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道

義

性

陶

戦
争

の
苛
烈
さ
が
愈

々
深
刻
に
な
る
と
共
に
、
所
謂
戦
争

に
伶
ふ
現
象
が
旧
常
の
生
活
に
も
亦
顯
著

に
あ
ら
は
れ
て
來
た
。
よ
い

面
に
於
て
も
亦
悪
い
面
に
於
て
も
日
常
の
諸
現
象
は
戦
争

を
引
き
離
し
て
考

へ
る
こ
と
が
出
來
な
い
も

の
に
な
つ
て
來
た
。

そ
の
こ
と
は
法
律
の
生
活
に
就
て
も
亦
云

へ
る
で
あ
ら
う
。
法
律
の
現
象
に
も
亦
戦
争

と
關
聯
を
持

つ
た
所
の
も
の
が
著
し
く
み

ら
れ
る
に
至
つ
た
。
行
政
に
於
て
も
亦
そ
う
で
あ
る
。
こ
」
に
は
そ
の
よ
い
面
と
し
て
の
法
律

へ
の
道
義
性
の
惨
透
を
考

へ
て
み
よ

う
〇

二

法
律

へ
の
道
義
性
の
惨
透
と
云
ふ
こ
と
は
、
既
に
推
薦
制
度
論

の
う
ち
に
も
述
べ
て
置

い
た
所
で
あ

つ
た
が
、
そ
の
推
薦
制
度
更

に
推
薦
無
投
票
制
度
が
昨
年
六
月
新
に
町
村
制
の
改
正
に
依
つ
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
」
に
町
村
も
亦
市
と
同
様
に
推
薦
制
度

が
實
施
し
得
ら
れ
、
こ
れ
に
依
つ
て
市
會
町
村
會
と
云
は
す
都
議
會
も
亦
府
縣
會
も
亦
國

の
中
央
議
會
も
悉
く
推
薦
選
挙

の
形
式
を

採
用
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
獨
り
選
學
の
形
式
論
で
は
な
く
し
て
選
挙
理
論
そ
の
も

の
の
新
な
る
展
開
で
あ
り

行

政

と

こ

ろ

ど

こ

ろ
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選
挙

法
そ
の
も
の
へ
0
道
義
的
選
挙

理
念
の
注
入

・
惨
透
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
こ
と
は
、
各
面
に
於
て
み
う
け
ら
れ
る
。
防
室
法
は
既
に
戦
争
以
前
の
立
法
で
あ

る
が
款
第

に
改
正
せ
ら
れ
、
改
韮
さ

れ
る
毎
に
強
化
せ
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
強
化
の
面
は
遣
義
的
で
あ
る
。
元
來
防
室
そ
の
こ
と
は
狽
り
権
力
的
手
段
に
依

つ
て
の
み
で

は
達
成
し
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
國
民
の
道
義
的
良
心
に
訴

へ
な
け
れ
ば
達
成
し
得
ら
れ
な

い
も
の
が
多
分
に
あ
る
。

從

つ
て
、
防
室
法
が
唯
権
力
的
手
段
、
取
締
的
重
圧

に
依
つ
て
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
込
に
却
つ
て
逆
効
果

を
生

す
る
で
あ
ら
う
。
防
室
法
が
道
義
性
を
惨
透
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
こ
瓦
に
あ
る
。

そ
の

一
つ
の
問
題
を
疎
開

に
就
て
み
よ
う
。
疎
開
は
防
室
法
に
基
づ
く
緊
慧
措
置
で
あ
り
、
國
防
都
市
建
設
の
た
め

に
絶
対

的
に

遂
行
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
遂
行
に
は
関
係
聴
は
勿
論
市
民
の
道
義
的
協

刀
が
必
要
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ

る
。

疎
開
者

の
疎
開
遅
延
は
そ
の
ま

、
に
國
防
都
市
の
建
該
遅
延
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
市
民
の
不
協
力
的
態
度
は
國
防
都
市
の
秩
序

を
破
壌
す
る
に
至
る
。
疎
開
に
依
つ
て
直
接
問
題
と
な
る
の
は
疎
開
者
の
新
な
る
住
宅
で
あ
る
。
疎
開
者

は
何
露
に
佳
む
べ
き
か
。

東
京
都
の
例

に
依
れ
ば
東
京
都

の
強
制
疎
開
者
は
能
ふ
限
り
地
方
轉
出
を
働
奨
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
都
内
に
残
留
す
る
者
が
猫
全
体
の

八
割
に
及
ん
で
ゐ
る
が
た
め
に
、
こ
ら
れ
に
対
し
佳
宅
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。疎
開
者

の
た
め
に
佳
宅
を
提
供
す
る
こ
と
は

東
京
都
現
下
の
緊
要
問
題
と
な

つ
て
ゐ
る
。
所
が
べ
そ
う
で
な
く
と
も
佳
宅
問
題
に
悩
ん
で
ゐ
る
都
市
で
は
こ
ゝ
に

室
家

の
情
實
的
貸

付
や
更
に
室
家
の
闇
が
発
生

し
て
く
る
。
こ
の
室
家

の
不
正
を
防
正
す
る
に
は
.
ど
う
し
て
も
家
主
の
道
義
心
に
訴

へ
る
よ
り
外
は

な
い
。
東
京
都
令
第
十
五
號

(昭
和
十
九
年
二
月
十
九
日
)
の
建
物
利
用
統
制
規
則
第
六
條
は

「建
物
ノ
所
有
者
又

ハ
管
理
者
室
家



ラ
新

二
貸
付
ケ
ン
ト
ス
ル
卜
キ
叉

ハ
住
宅

(店
舖
、
事
務
所
、
営
業
所
等

二
併
用
ス
ル
モ
ノ
ヲ
含

ム
)
ノ
借
主
テ
変
更

セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ

ハ
都
長
官

ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
定
め
て
ゐ
る
。そ
こ
で
、
無
許
可
の
貸
付
は
、假
令
借
家
人
に
於
て
一
應
有
効

で
あ
る
が

一

定

期
間
中
當
局
か
ら
立
退
き
を
命
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ー
そ
れ
は
東
京
都
で
の
疎
開
蓮
絡
會
議
で
協
議
さ
れ
て
ゐ
る
1
反
面
に
家

主
又
は
弟
一配
は
防
塞
法
第
十
九
條

ノ
二
に
依
り
六
月
以
下

の
懲
役
叉
は
五
百
圓
以
下
の
罰
金
に
虚
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
、

借
家

人
は
直
接
刑
罰
を
受
け
な

い
が
家
主
は
こ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
こ
た
家
主
の
側
に
疎
開
協
力
が

命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
.家
主

の
不
正
な
貸
付
を
排
し
て
家
主
を
し
て
道
義
心
を
爽
露
せ
し
め
よ
、う

と
す
る
か
ら
で
あ
.る
遭

元
來
建
物

の
所
有
者
叉
は
管
理
者
が
室
家
を
貸
付
す
る
が
否
か
は
全
く
自
ら
の
自
由
な
意
思
に
任
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
國
防

都
市
の
建
設
と
い
ふ
立
場
か
ら
云

へ
ば
、
そ
う
し
た
市
民

の
個
人
主
義
的
自
由
意
思
ぼ
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
主
義

的
自
由
意
思
の
抑
制
は
権
力
的
手
段
に
依
る
よ
り
も
そ
の
道
義
的
反
省
に
依
ら
し
め
る
こ
と
が
最
も
奴
果
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
た

め
に
は
法
律
そ
の
も
の
が
そ
う
し
た
道
義
性
を
全
面
的
に
滲
透
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
京
都
の
建
物
利
用
統
制
規
則
は
特
に
そ
う
し
た
道
義
性
を
注
入
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
許
可
の
貸
付
を
虚
罰
す
る
の

が
目
的
で
な
い
。
塞
家
を
生
じ
た
時
は
先
づ
届
出
で
し
め
、
そ
の
貸
付
に
は
許
可
を
與

へ
ん
と
す
る
の
が
眼
目
で
あ
る
。
か
く
し
て

こ
そ
建
物
利
用
の
統
制
が
具
現
せ
ら
れ
、
疎
開
者
も
亦
新
な
る
佳
宅
等
を
入
手
し
得
ら
れ
防
室
措
置
が
完
途

さ
れ
る
と
云
ふ
べ
き
で

あ
る
。
防
室
は
國
民
の
道
義
的
反
省

の
行
動
で
あ
り
、
防
室
法
は
惨
透
し
た
道
義
性
の
實
現
に
そ
の
価
値
を
み
い
だ
し
得
ら
れ
る
の

で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三

町
内
會

・
部
落
會

・
隣
保
が
整
備
さ
れ
る
に
從
ひ
、
町
内
會
長

・
部
落
會
長

・
隣
保
班
長
の
責
務
は
愈

々
重
大
な
も
の
あ
る
に
至

つ
た
。
所
謂
測
職
生
活
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
町
内
會
長
・部
落
會
長
・隣
保
班
長
が
そ
の
責
務
を
自
畳
し
、
そ
れ
に
値
す
る
行
動

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
町
内
會
長
・
部
落
會
長
・隣
保
班
長
が
そ
の
責
務
を
自
畳
し
そ
れ
に
値
す
る
行
動
を
と
る
た
め
に
は
、

町
内
會
長
。部
落
會
長
・隣
保
班
長
が
そ
の
道
親
心
に
基
づ
き
道
義
的
責
任
観
に
徹
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
隣
保
生
活
は

道
義
的
責
任
に
徹
し
て
の
み
完
途
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
隣
保
自
治
は
道
義
的
責
任
を
前
提
と
し
て
の
み
運
螢

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

從
つ
て
、
町
内
會
長
・
部
落
會
長
・隣
保
班
長
が
道
義
的
責
任
を
忘
れ
た
様
な
行
動
を
と
る
時
は
、
も
は
や
町
内
會
長
・
部
落
會
長
・隣

保
班
長
と
し
て
の
責
務
を
完
う
し
な
い
者
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯

々
こ
う
し
た
場
合

に
法
律
な
り
或
は
判
決
な
り

が
℃
こ
の
間
題
を
ど
う
取
上
げ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

こ
の
五
月

一
日
の
大
審
院
判
決
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
公
示
し
た
。

徳
島
市
榮
町

一
ノ
六
,
一
、農
業
上
原
治
太
郎

(
五

一
)
は
昭
和
十
六
年
四
月

一
旦
か
ら
翌
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
榮
町
の
南
町
内
會

長
を
つ
と
め
て
ゐ
た
が
、
其

の
期
間
に
同
町
内
の
カ
フ
ェ
ー
業
岡
川
豊
が
眞
實
の
居
佳
者
は
同
人
並
に
妻
子
、
女
中
の
四
名
な
る
に
拘

ら
す
他
所
に
居
佳
す
る
子
女
を
加

へ
十
名
と
登
録
し
家
庭
用
米
萎
類
家
庭
用
砂
糖
な
ど
の
幽
靈
配
給
を
受
け
て
ゐ
る
の
を
知
り
な
が

ら
異
動
訂
正
を
な
さ
な
か
つ
た
こ
と
が
詐
欺
蓄
助
罪
に
問
は
れ
、
、徳
島
地
方
裁
判
所
で
懲
役
二
ヶ
月
二
ヶ
年
間
執
行
猶
豫

の
判
決
を

言
渡
さ
れ
た
が
、上
原
は
、
「
町
内
世
帯
人
貝
の
異
動
の
事
實
を
知
つ
て
ゐ
て
も
町
内
會
長

の
訂
正
義
務
は
世
帯
主
か
ら
の
届
出
に
依



つ
て
始
め
て
発
生
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
詐
欺
封
m助
は
構
成
し
な
い
」
と
上
苦
し
.た
。
こ
れ
に
封
じ
大
審
院

刑
事
第
三
部
三
宅
裁
判

長
は
そ
の
主
張
を
斥
け
、

「
町
内
會
長
に
於
て
自
ら
町
内
世
帯
人
昌
異
動

の
事
實
を
知
り
た
る
場
合
に
は
當
該
世
幣
主

か
ち
届
出
な

い
場
合
と
錐
も
異
動
訂
正

の
手
續
を
な
す
を
要
す
る
も
の
と
す
る
」
と
明
か
に
判
示
し
、
上
告
棄
却
、
且
右
要
旨
を
新
な
判
例
と
し

て
公
に
し
た
。

町
内
會
長
・
部
落
會
長
が
そ
の
受
持
区
塊
内

の
人
員
異
動

の
事
實
を
知
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
な

い
。
勿
論
町
内
會
・部

落
會
の
大
小

・
廣
鋏
必
す
し
も
同

一
な
も
の
で
は
な
い
が
b
假
令
狭
小
な
町
内
會
部
落
會

で
あ
つ
て
も
、
そ

の
人
員
異
動
を
知
る
こ

と
は
相
當
困
難

で
あ

る
。
町
内
會

・
部
落
會
の
下
の
隣
保
班
長
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
受
持

の
隣
保

⑭
人
員
異
動
は
比
較
的
容
易
に
知

り
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
、
右
判
決
に
於
て
は
町
内
會
長
が
そ
の
受
持
区
域
内

の
人
員
異
動

の
事
實
を
知

つ
た
時
は
、
假
令
隣
保
班
長
又
は
當
該

世
帯
主
か
ら
の
届
出
が
な
く
と
も
異
動
訂
正
の
手
續
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
町
内
會
長

・
部
落
會
長

に
と
り
可
成
り
重

い
負
担
と
云
は
う
か
重
い
注
意
と
云
は
う
か
、
町
内
會
長

・
部
落
會
長
に
対
し

一
瞬
の
懈
怠
も
許
さ
れ
な
い
も
め

を
示
し
て
ゐ
る
。
事
實
、隣
保
班
長
底
元
よ
り
町
内
會
長

・
部
落
會
長
は
そ
の
受
持
区
域
内
の
人
員
異
動
に
対
し

て
な

一
瞬

の
癬
怠
も

許
さ
れ
ぬ
程
の
責
任
を
以
て
處
置

し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
責
任
は
軍
純
に
法
令
の
上
に
定
め
ら
れ
た
責
任
で
は
な
く

、

し
て
道
義
上
の
責
任
で
あ
る
。
道

義

的

責

任
の
意
識
に
於
て
そ
の
受
持
区
域
内
の
人

々
を
注
意
す
る
こ
と

こ
そ
隣
保
班
長
は
元
よ

り
町
内
會
長

・
部
落
會
長

の
自
治
的
義
務
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
云
へ
ば
、
こ
の
判
決

に
於
て
す
ら
も
町
内
會



長
が
そ
の
受
持
区
域
内
の
人
員
異
動
の
事
實
を
知
つ
た
時
に
の
み
訂
正
の
義
務
あ
る
も
の
と
せ
ら
れ
、
異
動

の
事
實
を
知
り
得
な
か

つ
た
時
は
そ
の
義
務
が
な
い
と
解
釈

さ
れ
る
こ
と
忙
於
て
、
街

一
歩
進
め
て
考

へ
て
み
た
い
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
異
動
の
事
實
が

あ
ら
ば
直
ち
に
訂
正
し
得
ら
れ
る
や
う
の
機
構
を
と
る
が
た
め
に
・
異
動
は
届
出
あ
る
こ
と
に
依

つ
て
始

め
で
数
力
あ
ら
し
め
る
や

う
に
致
し
た

い
も
の
で
あ
る
。異
動
し
よ
う
と
考

へ
れ
ば
先
づ
町
内
含
長
。部
落
會
長
・隣
保
班
長

へ
届
出
せ
し
め
、
そ
の
異
動
訂
正

を
し
て
後
、
異
動
し
得
る
と
し
た
い
。
町
内
會
長
冷部
落
會
長
・隣
保
班
長
の
側
は
元
よ
り
隣
保
人
も
亦
隣
保
秩
序
に
協
力
し
得
ら
る

や
う
の
機
構
を
難
備

す
る
こ
と
が
、
町
内
會
長
・部
落
會
長
・隣
保
班
長
叉
は
隣
保
人
の
道
義
的
協
力
を
可
能

な
ら
し
め
る
所
以
で
あ

る
。
か
く
し
て
こ

そ
、
も
は
や
隣
保
班
長
は
元
よ
り
町
内
會
長

・
部
落
會
長
は
そ

の
異
動
の
事
實
を
知
る
乏
知
ら
ざ
る
と
に
拘
ら
す

異
動

の
届
出
に
依
つ
て
直
ち
に
異
動
訂
正
を
な
す
の
義
務
が
発
生

す
る
乏
云

へ
よ
う
。
そ
の
点
ま
で
に
、
隣
保
行
政
の
…機
構
が
進
ま

な
か
つ
た
な
ら
ば
町
内
會
長
・部
落
會
長
・隣
保
班
長

の
道
義
的
責
任
を
完
途
ぜ
し
め
る
に
困
難
な
も
の
が
あ
ら
う
。

♪

・

四

法
律
に
い
か
に
道
義
性
を
悼
透
せ
し
め
そ
も
、
法
律
を
綿
行
す
る
者
そ

の
も
の
が
道
義
的
自
畳
に
徹
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
そ
の

道
義
的
性
格
を
充
分
に
獲
揮
せ
し
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
」
に
官
公
吏
服
務
規
律
の
問
題
が
生
じ

て
く
る
。

元
來
、
官
重

服
務
規
律
は
明
治
二
十
年
七
月
、市
町
村
吏
員
服
務
規
律
は
明
治
四
十
四
年
九
月
の
制
定
に
か
か
り
、
舊
い
形
式
と
内

容
と
を
示
し
て
ゐ
る
。從
つ
て
從
來
幾
度
か
そ
の
改
正
が
論
議
さ
れ
た
に
も
拘
ら
す
竜
に
今
日
に
至

る
ま
で
そ
の
機
を
得
な
か
つ
た

が
、
今
年

一
月
四
日
附
戦
時
官
吏
服
務
令

(
勅
令
第
二
號
)
文
官
懲
戒
職
時
特
例

(勅
令
第
三
號
)
が
定
め
ら
れ
、次
い
で

一
月
六
日
附



戦
時
公
吏
服
務
令

(
内
務
省
令
第

一
號
)
が
公
に
さ
れ
た
。

こ
の
三
つ
は
官
公
吏
の
服
務
に
対
し

著
し
く
道
義
的
性
格
を
附
與
し
滲
透
せ
し
め
た
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
公
吏

服
務
令
い
つ
れ
も
七
ヶ
條
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
も
宮
公
吏
そ
の
も
の
の
服
務

の
道
義
化
を
強
調
し
た
ご

と
に
於
て
、奮

來
の
官
吏
服
務
規
律
叉
は
市
町
村
吏
員
服
務
規
律
の
及
び
得
る
も
の
で
な
い
。
假
令
字
句
必
す
し
も
優
れ
た
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、

官
公
吏
に
対
し

云
は
ん
と
欲
し
、
官
公
吏
に
樹
し
求
め
ん
と
欲
す
る
所
は
云
ぴ
蓋
く
し
求
め
鑑
く
し
た
感

を
呈
し
て
ゐ
る
。
特

に
爾

服
務
令
共
に
、
官
公
吏
の
本
質
を
明
か
に
し
、
官
吏
に
対
し
て
は
、
官
吏
は
國
体
の
本
義
に
徹
し
至
誠

一
貫
、
譜
和

一
致
、
匪
窮

の

節
を
致
し
、
そ

の
職
務
を
奉
行
す
る
を
以
て
本
分
と
し
、
公
吏
に
樹
し
て
は
公
吏
は
國
体
の
本
義
に
徹
し
皇
國
自
治
の
神
髄
を
体
し

至
誠

一
貫
、
譜
和

一
致
、
率
公
の
誠
を
致
し
そ
の
職
務
を
盡
す
を
本
分
と
す
と
し
た
の
は
、
官

公
吏
の
道
義
的
性
格
を
知
ら
し
め
る

こ
と
に
於
て
意
義
あ
る
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
特
に
職
時
下
に
於
て
、
官
公
吏
の
地
位
(
責
務
の
愈

々
重
大
で
あ
る
に
至
つ
た

時
、
官
公
吏
の
践
む

べ
き
道
が
か
く
も
明
か
に
道
義
化
さ
れ

て
指
示
さ
れ
た
こ
と
は
最
も
望
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

一
切

の
官

公
吏
は
勿
論
將
來
官
公
吏
た
ら
ん
と
す
る
者
も
亦
よ
く
吟
味
体
得
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

服
務
令
第

一
條
に
於
て
責
任
を
説

い
た
の
は
極
め
て
適
切
で
あ
る
。
官
公
吏
そ
の
も
の
の
存
在
価
値

を
認
め
る
か
否
か
は
懸
つ
て

そ
の
責
任
を
重
ん
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
云
つ
て
過
言
で
な
い
。
責
任
を
意
識
し
な
い
官
公
吏
は
組
國
に
対
し
有
害
無
釜
の
存
在
で

あ

つ
て
、
宣
し
く
割
腹
に
値
し
よ
う
。
文
官
懲
戒
職
時
特
例
に
依
れ
ば
、
官
吏
に
し
て
戦
時
官
吏
服
務
令
そ
の
他
服
務
規
律
に
違
背

し
、
文
官
懲
戒
令
第
二
條
に
該
當
す
ゐ
者
に
対
し

て
は
同
令
第
三
條
の
盧
分

の
外
に
謹
愼
処
分
を
な
し
得

と
し
た
が
、.
無
責
任

の
官



公
吏
の
言
動
は
軍
に
身
体
的
拘
置
塵
分
と
し
て
の
講
愼

の
程
度
に
止
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
條
に
和
衷
協
力
を
示
し
た
の
は
極
め
て
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
職
行
途
行

の
必
要
か
ら
総
力
行
政
の
嚢
揮
の
た
め
に
、
現

内
閣
程
に
官
省
部
局
の
統
合

・
整
理
を
行

つ
た
内
閣
は
嘗
て
な
い
。
そ
こ
に
稽

よ
も
す
れ
ば
統
合
整
理
の
官
省
部
局
の
間
に
幾
何
か

'

の
摩
焼
・
衝
突
・野
立
あ
る
の
は
予
期
し
得
ら
れ
る
所
で
む
る
が
、
今
や
聖
職
の
完
途
な
官
公
吏
の
そ
う
し
た
抗
孚

・
不
和
を
瞬
時
も

許
容
し
難
い
。
巳
を
室
う
し
て
奉
公
す
る
こ
と
こ
そ
官
公
吏
の
本
質
と
云
は
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
官
公
吏
に
し
て
協
力

一
致
の
精

神
に
徹
底
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
國
民
に
対
し
総
親
和
運
動

を
求
め
得
よ
う
か
。

第
三
條
に
、
率
先
指
導
究
述
べ
た
の
は
望
し
い
こ
と
で
あ
る
㌔
官
公
吏
は
今
や
総
力
行
政
の
執
行
者

で
あ
り
直
接
に
も
亦
間
接
に

も
職
力
増
強
の
指
導
者
で
あ
る
。
職
力
増
強
は
猫
り
工
揚
・
鑛
山
・農
村
に
於
て
の
標
語
で
は
な
く
し
て
、
先
づ
官
公
吏
そ
の
も
の
が

そ
の
心
構
を
か
ち
と
り
そ
の
實
践
に
徹
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
力
増
強
の
事
務
に
修
練
す
る
こ
と
が
官
公
吏
の
本
質

で
は
な
《
し
て
、
職
力
増
強
の
意
義
に
徹
し
て
以
て
、
職
力
増
強
の
た
め
に
率
先
指
導
の
任
に
當
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
職
力
増
強
は
役
所
的
事
務
か
ら
の
み
割
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
工
揚
に
鑛
山

に
農
村
に
草
鞋
は
く
官
公
吏

の
心
血
か
ら
盛
り
上
る
も

の
で
あ
る
。

第
四
條
に
命
令
遵
守
は
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
こ
の
場
合
か
く
め
如
き
こ
と
が
改
め
て
定
め
ら
れ
た
之
と
は
命
令
を
墨
守
し

過
ぎ
て
時
機
を
失
ひ
施
策
の
途
行
に
遙
進
し
得
ぬ
こ
と
を
防
止
し
た
の
に
外
な
ら
な
い
。
近
來
法
会
の
復
雑
多
岐
に
至
り
し
か
も
社

會
事
情
の
念
変

に
俘
ひ
て
の
具
体
的
施
策
が
梢
も
す
れ
ば
機
宜
を
失
し
所
謂
「後
手
」
ど
な
る
場
合
は
砂
く
な
い
。
か
く
し
て
は
眞
に

[



戦
力
増
強
を
完
途
し
得
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
第
四
條
が
命
令
逡

守
を
指
示
し
乍
ら
施
策
の

途

行
に
逸
機
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
意
極
め
て
深
い
。

第
五
條

に
懇
切
丁
寧
を
論
し
た
の
は
よ
い
。
懇
切
は
兎
に
角
、
丁
寧
は
饒
り
に
俗
講
的
で
あ
る
が
そ
の
意
極
め
て
明
か
で
あ
る
.

特
に
民
情
の
機
微
を
察
せ
よ
と
あ
る
の
は
、
懇
切
丁
寧
と
關
孫
し
て
甚
だ
適
切
で
あ
る
。
官
公
吏
が
梢
よ
も
す
れ
ば
独
善

的
傾
向
を

帯
び
る
處
あ
る
の
は
民
情
を
洞
察
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
情
を
洞
察
し
得
る
の
鍵
は
、
自
ら
を
室
う
し
.
自
ら
を
民
草

の
う
ち

に
投
げ
出
す
こ
と
に
あ
る
、
投
げ
出
さ
れ
た
己
は
民
草
の
芽
生
え
育
む
力
と
こ
そ
な
ら
う
。
そ
の
時

で
あ
る
民
情
を
洞
察
し
民
橘
の

、

機
微
を
察
し
得
る
の
は
。
懇
切
丁
寧
は
民

へ
の
親
切
で
あ
る
。
F
r
e
u
n
d
l
i
c
h
k
e
i
t

こ
そ
友
あ
り
遠
方
よ
り
來
る
、
亦
樂
し
か
ら
す

や
の
心
境
で
あ
る
。
こ
の
心
境
に
於
て
こ
そ
始
め
て
民
情

の
機
微
を
洞
察
し
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
七
條
ぱ
言
動
戒
愼
で
あ
る
。
官
公
吏
は
多
か
れ
少
か
れ
機
密
の
保
持
者

で
あ

る
。
そ
の
機
密
は
い
つ
れ

の
國
に
於
て
も
嚴
重
に

確
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
官
公
吏

の
言
動

は
最
も
嶺
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
官
公
吏
の
機
密
主
義

と
し
て
捜
弄

せ
ら
る
ぺ
き
も
の
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
最
も
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
六
條
は
第

一
條
乃
至
第
六
條
及
び
第
七
條
の
規
定
す
る
所
を
育
成
確
保
せ
し
め
る
の
根
本
的
心
構
で
あ
る
。
字
句
稻

々
奮
式
に

屡
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
極
め
て
尊

ぶ
べ
き
も
の
が
あ

る
。
特
に
官
公
吏
に
樹
し
修
身
齊
家
を
求
め
た
の
ば
甚
だ
適
切
な
も
の
と

云

へ
る
で
あ
ら
う
。
官
公
吏
は
そ
の
官
公
務
途
行
に
當
つ
て
は
先
づ
そ
の
身
自
ら
を
修
め
る
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
を
修

り

め
家
を
齊
ぴ
て
こ
そ
民
人

の
儀
表
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
身
を
修
め
家
を
齊
ひ
得
な
い
官
公
吏
は
始
め
か
ら
民
人
の



義
表
た
り
得
る
も
の
や
な
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
は
ば
、
官
公
吏
の
勤
務
の
道
は
限
り
な
い
錬
成

の
導
で
あ
る
。

身
を
叩
き
心
を
磨
く
こ
と
π
依
つ
て
の
み
官
公
吏
は
民
人
の
先
頭
に
率
先
し
得

る
も
の
で
あ
る
と
共
に
℃
責
任
、
協
力
、
指
導
、
遵

守
、
懇
切
、
戒
愼

の
心
構
を
か
ち
と
り
得
る
も

の
で
あ
る
.

職
時
官
公
吏
服
務
令
は
か
く
の
如
き
で
と
を
官
公
吏
に
求
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
官
公
吏
服
務
の
道
義
化

で
あ
る
。
道
義
人
と
し
て

の
官
公
吏
に
し
て
始
め
て
組
國
に
報
ゐ
,
大
君
に
慮

へ
奉
り
得
る
の
で
あ
る
。

五

職
時
生
活
の
確
保
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
面

へ
道
義
性

の
滲
透
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

へ
ば
、
今
、
現
に
我
等

の
受
け
つ
ゝ
あ
る
所
謂
學
徒
勤
労
に
し
て
も
、
そ
れ
は
軍
純
な
労
力
の
提
供
の
み
に
絡
る
も
の
で
は
な
く

し
て
、
戦
力
増
強
に
挺
し

つ
」
師
道
の
確
立
を
目
標
づ
け
る
も
の
で
な
け
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
唯
よ
に
當
面
の
欲
求
に
感
じ
て
そ

の
全
体
の
意
義
を
失
ふ
が

如
き
措
置
を
と
る
こ
と
は
噺
じ
て
許
し
難

い
。
道
義
性
が
す
べ
て
の
分
野
に
惨
透
し
て
こ
そ
職
力
壌
強
が
實
現
さ
れ
て
以
て
聖
職
を

ノ

}

完

途

し
得

る
も

の
と

云

ふ

こ

と

が

出
來

よ

う

(
一
九
・
六
・
七
・朝
)
。


