
等
東
洋
民
族
は
︑
ど
う
し
て
今
日
の

被
征
É
者
の
地
位
に
ま
で
至
っ
た
だ
ろ
う
か(19

)
︒

興
味
深
い
の
は
︑
こ
こ
で
営
べ
ら
れ
て
い
る
好
戰
�
な
西
洋
と
�
和
を
愛
す
る
東
洋
と
い
う
單
純
�
さ
れ
た
二
項
對
立
�
な
>
圖
自
體
は
杜

亞
泉
と
同
じ
だ
が
︑
そ
の
後
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
が
西
洋
に
對
す
る
批
¼
に
轉
じ
て
い
っ
た
の
に
對
し
︑﹃
怨
靑
年
﹄
は
當
初
の
西
洋
觀
を
む
し

ろ
先
銳
�
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
同
誌
�
號
の
別
の
記
事
で
も
陳
獨
秀
は
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

世
界
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
こ
の
一
九
一
六
年
以
Q
と
以
後
の
歷
�
は
︑
�
ら
か
に
大
變
�
を
�
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
歐
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洲
戰
爭
は
︑
世
界
に
廣
ま
り
︑
�
Ë
の
行
方
は
︑
�
第
に
�
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒
ド
イ
ツ
人
が
失
っ
た
の
は
︑
靑
島
と
南
ア
フ
リ
カ
︑

太
�
洋
Ì
民
地
で
あ
り
︑
他
に
は
寸
地
た
り
と
も
損
な
わ
れ
て
い
な
い
︒
西
は
英
佛
を
拒
ぎ
︑
Í
く
國
境
を
離
れ
て
︑
東
は
ロ
シ
ア
國
境

に
入
り
�
み
︑
地
を
奪
う
こ
と
千
里
︑
バ
ル
カ
ン
に
出
で
て
は
︑
セ
ル
ビ
ア
を
滅
ぼ
し
て
い
る
︒
⁝
⁝
英
國
政
黨
政
治
の
缺
點
は
日
ご
と

に
露
わ
に
な
り
︑
義
務
#
兵
は
︑
勢
い
必
ず
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
︒
列
國
は
ド
イ
ツ
の
强
盛
の
源
を
考
察
し
︑
%
力
を
擧
げ
て
工
業
・
�
學

を
目
指
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
照
ら
せ
ば
一
九
一
六
年
の
歐
洲
の
形
勢
︑
軍
事
︑
政
治
︑
學
@
︑
思
想
は
︑
怨
た
に
今
囘
の
戰
爭
の
洗
禮

を
°
け
て
︑
必
ず
激
變
し
︑
以
Q
と
大
い
に
衣
な
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う(20

)
︒

こ
こ
で
は
陳
獨
秀
は
ド
イ
ツ
の
�
利
を
豫
想
し
て
お
り
︑
そ
の
�
因
と
し
て
#
兵
制
や
科
學
・
技
@
を
擧
げ
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
の
歸
結
と

し
て
︑
戰
爭
に
よ
り
科
學
・
技
@
︑
學
@
︑
思
想
な
ど
が
�
步
す
る
と
い
う
�
張
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

同
じ
く
﹃
怨
靑
年
﹄
の
同
人
で
あ
っ
た
劉
�
典

(一
八
八
九−

一
九
五
八
)
も
一
九
一
六
年
一
〇
'
の
﹁
歐
洲
戰
爭
と
靑
年
の
覺
醒
﹂
と
題
し

た
�
違
で
�
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

あ
あ
︑︹
第
一
�
世
界
大
戰
の
勃
發
に
よ
り
︺
今
は
じ
め
て
戰
鬭
は
人
生
の
天
職
で
あ
り
︑
�
和
は
痴
人
の
Î
夢
で
あ
る
と
知
っ
た
︒

⁝
⁝
こ
の
︹
�
和
の
︺
二
字
は
も
と
も
と
卑
劣
怯
惰
な
者
の
腦
內
の
一
種
の
幻
想
で
あ
り
︑
そ
れ
が
世
界
に
實
現
す
る
日
は
絕
對
に
な
い
︒

東
洋
民
族
の
衰
Ñ
は
︑
實
は
こ
の
不
吉
な
言
葉
が
す
べ
て
の
原
因
で
あ
る
︒
そ
の
¦
の
烈
し
さ
は
ペ
ス
ト
菌
に
十
倍
す
る
︒
⁝
⁝
戰
爭
は

實
は
�
�
を
創
�
す
る
中
心
で
あ
る
︒
そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
世
界
は
滅
ん
で
し
ま
う
︒
も
し
こ
の
世
界
で
强
い
て
�
和
な
る
も
の
を
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
︑
滅
Ñ
の
二
字
が
そ
れ
に
�
い
︒
�
和
を
愛
す
る
民
族
と
は
︑
自
ら
甘
ん
じ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
民
族
で
あ
る
︒
⁝
⁝
願
わ
く

は
吾
が
靑
年
が
四
海
の
Ò
吞
を
志
と
し
︑
八
紘
の
席
Ì
を
心
と
し
て
︑
諸
華
を
改
�
し
て
世
界
�
好
戰
の
民
族
と
す
れ
ば
︑
國
家
の
榮
光

は
永
久
に
保
た
れ
る
だ
ろ
う(21

)
︒

｢
�
和
は
痴
人
の
Î
夢
で
あ
る
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
Q
営
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
﹁
�
和
の
二
字
も
ま
た
︑
幽
靈
の
類
で
あ
る
﹂

と
い
う
投
稿
に
重
な
る
︒
中
庸
を
謳
う
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
論
n
に
Õ
き
足
ら
な
さ
を
感
じ
た
讀
者
に
と
っ
て
︑
戰
爭=

�
�
︑
�
和=

滅
Ñ
と
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い
う
﹃
怨
靑
年
﹄
の
よ
り
O
激
な
�
張
は
あ
る
種
の
Ö
引
力
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

劉
�
典
は
�
號
の
﹁
軍
國
�
義
﹂
と
題
し
た
�
違
で
も
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

今
の
世
界
で
︑
い
や
し
く
も
こ
の
領
土
を
守
り
わ
が
子
孫
を
保
と
う
と
す
れ
ば
︑
軍
國
�
義
を
お
い
て
他
に
�
は
な
い
︒
今
の
世
に
生

ま
れ
て
︑
い
や
し
く
も
他
人
の
奴
隸
と
な
る
こ
と
を
免
れ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
軍
國
�
義
を
お
い
て
他
に
方
法
は
な
い
︒
今
日
の
天
下
は
︑

軍
國
�
義
の
天
下
で
あ
る
︒
あ
あ
か
の
蠻
氏
︹
古
代
の
小
國
の
名
︒
後
営
の
觸
氏
と
爭
っ
た
︺
は
日
々
そ
の
巨
�
︑
飛
行
機
︑
潛
水
艦
︑

詠
ガ
ス
彈
で
排
斥
し
あ
い
︑
わ
が
國
を
滅
ぼ
し
わ
が
種
を
殺
し
盡
く
そ
う
と
し
て
い
る
︒
わ
れ
ら
も
自
ら
觸
氏
と
な
っ
て
彼
ら
と
奮
鬭
力

爭
す
る
ほ
か
に
︑
生
き
殘
る
ど
ん
な
策
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
⁝
⁝
世
に
�
和
を
Î
信
し
︑
時
勢
に
Ø
い
者
が
お
り
︑
妄
り
に
そ
の
夢
境
幻

想
が
實
現
で
き
る
こ
と
を
願
い
︑
他
日
歐
戰
が
�
結
し
︑
ド
イ
ツ
人
は
一
敗
地
に
塗
れ
︑
軍
國
�
義
も
そ
れ
に
隨
っ
て
滅
び
︑
世
界
�
和

は
長
く
保
た
れ
る
と
言
う
︒
歐
洲
が
た
と
え
一
時
の
僞
�
和
を
得
た
と
し
て
も
︑
わ
が
衰
Ù
不
振
の
東
洋
民
族
に
何
の
か
か
わ
り
が
あ
る

の
か
知
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
け
だ
し
東
洋
民
族
中
に
も
︑
ド
イ
ツ
に
±
隨
し
軍
國
�
義
を
推
�
す
る
國
が
あ
っ
て
日
々
わ
が
傍
ら
を
伺
っ

て
い
る
︒
⁝
⁝
わ
が
諸
華
は
�
和
を
深
く
愛
す
る
天
性
を
�
し
︑
軍
國
�
義
と
は
相
容
れ
な
い
︒
民
族
性
が
か
く
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
︑

ど
う
し
て
人
力
で
改
�
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︑
と
い
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
こ
れ
は
好
戰
は
人
類
の
本
性
で
あ
り
︑

�
取
が
實
は
立
國
の
源
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
わ
が
諸
華
は
人
類
で
あ
り
︑
ま
た
國
土
を
保
�
し
て
數
千
年
を
經
て
い

る
以
上
︑
そ
の
閒
に
衣
類
を
捍
拒
し
︑
敵
國
を
討
滅
し
た
こ
と
が
︑
な
い
時
代
は
な
か
っ
た
︒
⁝
⁝
わ
が
靑
年
兄
弟
が
︑
自
身
の
責
任
を

自
覺
し
︑
世
界
の
潮
液
を
廣
く
見
わ
た
し
︑
軍
國
�
義
が
立
國
の
根
本
︑
救
Ñ
の
至
計
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
り
︑
精
神
を
奮
い
立
た
せ

れ
ば
︑
わ
が
諸
華
が
世
界
�
强
の
民
族
と
�
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い(22

)
︒

こ
こ
で
は
や
は
り
中
國
の
現
狀
を
批
¼
す
る
と
同
時
に
︑
大
戰
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
奮
戰
を
稱
贊
し
︑
軍
國
�
義
が
世
界
の
潮
液
で
あ
る
と

し
て
こ
れ
に
倣
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
�
和
は
幻
想
と
み
な
さ
れ
︑
軍
國
�
義
に
よ
っ
て
中
國
を
﹁
�
好
戰
の
民
族
﹂﹁
世
界
�

强
の
民
族
﹂
と
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
︒
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一
九
一
七
年
に
入
り
︑
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
と
斷
R
・
宣
戰
す
る
と
︑
中
華
民
國
が
こ
れ
に
從
っ
て
ド
イ
ツ
に
宣
戰
す
べ
き
か
否
か
︑
と
い

う
問
題
が
知
識
人
た
ち
の
關
心
事
と
な
っ
た
︒
戰
禍
を
厭
う
世
論
が
總
じ
て
參
戰
反
對
に
傾
く
中
で
︑
當
時
の
段
祺
瑞
政
權
の
宣
戰
方
針
に
%

面
�
な
荏
持
を
表
�
し
た
の
が
陳
獨
秀
だ
っ
た
︒
陳
獨
秀
は
﹁
對
獨
外
R
﹂
と
題
し
た
�
違
で
そ
の
理
由
を
�
の
よ
う
に
営
べ
た
︒

白
皙
人
種
が
わ
が
民
族
を
見
る
こ
と
は
︑
人
類
が
犬
馬
を
見
る
が
ご
と
く
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
人
は
そ
の
狹
隘
な
愛
國
心
を
O
度
に
用
い
︑

眼
中
に
人
な
き
が
ご
と
し
で
あ
る
︒
か
の
强
大
な
民
族
に
あ
っ
て
は
︑
確
か
に
傲
慢
に
な
り
う
る
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
�
者

で
あ
り
被
征
É
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
︑
當
然
な
が
ら
か
の
强
者
・
征
É
者
に
天
賦
の
權
利
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

承
É
で
き
ず
︑
園
底
�
に
こ
れ
と
爭
う
こ
と
に
な
る
︒
た
と
え
爭
っ
て
敗
れ
て
も
︑
ベ
ル
ギ
ー
の
ご
と
く
︑
セ
ル
ビ
ア
の
ご
と
く
︑
民
族

の
榮
譽
︑
國
家
の
人
格
は
︑
戰
わ
ず
し
て
屈
し
安
逸
を
貪
っ
て
恥
辱
に
甘
ん
じ
る
臆
病
者
よ
り
絕
對
に
ま
し
で
あ
る
︒
⁝
⁝
社
會
に
と
っ

て
の
戰
爭
は
︑
人
體
に
と
っ
て
の
»
動
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
人
體
に
と
っ
て
À
當
な
»
動
は
︑
永
康
の
�
重
�
條
件
で
あ
る
︒
怨
し

い
細
Ú
の
代
謝
は
︑
»
動
に
よ
っ
て
そ
の
作
用
を
强
め
る
︒
社
會
に
と
っ
て
の
戰
爭
も
ま
た
然
り
で
あ
る
︒
久
し
く
戰
爭
の
な
い
國
︑
そ

の
社
會
は
必
ず
停
滯
の
樣
相
を
Û
す
︒
い
わ
ん
や
�
世
の
�
�
諸
國
は
︑
戰
爭
を
ひ
と
た
び
經
る
ご
と
に
︑
そ
の
社
會
や
學
@
の
�
步
を

Ü
め
︑
怨
た
な
樣
相
を
Û
し
て
き
た
︒
わ
れ
わ
れ
の
�
步
が
停
滯
し
て
い
る
の
は
︑
戰
爭
の
範
圍
が
小
さ
O
ぎ
︑
時
閒
が
短
す
ぎ
る
の
も
︑

重
大
な
原
因
で
あ
る
︒
も
し
機
會
が
あ
っ
て
歐
洲
戰
爭
に
加
わ
れ
ば
︑
黃
奴
の
血
で
莊
嚴
絢
爛
の
歐
洲
に
Þ
り
を
添
え
る
快
擧
で
あ
る
だ

け
で
な
く
︑
出
征
軍
人
が
得
る
知
識
や
國
內
で
戰
爭
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
學
@
思
想
の
�
步
は
必
ず
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う(23

)
︒

戰
爭
が
�
步
を
も
た
ら
す
と
い
う
�
張
は
劉
�
典
の
�
違
に
も
見
え
る
た
め
︑
當
時
の
﹃
怨
靑
年
﹄
%
體
の
ト
ー
ン
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒

"
い
は
︑
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
が
一
轉
し
て
一
方
�
な
批
¼
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
陳
獨
秀
は
別
の
�
違
で
も
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

今
囘
の
大
戰
爭
は
︑
古
今
未
曾
�
で
あ
り
︑
戰
後
の
政
治
︑
學
@
︑
一
切
の
制
度
の
改
革
と
�
步
も
ま
た
古
今
稀
な
も
の
と
な
る
だ
ろ

う
︒
⁝
⁝
今
囘
の
歐
戰
の
原
因
と
結
果
は
︑
も
と
よ
り
甚
だ
複
雜
だ
が
︑
君
�
�
義
と
民
�
�
義
の
ß
長
︑
à
略
�
義
と
人
�
�
義
の
ß

長
が
︑
こ
の
戰
爭
に
關
係
す
る
こ
と
は
至
大
で
あ
る
︒
も
し
ド
イ
ツ
が
完
%
�
利
す
れ
ば
︑
無
�
の
君
�
�
義
・
à
略
�
義
︑
そ
の
勢
い
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は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
︑
そ
の
»
命
が
百
年
あ
る
い
は
數
十
年
存
續
す
る
か
わ
か
ら
な
い
︒
そ
れ
が
存
續
す
る
�
閒
︑
�
者
に
は
絕
對

に
生
存
の
�
は
な
い(24

)
︒

と
は
言
え
︑
白
人
が
中
國
民
族
を
á
視
す
る
か
ら
英
佛
米
の
味
方
を
し
て
ド
イ
ツ
と
戰
う
︑
と
い
う
�
張
は
�
ら
か
に
論
理
�
に
破
綻
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
こ
の
﹁
對
獨
外
R
﹂
は
後
世
の
硏
究
者
の
困
惑
を
招
い
て
き
た(25

)
︒
後
に
陳
獨
秀
自
身
が
强
く
批
¼
す
る
こ
と
に
な
る
段
祺
瑞

を
擁
護
す
る
內
容
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
數
年
後
に
出
版
さ
れ
た
自
â
集
﹃
獨
秀
�
存
﹄
(上
海
：
亞
東
圖
書
館
︑
一
九
二
二
年
)
に
も

こ
の
�
違
は
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
︒

た
だ
︑
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
﹃
怨
靑
年
﹄
の
大
戰
觀
を
見
れ
ば
︑
陳
獨
秀
の
ド
イ
ツ
稱
贊
か
ら
對
獨
宣
戰
論
へ
の
轉
奄
が
︑
å
突
で
無
º

操
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
︑
戰
爭=

�
步
と
い
う
點
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
論
理
�
に
一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で

あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
戰
觀
は
︑
�
確
に
同
時
�
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
そ
れ
と
は
對
立
す
る
も
の
だ
っ
た
︒

(二
)﹃
怨
靑
年
﹄
と
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
論
爭

大
戰
も
末
�
の
一
九
一
八
年
九
'
︑
陳
獨
秀
は
﹃
怨
靑
年
﹄
に
﹁﹃
東
方
雜
誌
﹄
記
者
に
質
問
す
る
︱
︱
『東
方
雜
誌
﹄
と
復
辟
問
題
﹂
と

題
し
た
�
違
を
發
表
し
た
︒
こ
れ
は
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
譯
載
さ
れ
た
記
事
に
儒
敎
を
擁
護
す
る
內
容
が
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
︑
Q
年
七
'
に

�
き
た
︑
淸
の
�
後
の
皇
�
溥
儀
の
復
辟

(再
卽
位
)
事
件
に
か
ら
め
る
形
で
批
¼
し
た
︑
挑
發
�
な
公
開
質
問
狀
で
あ
る
︒
こ
の
�
違
で
は

ほ
と
ん
ど
言
い
が
か
り
に
�
い
も
の
ま
で
含
め
て
%
一
六
項
目
に
わ
た
る
質
問
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
一
〇
番
目
が
﹁︹﹃
東
方
雜
誌
﹄

に
揭
載
さ
れ
た
記
事
で
は
︺
今
囘
の
戰
爭
は
︑
歐
洲
�
�
の
權
威
に
︑
大
い
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
た
﹂
と
言
う
が
︑
こ
の
言
葉
は
果
た
し
て
寢

言
だ
ろ
う
か
？
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
た(26

)
︒
杜
亞
泉
は
こ
れ
ら
の
質
問
に
對
し
﹃
東
方
雜
誌
﹄
誌
上
で
ç
條
反
論
し
た
が
︑
こ
の
項
目
に
つ
い
て

は
議
論
の
餘
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
︑﹁
田
舍
の
老
婆
が
口
を
尖
ら
し
て
罵
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
︑
言
論
家
の
態
度
で
は
な
い
﹂
と
取
り
合

わ
な
か
っ
た(27

)
︒
陳
獨
秀
は
﹃
怨
靑
年
﹄
誌
上
で
杜
亞
泉
に
對
す
る
再
反
論
を
行
っ
た
が
︑
こ
の
項
目
に
關
し
て
も
﹁
け
だ
し
歐
洲
大
戰
よ
り
以
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來
︑
科
學
︑
社
會
︑
政
治
な
ど
︑
ひ
と
つ
と
し
て
飛
è
�
�
步
の
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
︒
そ
れ
な
の
に
歐
洲
�
�
の
權
威
に
︑
大
い
に
疑
問

が
生
じ
た
と
い
う
︒
こ
れ
は
寢
言
で
な
け
れ
ば
何
だ
と
い
う
の
か
？
﹂
と
自
說
を
繰
り
é
し
て
い
る(28

)
︒

實
際
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
か
み
合
っ
た
議
論
と
は
言
い
難
い
が
︑
こ
の
應
酬
か
ら
後
に
﹁
東
西
�
�
論
爭
﹂
と
呼
ば
れ
る
中
國
�
代
�
上
の
一

大
論
爭
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
誌
上
論
爭
を
x
じ
て
﹃
怨
靑
年
﹄
の
¹
�
�
な
�
張
を
荏
持
す
る
若
い
讀
者
が
增
加
し
︑
そ
れ
と

引
き
奄
え
に
﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
部
數
を
落
と
し
︑
杜
亞
泉
は
同
誌
�
I
を
辭
す
こ
と
と
な
る
︒

こ
う
し
た
陳
獨
秀
の
�
張
に
つ
い
て
は
︑
中
國
の
現
狀
批
¼
と
い
う
目
�
の
た
め
に
西
洋
�
�
を
﹁
擁
護
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
﹂
た
め
と

い
う
解
釋
が
あ
る(29

)
︒
た
し
か
に
︑
陳
獨
秀
た
ち
の
極
端
な
�
張
に
︑
あ
く
ま
で
中
國
の
現
狀
に
對
す
る
批
¼
と
い
う
目
�
の
た
め
に
す
る
方
ê
︑

と
い
う
戰
略
�
な
�
圖
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
陳
獨
秀
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
對
す
る
論
難
自
體
が
︑﹃
怨
靑
年
﹄
讀
者

擴
大
の
た
め
の
一
種
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る(30

)
︒

た
だ
一
方
で
 
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
時
�
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
と
﹃
怨
靑
年
﹄
の
議
論
の
共
x
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
︑
西
洋=

戰
爭=

科
學

と
東
洋=

�
和
と
い
う
>
圖
で
あ
る
︒
こ
の
>
圖
を
共
�
し
つ
つ
︑﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
西
洋
と
東
洋
の
n
和
を
�
張
し
︑﹃
怨
靑
年
﹄
は
あ
く
ま

で
西
洋
�
を
�
張
し
た
と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
>
圖
を
作
り
上
げ
た
の
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ

﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
報
�
で
あ
っ
た
︒
む
し
ろ
大
戰
を
契
機
と
し
た
科
學
・
技
@
振
興
と
い
う
當
初
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
�
圖
を
︑
論
理
�

に
忠
實
に
實
行
し
た
の
が
﹃
怨
靑
年
﹄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹃
東
方
雜
誌
﹄
を
激
し
く
批
¼
し
た
陳
獨
秀
ら
自
身
が
︑

當
時
の
�
大
手
雜
誌
だ
っ
た
﹃
東
方
雜
誌
﹄
か
ら
强
い
影
�
を
°
け
て
い
た
こ
と
は
︑
先
行
硏
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(31

)
︒
そ
し
て
や
は
り
よ

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
怨
�
�
»
動
の
目
�
自
體
が
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
科
學
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
科
學
�
で
あ
れ
︑
空
想
�
で
あ
る
な
か
れ
︒

⁝
⁝
�
代
歐
洲
が
他
民
族
に
優
越
し
て
い
る
理
由
は
科
學
の
勃
興
に
あ
り
︑
そ
の
功
績
は
決
し
て
人
權
說
に
劣
る
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
兩
者

が
車
の
兩
輪
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る(32

)
﹂︒﹁
こ
れ
ら
の
︹
舊
倫
理
・
舊
藝
@
・
舊
宗
敎
・
舊
�
學
・
舊
政
治
の
破
壞
と
い
う
︺
罪
狀
は
︑
本
社

同
人
は
も
ち
ろ
ん
ë
直
に
i
め
て
は
ば
か
ら
な
い
︒
し
か
し
元
を
た
ど
れ
ば
︑
本
誌
同
人
に
本
來
罪
は
な
く
︑
た
だ
德
莫
克
拉
西

デ

モ

ク

ラ

シ

ー
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(
D
e
m
o
c
ra
c
y
)
と
賽
因
斯

サ
イ
エ
ン
ス

(
S
c
ie
n
c
e
)
の
兩
先
生
を
擁
護
す
る
た
め
だ
け
に
︑
こ
れ
ら
の
驚
天
動
地
の
大
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
る(33

)
﹂︒
こ
こ
か

ら
︑
怨
�
�
»
動
の
展
開
O
v
に
お
け
る
︑
第
一
�
世
界
大
戰
と
い
う
�
素
の
重
�
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

(三
)﹃
科
學
﹄
の
大
戰
觀

大
戰
と
科
學
の
關
係
を
說
�
す
る
論
理
と
し
て
は
︑
以
上
に
見
た
よ
う
な
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
立
場
と
﹃
怨
靑
年
﹄
の
立
場
が
當
時
の
中
國
に

お
い
て
は
代
表
�
な
も
の
と
言
え
る
︒
し
か
し
こ
の
兩
者
の
ど
ち
ら
と
も
衣
な
る
︑
第
三
の
立
場
を
模
索
し
た
知
識
人
た
ち
も
い
た
︒
そ
の
興

味
深
い
一
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
が
︑
第
一
�
世
界
大
戰
の
�
中
に
創
刊
さ
れ
た
︑
そ
の
名
も
﹃
科
學
﹄
と
題
す
る
雜
誌
で
あ
る
︒
同
誌
は
︑

ア
メ
リ
カ
留
學
生
の
任
鴻
雋

(一
八
八
六−

一
九
六
一
)
︑
趙
元
任

(一
八
九
二−

一
九
八
二
)
︑
楊
銓

(楊
杏
佛
︑
一
八
九
三−

一
九
三
三
)
ら
が
一

九
一
五
年
一
'
に
創
刊
し
た
'
刊
誌
で
︑
發
行
元
は
上
海
の
科
學
社
で
あ
る
︒
�
代
中
國
の
雜
誌
は
總
じ
て
短
命
な
も
の
が
多
い
が
︑
そ
の
中

で
中
華
人
民
共
和
國
の
成
立
す
る
一
九
四
九
年
ま
で
三
十
數
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
續
け
た
稀
�
な
學
@
誌
で
あ
る(34

)
︒
創
刊
號
で
は
同
誌
の

�
旨
と
し
て
﹁
技
@
や
機
械
で
あ
れ
ば
小
さ
な
話
題
で
も
載
せ
る
が
︑
社
會
や
政
治
で
あ
れ
ば
大
き
な
話
題
で
も
書
か
な
い
︑
科
學
か
ど
う
か

で
¼
斷
し
︑
他
の
話
題
に
は
$
ば
な
い
﹂
こ
と
を
揭
げ
て
お
り(35

)
︑
實
際
に
同
誌
に
時
事
問
題
に
關
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
そ
の
數
少
な

い
例
外
と
な
っ
た
の
が
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
大
戰
と
科
學
の
關
係
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
︒

『科
學
﹄
は
﹁
創
刊
の
辭
﹂
で
科
學
と
戰
爭
・
�
和
の
問
題
に
つ
い
て
觸
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
科
學
は
�
和
を
も
た
ら
す
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
︑
非
常
に
樂
觀
�
な
見
方
を
表
�
し
て
い
た
︒

ま
し
て
科
學
上
の
發
�
に
よ
っ
て
︑
R
x
は
大
い
に
開
け
︑
世
界
は
一
つ
に
な
り
︑
髮
の
毛
一
本
引
っ
ぱ
る
と
%
身
が
反
應
す
る
よ
う

な
感
覺
は
︑
昔
日
に
倍
�
し
て
お
り
︑
狹
隘
な
己
が
爲
の
私
心
は
︑
心
の
奧
か
ら
ß
え
て
な
く
な
り
︑
üひ

ろ

く
施
し
て
衆
を
濟す

く

う
︑
恩
澤
は

禽
獸
に
ま
で
$
び
︑
傷
を
憐
れ
み
苦
難
を
救
う
こ
と
が
︑
敵
に
ま
で
施
さ
れ
︑
四
海
が
一
家
と
な
り
︑
永
Í
に
�
和
と
な
る
︑
こ
れ
は
み

な
科
學
に
の
み
求
め
る
べ
き
も
の
で
︑
ど
う
し
て
他
の
力
を
借
り
よ
う
か(36

)
︒
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し
か
し
︑
大
戰
が
激
�
の
一
�
を
た
ど
る
中
︑
こ
う
し
た
見
方
を
無
條
件
に
°
け
入
れ
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
﹃
科

學
﹄
は
同
年
四
'
の
創
刊
第
四
號
を
﹁
戰
爭
號
﹂
と
題
し
︑
政
治
と
科
學
の
關
係
に
關
す
る
特
集
を
組
む
こ
と
に
な
る
︒
特
集
の
說
�
�
は
�

の
よ
う
に
営
べ
る
︒

ま
さ
に
わ
が
﹃
科
學
﹄
が
神
洲
︹
中
國
︺
大
陸
に
出
現
し
た
の
に
︑
中
歐
の
戰
雲
は
す
で
に
空
を
破
っ
て
�
ち
の
ぼ
り
︑
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
に
蔓
�
し
︑
そ
の
形
勢
の
巨
大
さ
は
︑
ほ
と
ん
ど
現
在
の
世
界
の
聰
�
な
思
想
を
飮
み
つ
く
し
︑
心
は
か
ら
み
つ
い
て
離
れ
ず
︑

目
を
 
い
で
瞬
か
な
い
︒
お
も
う
に
こ
れ
は
わ
が
科
學
の
不
幸
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
科
學
者
の
み
の
不
幸
と
言
え
よ
う
︒
科
學
そ
の
も
の

も
ま
た
︑
戰
爭
の
影
�
を
°
け
て
そ
の
�
步
を
阻
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
⁝
⁝
︹
布
は
夏
は
袷

あ
わ
せ

と
な
り
冬
は
襦
袢
と
な
る
が
︺
科
學
も

ま
た
然
り
︑
常
時
は
靈
妙
な
か
ら
く
り
と
な
っ
て
效
果
を
發
揮
し
民
を
豐
か
に
す
る
が
︑
戰
時
に
は
巨
�
利
劍
と
な
っ
て
殺
人
掠
奪
の
�

具
と
な
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
科
學
の
�
用
性
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
戰
爭
は
そ
の
一
面
で
あ
る
︒
同
人
た
ち
は
︑
上
営
の
視
點
か
ら
︑

今
囘
の
戰
爭
を
見
て
︑
科
學
と
關
係
す
る
こ
と
若
干
を
見
つ
け
た
の
で
︑
わ
が
科
學
を
好
み
戰
事
を
談
じ
る
國
人
に
お
い
て
は
多
少
の
興

味
が
あ
る
か
と
思
い
︑
戰
爭
を
本
號
の
總
題
と
し
た
の
で
あ
る(37

)
︒

戰
爭
は
科
學
の
�
步
を
阻
む
と
い
う
見
方
は
︑﹃
怨
靑
年
﹄
の
そ
れ
と
正
反
對
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
大
戰
を
利
用
し
て
中
國
に
科
學
に
關
す

る
知
識
の
�
$
を
圖
る
こ
と
も
ま
た
特
集
の
目
�
で
あ
る
こ
と
が
�
確
に
営
べ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
點
は
當
初
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
と
共
x
す
る
︒

續
い
て
︑
同
號
の
卷
頭
に
揭
載
さ
れ
た
楊
銓
の
﹁
戰
爭
と
科
學
﹂
と
題
し
た
記
事
は
︑
こ
の
二
者
の
關
係
を
�
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

戰
爭
は
人
類
の
科
學
應
用
の
始
め
で
あ
る
︑
⁝
⁝
し
か
し
︑
科
學
は
戰
爭
に
よ
っ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
⁝
⁝
し
た
が
っ
て
今

日
の
戰
爭
が
科
學
に
よ
る
も
の
だ
と
言
う
の
は
よ
い
が
︑
今
日
の
科
學
が
戰
爭
に
よ
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︑
⁝
⁝
戰
爭
は

凶
事
で
あ
り
︑
科
學
が
そ
の
殘
	
さ
を
後
押
し
し
て
い
る
︑
な
ら
ば
科
學
は
病
原
菌
や
禍
の
種
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
？

い

や
い
や
︑
そ
れ
は
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
科
學
が
あ
っ
て
今
日
が
あ
り
︑
科
學
が
な
け
れ
ば
今
日
は
な
い
︑
科
學
の
功

罪
を
見
極
め
る
に
は
ま
ず
數
百
年
來
の
科
學
の
人
類
に
對
す
る
功
績
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
科
學
が
戰
爭
を
�
確
に
減
ら
し
た
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と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
い
が
︑
世
界
に
戰
爭
が
兒
戲
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
れ
ば
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
愼
重
に
な
り
︑
敢
え
て
輕

擧
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
︑
そ
の
功
績
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
今
の
歐
米
で
世
界
�
和
を
�
張
す
る
休
戰
�
義
者
の
理
論
は
多
く

が
科
學
に
基
づ
い
て
い
る
︒
科
學
の
�
行
を
止
め
な
け
れ
ば
︑
大
同
の
夢
が
事
實
と
な
る
一
日
が
�
後
に
は
訪
れ
る
だ
ろ
う
︒
⁝
⁝
し
た

が
っ
て
科
學
は
戰
爭
の
友
だ
が
︑
戰
爭
は
科
學
の
敵
で
あ
る(38

)
︒

科
學
が
戰
爭
に
役
立
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
科
學
に
よ
っ
て
戰
爭
の
慘
禍
を
抑
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
︑
だ
か
ら
科
學
と
戰
爭
は
必

ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
こ
に
見
え
る
論
理
は
非
常
に
屈
折
し
て
お
り
︑
お
そ
ら
く
當
時
の
讀
者
か
ら
見
て
も
か
な

り
苦
し
い
�
張
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

杜
亞
泉
と
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
よ
う
に
西
洋=

戰
爭=

科
學
の
價
値
を
否
定
し
て
東
洋
�
�
を
對
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
︑
陳
獨
秀
と
﹃
怨

靑
年
﹄
の
よ
う
に
西
洋=

戰
爭=

科
學
を
一
括
し
て
%
面
肯
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
﹃
科
學
﹄
と
そ
こ
に
集
っ
た
知
識
人
た
ち
は
︑
第

一
�
世
界
大
戰
の
下
で
︑
戰
爭
を
否
定
し
つ
つ
科
學
の
必
�
性
を
訴
え
る
と
い
う
苦
し
い
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

中
國
に
お
け
る
第
一
�
世
界
大
戰
報
�
に
お
い
て
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
の
が
﹁
科
學
﹂
で
あ
る
︒
辛
亥
革
命
を
經
て
�
代
�
を
推

し
�
め
る
O
v
に
あ
っ
た
中
國
に
お
い
て
︑
何
よ
り
も
必
�
と
さ
れ
た
の
が
こ
の
科
學
で
あ
っ
た
︒
か
ね
て
よ
り
科
學
振
興
を
訴
え
て
い
た
杜

亞
泉
が
�
I
を
務
め
る
﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
︑
歐
洲
戰
爭
に
動
員
さ
れ
た
科
學
・
技
@
を
詳
細
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
を
機
に
�
和
に

£
っ
た
中
國
に
﹁
尙
武
﹂
の
思
想
を
加
え
︑
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
發
展
を
目
指
す
こ
と
を
�
張
し
た
︒
た
だ
︑
こ
の
Q
提
に
あ
っ
た
の
は
戰
爭

の
早
�
�
結
と
�
和
の
到
來
と
い
う
豫
想
だ
っ
た
︒
大
戰
開
始
後
に
創
刊
さ
れ
た
﹃
科
學
﹄
も
︑
こ
れ
を
科
學
振
興
の
機
會
と
捉
え
︑
ま
た
ほ

か
な
ら
ぬ
科
學
に
よ
っ
て
こ
そ
�
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
�
張
し
た
︒
大
戰
は
科
學
振
興
を
訴
え
る
中
國
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
當
初
は
ま

た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
と
°
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒﹁
科
學
﹂
と
﹁
民
�
﹂
を
揭
げ
る
怨
�
�
»
動
と
﹃
怨
靑
年
﹄
が
ま
さ
に
第
一
�
世
界
大
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戰
の
�
中
に
始
ま
っ
た
背
景
に
は
︑
こ
う
し
た
當
時
の
知
識
界
に
お
け
る
雰
圍
氣
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
大
戰
の
長
�
�
と
泥
沼
�
に


い
︑
大
戰
と
科
學
・
技
@
に
關
す
る
報
�
は
︑
む
し
ろ
科
學
こ
そ
が
戰
爭
の
慘
禍
を
擴
大
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
中
國
の
知
識
人
た
ち
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
從
來
の
科
學
振
興
を
訴
え
て
き
た
知
識

人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
し
い
囘
答
を
¯
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

杜
亞
泉
と
﹃
東
方
雜
誌
﹄
は
︑
科
學
と
戰
爭
の
慘
禍
を
專
ら
﹁
西
洋
�
�
﹂
の
問
題
と
位
置
づ
け
︑
精
神
世
界
と
�
和
を
Ç
ぶ
﹁
東
洋
�

�
﹂
を
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
ま
で
持
ち
上
げ
る
こ
と
で
︑
西
洋
へ
の
一
方
�
な
傾
倒
で
は
な
く
︑
東
西
�
�
の
n
和
が
必
�
だ
と
す
る
方
向

に
重
心
を
轉
じ
た
︒

こ
れ
に
對
し
︑
陳
獨
秀
ら
の
﹃
怨
靑
年
﹄
は
よ
り
¹
�
�
な
立
場
を
と
っ
た
︒
彼
ら
は
科
學
と
戰
爭
を
西
洋
�
�
︑
�
和
を
東
洋
�
�
に
割

り
當
て
る
と
い
う
點
で
は
﹃
東
方
雜
誌
﹄
と
同
じ
だ
っ
た
が
︑
�
和
は
停
滯
を
も
た
ら
す
の
み
で
︑
戰
爭
こ
そ
が
む
し
ろ
社
會
の
�
步
に
必
�

だ
と
す
る
論
理
に
基
づ
き
︑
戰
爭=

科
學=
西
洋
を
一
括
し
て
%
面
肯
定
す
る
議
論
を
展
開
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
基
本
�
な
>
圖
を
同
じ
く
し

つ
つ
眞
�
の
立
場
に
立
つ
﹃
怨
靑
年
﹄
と
﹃
東
方
雜
誌
﹄
の
大
戰
觀
は
正
面
か
ら
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

も
う
一
つ
の
立
場
は
﹃
科
學
﹄
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
社
會
の
發
展
を
目
指
し
て
科
學
を
學
ぶ
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
ま
さ
に
そ

の
科
學
が
戰
禍
を
も
た
ら
し
�
�
を
破
壞
し
て
い
る
現
狀
は
︑
深
刻
な
問
題
と
し
て
°
け
と
め
ら
れ
た
︒
彼
ら
は
科
學
と
戰
爭
を
可
能
な
限
り

切
り
離
そ
う
と
し
︑
戰
爭
は
科
學
の
�
步
を
妨
げ
る
︑
科
學
こ
そ
が
�
和
を
も
た
ら
す
︑
と
�
張
し
た
が
︑
一
般
�
に
言
っ
て
こ
う
し
た
考
え

が
°
け
入
れ
ら
れ
る
餘
地
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
ま
さ
に
大
戰
の
�
中
に
行
わ
れ
た
議
論
を
見
て
い
く
と
︑
冒
頭
に
営
べ
た
戰
後
の
中
國
思
想
界
の
展
開
の
�
味
も
や
や
"
っ
た
も

の
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

大
戰
�
結
直
後
︑
陳
獨
秀
は
︑
聯
合
國
を
﹁
公
理
﹂
(正
義
)
︑
ド
イ
ツ
を
﹁
强
權
﹂
(暴
力
)
と
位
置
づ
け
︑
第
一
�
世
界
大
戰
を
﹁
公
理
﹂

の
﹁
强
權
﹂
に
對
す
る
�
利
と
み
な
し
︑
戰
後
の
國
際
社
會
に
お
い
て
正
義

(具
體
�
に
は
中
國
と
列
强
と
の
閒
の
不
�
等
條
�
の
改
正
)
が
實
現
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さ
れ
る
と
�
張
し
た(39

)
︒
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
を
一
方
�
に
﹁
惡
﹂
と
位
置
づ
け
る
二
項
對
立
�
思
考
は
︑
大
戰
中
の
﹁
對
獨
外
R
﹂
か
ら
聯
續
し

た
も
の
で
あ
り
︑
彼
の
大
戰
觀
の
必
然
�
な
歸
結
と
も
言
え
る
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
O
度
に
樂
觀
�
な
�
待
が
一
九
一
九
年
の
パ
リ

和
會

議
で
裏
切
ら
れ
た
こ
と
へ
の
失
«
か
ら
︑
北
京
大
學
の
學
生
を
中
心
に
�
き
た
の
が
同
年
の
五
四
»
動
で
あ
る(40

)
︒

以
後
︑
西
歐
に
失
«
し
た
﹃
怨
靑
年
﹄
は
︑
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
�
義
を
い
ち
早
く
中
國
に
紹
介
し
︑
怨
興
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
へ

と
¹
Ü
に
接
�
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
科
學
﹂
の
範
圍
を
自
然
科
學
か
ら
社
會
科
學
へ
と
擴
大
し(41

)
︑
そ
の
上
で
﹁
科
學
�
社
會

�
義
﹂
の
立
場
か
ら
︑
第
一
�
世
界
大
戰
を
D
本
�
義
・
�
國
�
義
同
士
の
戰
爭
と
位
置
づ
け
な
お
し
た
陳
獨
秀
と
﹃
怨
靑
年
﹄
が(42

)
︑
西
歐=

戰
爭
の
慘
禍
と
︑
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア=

科
學
を
切
り
離
す
論
理
を
>
築
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
︒

そ
れ
ゆ
え
に
一
九
二
三
年
︑
や
は
り
西
洋
の
科
學
と
物
質
�
�
の
限
界
を
�
張
す
る

(つ
ま
り
は
本
稿
で
営
べ
た
﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
�
い
立
場
に

立
つ
)
張
君
勱
と
︑
大
戰
を
引
き
�
こ
し
た
の
は
科
學
に
對
す
る
無
知
に
他
な
ら
な
い
と
す
る

(つ
ま
り
﹃
科
學
﹄
に
�
い
立
場
に
立
つ
)
丁
�
江

や
胡
À
の
閒
で
再
び
�
き
た
﹁
科
學
と
玄
學
﹂
論
爭
に
際
し
て
は
︑
陳
獨
秀
は
�
の
よ
う
に
︑
大
戰
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�
�
に
破
綻
を
も
た
ら
し

た
こ
と
を
i
め
つ
つ
︑
同
時
に
﹁
科
學
﹂
の
立
場
か
ら
﹁
玄
學
﹂
k
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

歐
洲
�
�
の
破
產
の
責
任
を
科
學
と
物
質
�
�
に
歸
す
の
は
︑
も
と
よ
り
%
く
で
た
ら
め
だ
が
︑
丁
在
君
︹
�
江
︺
が
こ
の
責
任
を
玄

學
家
・
敎
育
家
・
政
治
家
の
身
に
歸
す
の
も
︑
事
實
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
︒
歐
洲
大
戰
は
�
ら
か
に
英
獨
の
二
大
工
業
D
本
が
世
界
市

場
を
爭
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
ま
で
發
展
し
た
こ
と
に
よ
る
戰
爭
で
あ
る
︑
⁝
⁝
我
々
は
い
ま
や
丁
在
君
先
生
や
胡
À
之
先
生
に

問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒﹁
唯
物
�
歷
�
觀
﹂
が
完
%
な
る
眞
理
で
あ
る
と
信
じ
る
か
︑
そ
れ
と
も
唯
物
以
外
に
張
君
勱
の
類
が
�
張
す
る

よ
う
な
唯
心
觀
も
科
學
を
超
え
て
存
在
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
信
じ
る
の
か
？(43

)

こ
れ
は
第
一
�
世
界
大
戰
が
中
國
の
知
識
人
た
ち
に
も
た
ら
し
た
西
洋
・
戰
爭
・
科
學
を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
に
對
す
る
︑
當
時
に
お
け
る
一

つ
の
解
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒
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�(1
)

小
野
寺
�
郞
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
第
一
�
世
界
大
戰
﹂
山

室
信
一
︑
岡
田
曉
生
︑
小
關
隆
︑
�
原
辰
�
I
﹃
現
代
の
�
點
・
第

一
�
世
界
大
戰

一

世
界
戰
爭
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︒

(2
)

衞
金
桂
﹁
歐
戰
與
中
國
思
想
界
﹂﹃
甘
肅
社
會
科
學
﹄
第
一
四
二

�
︑
二
〇
〇
三
年
八
'
︑
¥
大
華
﹁
一
戰
與
戰
後

(一
九
一
八−

一

九
二
七
)
中
國
�
�
思
潮
�
變
動
﹂﹃
淮
陰
師
範
學
院
學
報

(哲
學

社
會
科
學
版
)﹄
第
二
六
卷
第
四
�
︑
二
〇
〇
四
年
四
'
︑
な
ど
を

參
照
︒

(3
)

若
林
正
丈
﹁
�
代
中
國
に
お
け
る
總
合
雜
誌
︱
︱
『東
方
雜
誌
﹄

解
題
﹂
東
京
大
學
敎
養
學
部
外
國
語
科
﹃
外
國
語
科
硏
究
紀
�
﹄
第

二
六
卷
第
四
號
︑
一
九
七
八
年
︒
陶
海
洋
﹃﹃
東
方
雜
誌
﹄
硏
究

(一
九
〇
四−

一
九
四
八
)﹄
合
肥
：
合
肥
工
業
大
學
出
版
社
︑
二
〇

一
四
年
︑
も
參
照
︒

(4
)

王
奇
生
﹁
怨
�
�
是
如
何
“
»
動
”
�
來
�

︱
︱
以
﹃
怨
靑
年
﹄

爲
視
點
﹂﹃
�
代
�
硏
究
﹄
第
一
五
七
�
︑
二
〇
〇
七
年
一
'
︒

(5
)

王
元
�
﹁
杜
亞
泉
與
東
西
�
�
問
題
論
戰

(代
序
)﹂
許
紀
霖
︑

田
円
業
I
﹃
杜
亞
泉
�
存
﹄
上
海
：
上
海
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
三

年
︒

(6
)

大
戰
�
を
含
む
一
九
二
〇
年
ま
で
の
﹃
東
方
雜
誌
﹄
に
轉
載
さ
れ

た
﹃
太
陽
﹄
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑
寇
振
鋒
﹁
中
國
の
﹃
東
方
雜

誌
﹄
と
日
本
の
﹃
太
陽
﹄﹂
名
古
屋
大
學
大
學
院
國
際
言
語
�
�
硏

究
科
﹃
メ
デ
ィ
ア
と
社
會
﹄
第
一
號
︑
二
〇
〇
九
年
三
'
︑
が
ま
と

め
て
い
る
︒

(7
)

〔張
︺
君
勱
倫
敦
來
稿
﹁
歐
戰
雜
記
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
三
卷
第

三
號
︑
一
九
一
六
年
三
'
一
〇
日
︑
な
ど
︒

(8
)

｢雙
十
º
北
京
試
演
飛
機
之
攝
影
﹂﹁
雙
十
º
汕
頭
試
演
飛
機
之
攝

影
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
三
卷
第
一
一
號
︑
一
九
一
六
年
一
一
'
一

〇
日
︒

(9
)

陶
賢
都
︑
邱
銳
﹁
五
四
時
�
﹃
東
方
雜
誌
﹄
�
科
學
傳
播
﹂﹃
科

學
技
@
哲
學
硏
究
﹄
第
二
八
卷
第
六
�
︑
二
〇
一
一
年
一
二
'
︑
な

ど
を
參
照
︒

(10
)

傖
父
︹
杜
亞
泉
︺﹁
大
戰
爭
與
中
國
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
一
卷
第

三
號
︑
一
九
一
四
年
九
'
一
日
︒

(11
)

傖
父
﹁
社
會
協
力
�
義
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
二
卷
第
一
號
︑
一

九
一
五
年
一
'
一
日
︒

(12
)

傖
父
﹁
戰
爭
與
�
學
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
二
卷
第
五
號
︑
一
九

一
五
年
五
'
一
〇
日
︒

(13
)

傖
父
﹁
靜
�
�
�
與
動
�
�
�
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
三
卷
第
一

〇
號
︑
一
九
一
六
年
一
〇
'
一
〇
日
︒

(14
)

傖
父
﹁
戰
後
東
西
�
�
之
n
和
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
四
卷
第
四

號
︑
一
九
一
七
年
四
'
一
五
日
︒

(15
)

Q
揭
王
元
�
﹁
杜
亞
泉
與
東
西
�
�
問
題
論
戰

(代
序
)﹂︑
石
川

禎
浩
﹁
東
西
�
�
論
爭
﹂﹃
し
に
か
﹄
第
八
卷
第
八
號
︑
一
九
九
七

年
八
'
︑
な
ど
を
參
照
︒

(16
)

超
然
﹁
�
和
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
二
卷
第
六
號
︑
一
九
一
五
年

六
'
一
日
︒

(17
)

例
え
ば
︑
謁
元
ひ
ろ
子
﹁
解
說
﹂
謁
元
ひ
ろ
子
責
任
I
集
﹃
怨
I

原
典
中
國
�
代
思
想
�
四
世
界
大
戰
と
國
民
形
成

︱
︱
五
四
怨
�

�
»
動
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
を
參
照
︒

(18
)

�
田
正
典
︑
久
保
田
�
�
︑
嶋
本
信
子
I
﹃
怨
靑
年
別
卷
︱
︱
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怨
靑
年
總
目
錄
・
五
四
»
動
�
獻
目
錄
﹄
�
古
書
院
︑
一
九
七
七
年
︑

二
頁
︒
Q
揭
王
奇
生
﹁
怨
�
�
是
如
何
“
»
動
”
�
來
�
﹂
も
參
照
︒

(19
)

陳
獨
秀
﹁
東
西
民
族
根
本
思
想
之
差
衣
﹂﹃
靑
年
雜
誌
﹄
第
一
卷

第
四
號
︑
一
九
一
五
年
一
二
'
︒

(20
)

陳
獨
秀
﹁
一
九
一
六
年
﹂﹃
靑
年
雜
誌
﹄
第
一
卷
第
五
號
︑
一
九

一
六
年
一
'
一
五
日
︒

(21
)

劉
叔
È
︹
劉
�
典
︺﹁
歐
洲
戰
爭
與
靑
年
之
覺
悟
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第

二
卷
第
二
號
︑
一
九
一
六
年
一
〇
'
一
日
︒

(22
)

劉
叔
È
﹁
軍
國
�
義
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
二
卷
第
三
號
︑
一
九
一
六

年
一
一
'
一
日
︒

(23
)

陳
獨
秀
﹁
對
德
外
R
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
三
卷
第
一
號
︑
一
九
一
七

年
三
'
一
日
︒

(24
)

陳
獨
秀
﹁
俄
羅
斯
革
命
與
我
國
民
之
覺
悟
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
三
卷

第
二
號
︑
一
九
一
七
年
四
'
一
日
︒

(25
)

例
え
ば
︑
野
村
浩
一
﹃
�
代
中
國
の
思
想
世
界
︱
︱
『
怨
靑
年
﹄

の
群
宴
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
六
二−
一
六
五
頁
︒

(26
)

陳
獨
秀
﹁
質
問
﹃
東
方
雜
誌
﹄
記
者

︱
︱
『東
方
雜
誌
﹄
與
復
辟

問
題
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
五
卷
第
三
號
︑
一
九
一
八
年
九
'
一
五
日
︒

(27
)

傖
父
﹁
答
怨
靑
年
雜
誌
記
者
之
質
問
﹂﹃
東
方
雜
誌
﹄
第
一
五
卷

第
一
二
號
︑
一
九
一
八
年
一
二
'
一
五
日
︒

(28
)

陳
獨
秀
﹁
再
質
問
﹃
東
方
雜
誌
﹄
記
者
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
六
卷
第

二
號
︑
一
九
一
九
年
二
'
一
五
日
︒

(29
)

Q
揭
石
川
禎
浩
﹁
東
西
�
�
論
爭
﹂︒

(30
)

Q
揭
王
奇
生
﹁
怨
�
�
是
如
何
“
»
動
”
�
來
�
﹂︒

(31
)

Q
揭
王
奇
生
﹁
怨
�
�
是
如
何
“
»
動
”
�
來
�
﹂
な
ど
を
參
照
︒

(32
)

陳
獨
秀
﹁
敬
吿
靑
年
﹂﹃
靑
年
雜
誌
﹄
第
一
卷
第
一
號
︑
一
九
一

五
年
九
'
一
五
日
︒

(33
)

陳
獨
秀
﹁
本
誌
罪
案
之
答
辯
書
﹂﹃
怨
靑
年
﹄
第
六
卷
第
一
號
︑

一
九
一
九
年
一
'
一
五
日
︒

(34
)

劉
敏
﹁
民
國
時
�
﹃
科
學
﹄
雜
誌
硏
究
﹂
內
蒙
古
師
範
大
學
ü
士

學
位
論
�
︑
二
〇
一
三
年
︒

(35
)

｢例
言
﹂﹃
科
學
﹄
第
一
卷
第
一
�
︑
一
九
一
五
年
一
'
二
五
日
︒

(36
)

｢發
刊
詞
﹂﹃
科
學
﹄
第
一
卷
第
一
�
︑
一
九
一
五
年
一
'
二
五
日
︒

(37
)

｢本
�
弁
言
﹂﹃
科
學
﹄
第
一
卷
第
四
�
︑
一
九
一
五
年
四
'
二
五
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they developed over time into the Hundred Cavaliers (Baiqi 百騎), then the

Thousand Cavaliers (Qianqi千騎), the Left and Right Myriad Cavaliers (Zuoyou

Wanqi左右万騎), and finally were elevated to the status of Zuoyou Longwujun左右

龍武軍. The military strength of the Garrison and the Guards was completely

reversed by the end of the early Tang period.

On the other hand, the Garrison, Yulinjun, which had been the larger sized

regiments of the Beiya, gradually declined in reaction to the rapid rise of the Guards.

Almost all of the fanjiang in the Beiya held posts in the Garrison, not in the Guards,

therefore, the more the Garrison declined, the more the fanjiang lost their

connection with the emperor. The transition of the fanjiangʼs characteristics was

inextricably linked as a result of this.

In the beginning, the Beiya was a system to ensure the lord-vassal relationship

between fanjiang and the emperor, but it also functioned to concentrate the forces

of frontier tribal troops in the imperial court. However, the fanjiang were not able

to maintain their connection with the Tang political center due to external factors

such as the shifting circumstances surrounding the fanjiang in line with changes in

the international situation, and the internal factor of the decline of the military

power of the Yulinjun who could no longer provide centripetal force. The central

authority of the Tang court to centralize military forces thus collapsed.

Consequently, the fanjiang began to command forces and tribal troops on the

frontier as Military Commissioners, and they took full control of such regional

armies. These circumstances can be considered one reason for the occurrence of

the An-Shi Rebellion.

THE DILEMMA CAUSED BY THE EUROPEAN WAR AND

THE PROMOTION OF SCIENCE : NEWS REPORTS OF WORLD WAR I

IN CHINA AND THEIR IMPACT UPON INTELLECTUALS

ONODERA Shiro

In 1914 when World War I began, many newspapers and magazines in China

reported on the war, and one of their keywords was “science”. Du Yaquan 杜亜泉,

who had argued that science was necessary to modernize China, covered the

Western sciences and technologies mobilized for military purposes in his magazine

Dongfang Zazhi 東 方 雑 誌 (The Eastern Miscellany) and advocated military
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preparedness 尚 武 to a pacifist-leaning China. The magazine Kexue 科 学

(Science), first published in 1915, also regarded the war as an opportunity to appeal

to the Chinese people regarding the usefulness of science. This was the atmosphere

under which the Chinese New Culture Movement 新文化運動 and the famous Xin

Qingnian 新青年 (La Jeunesse), which flew the flag of “science and democracy,”

were also started during the period of the World War I.

However, as the war dragged on and threatened to become a quagmire,

Chinese intellectuals started to suspect that it was this very science that

exacerbated the disastrous war. Du Yaquan and his Dongfang Zazhi also started to

see the disaster of war and science as problems of Western civilization, and argued

that Eastern civilization, which made a point of spirituality and peace, was the equal

of Western civilization in terms of values, and thus the Chinese people should not

commit themselves to Western civilization entirely, but harmonize the two

civilizations. Contrary to this, Chen Duxiu 陳独秀 and his Xin Qingnian insisted

that the peace only brought about stagnation, and that war itself was the key to

social progress, and totally affirmed war, science, and the Western civilization as a

set necessary for human society. Dongfang Zazhi and Xin Qingnian shared a

common framework, but had different views of World War I, so the conflict

between the two magazines was unavoidable.

Kexue took another position. It tried to separate science from the war, and

insisted that science alone could bring peace. However, it is unlikely that the most

Chinese people accepted this idea.

After the war, Chen Duxiu and Xin Qingnian introduced Marxist “scientific

socialism” into China, and grew close to Soviet Russia. This may have been one of

the means for Chinese intellectuals to solve the dilemma involving Western

civilization, science and war that the World War I had brought them.
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