
KONAN UNIVERSITY

福沢諭吉と工場法 : ウェーランド『モラル・サイ
エンス』との関連をめぐって

著者 小室 正紀
雑誌名 甲南法学
巻 57
号 3・4
ページ 55-81
発行年 2017-03-30
URL http://doi.org/10.14990/00002264



福沢諭吉と工場法

（甲南法学’ １７）５７─３・４─５５（ ）２４３

傳
論　

説
僂

福
沢
諭
吉
と
工
場
法

─
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
─

は
じ
め
に
─
「
工
場
法
」
を
め
ぐ
る
時
代
状
況
と
福
沢

　

日
本
の
経
済
は
、
明
治
十
九
年
頃
か
ら
鉄
道
、
紡
績
、
鉱
山
な
ど
の
業
種
を
中
心
に
企
業
の
設
立
や
投
資
が
活
発
化
し
た
。
そ
の

過
熱
へ
の
反
動
と
し
て
、
明
治
二
十
三
年
恐
慌
が
発
生
し
た
も
の
の
、
明
治
二
十
四
年
に
は
恐
慌
よ
り
回
復
し
、
明
治
二
十
年
代
後

半
に
は
軽
工
業
を
中
心
に
資
本
主
義
経
済
の
歩
み
を
本
格
化
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
資
本
主
義
経
済
が
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
る
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
課
題
が
俎
上
の
登
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え

ば
貧
富
の
較
差
や
、
資
本
家
と
労
働
者
の
利
害
相
反
、
あ
る
い
は
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
先
進
諸
国
の
実

例
を
学
ん
だ
学
者
や
官
僚
の
間
に
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
研
究
会
や
学
会
も
結
成
さ
れ
始
め
た
。
そ
の
代
表
は
、
社
会
政
策

学
会
で
あ
り
、
同
学
会
は
、
明
治
二
十
九
年
に
研
究
会
と
し
て
発
足
し
、
翌
年
に
社
会
政
策
学
会
と
改
称
し
、
以
後
会
員
数
を
増
や

小

室

正

紀
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し
二
十
世
紀
初
期
に
は
日
本
最
大
の
経
済
学
の
学
会
と
な
っ 
た 
。
（
１
）

　

こ
の
学
会
は
当
初
、
東
京
帝
国
大
学
か
ら
ド
イ
ツ
等
に
留
学
し
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
経
済
学
を
学
ん
で
帰
っ
て
き
た
桑
田
熊
蔵
、

山
崎
覚
次
郎
、
小
野
塚
喜
平
次
、
高
野
岩
三
郎
、
金
井
延
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
自
由
主
義
経
済
論

の
伝
統
が
永
い
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
、
資
本
主
義
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
に
対
し
国
が
率
先
し
て
社
会
政
策
を
行
う
こ
と
で
、

そ
の
問
題
を
解
決
し
て
行
こ
う
と
い
う
考
え
が
強
か
っ
た
。
こ
の
考
え
は
、
社
会
主
義
的
な
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
資
本
主
義
は
守

り
、
そ
の
上
で
国
に
よ
る
社
会
改
良
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
多
く
の
論
者
が
社
会
運
動
家
で
は
な
く
大
学
の
講
壇
に
立
つ
学

者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
講
壇
社
会
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

日
本
の
社
会
政
策
学
会
は
、
設
立
期
に
は
、
こ
の
「
講
壇
社
会
主
義
」
の
立
場
の
者
が
主
流
で
あ
り
、
ま
た
官
僚
の
参
加
者
や
関

係
者
も
多
か
っ
た
た
め
、
官
界
へ
の
影
響
力
も
強
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
学
会
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
が
工
場
法
の
制
定
で
あ

り
、
明
治
三
十
一
年
十
月
に
は
、
工
場
法
制
定
を
促
す
講
演
会
を
開
い
て
い
る
。

　

工
場
法
と
は
、
工
場
で
の
労
働
時
間
や
労
働
条
件
の
規
制
や
児
童
労
働
を
禁
止
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
農
商
務

省
を
中
心
に
明
治
十
五
年
ご
ろ
か
ら
こ
の
種
の
制
度
の
研
究
は
し
て
い
た
が
、
公
の
議
題
と
な
る
の
は
、
社
会
政
策
学
会
の
胎
動
と

軌
を
一
に
し
て
で
あ
っ
た
。
農
商
務
省
は
明
治
二
十
九
年
に
な
る
と
、「
職
工
」
の
保
護
と
取
締
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
勧
業
諮

問
会
、
地
方
長
官
会
議
、
農
商
高
等
会
議
な
ど
の
機
関
に
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
同
省
は
、
三
十
年
六
月
に
は
工
場
法
を

内
容
と
す
る
「
職
工
法
案
」
の
起
草
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
法
案
は
「
工
場
法
案
」
と
名
称
を
改
め
三
十
一
年
に
は
農

商
高
等
会
議
を
通
過
し
た
も
の
の
国
会
に
は
上
程
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
法
案
が
成
立
し
た
の
は
四
十
四
年
、
施
行
は
大
正
五
年
の
こ

と
で
あ
っ 
た 
。
（
２
）

　

こ
の
日
本
版
工
場
法
「
職
工
法
案
」
の
検
討
が
明
治
二
十
九
年
に
本
格
的
に
始
ま
っ
て
以
降
、
福
沢
諭
吉
は
官
辺
の
動
向
を
察
知
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し
、
そ
の
法
案
を
「
職
工
条
例
」
と
呼
び
、
明
治
三
十
年
の
『
時
事
新
報
』
誌
上
に
立
て
続
け
に
反
対
の
社
説
を
書
い 
た 
。「
資
本
主

（
３
）

と
職 
工 
」（
一
月
二
十
日
、
以
下
「
社
説
Ⅰ
」
と
示
す
）、「
職
工
条
例
制
定
の
必
要
あ
り 
や 
」（
一
月
二
十
二
日
、
以
下
「
社
説
Ⅱ
」

（
４
） 

（
５
）

と
示
す
）、「
職
工
条
例
は
翻
訳
条
例
な
る
可 
し 
」（
九
月
二
十
九
日
、
以
下
「
社
説
Ⅲ
」
と
示
す
）、「
翻
訳
条
例
は
断
じ
て
思
ひ
止
ま

（
６
）

る
可 
し 
」（
九
月
三
十
日
、
以
下
「
社
説
Ⅳ
」
と
示
す
）
の
四
編
で
あ
る
。
こ
の
四
編
を
通
し
て
、
反
対
の
理
由
は
、
大
き
く
二
点
あ

（
７
）

っ
た
。

　

第
一
点
は
、
工
場
法
が
現
実
に
は
労
働
者
や
貧
民
の
生
活
を
一
層
苦
し
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
労
働
時
間

を
制
限
す
る
と
、
そ
れ
は
時
給
で
稼
ぐ
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
収
入
の
減
少
に
つ
な
が
り
、
今
で
さ
え
ぎ
り
ぎ
り
の

家
計
が
成
り
立
た
な
く
な
る
と
言
う
。

　

も
う
一
点
は
、
日
本
に
は
情
愛
豊
か
な
雇
い
主
と
使
用
人
と
の
関
係
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
わ
が
国
独
自
の
労
使
の
関
係
を
、
こ

の
法
律
は
損
ね
て
し
ま
う
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
「
我
雇
主
と
雇
人
と
は
恰
も
主
従
の
観
を
成
し
て
情
愛
の
自
か
ら
温
な

る
も
の
あ
る
は
、
地
方
の
地
主
と
小
作
人
の
関
係
を
見
て
も
明
な
る
可
し
」（
社
説
Ⅳ
）
と
言
い
、
そ
の
「
情
愛
の
自
か
ら
温
な
る
」

関
係
を
工
場
法
は
崩
し
て
し
ま
う
考
え
て
い
た
。

福
沢
論
説
へ
の
批
判
と
反
批
判

　

実
は
、
こ
の
福
沢
の
議
論
は
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
と

し
て
は
、
鹿
野
政
直
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』（
一
九
五
六 
年 
）、
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
学
史
』（
一
九
五
八 
年 
）、
安
川
寿
之
輔

（
８
） 

（
９
）

『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
構
造
』（
一
九
七
〇 

な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
批
判
の
要
点
は
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
点
は
、
福
沢
は
明
ら
か
に
労
働
者
や
労
働
者
階
級
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
福

（　

）
１０年
）
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沢
の
主
張
を
、
低
賃
金
・
長
時
間
労
働
を
温
存
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
日
本
の
資
本
主
義
を
守
ろ
う
と
い
う
姿
勢
と
見
な
し
、
さ
ら
に

そ
の
背
景
と
し
て
、
勃
興
し
て
く
る
労
働
者
階
級
に
対
す
る
恐
れ
が
福
沢
に
は
あ
っ
た
と
も
推
論
し
て
い
る
。

　

第
二
点
目
は
、
労
働
者
と
資
本
家
の
階
級
対
立
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
福
沢
は
、
封
建
的
な
主
従
関
係
、
つ
ま
り
地
主
と
小
作
人
の

間
の
よ
う
な
「
情
誼
の
温
な
る
」（
社
説
Ⅰ
）
関
係
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
美
風
と
し
て
温
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
本
質
で
あ
る
階
級
対
立
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
福
沢
の
議
論
は
、
か

つ
て
福
沢
が
唱
え
て
い
た
近
代
合
理
主
義
の
精
神
と
は
異
な
る
非
合
理
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
福
沢
は
非
常
に
反
動
化
し

て
い
た
と
批
判
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
三
、
四
十
年
後
に
な
っ
て
か
ら
、
藤
原
昭
夫
が
『
福
沢
諭
吉
の
日
本
経
済
論
』（
一
九
九
八

年
）
を
著
し
、
こ
れ
ら
の
福
沢
批
判
に
対
し
て
反
批
判
を
展
開
し
福
沢
擁
護
を
行
っ 

そ
の
反
批
判
の
要
点
は
二
つ
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
福
沢
の
議
論
の
中
に
、
貧
困
者
層
や
労
働
者
層
に
対
し
て
冷
淡
、
あ
る
い
は
敵
対
的
な
態
度
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
封
建
的
主
従
の
よ
う
な
関
係
を
美
風
と
し
て
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
福
沢
の
姿
勢
を
、
合
理
的
な
思

想
か
ら
逸
脱
し
た
反
動
的
な
も
の
見
な
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

藤
原
の
反
批
判
の
一
つ
目
の
要
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
点
は
さ
ら
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
は
、
福
沢
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
工
場
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
の
職
工
・
労
働
者
や
窮
民
へ
の
影
響
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
彼
ら
へ
の
敵
対
的
な
態
度
を
読
取
る
こ
と
は
無
理
だ
と
い
う
反
批
判
で
あ
る
。
当
時
の
多
く
の
職
工
・
労
働
者
は
時
給
で
働
い
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
時
間
の
制
限
は
職
工
・
労
働
者
の
収
入
減
を
も
た
ら
し
家
計
を
破
綻
さ
せ
る
と
、
福
沢
は
考
え
た
。
ま

た
、
児
童
労
働
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
、
子
ど
も
の
収
入
を
加
え
て
か
ろ
う
じ
て
息
を
つ
な
い
で
い
る
家
族
が
、
い
か
に
悲
惨
な
こ
と

に
な
る
か
を
指
摘
し
た
。
藤
原
は
、
福
沢
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
影
響
で
あ
り
、
職
工
・
労
働
者
に
敵
対
的
な

（　

）
１１た
。
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態
度
は
社
説
の
ど
こ
に
も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
藤
原
は
当
時
の
実
際
の
状
況
を
調
べ
、
そ
の
中
に
福
沢
の
議

論
を
置
い
て
考
え
て
い
る
。

　

当
時
、
子
ど
も
が
働
い
て
い
た
工
場
の
代
表
例
と
し
て
、
マ
ッ
チ
工
場
が
あ
っ
た
。
マ
ッ
チ
工
場
は
、
子
ど
も
の
小
さ
な
手
先
で

も
作
業
可
能
な
軽
い
仕
事
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
沢
は
、
マ
ッ
チ
工
場
で
子
ど
も
が
一
日
に
何
銭
か
の
賃
銭
を
得
る
こ
と
で
、

そ
の
子
の
貧
し
い
家
庭
は
親
の
収
入
と
合
わ
せ
て
ど
う
に
か
糊
口
を
し
の
い
で
い
る
の
で
あ
り
、
児
童
労
働
が
禁
止
さ
れ
、
子
供
の

収
入
が
無
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
家
族
が
い
か
に
窮
境
に
陥
る
か
を
論
じ
て
い
る
（
社
説
Ⅱ
）。
こ
の
点
に
関
し
て
藤
原
は
、
福
沢

が
事
例
と
し
た
マ
ッ
チ
工
場
の
実
態
を
検
討
し
、
福
沢
の
主
張
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。

　

典
型
的
な
事
例
と
し
て
藤
原
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
大
阪
の
名
護
町
に
あ
っ
た
工
場
で
、
工
場
が
建
つ
前
の
明
治
十
年
代
か
ら
二

十
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
こ
こ
は
貧
民
窟
で
あ
っ
た
。
横
山
源
之
助
の
有
名
な
『
日
本
之
下
層
社
会
』（
明
治
三
十
二
年
）
の
中
に

も
、
大
阪
名
護
町
の
マ
ッ
チ
工
場
周
辺
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。
横
山
は
、
か
つ
て
貧
民
窟
で
人
々
が
ボ
ロ
を
ま
と
い
近
づ

き
が
た
い
よ
う
な
惨
状
で
あ
っ
た
名
護
町
が
、
マ
ッ
チ
工
場
が
作
ら
れ
た
こ
と
で
窮
乏
を
減
じ
て
、
服
装
も
船
場
な
ど
と
変
わ
ら
な

い
よ
う
な
者
も
出
て
来
た
と
い
う
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
豊
か
な
現
代
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
児
童
労
働
は
禁
ず
べ
き
こ
と
で
あ

る
が
、
当
時
は
そ
れ
が
、
親
に
と
っ
て
も
児
童
自
身
に
と
っ
て
も
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
厳
然

た
る
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
福
沢
は
そ
の
よ
う
な
実
態
に
基
づ
き
、
児
童
労
働
の
禁
止
が
時
期
尚
早
で
あ
り
、
か
え
っ
て
悪
影

響
を
及
ぼ
す
と
主
張
し
て
い
る
だ
け
だ
と
、
藤
原
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
藤
原
は
、
福
沢
の
主
張
の
妥
当
性
を
示
す
た
め
に
、
高
野
房
太
郎
の
見
解
も
引
い
て
い
る
。
高
野
は
福
沢
よ
り
は
三
十
才
以

上
年
下
で
ア
メ
リ
カ
で
苦
学
し
な
が
ら
経
済
学
を
独
習
し
、
帰
国
後
に
労
働
運
動
指
導
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
、

国
の
社
会
政
策
で
は
な
く
、
労
働
組
合
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
活
を
向
上
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
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そ
の
高
野
も
、
実
情
を
無
視
し
た
工
場
法
の
制
定
に
は
、
や
は
り
反
対
を
し
て
い
た
。
工
場
法
が
制
定
さ
れ
、「
幼
工
女
工
」
を
工
場

か
ら
閉
め
出
し
た
場
合
、
彼
ら
は
、
工
場
外
の
よ
り
劣
悪
な
環
境
の
中
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
高

野
は
、
工
場
法
の
非
現
実
性
を
批
判
し
、
実
情
を
無
視
し
た
工
場
法
が
施
行
さ
れ
れ
ば
、「
却
て
昔
日
に
倍
す
る
惨
状
を
見
る
」
だ
ろ

う
と
警
告
し
て
い
た
。
工
場
法
よ
り
も
、
ま
ず
は
貧
し
い
人
や
労
働
者
の
飢
え
を
解
決
し
、
彼
ら
を
無
知
か
ら
救
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
の
が
高
野
の
考
え
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
労
働
者
の
団
結
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
同
時
代
人
の
見
解
を
併
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
福
沢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
実
情
を
無
視
し
た
工
場
法
の
制
定
に
対

す
る
危
惧
だ
け
だ
、
と
い
う
の
が
藤
原
の
第
一
の
反
論
で
あ
る
。

　

第
二
の
論
点
は
、
福
沢
批
判
者
は
、
福
沢
の
議
論
は
低
賃
金
を
守
る
た
め
の
議
論
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
実
は
福
沢
は
、
こ
れ
ら

の
社
説
の
中
で
低
賃
金
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
藤
原
の
言
う
と
お
り
、
改
め
て
社
説
Ⅰ
か
ら
社

説
Ⅳ
ま
で
を
読
ん
で
み
て
も
、
確
か
に
低
賃
金
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
福
沢
は
一
言
も
述
べ
て
な
い
。

　

こ
の
工
場
法
を
め
ぐ
っ
て
は
福
沢
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
が
議
論
を
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
大
倉
喜
八
郎
や
広
瀬
宰
平

と
い
っ
た
、
当
時
を
代
表
す
る
資
本
家
も
お
り
、
彼
ら
は
、
低
賃
金
維
持
の
観
点
か
ら
、
こ
の
工
場
法
に
反
対
し
て
い
た
。

　

彼
ら
の
論
理
は
、
工
場
法
が
決
ま
っ
た
ら
生
産
の
コ
ス
ト
が
高
く
な
り
日
本
の
資
本
主
義
は
存
続
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
労
働
者
階
級
を
保
護
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
コ
ス
ト
増
に
結
び
付
く
。
ま
た
、
長
時
間
低
賃
金
の
労
働
が
あ
る
か
ら
日
本
の
資

本
主
義
は
国
際
競
争
力
を
保
っ
て
い
る
。
工
場
法
は
そ
れ
を
つ
ぶ
す
も
の
だ
と
し
て
、
大
倉
や
広
瀬
は
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
、

福
沢
の
議
論
の
中
に
は
、
こ
の
種
の
論
理
、
言
及
は
全
く
見
ら
れ
な
い
点
を
藤
原
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
の
論
点
と
し
て
藤
原
が
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
は
、
福
沢
が
、
工
場
法
に
対
す
る
絶
対
的
な
反
対
者
で
は
な
い
点
だ
。
福
沢

は
、
工
場
法
が
決
ま
れ
ば
、
当
時
の
実
情
で
は
貧
民
や
職
工
・
労
働
者
の
収
入
が
減
る
と
い
う
こ
と
は
論
じ
て
い
た
が
、
そ
の
減
る
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分
の
収
入
を
ほ
か
に
得
る
工
夫
が
あ
る
な
ら
ば
工
場
法
に
反
対
は
し
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
工
場
法
立
法
を
目
指
す
「
官
辺

の
書
生
輩
」
に
対
し
て
福
沢
は
、
次
の
よ
う
に
問
い
掛
け
る
。「
他
に
（
長
時
間
労
働
以
外
に
）
生
活
の
道
を
与
ふ
る
の
工
風
あ
ら
ん

に
は
兎
も
角
も
、
然
ら
ざ
る
に
於
て
は
、
其
制
限
（
労
働
時
間
の
制
限
）
は
単
に
彼
等
を
し
て
饑
餓
に
苦
ま
し
む
る
に
過
ぎ
ざ
る
の

み
。
果
た
し
て
其
工
風
あ
り
や
否
や
。
我
輩
の
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
な
り
。」（
社
説
Ⅲ
、
引
用
文
中
の
（　
　

）
内
は
筆
者
の
補
足

説
明
。
以
下
同
様
）。
つ
ま
り
、
当
時
の
現
実
で
は
、「
窮
民
を
飢
餓
の
中
よ
り
救
ふ
の
手
段
」（
社
説
Ⅱ
）
が
他
に
無
い
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
あ
る
な
ら
ば
反
対
は
し
な
い
と
い
う
の
が
福
沢
の
立
場
で
あ
っ
た
と
藤
原
は
考
え
て
い
る
。

　

以
上
が
、
福
沢
批
判
者
に
対
す
る
藤
原
の
反
批
判
の
第
一
の
要
点
で
あ
る
。

　

福
沢
に
対
す
る
批
判
の
第
二
の
要
点
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
階
級
対
立
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
封
建
的
な
主
従
関
係
を
美
し

い
慣
習
と
し
て
守
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
原
は
、
福
沢
の
文
明
論
を
検
討
し
直
す
こ
と
で
以
下

の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　

藤
原
に
よ
れ
ば
、
福
沢
は
早
く
も
『
文
明
論
之
概
略
』（
明
治
八
年
）
を
書
い
た
頃
か
ら
文
明
化
に
関
し
て
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ

け
を
模
範
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
藤
原
は
福
沢
の
文
明
観
に
は
次
の
よ
う
な
面
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
文
明
化
に
は
多
様
な
コ

ー
ス
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
遊
牧
文
化
を
も
と
に
し
た
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
社
会
は
農
耕
文
化
を
も
と
に
し
て

い
る
。
遊
牧
文
化
は
他
に
対
し
て
厳
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
家
と
労
働
者
の
間
の
対
立
も
厳
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
農
耕
文
化
は

互
い
に
温
和
な
関
係
で
あ
る
。
そ
の
文
化
の
違
い
を
生
か
し
た
文
明
化
が
あ
り
得
る
と
福
沢
は
考
え
て
い
た
。
た
し
か
に
福
沢
は
、

日
本
の
封
建
社
会
の
あ
る
面
を
評
価
し
て
、
地
主
と
小
作
の
温
情
あ
ふ
れ
る
関
係
、「
情
誼
の
温
な
る
」
関
係
（
社
説
Ⅰ
）
を
で
き
る

だ
け
残
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
沢
が
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
は
、
決
し
て
非
合
理
で
反
動
的
に
な
っ
た
か
ら
で

は
な
く
、
階
級
対
立
を
回
避
す
る
方
便
と
し
て
で
も
な
く
、
進
む
べ
き
文
明
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
日
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本
の
旧
来
の
伝
統
社
会
で
育
ま
れ
た
人
間
関
係
の
あ
り
方
は
、
そ
の
母
体
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の

で
あ
り
、
新
た
な
資
本
主
義
の
発
展
に
も
、
合
理
的
な
意
味
が
あ
る
と
福
沢
は
考
え
て
い
た
。

　

藤
原
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
福
沢
の
意
図
を
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
日
本
は
封
建
制
か
ら
は
程
遠
い
社
会
だ
が
、
そ

の
中
で
も
労
使
の
温
情
に
配
慮
し
た
「
日
本
的
経
営
」
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
。
藤
原
は
、
そ
の
こ
と
も
福
沢
の
主
張
が
決
し
て
反

動
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

本
稿
の
視
点

　

以
上
の
藤
原
説
に
対
し
て
本
稿
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
反
批
判
の
第
一
の
要
点
に
つ
い
て
は
丁
寧
に
実
証
さ
れ
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
異
議
が
な
い
。
し
か
し
、
第
二
の
要
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
え
る
べ
き
点
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治

三
十
年
前
後
の
福
沢
は
、
あ
ら
た
め
て
明
治
初
期
と
同
じ
よ
う
に
、
封
建
制
や
古
い
制
度
に
対
し
て
、
批
判
を
強
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
三
十
二
年
に
書
か
れ
た
『
福
翁
自
伝
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
そ
の
時
期
に
福
沢
は

『
福
翁
自
伝
』
を
書
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
松
崎
欣
一
は
、『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
十
二
巻　

福
翁
自
伝
・
福
沢
全
集
緒

言
』
の
「
解
説
」
で
、
福
沢
が
『
福
翁
自
伝
』
を
書
い
た
過
程
と
状
況
を
詳
細
に
辿
っ
た
上
で
、
福
沢
の
著
作
意
図
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

「『
自
伝
』（『
福
翁
自
伝
』）
と
『
緒
言
』（『
福
沢
全
集
緒
言
』）
が
い
ず
れ
も
外
形
的
に
は
福
沢
の
前
半
生
に
大
き
な
比
重
を
お
い

て
書
き
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
晩
年
の
福
沢
が
そ
の
生
涯
を
振
り
返
る
な
か
で
、
福
沢
の
か
か
げ
た
維
新
変
革
期
の
理

想
と
、
日
本
の
社
会
が
到
達
し
た
現
実
と
の
乖
離
を
痛
感
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
原
理
に
立
ち
帰
る
こ
と
の
必
要
を
認
識
し
た
と
こ
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ろ
に
そ
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う 

　

明
治
二
十
年
代
に
固
ま
っ
て
く
る
日
本
の
体
制
を
前
に
し
て
福
沢
に
は
、
封
建
的
な
考
え
に
抗
し
て
、
新
し
い
時
代
に
踏
み
出
し

た
自
分
た
ち
の
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
明
治
二
十
年
代
は
国
家
主

義
的
な
風
潮
が
強
く
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
批
判
の
意
味
も
込
め
て
『
福
翁
自
伝
』
は
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、『
自

伝
』
に
対
す
る
松
崎
の
見
方
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
例
は
『
福
翁
自
伝
』
の
す
ぐ
後
、
明
治
三
十
三
年
に
福
沢
と
福
沢
の
門
下
生
た
ち
が
協
力
し
て
編
ん
だ
「
修
身
要 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
福
沢
た
ち
が
同
時
代
に
薦
め
た
い
と
考
え
た
道
徳
規
範
（
モ
ラ
ル
コ
ー
ド
）
で
、
個
人
の
独
立
を
基
礎
に
、
そ

の
個
人
が
社
会
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
モ
ラ
ル
を
二
十
九
カ
条
に
分
け
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
修
身
要
領
」
の
ど
の
項
目
を
読
ん
で
も
、
自
立
し
た
自
由
な
個
人
を
出
発
点
に
す
る
生
き
方
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
封
建
道

徳
の
か
け
ら
も
な
い
。
ま
た
、「
修
身
要
領
」
を
編
纂
し
て
広
め
よ
う
と
し
た
動
機
の
一
つ
は
、
明
治
二
十
三
年
に
発
布
さ
れ
た
「
教

育
勅
語
」
が
学
校
教
育
を
通
し
て
広
め
ら
れ
て
ゆ
く
状
況
へ
の
対
抗
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ

と
は
、「
教
育
勅
語
」
を
支
持
す
る
立
場
の
論
者
か
ら
「
修
身
要
領
」
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
も
明
か
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
教
育
勅
語
衍
義
』
の
著
者
と
し
て
教
育
勅
語
を
強
く
支
え
て
い
た
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
長
井
上
哲
次
郎
か
ら
は
、
次
の
よ
う

に
激
し
く
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。

　

「
翁
（
福
沢
）
が
修
身
要
領
中
に
忠
孝
の
事
を
言
は
ず
し
て
、
単
に
独
立
自
尊
を
説
く
処
、
分
明
に
教
育
勅
語
と
相
背
馳
せ
り
。

其
初
め
よ
り
教
育
勅
語
と
相
背
馳
す
る
も
の
あ
る
を
自
覚
し
て
此
に
出
で
た
る
こ
と
毫
も
疑
な
き
な
り
。
果
し
て
然
ら
ば
強
ひ
て
異

説
を
標
榜
し
て
勅
語
を
蔑
如
す
る
の
嫌
な
き
に
あ
ら 

　

「
教
育
勅
語
」
は
、
基
本
的
に
は
忠
義
や
親
孝
行
、
す
な
わ
ち
忠
孝
の
精
神
に
溢
れ
た
臣
民
を
育
て
る
た
め
の
道
徳
規
範
で
あ
っ

（　

）
１２か
。」

（　

）
１３領
」

（　

）
１４ず
。」
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た
。
そ
の
勅
語
を
支
持
す
る
代
表
者
井
上
か
ら
、「
修
身
要
領
」
は
勅
語
へ
の
対
抗
を
意
図
し
て
編
ま
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
「
修
身
要
領
」
を
発
表
し
た
時
期
に
福
沢
が
、
再
び
封
建
制
を
賛
美
す
る
方
向
へ
戻
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
「
近
代
社
会
論
」

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
藤
原
の
こ
の
第
二
の
要
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
最
初
に
、
そ
も
そ
も
の
福
沢
の
考
え
る
近
代

社
会
が
、
封
建
社
会
と
ど
う
違
う
か
、
あ
る
い
は
上
下
の
者
が
親
子
の
よ
う
に
お
互
い
に
思
い
や
る
社
会
と
い
か
に
違
う
の
か
を
押

さ
え
て
お
き
た
い
。

　

福
沢
の
近
代
社
会
論
が
一
番
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
だ
ろ
う
。
明
治
五
年
か
ら

九
年
に
か
け
て
十
七
編
に
分
け
て
刊
行
さ
れ
た
福
沢
の
代
表
作
で
あ
り
、『
文
明
論
之
概
略
』
と
と
も
に
、
こ
の
著
作
に
よ
り
福
沢
の

思
想
の
基
本
が
定
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
は
福
沢
の
独
自
の
発
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
欧
米
書
か
ら
多
く
の
影
響
を
受

け
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
欧
米
書
は
、『
西
洋
事
情
外
編
』（
慶
應
四
年
）
の
原
著
バ
ー
ト
ン
の
『
政
治
経
済
学
』 

（Jo
h
n
H
ill
B
u
rto
n
,

   
 
 
  
     
 
   
 
  Political

E
conom

y
for
use
in
Schools

           
     
                    

and
for
Private

Instructio

                           n  
）、
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明

史
』（H

en
ry
T
h
o
m
as
B
u
ck
le,

 
  
  
  
 
 
 
    
 
  
    H

istory
of
C
ivilization

in
E
nglan

 
           
                
     d  
）、
ミ
ル
（Jh

o
n
S
tu
art
M
ill

   
 
 
  
  
     
   
）
の
『
代
議
政
体
論
』

（C
onsiderations

on
R
epresentative

G
ov

 
                  
               
  ernm

en

    
  t  
）、『
自
由
論
』（O

n
Liberty

 
         
）、『
女
性
の
解
放
』（T

he
Subjection

of

 
                 

W
om
e

 
  
 n  
）
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
（F

ran
cis
W
aylan

d

 
   
    
 
     
 

）
の
『
ザ
・
エ
レ
メ
ン
ツ
・

オ
ブ
・
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』（T

he
E
lem
ents

of
M
oral

Scienc

 
    
   
         
           e  　
以
下
、『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
と
略
す
）
の
影
響
が
非

常
に
大
き
い
こ
と
は
、
伊
藤
正
雄
の
詳
細
な
研 

よ
っ
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
こ
の
著
作
の
初
版
は

（　

）
１５究
に



福沢諭吉と工場法

（甲南法学’ １７）５７─３・４─６５（ ）２５３

一
八
三
五
年
だ
が
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
執
筆
さ
れ
た
後
で
も
ア
メ
リ
カ
で
版
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
永
く
読
ま
れ
た
著
作
で
あ
っ

た
。
明
治
の
初
期
に
さ
ま
ざ
ま
な
邦
訳
が
出
て
お
り
、
そ
の
邦
訳
書
名
は
『
修
身
論
』、『
修
身
学
』、『
修
身
談
』
な
ど
の
類
い
で
、

い
ず
れ
も
「
修
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
現
代
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
「
近
代
社
会
論
」
の
よ
う
な
表
題
の
方
が
内
容
に

合
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
第
二
編
か
ら
第
八
編
ま
で
は
、
か
な
り
多
く
の
部
分
が
こ
の
『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
の
大
意
を
と
っ

て
、
そ
れ
を
福
沢
が
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
な
が
ら
、
日
本
の
読
者
に
合
っ
た
事
例
な
ど
を
付
け
加
え
て
書
か
れ
て
い
る
。「
天
は

人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
」
と
い
う
有
名
な
一
文
か
ら
始
ま
る
初
編
も
、
二
編
以
下
の
諸
編
の
内
容

を
概
論
し
た
編
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
影
響
は
大
き
い
。

　

こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
拠
り
な
が
ら
、
福
沢
が
自
分
の
考
え
る
近
代
社
会
の
基
礎
と
し
て
述
べ
た
も
の
は
何
か
。『
学
問
の

す
ゝ
め
』
で
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
個
人
の
自
由
・
独
立
、
す
な
わ
ち
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
言
葉
で
言
う
と
こ
ろ
のp

erso
n
al
lib
ert

 
    
 
      
   y  

で
あ 

　

例
え
ば
第
八
編
を
見
て
み
よ
う
。
第
八
編
は
、「 
亜  
米  
利  
加 
の
「
エ
イ
ラ
ン
ド
」
な
る
人
の
著
し
た
る
「
モ
ラ
ル
サ
イ
ヤ
ン
ス
」
と

ア 

メ 

リ 

カ

 
云 
う
書
に
、
人
の
身
心
の
自
由
を
論
じ
た
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
論
の
大
意
に 
云 
く
… 

と
い
う
文
章
で
始
ま
る
と
お
り
、『
学
問
の

い 

い
わ

す
ゝ
め
』
の
中
で
唯
一
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
編
で
あ 

こ
の
編
で
は
、
右
の
文
章
に

続
い
て
、
個
人
が
自
由
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。「
人
の
一
身
は
他
人
と
相
離
れ
て
一
人
前
の
全
体
を
成
し
、

 
自 
か
ら
そ
の
身
を
取
扱
い
、
自
か
ら
そ
の
心
を
用
い
、
自
か
ら
一
人
を
支
配
し
て
、 
務 
む
べ
き
仕
事
を
務
む
る 
筈 
の
も
の
な 

つ

み
ず 

つ
と 

は
ず

ま
り
人
間
は
本
来
、
自
分
の
精
神
や
心
、
能
力
、
体
力
を
自
分
で
自
由
に
使
っ
て
、
行
う
べ
き
こ
と
を
行
う
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
例
に
見
る
よ
う
に
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
拠
り
な
が 

独
立
し
て
自
由
に
自
分
の
能
力
を
使
う

（　

）
１６る
。

（　

）
１７…
」

（　

）
１８る
。

（　

）
１９り
」。

（　

）
２０ら
、
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個
々
人
を
社
会
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
が
第
一
点
で
あ
る
。

　

第
二
点
は
、
現
代
的
な
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
「
平
等
」
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
言
葉
で
はrecip

ro
city

 
 
   
  
    

で
あ
り
、
直
訳
す
れ

ば
「
相
互
性
」
と
な 

な
ぜ
「
相
互
性
」
が
「
平
等
」
を
意
味
す
る
の
か
。
人
間
は
、
自
由
で
独
立
し
て
お
り
、
自
分
の
能
力
を

発
揮
し
、
自
分
の
望
む
こ
と
を
行
う
べ
き
も
の
だ
が
、
他
人
の
自
由
・
独
立
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
。
相
互
に

機

機

機

自
由
・
独
立
を
認
め

て
、
相
手
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の
点
で
は
ど
の
人
も
互
い
に

機

機

機

同
じ
だ
け
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
相
互
に
自

分
の
自
由
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
、
互
い
に
平
等
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
でrecip

ro
city

 
 
   
  
    

は
「
平
等
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
第
八
編
で
は
、
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
分
限
と
は
、
我
も
こ
の
力
を
用
い
、
他
人
も
こ
の
力
を
用
い
て
、

相
互
に
そ
の 
働 
を
妨
げ
ざ
る
を

は
た
ら
き

 
云 
う
な
り
。 
斯 
の 
如 
く
人
た
る
者
の
分
限
を
誤
ら
ず
し
て
世
を
渡
る
と
き
は
、
人
に 
咎 
め
ら
る
ゝ
こ

い 

か
く 

ご
と 

と
が

と
も
な
く
、
天
に
罪
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
な
か
る
べ
し
。
こ
れ
を
人
間
の
権
義
と
云
う
な 

平
等
と
は
、
自
他
が
等
し
く
、
自
分
も

自
分
の
自
由
な
力
を
用
い
、
他
人
も
そ
れ
を
用
い
る
。
そ
し
て
相
互
に
妨
げ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ー

ラ
ン
ド
の
文
意
を
極
め
て
簡
潔
に
要
約
し
た
文
と
言
え
る
。

　

こ
の
第
八
編
の
後
半
で
は
、
そ
のrecip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
を
妨
げ
て
い
る
日
本
の
事
例
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
男
尊
女
卑

で
あ
る
。
男
の
力
が
強
く
、
一
方
的
に
女
の
自
由
を
妨
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
福
沢
は
象
徴
的
な
言
葉
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。「
世
に
生
れ
た
る
者
は
、
男
も
人
な
り
女
も
人
な 

こ
れ
は
新
し
い
時
代
の
宣
言
と
も
言
え
る
象
徴
的
な
一
文
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
れ
に
続
け
て
、
親
が
常
に
子
に
対
し
て
高
位
で
あ
り
理
不
尽
で
も
親
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
不
合
理
な
親
孝
行
論
も
、reci

 
 
  -  

p
ro
city

 
  
    

を
妨
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

（　

）
２１る
。

（　

）
２２り
」。

（　

）
２３り
」。
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パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判

　

親
孝
行
は
家
庭
内
の
こ
と
だ
が
、
同
様
な
上
下
を
分
け
る
考
え
方
が
家
庭
の
外
の
社
会
で
力
を
も
っ
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
。

そ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
が
十
一
編
「 
名  
分 
を
以
て 
偽  
君  
子 
を
生
ず
る
の
論
」
で
あ
り
、
こ
の
編
で
は
、
東
洋
社
会
でrecip

ro
cit

 
 
   
  
   y  

め
い 
ぶ
ん 

ぎ 
く
ん 
し

を
妨
げ
て
き
た
最
大
の
要
因
は
、「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
だ
と
断
じ
て
い
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
家
父
長
主
義
、
父
権
主
義
な
ど
と

訳
さ
れ
る
が
、
社
会
関
係
を
親
子
に
喩
え
、
親
が
子
を
保
護
し
守
り
子
は
親
を
慕
い
親
に
従
う
よ
う
な
社
会
関
係
を
理
想
と
す
る
考

え
方
で
あ
る
。
難
し
く
は
「
擬
制
家
族
的
な
社
会
観
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

た
だ
し
、
福
沢
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
も
う
少
し
広
い
概
念
で
あ
る
「
名
分
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
名

分
」
と
は
、
君
・
臣
と
か
親
・
子
と
い
っ
た
社
会
的
地
位
「
名
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
社
会
的
役
割
「
分
」
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
の
社
会
的
地
位
に
関
し
て
は
自
ず
か
ら
上
下
の
秩
序
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
福
沢
は
、「
世
の
名
分
を
主
張

す
る
人
は
、
こ
の
親
子
の
交
際
を
そ
の
ま
ゝ
人
間
の
交
際
に
写
取
ら
ん
と
す
る 
考  

と
捉
え
て
い
た
。

か
ん
が
え

　

親
と
子
の
関
係
は
、
特
に
幼
い
子
ど
も
が
い
る
と
き
に
は
、
親
は
己
を
捨
て
て
子
ど
も
の
た
め
に
尽
く
し
、
保
護
し
、
養
育
し
教

え
導
い
て
い
く
。
社
会
も
、
上
に
立
つ
者
が
下
の
者
た
ち
を
父
親
や
母
親
と
同
じ
よ
う
に
慈
し
み
、
保
護
し
て
い
く
。
下
の
者
は 

そ
う
い
う
上
に
立
つ
者
の
父
や
母
の
よ
う
な
愛
に
感
謝
し
て
従
っ
て
い
く
。
福
沢
は
こ
の
考
え
方
を
、「
一
国
の
政
事
も
一
村
の
支
配

も
、
店
の
始
末
も
家
の
世
帯
も
、
上
下
心
を
一
に
し
て
、 
恰 
も
世
の
中
の

あ
た
か

 
人  
間 
交
際
を
、
親
子
の
間
柄
の 
如 
く
に 
為 
さ
ん
と
す
る
趣

じ
ん 
か
ん 

ご
と 

な

意
な 

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
擬
制
家
族
的
な
社
会
観
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
外
な
ら
な
い
。

　

福
沢
は
、
こ
れ
こ
そ
が
東
洋
社
会
でrecip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
を
妨
げ
て
い
る
一
番
大
き
な
原
因
だ
と
考
え
て
い
た
。『
学
問
の
す
ゝ

め
』
十
一
編
は
す
べ
て
そ
れ
へ
の
批
判
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

（　

）
２４」
だ

（　

）
２５り
」
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福
沢
の
考
え
で
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
は
、
実
際
に
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
家
族
の
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
う

上
下
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
子
ど
も
が
小
さ
い
間
だ
け
で
あ
り
、
成
人
に
な
れ
ば
、
親
か
ら
慈
し
ま
れ
、
保
護
さ
れ
る
必
要

は
な
く
、
お
互
い
に
対
等
の
関
係
に
な
る
。
ま
し
て
や
家
族
の
外
の
世
界
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
関
係
は
通
用
し
な

い
。
そ
の
こ
と
を
福
沢
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
今
一
国
と 
云 
い
一
村
と
云
い
、
政
府
と
云
い
会
社
と
云
い
、 
都 
て 
人  
間 
の
交
際
と

い 

す
べ 

じ
ん 
か
ん

 
名 
る
も
の
は
皆
大
人
と
大
人
と
の
仲
間
な
り
、

な
づ
く

他
人
と
他
人
と
の 
附  
合 
な
り
。
こ
の
仲
間
附
合
に
実
の
親
子
の
流
儀
を
用
い
ん
と
す
る
も
、 
亦 
難
き
に
非
ず 

つ
き 
あ
い 

ま
た

　

つ
ま
り
、
社
会
の
関
係
は
「
大
人
と
大
人
と
の
仲
間
」、「
他
人
と
他
人
と
の
附
合
」
で
あ
り
、
個
人
と
個
人
の
関
係
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
親
子
の
流
儀
で
律
し
て
い
く
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
子
の
よ
う
な
関
係
を
建
前
と
し
て
い
た
封
建
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
建
前
の
も
と
で
下
の
者
の
権

利
の
抑
圧
が
行
わ
れ
た
。
下
の
者
は
、
抑
圧
の
下
で
、
上
の
人
を
ご
ま
か
す
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
偽
善
を
行
っ
た
。
上
の
者
も
、
全

面
的
に
親
の
よ
う
に
下
の
者
に
尽
く
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
の
で
、
や
は
り
何
ら
か
の
偽
善
が
行
わ
れ
る
。
結

局
、
社
会
を
親
子
関
係
の
よ
う
に
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
十
一
編
の
題
に
あ
る
よ
う
に
「
偽
君
子
」、
す
な
わ
ち
表
面
だ
け
高

徳
に
見
せ
て
い
る
偽
善
者
を
生
む
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
第
十
一
編
は
、
福
沢
に
よ
る
、
封
建
社
会
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す

る
強
烈
な
批
判
の
編
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

明
治
の
は
じ
め
、
福
沢
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
福
沢
が
、
時
代
が
下
っ
て
明
治
三
十
年
代
に
な
る
と
、
か

つ
て
あ
れ
ほ
ど
厳
し
く
批
判
し
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
評
価
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
同
じ
時
機
に
個

人
主
義
道
徳
で
貫
か
れ
た
「
修
身
要
領
」
を
編
纂
し
て
い
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
て
も
首
肯
し
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
福
沢
が
工

場
法
へ
の
反
対
に
際
し
て
、
親
子
の
よ
う
な
「
情
愛
の
自
か
ら
温
な
る
」
関
係
を
勧
め
て
い
る
の
は
、
ほ
か
の
意
図
が
あ
る
の
だ
と

（　

）
２６や
」。
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考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
図
に
つ
い
て
、
以
下
で
考
え
て
み
た
い
。

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

へ
の
視
点

 

こ
こ
で
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
に
も
う
一
度
戻
っ
て
み
よ
う
。『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
で
は
、
近
代

社
会
を
形
成
す
る
要
因
と
し
て
、p

erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

（
自
由
独
立
）
とrecip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
と
共
に
、
も
う
一
つ
の
理
念
を
掲
げ

て
い
る
。
そ
れ
がb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

で
あ 

　

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
は
、
明
治
時
代
に
は
儒
学
風
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
「
仁
恵
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
宛
て
ら
れ
て
い
た 

現

代
風
に
は
「
慈
善
心
」「
博
愛
」
と
訳
し
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、p

erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

とrecip
ro
city

 
 
   
  
    

とb
en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

は
、
言
う
な
れ
ば
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
と
な
り
、
そ
れ
は
近
代
社
会
の
理
想
と
考
え
ら
れ
て
来
た
理
念
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
近
代
社
会
の
本
質
を
考
え
続
け
た
福
沢
が
、「
博
愛
」
に
関
す
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
福
沢
の
言
う
「
情
愛
の
自
か
ら
温
な
る
」
関
係
に
つ
い
て
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

（
仁
恵
・
博
愛
）
か
ら
説
明
で
き
る
か
否
か
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

　

し
か
し
、
福
沢
がb
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

の
必
要
性
を
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
を
読
ん
だ
当
時
の
著

作
で
あ
る
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
、
そ
れ
を
論
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
筆
者
の
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
当
時
の
状
況

を
考
え
て
敢
え
てb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
は
触
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
当
時
、
東
洋
の
ど
の
社
会
に
もrecip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
も

p
erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

（
自
由
）
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
がb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
似
た
道
徳
に
は
溢
れ
て
い
た
。
東
洋
を
支
配
し
て
い
た
儒

学
思
想
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
あ
り
方
を
理
想
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
他
者
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
点
でb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

的
な

も
の
に
極
め
て
通
じ
や
す
い
。
君
主
は
自
分
を
捨
て
て
、
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
な
民
の
た
め
に
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
す
る
。
そ

（　

）
２７る
。

（　

）
２８が
、
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れ
が
儒
学
の
い
わ
ば
理
想
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

を
論
ず
る
と
、
と
た
ん
に
儒
学
に
結
び
付
け
て
受
け
取
ら
れ
、
却
っ
て
儒
学
を
支
え
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
っ
た
。
な
ん
と
か
儒
学
の
人
間
観
社
会
観
か
ら
人
々
を
抜
け
出
さ
せ
た
か
っ
た
当
時
の
福
沢
で
あ
る
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
、

あ
え
てb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

を
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
儒
学
的
な
理
念
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、recip

ro
city

 
 
   
  
    
（
平
等
）
とp

erso
n
al

 
    
 
   

lib
erty

   
    

（
自
由
）
に
人
々
の
目
を
強
烈
に
引
き
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
明
治
三
十
年
の
工
場
法
を
め
ぐ
る
論
説
の
中
で
、
実
は
福
沢
は
、
父
子
の
間
の
よ
う
な
情
愛
の
温

か
な
関
係
を
、
個
人
主
義
と
両
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

自
分
は
自
分
の
利
益
や
生
活
を
守
る
。
相
手
も
自
分
の
利
益
や
生
活
を
守
る
。
し
か
し
相
手
の
利
益
や
生
活
を
侵
し
て
は
い
け
な

い
。
工
場
法
を
意
識
し
て
最
初
に
書
か
れ
た
「
資
本
主
と
職
工
」
で
も
、
福
沢
は
、
資
本
主
と
職
工
は
基
本
的
に
は
他
人
と
他
人
と

の
付
き
合
い
で
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
其
（
人
間
の
）
慾
心
は
開
闢
以
来
、
毫
も
変
化
を
見
ず
。
実
際
の
事
実
に
徴
す
る
に
、
商
売
上
に
利
益
の
競
争
は
申
す
迄
も
な

く
、
工
業
製
造
に
資
本
主
と
職
工
と
の
関
係
の
如
き
、
正
し
く
双
方
慾
心
の
度
を
見
る
に
足
る
可
き
も
の
な
り
。」（
社
説
Ⅰ
）

　

「（
資
本
主
と
職
工
は
）
双
方
共
に
内
心
を
叩
き
た
ら
ば
互
に
足
る
を
知
ら
ず
し
て
目
的
は
多
々
ま
す 

利
す
る
の
一
点
の
み
。」

（
同
）

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
の
本
質
に
対
し
て
、
徳
義
を
唱
え
て
、
そ
の
慾
心
を
取
り
去
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
自
分
の

取
る
所
で
は
な
い
と
し
て
、「
彼
の
徳
義
論
よ
り
待
遇
法
を
云
々
す
る
が
如
き
は
我
輩
の
断
じ
て
取
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
見
る
所
は
只

利
益
の
一
点
の
み
」（
同
）
と
断
言
し
て
い
る
。

　

徳
議
論
と
い
う
の
は
、
こ
の
社
会
は
徳
義
で
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
て
、
自
分
を
捨
て
て
相
手
の
こ
と
を
考
え
、
地
主
は
自
分
の

J
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利
益
を
捨
て
て
小
作
人
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
な
社
会
で
な
け
れ
ば
は
い
け
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
沢
は
そ
う
あ

る
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
社
会
は
見
る
と
こ
ろ
、「
利
益
の
一
点
の
み
」
で
あ
り
、
そ
れ
で
良
い
と
い
う
の
が
福
沢
の
立

場
で
あ
っ
た
。

　

地
主
も
小
作
も
、
あ
る
い
は
資
本
主
も
職
工
も
、
温
情
的
な
関
係
は
あ
る
に
し
て
も
、
実
は
「
心
の
中
に
は
決
し
て 
十  
露  
盤 
の
数

そ 

ろ 
ば
ん

を
忘
れ
た
る
に
非
ず
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
打
算
が
あ
り
、
自
分
の
利
益
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
福
沢
は
、
そ
れ

が
あ
る
べ
き
姿
だ
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
う
え
で
、「
情
誼
の
温
な
る
、
父
子
の
如
く
又
親
戚
の
如
し
」
と
い
う
関
係
は
ど
う
い
う
位
置
づ
け
で
出
て
く
る
の
か
。

利
益
、
あ
る
い
は
十
露
盤
ず
く
と
い
う
の
が
基
本
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
は
円
滑
に
形
作
ら
れ
な
い
。
加
え
て
何
が
必

要
な
の
か
。
福
沢
は
、「
満
腔
の
大
欲
心
を
包
む
に
表
面
の
恩
徳
を
以
て
」（
社
説
Ⅰ
）
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
自
分
の

心
の
中
に
は
欲
望
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
面
は
恩
徳
で
も
っ
て
包
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
封
建
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
基
本
は
個
人
が
自
分
の
利
益
、
生
活
を
考
え
る
。
そ
の
上
で
、

そ
の
大
欲
心
を
包
む
よ
う
な
恩
徳
が
表
面
に
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
個
人
の
欲
望
の
存
在
を
前
提
と
し
た
恩
徳
の
推
奨
と
い
う

考
え
方
は
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
と
共
通
す
る
面
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
（p

erso
n
al

 
    
 
   

lib
erty

   
    

）
と
平
等
（recip

ro
city

  
   
  
    

）
に
つ
い
て
一
七
〇
頁
以
上
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
述
べ
た
後
に
、
二
八
頁
を
割
い
てb

en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

（
仁
恵
・
博
愛
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
構
成
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
関
し
て
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
と
福
沢
の
関
係
を
考
え
る
時
に
興
味
深
い
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
修
身
要

領
」
で
あ
る
。
こ
の
「
要
領
」
で
は
、
個
人
の
自
立
か
ら
始
ま
っ
て
、
自
立
し
た
個
人
が
社
会
を
形
成
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
道
徳

を
持
つ
べ
き
か
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ど
ん
な
国
も
軽
蔑
し
て
は
い
け
な
い
し
、
ま
た
他
国
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の
文
化
を
大
事
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
次
に
は
、
人
類
全
体
に
対
す
る
博
愛
心
が
説
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
第
二
十
条
で
は
、
人
間
は
動
物
に
対
し
て
も
博
愛
心
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
て

来
る
。
こ
の
動
物
に
対
す
る
博
愛
を
求
め
る
箇
条
は
、
仏
教
的
伝
統
の
あ
っ
た
当
時
の
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
言
わ
ず
も
が
な

で
あ
り
、
ま
た
全
箇
条
の
中
で
や
や
坐
り
が
悪
い
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
と
対
応
し
て
み
る
と
、
納

得
の
ゆ
く
面
が
あ
る
。『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
』
全
巻
の
最
後
、
す
な
わ
ちb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
部
門
（D

ivisio
n

 
      
 

）

の
最
後
に
書
い
て
あ
る
の
は
動
物
に
対
す
る
博
愛
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
箇
条
は
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
説
を
思
い
浮
か
べ

て
加
え
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
当
時
の
福
沢
あ
る
い
は
福
沢
の
周
辺
が
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
拠
っ
て
い
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

実
証
を
議
論
の
基
礎
に
置
く

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
にb
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  
（
仁
恵
・
博
愛
）を
位
置
づ
け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
端
的
に
社
会
に
と
っ
てb

en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
封
建
制
の
下
で
の
地
主
小
作
関
係
の
よ
う
な
も
の
を

例
と
し
て
出
し
て
く
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
沢
と
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
論
拠
の
違
い
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、p
erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

（
自
由
・
独
立
）
を
持
つ
こ
と
が
、
な
ぜ
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
な
の
か
。
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
は
、
神
が

人
間
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
創
っ
た
か
ら
だ
と
言 

な
ぜ
個
人
は
自
由
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
こ
れ
は
論
証
す
る
の

が
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
「
神
が
」
と
言
う
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
福
沢
も
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、〈
ウ

ェ
ー
ラ
ン
ド
は
こ
う
言
っ
て
い 

と
述
べ
る
に
止
め
て
、
そ
れ
以
上
に
論
拠
を
深
め
る
こ
と
は
避
け
て
い
る
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』

初
編
の
冒
頭
の
、「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
い
へ
り
」
と
い
う
一
文
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
人
間

（　

）
２９う
。

（　

）
３０る
〉
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は
平
等
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
平
等
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
こ
れ
は
科
学
的
に
は
実
証
で
き
な
い
命
題
だ
ろ
う
。
そ
れ

故
に
、
福
沢
は
「
い
え
り
」
と
い
う
間
接
話
法
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

実
は
、
福
沢
は
生
涯
を
通
し
て
、
実
証
や
経
験
を
超
え
た
絶
対
的
な
神
の
よ
う
な
も
の
を
、
自
分
の
議
論
の
基
礎
に
置
く
こ
と
を

極
力
避
け
る
思
想
家
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
実
証
や
実
例
や
経
験
か
ら
論
ず
る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
ラ
ン

ド
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
自
身
が
牧
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
は
、recip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
を
ど
の
よ
う
に

根
拠
づ
け
て
い
る
か
。
自
分
が
神
に
よ
り
創
ら
れ
た
自
由
独
立
な
人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
者
も
同
じ
だ
。
神
が
創
っ
た
同
じ
人

間
の
自
由
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
説
明
を
し
い 

ま
た
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

（
仁
恵
・
博
愛
）
も
、
博
愛
を
行
う
心
を
備
え
た

も
の
と
し
て
人
間
は
神
に
創
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
い 

し
か
し
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
い
福
沢
は
、
そ
の
よ
う
に

神
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
彼
が
良
し
と
す
る
所
で
も
な
か
っ
た
。

　

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
期
に
、
福
沢
が
あ
ら
た
め
てb

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

を
支
持
す
る
発
言
を
し
な
が
ら
、
神
と
は
異 

な
る
論
拠
か
ら
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
明
治
三
十
年
刊
の
『
福
翁
百
話
』
第
十
一
話
、「
善
心
は
美
を
愛
す
る
の
情
に

出 

と
い
う
題
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
人
間
は
美
し
い
も
の
、
耳
に
心
地
よ
い
も
の
を
好
む
の
と
同
じ
よ
う
に
、
善
い
こ
と
を
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、
何
か
を
相
手
の
た
め
に
し
て
あ
げ
て
、
そ
の
人
が
喜
ぶ
と
う
れ
し
い
と
い
う
情
が
人
間
に
は
あ
る
の
だ

と
福
沢
は
論
じ
て
い
る
。
経
験
的
な
人
間
観
察
の
結
果
と
し
て
、
他
者
の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
を
、
美
し
い
物
や
心
地
よ
い
音
へ
の

欲
求
な
ど
と
同
列
の
人
間
の
本
能
的
欲
望
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
続
く
第
十
二
話
「
恵
与
は
人
の
為

め
に
非
ず
」
で
は
、
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
と
い
う
の
は
、
実
は
人
の
た
め
で
は
な
く
、
す
る
人
自
身
の
た
め
な
の
だ
と
言
う
。

自
分
自
身
が
そ
う
す
る
と
う
れ
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
や
っ
て
い
る
か
ら
、
相
手
が
喜
ぼ
う
が
喜
ぶ
ま
い
が
そ
れ
は
二
次
的
な
も
の

で
あ
る
。「
寄
付
、
寄
進
、 
義  
捐 
等
も 
都 
て 
是 
れ
先
方
の
為
に
非
ず
、
自
分
の
慈
善
心
を
満
足
せ
し
む
る
の
方 

と
あ
る
。「
寄
付
、

ぎ 
え
ん 

す
べ 

こ

（　

）
３１る
。

（　

）
３２る
。

（　

）
３３ず
」

（　

）
３４便
」
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寄
進
、
義
捐
」
す
わ
な
ち
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
類
す
る
行
為
を
人
間
の
欲
望
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
『
福
翁
百
話
』
十
一
編
の
論
の
進
め
方
は
、
伊
藤
仁
斎
の
『
語
孟
字
義
』「
情
」
の
行
論
と

極
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
仁
斎
も
、
人
間
が
善
を
行
う
の
は
、
美
し
い
も
の
を
見
た
り
、
い
い
音
を
き
い
た
り
美
味
い
も
の
を
食
べ

た
り
し
た
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
な
情
と
し
て
善
を
好
む
か
ら
だ
と
説
い
て
い 

お
そ
ら
く
福
沢
は
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
が
論

拠
と
し
た
神
と
は
異
な
る
説
明
を
、
こ
の
よ
う
な
仁
斎
の
思
想
の
中
に
見
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
経
験
的
に
見
れ
ば
人

間
に
は
、
自
分
を
満
足
さ
せ
る
欲
望
の
一
つ
と
し
て
、
人
の
た
め
に
何
か
を
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
説
明
は
用
意
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
説
明
は
抽
象
的
で
あ
り
、
一
般
読
者
の
実

感
に
訴
え
る
と
こ
ろ
は
小
さ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
だ
れ
も
が
イ
メ
ー
ジ
を
し
や
す
い
実
例
を
挙
げ
て
論
ず
る
の
が
福

沢
の
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
も
し
ば
し
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
議
論
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。
第
七

編
で
、「
人
民
の
権
義
」
を
主
張
し
「
唯
正
理
を
唱
て
政
府
に
迫
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
民
の
権
利
の
主
張
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
佐
倉
宗
五
郎
を
挙
げ
る
が
如
き
で
あ 

村
落
共
同
体
を
基
盤
と
し
、
そ
の
共
同
体
の
利
益
を
主
張

し
た
一
七
世
紀
の
名
主
と
、
人
民
主
権
に
基
づ
く
抵
抗
権
の
思
想
と
が
、
歴
史
的
に
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
歴
史
を
越
え
て
佐
倉
惣
五
郎
を
例
と
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
は
理
解
が
し
や
す
く
な
る
。
同
様
に
、

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

を
説
明
す
る
と
き
も
、
具
体
的
な
事
例
を
持
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
日
本
で
多
く
の
者
が
理
解
し
や
す

い
、
地
主
と
小
作
の
間
の
温
情
的
な
関
係
を
例
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
実
は
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
無
理
が
あ
る
。
過
去
の
実
例
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
の
在
り
方
と
本
当
は
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
。
地
主
小
作
の
間
の
温
情
も
江
戸
時
代
以
来
の
農
村
の
実
態
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
福
沢
は
、
旧
時
代
の
実

態
も
含
め
て
実
例
と
し
て
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
主
と
小
作
人
の
間
の
「
情
誼
の
温
な
る
」
関
係
と
い
う
誰
に
で
も
す

（　

）
３５る
。

（　

）
３６る
。
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ぐ
に
わ
か
る
現
象
の
み
を
取
り
上
げ
て
、b

en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

の
理
解
し
て
も
ら
い
や
す
い
実
例
と
し
て
使
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
現

象
を
歴
史
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
実
例
と
し
て
使
う
。
こ
れ
は
、
西
洋
思
想
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
際
の
福
沢
の
や
む
を
得

ざ
る
手
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
─
近
代
社
会
の
原
点
を
考
え
る

　

こ
の
時
期
の
福
沢
が
、
資
本
主
義
が
展
開
し
て
く
る
中
で
、
改
め
て
社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
精
神
の
一
つ
と
し
てb

en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

（
仁
恵
・
博
愛
）
の
必
要
性
に
思
い
至
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
福
沢
はb

en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

に
期
待
し
た
の
か
。
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
そ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　

福
沢
は
、
人
間
社
会
の
基
本
は
、
各
人
が
自
分
の
利
益
を
考
え
、
そ
れ
を
守
り
、
そ
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
た
。

た
だ
し
、
近
代
の
社
会
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

な
ぜ
か
。
当
時
、
帝
国
大
学
出
身
の
エ
リ
ー
ト
が
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
、
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
を
学
ん
で
戻
っ
て
き
て
い
た
。

彼
等
は
、
新
進
の
官
僚
と
協
力
し
社
会
政
策
の
実
行
を
唱
え
て
い
た
。
こ
の
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
が
、
お
そ
ら
く
新
し
い
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
危
惧
が
福
沢
に
は
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
国
家
が
あ
た
か
も
優
し
い
父
母
と

し
て
、
国
民
を
子
ど
も
の
よ
う
に
守
る
。
そ
う
い
う
国
家
、
社
会
が
で
き
て
い
く
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

が
一
つ
で
あ
る
。

　

実
際
、
日
本
の
社
会
は
、
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
理
念
を
掲
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
親
世
代
は
、
小
学
校
の
時
に
国
語

読
本
で
、「
天
皇
陛
下
を
神
と
も
あ
お
ぎ
、
親
と
も
慕
い
て
お
仕
え
申
す
」
と
教
え
ら
れ
、
老
人
に
な
っ
て
も
そ
の
言
葉
を
忘
れ
て
い

な
い
者
が
多
か
っ
た
。
国
民
は
父
母
の
よ
う
な
天
皇
陛
下
の
も
と
で 
赤  
子 
で
あ
り
、
国
家
は
父
母
の
よ
う
に
国
民
を
慈
し
み
愛
し
守

せ
き 
し
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る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
理
想
と
す
る
部
分
が
か
つ
て
の
日
本
に
は
あ
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
時
代
へ
の
抵
抗
だ
ろ
う
。
福
沢
は
こ
の
頃
か
ら
、
左
右
両
面
の
新
た
な
思
潮
の
勃
興
を
前
に
し
て
、
見
方
に
よ
っ
て

は
時
代
思
潮
に
遅
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
年
代
に
な
る
と
、
福
沢
は
当
時
若
手
の
論
者
だ
っ
た
徳
富
蘇
峰
か
ら
「
天

保
の
老
人
」
と
呼
ば
れ
、
す
で
に
時
代
遅
れ
の
世
代
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ 

　

ま
た
、
福
沢
自
身
も
、
時
代
が
自
分
を
置
い
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
、
な
に
か
し
ら
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て

い 

し
か
し
、「
天
保
の
老
人
」
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
の
一
徹
さ
で
、
最
後
ま
で
守
り
た
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

福
沢
は
、
資
本
主
義
の
将
来
に
対
し
て
も
、
実
は
、
必
ず
し
も
バ
ラ
色
の
未
来
を
思
い
描
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
資
本
主
と

職
工
」（
社
説
Ⅰ
）
で
は
、「
文
明
の
趨
勢
、
遂
に
防
ぐ
可
ら
ざ
る
に
似
た
れ
ど
も
、 
扠 
い
よ 

進
歩
し
い
よ 

切
迫
し
て
例
の

さ
て

欲
心
丸
出
し
の
殺
風
景
に
至
る
ま
で
は
、
尚
ほ
多
少
の
歳
月
」
と
述
べ
て
い
る
。
資
本
主
義
は
展
開
し
出
す
と
、
人
間
の
欲
望
が
む

き
出
し
と
な
っ
た
殺
風
景
が
生
じ
る
。
す
で
に
西
洋
諸
国
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。
日
本
も
い
ず
れ
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
右
の
引
用
に

見
る
よ
う
に
、
福
沢
は
そ
れ
を
避
け
が
た
い
こ
と
と
見
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
は
な
お
し
ば
ら
く
の
猶
予
が
あ
る
と
も
考
え
て

い
た
。
そ
の
猶
予
の
中
で
何
を
す
べ
き
か
。

　

福
沢
が
こ
の
時
機
に
執
筆
し
て
い
る
『
女
大
学
評
論
・
新
女
大
学
』
や
『
福
翁
百
話
』『
福
翁
百
余
話
』
あ
る
い
は
編
纂
に
加
わ
っ

た
「
修
身
要
領
」
を
見
る
と
、
形
成
期
の
近
代
社
会
の
理
想
が
再
び
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
近
代
社
会
が

形
成
さ
れ
る
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
が
少
な
く
と
も
理
念
と
し
て
は
持
っ
て
い
た
近
代

社
会
像
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
が
挙
げ
たp

erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

（
自
由
・
独
立
）
とrecip

ro
city

 
 
   
  
    

（
平
等
）
とb

en
evo
len
c

 
  
   
   
 e  

（
仁
恵
・
博
愛
）
の
三
つ
か
ら
成
る
社
会
で
あ
る
。

（　

）
３７る
。

（　

）
３８る
。

J
J
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そ
の
社
会
の
基
本
はp

erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

とrecip
ro
city

 
 
   
  
    

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
加
え
て

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
形
成
期
の
近
代
社
会
が
理
想
と
し
て
持
っ
て
い
た
社
会
像
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、

ま
だ
時
間
の
猶
予
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
に
飛
び
つ
く
前
に
、
こ
の
段
階
で
も
う
一
度
き
ち
ん
と
近
代
社
会
と

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
機
の
福
沢
の
想
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
福
沢
の
思
想
を
今
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
今
の
社
会
問
題
は
と
て
も
そ
ん
な
博
愛
と
か
慈
善
と
い
っ
た

悠
長
な
こ
と
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、p

erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

とrecip
ro
city

 
 
   
  
    

、
そ
し
て
そ
れ
に
付
加
さ
れ
た

b
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

を
理
想
と
し
た
社
会
形
成
を
経
な
い
で
近
代
資
本
主
義
が
進
ん
だ
場
合
と
、
そ
う
い
う
理
想
を
社
会
が
共
有
し
た
経

験
を
持
っ
た
う
え
で
近
代
資
本
主
義
が
進
ん
だ
場
合
と
で
は
、
や
は
り
違
い
が
あ
る
。

　

日
本
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
場
合
、
お
そ
ら
く
こ
の
三
点
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で

不
幸
な
時
代
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
も
地
球
上
に
は
、
指
導
者
を
父
や
母
の
よ
う
に
位

置
づ
け
、
そ
の
指
導
者
の
恩
恵
に
国
民
が
涙
す
る
か
の
よ
う
な
国
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
国
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の

か
。

　

資
本
主
義
の
展
開
に
際
し
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
近
代
社
会
と
い
う
も
の
の
意
味
を
も
う
一
度
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
福
沢
は

そ
う
い
う
意
図
を
持
っ
て
工
場
法
に
も
対
峙
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
も
受
け
止
め
な
く
て
は
い
け
な

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
付
記　

本
稿
は
平
成
二
十
七
年
七
月
三
日
に
行
わ
れ
た
第
七
〇
〇
回
三
田
演
説
会
の
講
演
録
「
福
沢
諭
吉
と
資
本
主
義
─
工
場
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
中

心
と
し
て
」（『
三
田
評
論
』
一
一
九
三
号
、
二
〇
一
五
）
に
大
幅
な
加
筆
修
正
と
注
記
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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（
１
）　

社
会
政
策
学
会
に
つ
い
て
は
、
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
学
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
五
八
、
石
田
雄
『
日
本
の
社
会
科
学
』
東
京
大
学
出
版

会
・
一
九
八
四
な
ど
に
よ
る
。

（
２
）　

工
場
法
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
、
池
田
信
『
日
本
社
会
政
策
思
想
史
論
』
東
洋
経
済
新
報
社
・
一
九
七
八
、
下
田
平
裕
身
「
明
治
労
働
政
策
思

想
の
形
成
（
上
）
─
明
治
三
五
年
工
場
法
成
立
過
程
の
分
析
」『
経
済
と
経
済
学
』
第
三
一
号
・
一
九
七
二
な
ど
に
よ
る
。

（
３
）　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
時
事
新
報
』
の
論
説
は
無
署
名
で
あ
る
た
め
、
福
沢
諭
吉
が
執
筆
し
た
か
否
か
を
確
証
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。

確
証
で
き
る
の
は
、
自
筆
原
稿
が
残
っ
て
い
る
か
、
書
翰
な
ど
か
ら
執
筆
し
た
こ
と
が
傍
証
で
き
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
『
時
事
新
報
』
紙
上
に

発
表
後
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
論
説
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
職
工
条
例
」
に
関
す
る
四
論
説
は
、
い
ず
れ
も
福
沢
執
筆
の

確
証
は
取
れ
な
い
論
説
だ
が
、
論
旨
と
し
て
福
沢
の
他
の
主
張
と
矛
盾
し
な
い
と
考
え
、
福
沢
執
筆
か
、
な
い
し
は
福
沢
の
影
響
下
に
書
か
れ
た

も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）　

慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
五
八
一
─
五
八
四
頁
。

（
５
）　

同
、
五
八
六
─
五
八
九
頁
。

（
６
）　

慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
一
二
一
─
一
二
四
頁
。

（
７
）　

同
、
一
二
四
─
一
二
七
頁
。

（
８
）　

鹿
野
政
直
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
新
評
論
社
、
一
九
五
六
。

（
９
）　

前
掲
、
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
学
史
』。

（　

）　

安
川
寿
之
輔
『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
構
造
』
新
評
論
、
一
九
七
〇
。

１０
（　

）　

藤
原
昭
夫
『
福
沢
諭
吉
の
日
本
経
済
論
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
。
特
に
、
同
書
第
四
章
第
二
節
、「
福
沢
諭
吉
と
「
工
場
法
」
─
晩
年
の

１１

福
沢
の
経
済
思
想
の
一
つ
の
側
面
」
は
、
工
場
法
に
関
す
る
福
沢
の
議
論
を
福
沢
同
時
代
の
歴
史
的
状
況
に
照
ら
し
て
客
観
的
に
検
討
し
て
お
り
、

本
稿
は
、
こ
の
藤
原
の
研
究
に
強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
藤
原
の
研
究
か
ら
大
き
く
出
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
研

究
に
新
た
な
一
視
点
を
付
加
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。　

な
お
、
鹿
野
政
直
、
住
谷
悦
治
、
安
川
寿
之
輔
の
福
沢
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
福
沢

諭
吉
の
日
本
経
済
論
』
第
四
章
第
二
節
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
彼
等
の
議
論
の
要
点
を
行
論
に
必
要
な
範
囲
内
で
ご
く
大

づ
か
み
示
す
に
留
め
た
。

（　

）　

松
崎
欣
一
「
解
説
」（
松
崎
欣
一
校
編
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
第
一
二
巻
福
翁
自
伝
福
沢
全
集
緒
言
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
五
四
八

１２
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頁
。

（　

）　
「
修
身
要
領
」
は
、
慶
應
義
塾
編
発
行
『
慶
應
義
塾
百
年
史
中
巻
（
前
）』
一
九
六
〇
、
四
六
五
─
四
六
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

１３
（　

）　

井
上
哲
次
郎
「
独
立
自
尊
主
義
の
道
徳
を
論
ず
」『
哲
学
雑
誌
』
第
一
五
巻
第
一
六
〇
号
、
一
九
〇
〇
、
五
〇
〇
頁
。

１４
（　

）　

伊
藤
正
雄
『
福
沢
諭
吉
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
。

１５
（　

）　

P
erso
n
al
lib
erty

 
    
 
      
    

に
つ
い
て
は
、F.

W
aylan

d
,

 
   
     
 
  E

lem
ents

of
M
oral

Science

 
   
         
            

(B
o
sto
n
:
G
o
u
ld
an
d
L
in
co
ln
,
1870

   
 
   
 
   
 
 
  
   
 
  
  
  
  
      

。
以
下M

oral
Science

 
            

１６

と
略
す)  
で
は
、
後
編
（B

o
o
k
S
eco
n
d

 
 
 
 
  
   
 
 

）
第
二
部
（P

art
II

 
      
）
第
一
門
（D

ivisio
n
I

 
      
 
  
）
第
一
類
（C

lass
I

 
      
）
第
一
章
（C

h
ap
ter
I

 
 
  
     
）
で‘P

er

  
  -  

so
n
al
L
ib
erty’

  
 
    
  
     

と
題
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
章
が
個
人
の
自
由
独
立
に
つ
い
て
の
福
沢
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（　

）　

福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
八
編
、
一
八
七
四
（
小
室
正
紀
・
西
川
俊
作
校
編
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
三
巻
学
問
の
す
ゝ
め
』
慶
應
義
塾
大

１７

学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
、
八
四
頁
）。

（　

）　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
八
編
の
前
半
は
、M
oral

Science

 
            

の
中
の‘P

erso
n
al
L
ib
erty’

  
    
 
    
  
      

のC
h
ap
ter

 
 
  
   

、
特
に
そ
の
緒
論
とS

ectio
n
I:
N
atu
re

 
     
 
     
   
  
 

１８

o
f
P
erso
n
al
L
ib
erty

 
   
    
 
    
  
    

と
に
、
か
な
り
忠
実
に
則
っ
て
い
る
。

（　

）　

前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、
八
四
頁
。

１９
（　

）　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
八
編
で
は
、
個
人
は
自
か
ら
の
「
身
体
」「
智
恵
」「
情
欲
」「
至
誠
の
本
心
」「
意
志
」
を
自
由
に
行
使
す
べ
き
存
在
と
し
て

２０

い
る
（
同
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
八
四
─
八
五
頁
）
が
、
こ
れ
はM

oral
Science

 
            

の‘b
o
d
y’,
‘u
n
d
erstan

d
in
g
’,
‘p
assio

n
s
a

  
 
 
      
 
 
      
 
  
 
     
     
 
  
 n

d
d
esires’,

‘co
n

 
 
  
     
       
 

-  

scien
ce’,
‘w
ill’

     
       
    
（
前
掲
、M

oral
Science

 
            ,

p
.203

   
    

）
に
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
い
る
。

（　

）　

W
aylan

d

 
     
 

は
、
現
在
「
平
等
」
と
訳
さ
れ
る‘eq

u
ality’

   
 
      

も
、
例
え
ば
、M

oral
Science

 
            :

B
o
o
k
S
eco
n
d
,
D
ivisio

n
I

   
 
 
 
  
   
 
 
   
      
 
  

の
冒
頭
で‘recip

ro
city

   
   
  
    ’  

２１

に
つ
い
て
総
説
し
て
い
る
箇
所
で
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
西
洋
事
情
外
編
』
の
原
著
、Jo

h
n
H
ill
B
u
rto
n
,

 
 
 
 
  
     
 
   
 
  Political

E
conom

y
for
use
in

           
     
             

Schools
and

for
Private

Instructio

                                  n  

で
も‘eq

u
ality’

   
 
      

が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
英
語
の
表
現
に
対
応
し
て
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
二
編

で
は
、
人
間
の
平
等
に
つ
い
て
「
人
た
る
者
は
常
に
同
位
同
等
の
趣
意
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
人
間
世
界
に
最
も
大
切
な
る
こ
と
な
り
。
西
洋
の
言

葉
に
て
こ
れ
を
「
レ
シ
プ
ロ
シ
チ
」
又
は
「
エ
ク
ウ
ヲ
リ
チ
」
と
云
う
。」（
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
二
編
、
二
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（　

）　

同
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
八
編
、
八
六
頁
。
な
お
、
こ
の
引
用
部
分
は
以
下
の
文
中
の
下
線
部
分
を
達
意
に
意
訳
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。‘H

e

 
 
  

２２

m
ay
n
eed

so
ciety,

b
u
t
every

 
   
 
   
 
  
       
 
 
  
     
 one

   

n
eed
s
it
eq
u
ally

w
ith

 
 
   
  
   
  
 
     
 
   
 every

other
one;

                
an
d
h
en
ce
all
en
ter
in
to
it
u
p
o
n
te

 
  
 
 
 
  
   
    
  
    
  
  
 
   
 
 
 
 
 
  rm

s
o
f
strict

  
  
 
  
       

an
d
evid
en
t
recip

ro
city.

If
th
e
in
d
i

  
 
 
    
  
  
  
   
  
      
   
  
  
  
 
 vid

u
al
u
se
th
ese
p
o
w
ers
acco
rd
in
g
to

   
 
   
 
   
  
    
 
 
 
    
    
  
  
 
 
  

th
e
law
s
im
p
o
sed

b
y
h
is
C
reato

r,
h
i

 
  
  
   
  
  
 
 
   
 
 
  
 
   
 
  
   
   
 
 s

C
reato

r
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h
o
ld
s
h
im
in
th
is
resp
ect
g
u
iltless.

 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
   
  
  
    
 
 
         

If
h
e
u
se
th
em
in
su
ch
m
an
n
er
as
n
o
t

   
 
  
 
   
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
   
   
 
 
 

to
in
terfere

w
ith
th
e
u
se
o
f
th
e
sa

 
  
 
  
       
 
 
   
 
  
  
 
   
 
  
  
  
  m

e
p
o
w

 
  
 
 
 

-  

ers
w
h
ich
G
o
d
h
as
b
esto
w
ed
u
p
o
n
h
is

     
 
   
  
 
 
  
    
    
 
  
  
 
 
 
  
   n

eig
h
b
o
r,
h
e
is,
as
it
resp
ects

h
is

 
   
 
 
 
    
              
  
      
   n

eig
h
b
o
r,
w
h
eth
er
th
at
n
eig
h
b
o
r
b
e
a

 
   
 
 
 
    
 
   
     
    
   
 
 
 
   
   n

in
d
ivid

 
   
 
    

-  

u
al
o
r
th
e
co
m
m
u
n
ity,
to
b
e
h
eld
g
u
i

 
   
 
  
  
  
  
 
 
 
 
     
  
 
 
  
 
   
 
 
 
 ltless.

S
o
lo
n
g
as
h
e
u
ses
th
em
w
ith

        
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
    
  
  
 
 
   

in
th
is
lim
it,
h
e
h
as
a
rig
h
t,
so
fa

  
 
  
   
   
    
 
  
 
   
  
   
 
   
  
 
  r

as
h
i

  
   
 
 s   

fello
w
-m
en
are
co
n
cern
ed
,
to
u
se
th
e

     
 
  
  
    
   
 
    
  
    
  
     
 m

in
th
e
m
o
st
u
n
lim
ited

sen
se,

 
   
   
   
 
    
 
   
    
    
    suo

arbitrio

            ,
at
h
is
o
w
n
d
iscretio

n
.’

      
    
 
 
  
     
   
 
  （
前
掲M

oral
Sci-

 
         

enc

   e  ,
p
.

   
 2  02   
─2  03   

）。

（　

）　

前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
八
八
頁
。

２３
（　

）　

同
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
一
一
編
、
一
一
七
頁
。

２４
（　

）　

同
、
一
一
六
頁
。

２５
（　

）　

同
、
一
一
七
頁
。

２６
（　

）　

M
oral

Scienc

 
           e  

は
、
大
き
く
前
編
（B

o
o
k
I

 
 
 
 
  
）
と
後
編
（B

o
o
k
II

 
 
 
 
   
）
に
別
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
第
一
部
（P

art
I

 
     
）
と
第
二
部
（P

art
II

 
      
）
に

２７

別
れ
て
い
る
。
福
沢
が
特
に
参
考
と
し
た
の
は
、
こ
の
第
二
部
（P

art
II

 
      
）
だ
が
、
こ
の
部
は
、‘D

u
ties

to
M
an
’

 
 
 
       
  
  
  

と
い
う
表
題
で
、
副
題
が

‘R
ecip
ro
city

an
d
b
en
evo
len
ce’

  
    
  
       
 
  
  
   
   
   

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
部
は
二
つ
の
門
に
別
れ
、
第
一
門
（D

ivisio
n
I

 
      
 
  
）
が‘R

ecip
ro
city’

  
    
  
     
、
第
二
門 

（D
ivisio

n
II

 
      
 
   
）
が‘B

en
evo
len
ce’

  
  
   
   
   

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、P

erso
n
al
L
ib
erty

 
    
 
    
  
    

に
つ
い
て
は
、R

ecip
ro
city

 
    
  
    

を
扱
っ
て
い
る
第
一
門
の
中
で
章

を
建
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
も
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
が
、P

erso
n
al
L
ib
erty

 
    
 
    
  
    

とR
ecip
ro
city

 
    
  
    

とB
en
evo
len
ce

 
  
   
   
  

の
三
つ
を
、
近

代
社
会
の
基
本
理
念
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（　

）　

例
え
ば
、M

oral
Scienc

 
           e  

の
阿
部
泰
三
訳
『
修
身
論
』
文
部
省
発
行
（
一
八
七
四
）
で
は
、「
仁
恵
」
と
訳
し
て
い
る
。
な
お
、
阿
部
泰
三
訳

２８

『
修
身
論
』
は
、B

ib
lio
g
rap
h
ical
D
atab
ase
o
f
K
eio
E
co

 
  
   
 
   
 
      
    
     
   
   
  
  

n
o
m
ists

 
 
 
    

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

例
え
ば
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、
本
質
的
に
独
立
し
た
完
全
な
一
個
の
身
体
で
あ
り
、
そ
の
身
体
は
自
か
ら
が
自
か
ら
の
主
人
で
あ
る
た
め
の
あ
ら

２９

ゆ
る
事
に
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
は
自
分
の
力
を
如
何
に
使
う
か
に
関
し
て
神
の
負
託
に
こ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
小
室

訳
）
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
個
人
が
自
分
の
能
力
を
自
由
に
発
揮
す
る
こ
と
は
神
の
負
託
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
な
お
、
右
の
訳
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。‘E

very
h
u
m
an
b
ein
g
is,
b
y
h
is
co
n
sti

 
 
    
  
 
 
  
  
   
 
      
   
     
 
   tu

tio
n
,
a
sep
arate,

d
istin
ct,
an
d
co

  
   
 
       
        
     
      
 
   

m
p
lete

 
 
     

system
,
ad
o
p
ted
to
all
th
e
p
u
rp
o
ses

      
  
  
 
 
   
 
  
 
    
  
  
 
 
  
 
    

o
f
self-g

o
vern
m
en
t,
an
d
resp
o
n
sib
le,

 
  
      
 
    
 
  
   
  
 
 
  
  
 
 
   
   

sep
arately,

to
G
o
d
fo
r
th
e
m
an
n
er
i

 
   
         
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
   
 n

w
h
ich

 
 
 
 
   
 

h
is
p
o
w
ers
are
em
p
lo
yed
’

 
    
 
 
       
   
 
  
   
  (  M

oral
Science

 
            ,

p
.202)

   
     

。
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（　

）　

一
九
九
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
八
編
で
、
個
人
の
自
由
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
福
沢
は
「
そ
の
論
（M

o
ral

 
 
    

３０
S
cien
ce

 
    
  

）
の
大
意
に
云
く
…
…
」
と
し
て
述
べ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
に
自
由
の
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
。

（　

）　

例
え
ば
、
人
間
の
平
等
を
、
次
の
よ
う
に
神
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。‘B
u
t,
view
ed
in
an
o
th
er
lig
h
t,
all
m

 
 
 
       
  
   
   
 
  
      
 
        

en
are
p
laced

u
n
d
er
cir

  
    
  
     
  
 
 
      -  

３１

cu
m
stan
ces
o
f

  
 
    
    
 
  perfect

equalit

               y  .
E
ach

sep
arate

in
d
ivid
u
al
is
create

  
 
   
 
   
      
  
 
    
 
   
   
   
   d

w
ith
p
recisely

 
 
 
   
 
 
  
       the

sam
e
right

to
use

       
              

th
e
ad
van
tag
es

 
  
  
  
   
   
   

w
ith
w
h
ich
G
o
d
h
as
en
d
o
w
ed
h
im
as
ev

 
   
  
 
   
  
 
 
  
     
 
 
 
  
  
  
      ery

o
th
er
in
d
ivid
u
al.’

   
  
  
     
 
    
 
     (  M

oral
Science

 
            ,

p
.192)

   
     

。「
し
か
し
他
面
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人

間
は
完
全
な
平
等
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
個
々
の
独
立
し
た
個
人
は
、
神
が
彼
に
与
え
た
も
う
た
能
力
を
使
う
こ
と
に
関
し
て
、
他
の
者
達
と

全
く
同
じ
権
利
を
備
え
た
も
の
と
し
て
神
に
よ
り
造
ら
れ
て
い
る
。」（
小
室
訳
）。

（　

）　

‘H
e
(G
o
d
)
m
an
ifests

h
im
self

to
u
s
as

  
  
  
 
 
  
 
  
       
 
  
     
  
 
 
  
  

b
o
u
n
d
less

in
b
en
evo
len
ce.
H
e
h
as
p
l

 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
  
   
   
    
 
  
 
   
 
 aced

u
s
u
n
d
er
a
co
n
stitu
tio
n
in
w
h
ic

    
 
 
  
 
 
 
   
  
  
 
     
   
 
 
  
 
 
 
  h

w
e

 
 
 
  

３２

m
ay,
at
h
u
m
b
le
d
istan

ce,
im
itate

h
im

 
        
 
 
 
    
     
      
       
  

.’    (  M
oral

Science

 
            ,

p
.374)

   
     

。「
神
は
限
り
な
き
博
愛
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
神
は
、
た
と
え
及
び

は
つ
か
な
く
と
も
、
我
々
を
し
て
そ
の
神
に
見
習
う
よ
う
に
し
て
い
る
」（
小
室
訳
）。

（　

）　

福
沢
諭
吉
「
善
心
は
美
を
愛
す
る
の
情
に
出
ず
」『
福
翁
百
話
』
明
治
二
九
年
（
服
部
禮
次
郎
校
編
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
十
一
巻
福
翁
百
話
』
慶

３３

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
、
三
五
─
三
六
頁
）。

（　

）　

同
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
第
十
一
巻
福
翁
百
話
』
三
七
頁
。

３４
（　

）　
『
語
孟
字
義
』
原
文
を
書
き
下
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
目
の
美
色
を 
視 
ん
こ
と
を
欲
し
、
耳
の 
好  
音 
を
聴
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
口
の
美
味
を

み 

こ
う 
い
ん

３５

食
ら
わ
ん
こ
と
を
欲
し
、
四
支
の
安
逸
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
、
是
れ
情
。
父
子
の 
親 
は
性
な
り
。
父
は
必
ず
そ
の
子
の
善
を
欲
し
、
子
は
必
ず
そ

し
ん

の
父
の 
寿  
考 
を
欲
す
る
は
情
な
り
。
又
曰
く
、「
善
を
好
み
し
悪
を
悪
む
は
、
天
下
の
同
情
な
り
」。」
伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』（
清
水
茂
校
注

じ
ゅ 
こ
う

『
日
本
思
想
大
系
三
三
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
五
六
─
五
七
頁
）。

（　

）　

前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
七
編
、
七
一
─
八
二
頁
。

３６
（　

）　

徳
冨
猪
一
郎
『
新
日
本
之
青
年
』
集
成
社
書
店
、
一
八
八
七
、
四
頁
（
国
文
学
資
料
館
、
近
代
書
誌
・
近
代
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。

３７
（　

）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
小
室
正
紀
・
松
崎
欣
一
共
著
「
解
題
」（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）

３８

に
詳
し
い
。
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