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政
府
は
法
令
を
設
け
て
悪
人
を
制
し

善
人
を
保
護
す
。こ
れ
即
ち
政
府
の
商
売

な
り
。

　
こ
の
商
売
を
な
す
に
は
莫
大
な
費
な

れ
ど
も
、政
府
に
米
も
な
く
金
も
な
き
ゆ

え
、百
姓
町
人
よ
り
年
貢
運
上
を
出
し
て

政
府
の
勝
手
方
を
賄
わ
ん
と
、双
方
一

致
の
上
、相
談
を
取
極
め
た
り
。

　
こ
れ
即
ち
政
府
と
人
民
の
約
束
な
り
。

　
明
治
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
福
澤
諭
吉

の
著
書『
学
問
の
す
す
め
』の
中
の
一

節
。人
々
の
生
活
や
安
全
・
安
心
を
守
る

こ
と
が
政
府
の
務
め
で
あ
り
、そ
れ
を
行

う
に
は
多
く
の
費
用
が
必
要
に
な
る
が
、

政
府
自
体
に
は
そ
の
お
金
が
な
い
。だ
か

の
締
結
や
法
改
正
に
取
り
組
み
、翌
年
か

ら
の
導
入
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

　
成
果
の
柱
は
、「
世
界
共
通
の
法
人
税

の
最
低
税
率
一
五
％
の
設
定
」と「
国
境

を
越
え
て
活
動
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
な

ど
に
対
す
る
デ
ジ
タ
ル
課
税
の
導
入
」の

二
本
。今
回
の
最
低
税
率
の
設
定
で
、他

国
か
ら
の
企
業
誘
致
や
設
備
投
資
を
呼

び
込
む
た
め
、長
年
懸
案
と
な
っ
て
い
た

法
人
税
率
の
引
き
下
げ
競
争
に
歯
止
め

が
掛
か
る
こ
と
へ
の
期
待
は
大
き
い
。

　
デ
ジ
タ
ル
課
税
で
は
、工
場
や
支
店
と

い
っ
た
拠
点
が
な
け
れ
ば
課
税
で
き
な
い

と
い
う
約
一
◯
◯
年
前
に
確
立
さ
れ
た

国
際
課
税
の
原
則
が
見
直
さ
れ
る
。売
上

高
二
◯
◯
億
ユ
ー
ロ（
約
二
・
六
兆
円
）、

利
益
率
一
○
％
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
企

業
が
対
象
。売
上
高
の
一
○
％
を
超
え
る

利
益
の
二
五
％
に
つ
い
て
、売
上
げ
に
応

じ
各
国
・
地
域
に
配
分
す
る
。オ
ン
ラ
イ

ン
の
サ
イ
バ
ー
空
間
で
国
境
を
越
え
て
グ

ロ
ー
バ
ル
に
事
業
展
開
す
る
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な

ど
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
ら
の
課
税
逃
れ
を
防

ぐ
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
租
税
回
避
に
つ
い

て
は
、二
○
○
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ら
税
金
と
し
て
み
ん
な
に
負
担
し
て
も

ら
う
こ
と
は
、政
府
と
国
民
双
方
が
一
致

し
た
約
束
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

　
税
は
国
を
治
め
、維
持
・
発
展
さ
せ
て

い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
。は
る
か
昔
か
ら

人
々
は
暮
ら
し
の
た
め
に
税
を
納
め
て

き
た
。三
世
紀
ご
ろ
の
日
本
で
は
女
王
・

卑
弥
呼
が
邪
馬
台
国
を
治
め
、人
々
は
種

も
み
や
絹
織
物
な
ど
の
貢
ぎ
物
を
女
王

に
納
め
た
と
、中
国
の
歴
史
書『
魏
志
倭

人
伝
』に
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
が
日
本

の
税
の
歴
史
の
出
発
点
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
だ
。

　
戦
国
の
世
で
は
、国
内
を
統
一
し
た

豊
臣
秀
吉
が
全
国
的
規
模
で
土
地
を
調

べ
、田
や
畑
か
ら
の
収
穫
量
を
米
で
換
算

ク
後
に
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
が
、各
国

の
主
権
や
利
害
に
絡
ん
だ
問
題
か
ら
国

際
的
な
議
論
は
停
滞
し
て
い
た
。今
回
の

議
論
の
急
展
開
の
背
景
に
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
巨
額
な
財
政
出
動

に
迫
ら
れ
、落
ち
込
ん
だ
経
済
情
勢
下
で

財
源
に
窮
し
た
こ
と
が
あ
り
、慎
重
姿
勢

だ
っ
た
各
国
の
重
い
腰
を
上
げ
さ
せ
た
。

　
国
際
通
貨
基
金（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）の
調
べ
に

よ
る
と
、世
界
各
国
が
二
○
二
○
年
に
コ

ロ
ナ
禍
を
受
け
て
発
動
し
た
財
政
支
援

は
総
額
で
約
一
四
兆
ド
ル（
約
一
、四
六

◯
兆
円
）に
上
る
と
い
う
。

財
政
再
建
と
経
済
対
策
で
論
争

　
集
め
ら
れ
た
税
は
、国
や
地
方
公
共

団
体
ら
が
行
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
公
共

施
設
な
ど
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
。税
の

使
い
方
な
ど
に
当
た
り
、財
政
制
度
等
審

議
会（
財
政
審
、財
務
相
の
諮
問
機
関
）

が
五
月
に
財
政
健
全
化
に
向
け
た
建
議

（
意
見
書
）を
ま
と
め
、当
時
の
麻
生
太

郎
財
務
相
に
提
出
。社
会
資
本
整
備
の

「
量
」か
ら「
質
」へ
の
転
換
に
向
け
、流

域
治
水
や
災
害
リ
ス
ク
に
強
い
街
づ
く

し
た
石
高
で
設
定
。そ
の
土
地
の
所
有
者

を
明
ら
か
に
し
、石
高
の
三
分
の
二
を
年

貢
と
し
て
納
め
さ
せ
た
。こ
の「
太
閤
検

地
」に
よ
っ
て
農
民
の
登
録
と
農
耕
地
の

測
量
を
正
確
に
行
い
、年
貢
の
徴
収
の
合

理
化
が
図
ら
れ
た
。

　
明
治
時
代
に
入
る
と
、政
府
は
安
定
し

た
国
家
収
入
を
得
る
た
め「
地
租
改
正
」

を
一
八
七
三
年
に
実
施
。全
国
の
土
地

に
値
段（
地
価
）を
付
け
、地
価
の
三
％

の
額（
地
租
）を
そ
の
年
の
豊
作
・
不
作

に
関
係
な
く
、現
金
で
納
め
る
よ
う
に
し

た
。負
担
が
大
き
か
っ
た
農
民
ら
に
よ
る

反
対
の
一
揆
が
各
地
で
起
こ
り
、後
に

二
・
五
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　
近
代
的
な
税
制
へ
と
移
行
す
る
中
、戦

り
な
ど
の
防
災
・
減
災
対
策
を
、ソ
フ
ト
・

ハ
ー
ド
一
体
で
推
進
し
実
効
性
を
高
め

る
よ
う
求
め
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
対
応
で
歳
出
が
膨
張
す

る
財
政
状
況
は
、将
来
へ
負
担
を
先
送
り

す
る
だ
け
で
な
く
現
時
点
で
も
リ
ス
ク

が
あ
る
と
指
摘
。歳
出
、歳
入
両
面
の
改

革
で
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
を

高
め
る
と
と
も
に
、基
礎
的
財
政
収
支

（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）を
黒
字
化

し
、新
規
国
債
発
行
額
の
総
額
を
確
実

に
減
ら
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
や
高
齢
化
に
伴
う

社
会
保
障
費
の
増
加
を
背
景
に
、二
○
二

二
年
度
予
算
の
各
省
庁
の
概
算
要
求
総

額
は
過
去
最
大
の
約
一
一
一
兆
円
に
膨

ら
ん
だ
。コ
ロ
ナ
対
策
の
費
用
に
つ
い
て

感
染
動
向
な
ど
が
不
透
明
な
た
め
、財
務

省
が
金
額
を
示
さ
な
い「
事
項
要
求
」も

認
め
た
こ
と
か
ら
、歳
出
拡
大
圧
力
は
更

に
強
ま
る
見
通
し
だ
。

　
予
算
編
成
に
向
け
て
財
政
審
は
、テ
ー

マ
ご
と
に
予
算
の
在
り
方
の
議
論
を
本

格
化
。十
一
月
下
旬
を
め
ど
に
建
議
を
ま

と
め
、政
府
が
年
末
の
策
定
を
目
指
す
予

算
案
に
反
映
さ
せ
る
。担
当
閣
僚
か
ら
は

後
は
納
税
者
と
の
信
頼
関
係
を
基
盤
と

し
た
申
告
納
税
制
度
の
採
用
な
ど
、税
制

の
見
直
し
が
適
宜
進
め
ら
れ
て
き
た
。少

子
高
齢
化
、人
口
減
少
時
代
に
突
入
し
、

公
正
に
社
会
を
支
え
合
う
仕
組
み
の
再

構
築
が
急
が
れ
る
。

税
逃
れ
防
ぐ
歴
史
的
転
換
点

　
経
済
協
力
開
発
機
構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）が

十
月
上
旬
に
開
い
た
多
国
籍
企
業
の
税

逃
れ
を
防
ぐ
新
た
な
国
際
課
税
ル
ー
ル

に
関
す
る
交
渉
会
合
で
は
、一
三
六
カ

国
・
地
域
が
最
終
合
意
し
、古
い
税
制
か

ら
の「
歴
史
的
な
転
換
点
」と
評
価
さ
れ

た
。各
国
・
地
域
は
二
○
二
二
年
に
条
約

「
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
に
万
全
を
期
す
と
と

も
に
、成
長
と
分
配
の
好
循
環
を
実
現
す

る
観
点
か
ら
、グ
リ
ー
ン
や
デ
ジ
タ
ル
と

い
っ
た
分
野
に
大
胆
に
重
点
化
す
る
」と

い
っ
た
声
が
聞
か
れ
る
。

　
一
方
で
現
役
官
僚
の
私
見
が
波
紋
を

広
げ
た
。『
文
藝
春
秋
』十
一
月
号
に
、

財
政
再
建
の
必
要
性
を
訴
え
る
現
役
財

務
次
官
の
矢
野
康
治
氏
の
寄
稿
が
掲
載

さ
れ
た
。「
こ
の
ま
ま
で
は
国
家
財
政
は

破
綻
す
る
」と
題
し
、与
野
党
の
衆
院
選

な
ど
に
絡
む
政
策
論
争
を「
バ
ラ
マ
キ
合

戦
」と
指
摘
。麻
生
前
財
務
相
の
了
解
を

得
た
と
い
う
今
回
の
寄
稿
に
つ
い
て
、政

府
・
与
党
内
か
ら
は
批
判
と
擁
護
の
声

が
入
り
乱
れ
た
。

　
政
治
家
が
人
気
取
り
だ
け
で
ば
ら
ま

き
を
続
け
れ
ば
借
金
が
膨
ら
み
、国
が
お

か
し
く
な
る
の
は
当
然
。た
だ
財
政
再
建

を
優
先
す
る
あ
ま
り
、コ
ロ
ナ
禍
で
し
ぼ

ん
だ
経
済
の
立
て
直
し
な
ど
、目
の
前
の

有
事
に
対
処
し
な
い
の
も
問
題
だ
。今
こ

そ
生
活
に
困
っ
て
い
る
人
や
次
世
代
の
人

の
た
め
に
予
算
を
付
け
る
時
だ
ろ
う
。そ

こ
に
は
国
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す

る
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
当
然
含
ま
れ
る
。

25 242021.11


