
は
じ
め
に

　

福
澤
諭
吉
に
対
す
る
一
般
的
心
象
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
初
編
一
八
七
二
、合
本
一
八
八
〇
刊
）
や
『
文
明
論
の
概
略
』（
一
八
七
五
）

と
い
っ
た
明
治
初
期
の
著
作
に
示
さ
れ
る
、
欧
米
近
代
の
政
治
・
社
会
制
度
や
価
値
規
範
の
紹
介
等
の
業
績
、
あ
る
い
は
明
治
新
政
府

と
一
定
の
距
離
を
と
り
つ
つ
、『
時
事
新
報
』
な
ど
の
媒
体
を
通
じ
て
行
っ
て
い
た
時
事
問
題
に
対
す
る
評
論
や
提
言
、
そ
し
て
慶
應

義
塾
の
創
設
に
象
徴
さ
れ
る
教
育
者
と
し
て
の
活
動
と
業
績
等
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

当
然
そ
の
内
容
は
、「
知
の
尊
重
と
普
及
」
と
い
っ
た
意
味
で
の
「
啓
蒙
」
の
実
践
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
近
代
欧
米
の
価
値
規

範
と
し
て
の
「
個
人
の
自
由
、
人
間
の
自
律
性
の
尊
重
と
、
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
た
公
正
な
競
争
や
切
磋
琢
磨
に
よ
る
社
会
的
地
位
の

確
立
や
国
家
の
自
尊
と
独
立
」
と
い
っ
た
自
由
主
義
的
観
念
の
推
進
と
定
着
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る（
１
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
「
脱
亜
論
」（『
時
事
新
報
』
論
説
、
一
八
八
五
、三
月
十
六
日
）
に
お
け
る
、
西
洋
列
強
の
対
外
政
策
と

同
様
の
内
容
に
よ
っ
て
朝
鮮
を
「
処
分
」
す
る
と
い
っ
た
表
現
に
み
ら
れ
る
考
え
を
、
対
外
拡
張
主
義
・
帝
国
主
義
的
政
策
の
提
言
と

解
釈
す
る
こ
と
で
、
個
人
的
範
疇
の
権
利
な
ど
よ
り
は
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
の
発
展
を
、
欧
米
近
代
国
家
の
発
展
と
同
様
の
内
容

福
澤
諭
吉
に
お
け
る
日
本
人
観
の
変
遷

　
　

―
『
通
俗
国
権
論
』
前
後
の
比
較
を
中
心
と
し
て 

―
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に
よ
っ
て
指
向
し
た
人
物
と
把
握
す
る
理
解
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
把
握
は
当
然
国
家
主
義
的
か
つ
権
力
同
調
的
な
傾
向
と
し
て
示

さ
れ
る
た
め
、
前
記
の
自
由
主
義
的
側
面
を
強
調
す
る
把
握
と
は
対
立
す
る
理
解
と
な
る
。

　

社
会
的
・
政
治
的
な
分
野
に
お
け
る
思
想
家
と
し
て
福
澤
の
本
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
福
澤
自
身
の
著
作
と

し
て
、
国
家
論
や
人
権
論
を
含
め
た
社
会
・
政
治
思
想
を
原
理
的
か
つ
総
体
的
に
ま
と
め
た
も
の
が
な
い（
２
）以

上
、
関
連
す
る
著
作
を
取

り
上
げ
、
そ
の
文
言
の
解
釈
の
み
か
ら
確
定
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
福
澤
理
解
に
立
っ
た
上
で
、
本
稿
で
は
最
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
文
明
論
之
概
略
』
に
始
ま
り
、

『
通
俗
民
権
論
』『
通
俗
国
権
論
』
等
、
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
の
体
制
が
固
ま
り
か
け
る
ま
で
の
時
期
の
著
作
を
中
心
と
し
て
「
日

本
と
い
う
国
家
の
あ
り
方
」
や
「
日
本
人
へ
の
評
価
」
に
つ
い
て
の
福
澤
の
考
え
を
た
ど
り
、
そ
の
比
較
の
中
か
ら
可
能
な
限
り
彼
の

社
会
・
政
治
思
想
の
内
実
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

本
稿
に
お
い
て
右
記
の
著
作
を
選
ん
だ
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
通
俗
国
権
論
』
前
後
を
境
と
し
て
、
人
権
や
国
家
、
さ
ら
に

は
日
本
お
よ
び
日
本
人
自
体
の
評
価
や
把
握
に
か
な
り
の
変
化
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一　

最
初
期
の
日
本
と
日
本
人
観

　

最
初
期
の
著
作
か
ら
日
本
お
よ
び
日
本
人
観
を
探
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
『
文
明
論
之
概
略
』
が
挙
げ
ら

れ
よ
う（

３
）。

両
著
作
と
も
に
表
題
な
い
し
主
題
上
は
社
会
・
政
治
思
想
と
し
て
「
日
本
お
よ
び
日
本
人
を
ど
う
捉
え
る
か
」
と
い
っ
た
問

題
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ら
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

１　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

　

周
知
の
よ
う
に
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
か
ら
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
か
け
て
一
七
冊
の
連
続
し
た

六
〇



冊
子
と
し
て
執
筆
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
の
福
澤
の
日
本
人
観
は
、
三
度
に
わ
た
る
外
国
渡
航
の
経
験
で
得
ら
れ
た
欧
米

の
文
明
度
の
高
さ
へ
の
実
感
を
背
景
と
し
て
、
ま
ず
「
文
明
」
の
水
準
を
学
術
、
商
売
（
経
済
）、
法
律
な
ど
に
関
す
る
実
状
か
ら
計

る
こ
と
が
出
来
る
と
指
摘
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

 

政
府
一
新
の
時
よ
り
、
在
官
の
人
物
、
力
を
尽
く
さ
ゞ
る
に
非
ず
、
そ
の
才
力
亦
拙
劣
な
る
に
非
ず
と
雖
も
、
事
を
行
う
に
当
た
り

如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
の
原
因
あ
り
て
、
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
も
の
多
し
。
そ
の
原
因
と
は
人
民
の
無
知
文
盲
、
即
是
な
り
。
政

府
既
に
そ
の
原
因
の
在
る
所
を
知
り
、頻
り
に
学
術
を
勧
め
、法
律
を
議
し
、商
法
を
立
る
の
道
を
示
す
﹇
等
﹈、或
は
人
民
に
説
諭
し
、

或
は
自
ら
先
例
を
示
し
、
百
万
そ
の
術
を
尽
く
す
と
雖
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
未
だ
実
行
の
挙
る
を
見
ず
、
政
府
は
依
然
た
る
専
制

の
政
府
、
人
民
は
依
然
た
る
無
気
無
力
の
愚
民
の
み
。
…
…
蓋
し
一
国
の
文
明
は
独
り
政
府
の
力
を
以
て
進
む
べ
き
も
の
に
非
ら
ざ

る
な
り（
４
）。

　

こ
う
し
た
日
本
人
＝
愚
民
観
に
立
脚
し
、文
明
化
の
推
進
を
阻
害
す
る
「
無
知
文
盲
」
の
状
態
か
ら
の
脱
却
の
強
調
に
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
の
意
図
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
白
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
日
本
国
人
民
の
民
度
の
低
さ
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
国
の
あ
り
方
を

背
景
と
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

 

我
全
国
の
人
民
、
数
千
百
年
専
制
の
政
治
に
窘
め
ら
れ
、
人
々
そ
の
心
に
思
う
所
を
発
露
す
る
能
わ
ず
。
…
…
欺
詐
術
策
は
人
生
必

需
の
具
と
為
り
、
不
誠
不
実
は
日
常
の
習
慣
と
為
り
、
恥
る
者
も
な
く
怪
む
者
も
な
く
、
一
身
の
廉
恥
既
に
地
を
払
て
尽
き
た
り
、

豈
国
を
思
う
に
遑
あ
ら
ん
や
。
政
府
は
こ
の
悪
弊
を
矯
め
ん
と
し
て
益
虚
威
を
張
り
、
こ
れ
を
嚇
し
こ
れ
を
叱
し
、
強
て
誠
実
に
移

六
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ら
し
め
ん
と
し
て
、
却
て
益
不
信
に
導
き
、
そ
の
事
情
恰
も
火
を
以
て
火
を
救
う
が
如
し
。」（
第
３
巻
、
三
八
―
九
頁
）。

　

本
来
国
（
政
府
）
と
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
一
国
は
猶
商
社
の
如
く
、
人
民
は
猶
社
中
の
人
の
如
く
、
一
人
に
て
主
客
二

様
の
職
を
勤
む
べ
き
者
な
り
」（
第
３
巻
、
七
二
頁
）
と
い
っ
た
表
現
に
示
さ
れ
る
様
に
、
一
種
の
契
約
関
係
に
基
づ
く
対
等
な
関
係

が
理
念
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
日
本
国
民
の
状
況
は
、
長
期
に
わ
た
る
専
制
的

統
治
体
制
に
よ
る
圧
政
的
支
配
に
慣
れ
、
不
正
不
実
が
一
般
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
対
等
な
関
係
ど
こ
ろ
か
、
日
本
国
民
が
「
国
を

思
う
」
こ
と
な
ど
期
待
し
よ
う
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
引
用
最
後
の
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
新
政
府
の
強
圧
的
対

応
も
当
然
国
民
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
に
対
し
て
効
果
が
な
い
こ
と
か
ら
、
新
政
府
の
行
っ
て
い
る
強
圧
的
政
策
は
、
対
応
と
し
て
は

誤
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
５
）。

　

こ
う
し
た
立
論
に
は
、
日
本
と
日
本
人
の
現
状
把
握
と
し
て
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
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
う
理
念
と
の
乖
離
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
の
理
解
が
あ
ろ
う
。
そ
の
乖
離
が
「
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
」

と
の
相
違
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、「
無
知
」
を
克
服
す
る
た
め
に
「
学
問（
６
）」

が
奨
励
さ
れ
る
、
と
い
う
論
旨
に
は
必
然
性
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
学
問
を
修
得
し
た
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
学
問
が
い
わ
ゆ
る
「
実
学
」
で
あ
る
以
上
、「
個
人
の
自
由
独
立
」
へ
の
結
び
つ
き
は
当
然
の

帰
結
と
理
解
で
き
る（
７
）。

し
か
し
、
そ
の
後
の
展
開
と
し
て
、
個
人
同
士
が
同
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
国
が
同
等
な
る
事
」
へ
結
び
つ
け
、

さ
ら
に
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
」（
第
３
巻
、
二
七
頁
）
こ
と
へ
つ
な
が
る
過
程
の
説
明
が
十
分
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑

問
が
残
る
。
し
か
し
福
澤
に
と
っ
て
は
、
国
の
独
立
自
体
が
国
民
次
第
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

六
二



　
 

人
民
皆
学
問
に
志
し
て
、
物
事
の
理
を
知
り
文
明
の
風
に
赴
く
こ
と
あ
ら
ば
、
政
府
の
法
も
尚
又
寛
仁
大
度
の
場
合
に
及
ぶ
べ
し
。

法
の
苛
き
と
寛
や
か
な
る
と
は
、唯
人
民
の
徳
不
徳
に
由
て
自
か
ら
加
減
あ
る
の
み
。
人
誰
か
苛
政
を
好
て
良
政
を
悪
む
者
あ
ら
ん
、

誰
か
本
国
の
富
強
を
祈
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
、
誰
か
外
国
の
侮
を
甘
ん
ず
る
者
あ
ら
ん
、
是
即
ち
人
た
る
者
の
常
の
情
な
り
。
今
の
世

に
生
れ
報
国
の
心
あ
ら
ん
者
は
…
…
先
ず
一
身
の
行
い
を
正
し
、
厚
く
学
に
志
し
、
博
く
事
を
知
り
、
銘
々
の
身
分
に
相
応
す
べ
き

ほ
ど
の
智
徳
を
備
え
て
、
政
府
は
そ
の
政
を
施
す
に
易
く
、
諸
民
は
そ
の
支
配
を
受
て
苦
み
な
き
よ
う
、
互
に
そ
の
所
を
得
て
、
共

に
全
国
の
大
平
を
護
ら
ん
と
す
る
の
一
事
の
み
、
今
余
輩
の
勧
る
学
問
も
専
ら
こ
の
一
事
を
以
て
趣
旨
と
せ
り
。（

第
３
巻
、
一
三
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
学
問
を
勧
め
る
目
的
は
、
政
府
と
国
民
が
協
力
し
て
「
国
の
独
立
」
を
保
つ
こ
と
に
移
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
論
調
は
、
三
編
に
お
い
て
更
に
強
力
に
主
張
さ
れ
る
。
三
編
は
「
国
は
同
等
な
る
こ
と
」
で
始
ま
る
が
、
ア
ジ
ア
、
ア

フ
リ
カ
諸
国
と
の
経
済
的
・
軍
事
的
格
差
を
背
景
と
し
て
欧
米
諸
国
は
「
自
国
の
富
強
な
る
勢
を
以
て
貧
弱
な
る
国
へ
無
理
を
加
え
ん

と
す
る
」
態
勢
に
あ
る
た
め
に
、「
我
日
本
国
人
も
今
よ
り
学
問
に
志
し
、
気
力
を
慥
か
に
し
て
、
先
ず
一
身
の
独
立
を
謀
り
、
随
て

一
国
の
富
強
を
致
す
」（
第
３
巻
、
二
六
―
二
七
頁
）
べ
き
こ
と
の
指
摘
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
「
随
て
」
で
結
ば
れ
て
い
る
一

身
の
独
立
と
一
国
の
独
立
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、「
本
国
の
た
め
を
思
う
こ
と
我
家
を
思
う
が
如
く
し
、
国
の
た
め
に
は
財

を
失
う
の
み
な
ら
ず
、
一
命
を
も
抛
て
惜
む
に
足
ら
ず
」（
第
３
巻
、
二
九
―
三
〇
頁
）
と
い
う
規
定
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
一
国
独

立
の
実
現
の
前
提
条
件
と
し
て
一
身
の
独
立
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
所
論
は
『
文
明
論
之
概
略
』
に
も
受
け
継
が
れ

る
こ
と
に
な
る（
８
）。

　

２　
『
文
明
論
之
概
略
』

　

明
六
社
で
の
学
者
、
思
想
家
ら
と
の
共
同
作
業
の
中
で
、
外
国
の
様
々
な
文
献
の
翻
訳
や
紹
介
な
ど
か
ら
脱
し
て
独
自
の
思
想
展
開

六
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の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
福
澤
は
、
一
八
七
四
年
頃
か
ら
文
明
論
の
構
想
を
練
り（

９
）、

お
よ
そ
一
年
を
か
け
翌
年
に
脱
稿
す

る
。
そ
の
中
で
福
澤
は
ま
ず
、「
文
明
論
と
は
人
の
精
神
発
達
の
議
論
な
り
。
そ
の
趣
意
は
一
人
の
精
神
発
達
を
論
ず
る
に
非
ず
、
天

下
衆
人
の
精
神
発
達
を
一
体
に
集
め
て
、
そ
の
一
体
の
発
達
を
論
ず
る
も
の
な
り
」（
第
４
巻
、
二
頁
）
と
規
定
す
る）

10
（

。
そ
し
て
明
治

初
期
に
お
い
て
当
面
の
到
達
目
標
と
な
る
の
は
、
文
明
化
の
程
度
に
お
い
て
世
界
を
三
分
割
し
た
う
ち
、
最
高
度
の
欧
米
の
そ
れ
と
な

る
。
こ
れ
は
文
明
自
体
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
自
体
が
進
歩
発
展
の
結
果
と
し
て
到
達
し
う
る
段
階
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い）
11
（

。
そ
れ
で
は
そ
の
「
文
明
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
三
章
「
文
明
の
本
旨
を
論
ず
」
に
お
け
る
規
定
は
多
様
で
、
一
義
的
な
内
容
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
先
ず
狭
義
に
お
い
て

は
「
人
力
を
以
て
徒
に
人
間
の
需
用
を
増
し
、
衣
食
住
の
虚
飾
を
多
く
す
る
」（
第
３
巻
、
五
七
頁
）
と
い
う
物
質
的
意
味
を
持
ち
、

一
方
広
義
に
お
い
て
は「
智
を
研
き
徳
を
脩
め
て
人
間
高
尚
の
地
位
に
昇
る
」（
同
）こ
と
に
よ
る
精
神
的
側
面
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

字
義
的
な
考
察
で
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
原
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のcivitas

を
指
摘
し
つ
つ
「
羅ラ

甸テ
ン

語
の
「
シ
ウ
ヰ
タ
ス
」
よ
り

来
り
し
も
の
に
て
、
国
と
云
う
義
な
り
。
故
に
文
明
と
は
人
間
交
際
の
次
第
に
改
り
て
良
き
方
に
赴
く
有
様
を
形
容
し
た
る
語
に
て
、

野
蛮
無
法
の
独
立
に
反
し
一
国
の
体
裁
を
成
す
」（
第
４
巻
、
五
八
頁
）
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、

　

 

文
明
と
は
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
を
云
う
な
り
。
衣
食
を
饒
に
し
て
人
品
を
貴
く
す
る
を
云
う
な
り
。
或
は
身
の

安
楽
の
み
を
以
て
文
明
と
云
わ
ん
か
。
人
生
の
目
的
は
衣
食
の
み
に
非
ず
。
若
し
衣
食
の
み
を
以
て
目
的
と
せ
ば
、
人
間
は
唯
蟻
の

如
き
の
み
…
…
。
こ
れ
を
天
の
約
束
と
云
う
べ
か
ら
ず
。
或
は
心
を
高
尚
に
す
る
の
み
を
以
て
文
明
と
云
わ
ん
か
。
天
下
の
人
皆
陋

巷
に
居
て
水
を
飲
む
顔
回
の
如
く
な
ら
ん
。
こ
れ
を
天
命
と
云
う
べ
か
ら
ず
。
故
に
人
の
身
心
両
な
が
ら
そ
の
所
を
得
る
に
非
ざ
れ

ば
文
明
の
名
を
下
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
文
明
と
は
人
の
安
楽
と
品
位
と
の
進
歩
を
云
う
な
り
。
又
こ
の
人
の
安
楽
と
品
位
と

六
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を
得
せ
し
む
る
も
の
は
人
の
智
徳
な
る
が
故
に
、文
明
と
は
結
局
、人
の
智
徳
の
進
歩
と
云
て
可
な
り
。（
第
４
巻
、六
一
―
六
二
頁
）

と
規
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
段
階
の
「
元
来
文
明
と
は
、
人
の
智
徳
を
進
め
、
人
々
身
躬
か
ら
そ
の
身
を

支
配
し
て
世
間
相
交
り
、
相
害
す
る
こ
と
も
な
く
害
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も
な
く
、
各
そ
の
権
義
を
達
し
て
一
般
の
安
全
繁
昌
を
致
す
を
云

う
な
り
」（
第
３
巻
、
八
〇
頁
）
等
と
比
較
す
る
と
内
容
的
に
詳
細
に
渡
る
と
は
い
え
、
基
本
的
内
容
は
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、「
智
徳

の
進
歩
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
精
神
的
側
面
を
主
な
対
象
と
す
る
と
い
う
立
場
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
で
は
次

の
四
章
か
ら
六
章
に
か
け
て
詳
論
さ
れ
る
「
智
徳
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

文
明
と
智
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
一
国
文
明
の
有
様
は
そ
の
国
民
一
般
の
智
徳
を
見
て
知
る
べ
し
。
…
…
衆
論
と
は
即
ち
国

内
衆
人
の
議
論
に
て
、そ
の
時
代
に
在
て
普
く
人
民
の
間
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
有
様
を
顕
し
た
る
」（
第
４
巻
、一
〇
九
頁
）
と
規
定
し
、

個
々
人
の
智
徳
で
は
な
く
、
国
全
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
民
が
平
均
的
に
保
持
し
て
い
る
内
容
に
現
れ
る
慣
習
化
さ
れ
た
「
国
を
制

す
る
気
風
」（
同
、
八
〇
頁
）
や
「
国
中
一
般
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
全
量
」（
同
、
八
一
頁
）
を
も
っ
て
文
明
を
測
る
べ
き
こ
と
を
示
す
。

そ
の
上
で
智
と
徳
と
を
区
別
し
、「
徳
と
は
徳
義
と
云
う
こ
と
に
て
、
西
洋
の
語
に
て
『
モ
ラ
ル
』
と
云
う
。『
モ
ラ
ル
』
と
は
心
の
行

儀
と
云
う
こ
と
な
り
。
…
…
智
と
は
智
恵
と
云
う
こ
と
に
て
、
西
洋
の
語
に
て
『
イ
ン
テ
レ
ク
ト
』
と
云
う
。
事
物
を
考
え
事
物
を
解

し
事
物
を
合
点
す
る
働
な
り
」（
同
、
一
三
二
頁
）
と
規
定
す
る
。
そ
の
後
、
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
公
私
の
区
別
が
あ
っ
て
四
様
の
あ
り

方
を
持
つ
と
規
定
す
る
と
共
に
、「
智
恵
と
徳
義
と
は
恰
も
人
の
心
を
両
断
し
て
各
そ
の
一
方
を
支
配
す
る
も
の
な
れ
ば
、
孰
れ
を
重

し
と
為
し
孰
れ
を
軽
し
と
為
す
の
理
な
し
」（
同
、
一
四
〇
頁
）
と
し
て
、
両
者
の
う
ち
一
方
に
偏
っ
た
場
合
の
弊
害
な
ど
を
考
察
し
、

「
公
」
の
側
面
の
社
会
的
優
位
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

最
終
的
に
そ
の
知
徳
四
様
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
発
現
す
る
か
は
「
結
局
天
下
一
般
の
気
風
に
制
せ
ら
れ
」（
同
、
一
三
七
頁
）

六
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る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、そ
う
し
た
「
気
風
」
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
趨
勢
を
い
か
に
把
握
す
る
か
は
別
に
し
て
、

冒
頭
の
「
天
下
衆
人
の
精
神
発
達
」
や
社
会
の
気
風
が
持
ち
う
る
影
響
力
が
念
頭
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る）

12
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。

　

以
上
の
概
観
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
智
徳
は
智
と
徳
の
二
つ
で
構
成
さ
れ
、
智
の
側
面
が
重
視
さ
れ
つ
つ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

に
公
私
の
区
別
が
存
在
し
、
相
対
的
に
公
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
徳
が
主
と
し
て
内
面
的
か
つ
自
得
的
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
智
は
自
分
自
身
の
外
に
働
き
か
け
、
社
会
の
中
で
蓄
積
継
承
さ
れ
て
い
く
点
で
「
公
」
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る

た
め
で
あ
り
、
そ
の
重
視
は
や
が
て
「
人
智
を
以
て
天
然
の
力
を
犯
し
、
次
第
に
そ
の
境
に
侵
入
し
て
造
化
の
秘
訣
を
発
し
、
そ
の
働

を
束
縛
し
て
自
由
な
ら
し
め
ず
、智
勇
の
向
か
う
所
は
天
地
に
敵
な
く
、人
を
以
て
天
を
使
役
す
る
者
の
如
し
」（
第
４
巻
、一
九
四
頁
）

と
ま
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
の
表
現
は
欧
米
で
の
発
展
が
著
し
い
近
代
科
学
技
術
に
代
表
さ
れ

る
近
代
知
が
自
然
の
支
配
に
ま
で
至
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
主
張
、
特
に
こ
の
七
章
に
於
け
る
規
定
を

見
る
限
り
で
は
、
精
神
的
側
面
よ
り
は
物
質
文
明
の
分
野
、
側
面
で
の
日
本
の
遅
れ
が
、
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
念
頭
に
あ
っ
た
と

理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
の
後
『
文
明
論
之
概
略
』
の
展
開
は
、
八
、九
章
に
お
い
て
西
洋
と
日
本
の
「
文
明
の
由
来
」
を
取
り
上
げ
、
特
に
九
章
で
は
、

日
本
人
の
文
明
度
の
低
さ
に
つ
い
て
古
今
の
例
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
結
論
と
し
て
「
今
の
日
本
の
人
民
、
誰
か
人
の
子
孫
に
非
ざ
ら

ん
。
今
の
世
に
在
て
専
制
を
行
い
、
又
そ
の
専
制
に
窘
め
ら
る
ゝ
も
の
は
、
独
り
之
を
今
人
の
罪
に
帰
す
べ
か
ら
ず
、
遠
く
そ
の
祖
先

に
受
け
た
る
遺
伝
毒
の
然
ら
し
む
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
ず
」（
第
４
巻
、二
五
九
頁
）
と
指
摘
し
、封
建
制
度
を
典
型
と
す
る
身
分
・

門
閥
制
度
の
影
響
下
に
あ
る
日
本
人
の
卑
屈
さ
の
習
性
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。そ
し
て
、最
後
の
十
章
で「
自
国
の
独
立
を
論
ず
」

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
終
的
に
「
文
明
論
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
「
日
本
の
独
立
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、「
今
我
人
民

の
心
に
自
国
の
独
立
如
何
を
感
じ
て
之
を
憂
る
は
、即
ち
我
国
の
文
明
の
度
は
今
正
に
自
国
の
独
立
に
就
て
心
配
す
る
の
地
位
に
居
り
、

六
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そ
の
精
神
の
達
す
る
所
、
恰
も
こ
の
一
局
に
限
り
て
、
未
だ
他
を
顧
る
に
遑
あ
ら
ざ
る
の
証
拠
な
り
」（
第
４
巻
、
二
九
四
―
五
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
現
状
認
識
に
関
し
最
も
問
題
と
な
る
の
が
「
独
立
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
「
日
本
の
独
立
」
と
い
う
問
題
が
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
場
合
と
同
様
に
、『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
主
た
る
論
点
と
な

る
の
で
あ
る）
13
（

。

　

欧
米
と
日
本
の
現
状
を
比
較
し
た
結
果
と
し
て
、
福
澤
に
と
っ
て
日
本
が
抱
え
る
課
題
は
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
る
。

　

 

自
国
の
権
義
を
伸
ば
し
、
自
国
の
民
を
富
ま
し
、
自
国
の
智
徳
を
脩
め
、
自
国
の
名
誉
を
燿
か
さ
ん
と
し
て
勉
強
す
る
者
を
、
報
国

の
民
と
称
し
、
そ
の
心
を
名
け
て
報
国
心
と
云
う
。
そ
の
眼
目
は
他
国
に
対
し
て
自
他
の
差
別
を
作
り
、
仮
令
い
他
を
害
す
る
の
意

な
き
も
、
自
ら
厚
く
し
て
他
を
薄
く
し
、
自
国
は
自
国
に
て
自
ら
独
立
せ
ん
と
す
る
こ
と
な
り
。
故
に
報
国
心
は
一
人
の
身
に
私
す

る
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
一
国
に
私
す
る
の
心
…
…
偏
頗
の
心
な
り
。
故
に
報
国
心
と
偏
頗
心
と
は
名
を
異
に
し
て
実
を
同
う
す
る
も

の
と
云
わ
ざ
る
を
得
ず
。
こ
の
一
段
に
至
て
、
一
視
同
仁
四
海
兄
弟
の
大
義
と
報
国
尽
忠
建
国
独
立
の
大
義
と
は
、
互
に
相
戻
て
相

容
れ
ざ
る
を
覚
る
な
り
。（
第
４
巻
、
三
〇
六
―
七
頁
）

　

 

今
の
日
本
国
人
を
文
明
に
進
る
は
こ
の
国
の
独
立
を
保
た
ん
が
た
め
の
み
。
故
に
、
国
の
独
立
は
目
的
な
り
、
国
民
の
文
明
は
こ
の

目
的
に
達
す
る
の
術
な
り
。（
同
、
三
三
〇
頁
）

　

現
在
で
い
う
愛
国
心
と
把
握
で
き
る
「
報
国
心
」
は
智
徳
や
富
の
増
大
に
よ
っ
て
自
国
の
文
明
化
を
追
求
す
る
内
実
を
持
つ
も
の
で

あ
る
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
原
理
あ
る
い
は
規
範
と
な
る
べ
き
「
一
視
同
仁
四
海
兄
弟
」
と
い
う
国
と
国
と
の
平
等
を
範
と
す
る
思

想
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
福
澤
は
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
現
状
を
考
え
れ
ば
「
自
国
の
独
立
」
の
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追
求
は
不
可
避
の
課
題
と
な
る
。
そ
れ
故
に
文
明
化
は
独
立
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。「
文
明
化
」と「
独
立
」

と
の
関
係
、
あ
る
い
は
福
澤
が
文
明
化
を
至
上
の
課
題
と
考
え
る
根
拠
は
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
構

成
と
同
様
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
展
開
と
意
図
か
ら
は
、
日
本
人
の
民
度
の
低
さ
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
、
中
国
を
含
む
他
の

ア
ジ
ア
諸
国
と
同
様
に
「
日
本
国
の
独
立
」
は
危
機
に
瀕
す
る
。
し
た
が
っ
て
文
明
化
の
推
進
に
よ
り
日
本
の
独
立
の
実
現
へ
と
進
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
自
ら
は
文
明
化
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
を
行
う
の
だ
、
と
す
る
福
澤
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
観
に
つ
い
て
の
転
換
が
生
じ
て
く
る
。

二　

日
本
人
観
の
転
換

　

一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
は
板
垣
退
助
や
後
藤
象
二
郎
等
の
前
参
議
等
に
よ
る
愛
国
公
党
の
設
立
と
共
に
、『
民
撰
議
院
設
立
建

白
書
』
が
「
天
下
ノ
公
儀
」
を
張
る
こ
と
を
求
め
て
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
い
わ
ゆ
る
自
由
民
権
運
動
の
動
向
は
、
中
心
的
な
担

い
手
が
旧
士
族
層
に
よ
る
「
士
族
民
権
」
と
し
て
の
反
政
府
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
議
会
開
設
を
中
心
目
的
と
す
る
政
治
運

動
と
し
て
の
実
態
は
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る）
14
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。
そ
う
し
た
運
動
を
背
景
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
通
俗
民
権
論
』
は
、

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
執
筆
が
完
了
し
て
い
る
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
二
ヶ
月
ほ
ど
遅
れ
て
『
通
俗
国
権
論
』
と
同
時

期
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

 

民
権
と
国
権
と
は
正
し
く
両
立
し
て
分
離
す
べ
か
ら
ず
、
殊
に
国
権
の
事
を
論
ぜ
ず
し
て
民
権
の
旨
の
み
を
唱
え
な
ば
、
世
間
或
は

そ
の
旨
を
誤
解
す
る
者
も
多
か
ら
ん
と
思
い
、
脱
稿
の
民
権
論
を
ば
そ
の
ま
ゝ
に
擱
き
、
早
々
筆
を
執
て
又
国
権
論
一
冊
を
記
し
、

二
冊
同
時
に
印
刷
に
附
し
て
之
を
発
兌
す
る
も
の
な
り
。（
第
７
巻
、
一
四
二
頁
）

六
八



　

両
著
の
同
時
刊
行
は
、
一
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
民
権
と
国
権
に
関
す
る
自
ら
の
所
説
を
ま
と
め
て
発
表
す
べ
き
と
考
え
た
ゆ
え
の

行
動
と
選
択
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
説
明
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
両
稿
で
の
主
張
は
同
一
の
主
旨
と
内
容
を
持
っ
て
い
る
の

が
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
関
す
る
把
握
や
規
定
と
し
て
は
両
稿
の
内
容
は
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
を
先
ず
確
認
し
て
み
た
い
。

　

１　
『
通
俗
民
権
論
』

　
「
通
俗
」
と
い
う
語
を
冠
し
た
論
考
は
、『
通
俗
民
権
論
』
の
他
『
通
俗
国
権
論
』
の
著
作
の
他
、一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
『
時

事
新
報
』
に
連
載
さ
れ
た
の
が
初
出
の
「
通
俗
外
交
論
」
な
ど
が
あ
る
が
、そ
の
語
を
使
用
す
る
意
図
は
『
通
俗
民
権
論
』
に
お
い
て
「
高

尚
な
る
議
論
を
読
て
真
に
民
権
の
旨
を
解
し
た
る
者
は
、
上
等
社
会
僅
々
の
数
の
み
。
蓋
し
本
編
の
適
と
す
る
所
は
…
…
専
ら
俗
間
の

人
を
相
手
に
す
る
の
積
り
な
れ
ば
、
そ
の
所
論
唯
簡
易
明
白
を
主
と
す
る
」（
第
７
巻
、
一
〇
〇
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
専
門
家

以
外
の
一
般
読
者
を
対
象
に
平
易
な
説
明
を
行
う
と
い
う
意
図
に
よ
る
使
用
で
、い
わ
ゆ
る「
入
門
書
」と
い
っ
た
位
置
づ
け
と
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
冒
頭
で
は
「
権
（right

）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
権
利
（
権
理
・
権
限
・
権
力
等
）
の
用
語
の
説
明
か
ら
始
め
て
い
る
が
、

そ
の
端
的
な
定
義
と
し
て
「
権
と
は
分
と
云
う
義
に
読
て
可
な
ら
ん
」（
同
、一
〇
二
頁
）
と
し
、社
会
的
地
位
な
ど
に
伴
っ
て
備
わ
る
、

他
者
に
対
し
て
要
求
、
主
張
し
う
る
資
格
と
し
て
の
「
分
限
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る）

15
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。

　

そ
れ
で
は
当
時
の
福
澤
が
把
握
す
る
日
本
国
な
い
し
日
本
人
の
「
権
」
の
内
容
と
水
準
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

 

抑
も
民
権
の
伸
び
ざ
る
原
因
は
、
必
竟
人
民
の
無
智
無
徳
に
由
る
も
の
に
し
て
、
之
を
要
す
る
に
政
府
は
智
に
し
て
人
民
は
愚
な
る

が
為
に
、
自
か
ら
智
者
の
圧
制
を
受
る
の
訳
な
れ
ど
も
、
今
試
に
官
民
の
別
な
く
、
全
国
の
人
を
一
様
に
見
渡
し
て
、
一
体
に
愚
な

六
九



る
国
人
な
れ
ば
、
そ
の
国
に
於
て
政
府
に
在
る
人
の
み
格
段
に
智
力
あ
る
べ
き
の
理
な
し
。
人
民
愚
な
れ
ば
政
府
も
亦
愚
な
ら
ん
。

人
民
智
な
れ
ば
政
府
も
亦
智
な
ら
ん
。
さ
れ
ば
民
権
の
伸
び
ざ
る
は
、
必
ず
し
も
政
府
と
人
民
と
の
智
愚
の
殊
な
る
訳
と
も
思
わ
れ

ず
。
…
…
愚
政
府
と
愚
人
民
と
相
対
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
圧
制
の
行
わ
る
ゝ
こ
と
に
て
、
圧
制
は
双
方
相
持
ち
の
愚
に
由
て
生
ず
る

も
の
な
り
と
云
て
可
な
ら
ん
。（
第
７
巻
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
）

　

右
記
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
福
澤
の
主
張
と
基
本
的
に
異
な
る
部
分
は
な
い
。
日
本
人
民
が
無
智
無
徳
で
あ
る
と
す

る
愚
民
観
が
明
確
で
あ
り
、
政
府
の
圧
制
も
そ
う
し
た
愚
民
性
を
反
映
し
た
執
政
内
容
と
な
る）
16
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。
そ
の
た
め
に
四
章
か
ら
七
章
に
か
け

て
は
、
い
か
に
し
て
無
智
無
徳
の
状
態
か
ら
脱
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
教
訓
が
述
べ
ら
れ
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

 

人
民
た
る
者
の
本
分
を
遂
げ
て
、
所
謂
民
権
を
張
り
之
を
国
権
に
及
ぼ
し
て
、
永
く
独
立
国
の
体
面
を
全
う
せ
ん
と
す
る
に
は
、
前

条
々
に
記
す
如
く
、
智
力
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
財
力
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
一
身
の
品
行
私
徳
の
力
も
大
切
な
り
、
身
体
の
健
康
腕
力

も
亦
等
閑
に
す
べ
か
ら
ず
、
こ
の
四
の
者
何
れ
も
緊
要
な
る
箇
条
な
れ
ど
も
、
四
な
が
ら
之
を
備
る
に
非
ざ
れ
ば
功
業
は
成
り
難
き

…
…
（
第
７
巻
、
一
三
七
頁
）

　
「
民
権
」
の
伸
張
の
た
め
に
は
人
民
の
智
力
、
財
力
、
徳
力
、
腕
力
等
の
充
実
を
目
的
と
す
る
総
体
的
な
心
が
け
が
説
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
を
達
成
す
る
目
的
は
国
民
の
人
権
を
広
く
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
国
権
に
及
ぼ
し
て
、
永
く
独
立
国
の
体
面
を
全
う
」

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
『
通
俗
民
権
論
』
に
対
し
て
当
時
の
自
由
民
権
運
動
の
主
な
主
張
で
あ
っ
た
国
会
開
設
論
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘）
17
（
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よ
く
な
さ
れ
る
が
、
最
終
目
的
が
国
権
の
確
立
と
日
本
の
独
立
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
従
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
「
国
権
」
を
取
り
扱
っ
た
著
作
で
は
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

２　
『
通
俗
国
権
論
』

　
『
通
俗
国
権
論
』
の
緒
言
で
は
、「
内
国
に
在
り
て
民
権
を
主
張
す
る
は
、外
国
に
対
し
て
国
権
を
張
ら
ん
が
為
」（
第
７
巻
、一
四
二
頁
）

と
、
国
権
考
察
の
主
な
目
的
が
国
の
独
立
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 

民
権
と
国
権
と
は
正
し
く
両
立
し
て
分
離
す
べ
か
ら
ず
。
殊
に
国
権
の
事
を
論
せ
ず
し
て
民
権
の
旨
の
み
を
唱
え
な
ば
、
世
間
或
は

そ
の
旨
を
誤
解
す
る
者
も
多
か
ら
ん
と
思
い
、
脱
稿
の
民
権
論
を
そ
の
ま
ゝ
に
擱
き
、
早
々
筆
を
執
て
又
国
権
論
一
冊
を
記
し
、
二

冊
同
時
に
印
刷
に
附
し
て
こ
れ
を
発
兌
す
る
も
の
な
り
。（
第
７
巻
、
一
四
二
頁
）

　

こ
う
し
た
表
現
か
ら
は
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
が
諸
外
国
、
特
に
欧
米
と
の
外
交
関
係
を
深
め
て
い
く
中
で
、
そ
の

外
交
上
の
困
難
さ
を
思
案
す
る
こ
と
な
く
、「
民
権
」
の
み
を
主
張
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
指
摘
し
、
日
本
が
直
面
し
て
い
る
外
交
の

現
実
を
知
ら
し
め
た
い
と
い
う
目
的
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
国
際
認
識
を
持
つ
に
は
日
本
人
は
あ
ま
り

に
も
民
度
が
低
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
人
に
対
す
る
評
価
は
『
通
俗
国
権
論
』
で
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

福
澤
は
「
抑
も
西
洋
の
文
学
芸
術
、
甚
だ
貴
か
ら
ざ
る
に
非
ず
…
…
決
し
て
之
を
蔑
視
す
る
べ
か
ら
ず
」（
第
７
巻
、
一
六
五
頁
）

と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
学
ぶ
べ
き
日
本
と
日
本
人
を
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

七
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今
我
国
の
有
様
を
西
洋
諸
国
に
比
較
し
て
、
文
学
芸
術
等
、
彼
に
及
ば
ざ
る
も
の
甚
だ
多
き
が
如
く
な
れ
ど
も
（
…
中
略
…
）
我マ

マ

を

評
し
て
無
学
の
国
と
云
う
べ
か
ら
ず
。
…
中
略
…
徳
川
政
府
太
平
の
間
に
我
文
学
大
に
進
歩
し
て
（
…
中
略
…
）
二
百
五
十
余
年
の

久
し
き
、
天
下
に
充
満
し
て
如
何
な
る
寒
村
僻
邑
と
雖
も
、
至
愚
極
貧
の
者
に
非
ざ
る
よ
り
以
上
は
、
論
語
、
大
学
の
名
を
知
ら
ざ

る
者
な
し
、
実
語
教
を
読
ま
ざ
る
者
な
し
（
…
中
略
…
）
凡
そ
国
の
人
口
を
平
均
し
て
字
を
知
る
者
の
多
寡
を
西
洋
諸
国
に
比
較
し

な
ば
、
我
日
本
を
以
て
世
界
第
一
等
と
称
す
る
も
可
な
り
。
苟
も
具
眼
の
人
は
日
本
の
無
学
な
ら
ざ
る
を
知
て
安
堵
す
べ
し
。（
第

７
巻
、
一
六
六
―
八
頁
）

　

欧
米
と
日
本
と
の
間
に
文
明
の
格
差
は
存
在
す
る
が
、
日
本
の
識
字
率
は
高
く
、
儒
学
に
関
す
る
知
識
や
規
範
も
行
き
渡
り
、
俗
に

空
海
の
筆
に
な
る
と
も
い
わ
れ
、
庶
民
道
徳
を
説
い
た
実
語
教
な
ど
を
通
じ
て
十
分
道
徳
も
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る）
18
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。
こ
れ
ま
で
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
か
ら
『
通
俗
民
権
論
』
ま
で
の
著
作
で
は
無
知
文
盲
で
無
気
無
力
の
愚
民
と
さ
れ
て
い
た
日
本
人

は
、
こ
の
『
通
俗
国
権
論
』
に
お
い
て
は
『
通
俗
民
権
論
』
と
同
時
に
出
版）

19
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さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
識
字
等
必
要
最
低
限
の
学
力

と
共
に
向
学
心
を
持
ち
、
道
徳
心
も
備
え
た
存
在
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
代
的
科
学
技
術
の
受
容
可
能
性
に
つ

い
て
も
、「
諸
の
技
術
工
芸
に
至
る
ま
で
、
一
と
し
て
こ
の
物
は
日
本
人
の
体
質
に
限
り
て
出
来
ず
、
こ
の
事
は
日
本
の
智
力
に
限
り

て
叶
わ
ず
と
云
う
も
の
あ
り
や
。
余
輩
未
だ
そ
の
一
を
見
ず
」（
同
、
一
七
三
頁
）
と
し
て
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
不
慣
れ
な
だ

け
で
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ば
十
分
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
「
評
価
の
転
換
」
は
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
対
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
西
洋
の
諸
文
化
を
崇
め
る
傾
向
に
対
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
比
較
し
て
「
善
を
為
せ
ば
天
上
極
楽
に
往
生
し
悪
を
為
せ
ば
地
獄
に
墜
落
す
る
の
趣
旨
は
双
方
共
に
同
様
な
り
」

（
同
、
一
七
六
頁
）
と
い
っ
た
指
摘
に
基
づ
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
規
範
を
称
揚
す
る
主
張
に
疑
問
を
呈
し
、「
西
洋
諸
国
の
自
由
説

七
二



に
心
酔
し
、
彼
の
国
を
以
て
自
由
の
郷
里
と
称
し
、
今
の
西
洋
諸
国
の
如
く
生
れ
ば
自
由
の
旨
は
既
に
そ
の
至
る
所
に
至
る
も
の
と
認

る
」（
同
、一
八
一
頁
）
よ
う
な
態
度
に
対
し
、「
今
日
彼
の
国
の
制
度
、風
俗
を
以
て
自
由
の
完
全
無
欠
な
る
も
の
と
す
る
の
説
は
、万
々

之
に
従
う
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
」（
第
７
巻
、
一
八
一
頁
）
と
し
て
、「
西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す
る
事
」
と
い
う
方
針
か
ら
の
転
換
を

示
し
て
い
る）
20
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。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
評
価
の
転
換
に
関
し
、
欧
米
の
あ
り
方
に
対
し
て
最
も
危
惧
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
そ
の
対
外
姿
勢
の
問

題
で
あ
る
。『
通
俗
国
権
論
』
の
結
論
に
あ
た
る
第
七
章
、「
外
戦
止
む
を
得
ざ
る
事
」
は
「
人
生
の
目
的
は
身
を
安
ん
ず
る
に
在
り
」

と
始
ま
る
が
、
そ
う
し
た
個
人
的
問
題
を
国
家
の
問
題
へ
と
敷
衍
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

　

 

和
親
条
約
と
云
い
万
国
公
法
と
云
い
、
甚
だ
美
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
唯
外
面
の
儀
式
名
目
の
み
に
し
て
、
交
際
の
実
は
権
威
を

争
い
利
益
を
貪
る
に
過
ぎ
ず
。
…
…
貧
弱
無
智
の
小
国
が
よ
く
条
約
と
公
法
と
に
依
頼
し
て
独
立
の
体
面
を
全
う
し
た
る
の
例
な
き

は
、
皆
人
の
知
る
所
な
ら
ず
や
。
啻
に
小
国
の
み
な
ら
ず
、
大
国
と
大
国
と
の
間
柄
に
於
て
も
、
正
し
く
相
対
立
し
て
互
い
に
そ
の

釁
を
窺
い
、
寸
隙
の
乗
ず
べ
き
あ
れ
ば
之
を
看
過
す
る
も
の
な
し
。
之
を
窺
い
之
を
探
り
、
そ
の
未
だ
発
せ
ざ
る
は
唯
兵
力
強
弱
の

一
点
在
る
の
み
に
し
て
、
他
に
依
頼
す
べ
き
方
便
あ
る
こ
と
な
し
。
百
巻
の
万
国
公
法
は
数
門
の
大
砲
に
若
か
ず
、
幾
冊
の
和
親
条

約
は
一
筐
の
弾
薬
に
若
か
ず
。
大
砲
弾
薬
は
以
て
有
る
道
理
を
主
張
す
る
の
備
に
非
ず
し
て
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
。

（
第
７
巻
、
一
九
四
―
五
頁
）

　

国
際
関
係
に
お
い
て
国
同
士
の
関
係
の
最
終
決
定
に
い
た
る
要
因
は
相
互
関
係
の
中
の
利
害
得
失
の
内
容
に
あ
り
、
国
際
法
や
条
約

な
ど
は
名
目
に
過
ぎ
ず
、
決
定
内
容
を
実
行
し
得
る
か
否
か
は
軍
事
力
だ
と
い
う
趣
旨
が
明
確
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
軍
事
力
は
右
の

七
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引
用
の
最
後
の
「
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
」
と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
く
、当
時
欧
州
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
露
土
戦
争
（
一
八
七
七

―
八
）
や
普
仏
戦
争
（
一
八
七
〇
―
一
）
等
の
大
国
同
士
の
戦
争
を
例
と
し
て
考
え
れ
ば
、「
各
国
交
際
の
道
二
つ
、
滅
ぼ
す
と
滅
ぼ

さ
る
ゝ
の
み
と
云
い
て
可
な
り
」（
第
７
巻
、
一
九
五
頁
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
、
更
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
欧
州
諸
国
の
態
度
は
そ

う
し
た
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
「
虚
喝
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
「
虚
喝
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
欧
州
各
国
の
軍

事
力
も
、
欧
州
諸
国
同
士
の
対
立
や
戦
争
の
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
ア
ジ
ア
侵
略
の
た
め
に
そ
の
軍
事
力
全
て
を
用
い
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、
そ
う
し
た
実
情
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
欧
州
列
強
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
が
幕
末
以
来
の
対
外
関
係
の
不
備
に
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
外
戦
」
を
含
め
た
対
外
関
係
の
中
で
、
自
国
の
独
立
を
保
つ
た
め
に
は
、
列
強

の
「
虚
喝
」
に
屈
し
な
い
た
め
の
、
諸
外
国
に
対
す
る
正
し
い
事
実
認
識
と
同
時
に
、
脅
し
や
戦
争
に
耐
え
抜
く
覚
悟
の
必
要
が
説
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
西
洋
列
強
の
外
交
上
の
態
度
は
、
先
に
引
用
し
た
「
人
の
安
楽
と
品
位
と
の
進
歩
」
や
「
智
徳
の
進
歩
」
と
定
義
さ
れ
て

い
た
文
明
の
あ
り
方
か
ら
も
乖
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
、
文
明
開
化
の
際
の
目
標
と
し
て
の
対
象
か
ら
も
外
れ
る
こ
と
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
お
よ
び
日
本
人
観
の
変
化
、
お
よ
び
そ
れ
と
連
動
し
て
い
る
は
ず
の
西
洋
諸
国
と
そ
こ
で
の
文
明
の
あ
り

方
へ
の
評
価
の
転
換
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

結
論
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
『
通
俗
国
権
論
』
の
前
後
を
対
象
と
し
て
福
澤
の
日
本
お
よ
び
日
本
人
観
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
文
明
観
や
日

本
人
観
に
つ
い
て
の
、
逆
転
と
も
い
え
る
変
化
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
日
本
人
へ
の
評
価
が

逆
転
し
た
こ
と
な
ど
は
、
当
時
、
対
外
関
係
に
お
い
て
日
本
へ
の
西
洋
諸
国
か
ら
の
横
暴
な
要
求
な
ど
が
高
ま
る
な
ど
の
外
交
関
係
上

七
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の
状
況
変
化
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
西
洋
へ
の
反
発
と
共
に
日
本
お
よ
び
日
本
人
へ
の
期
待
と
評
価
が
高
ま
る
形
で
内
容
が
変
化
す
る

こ
と
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、『
通
俗
民
権
論
』『
通
俗
国
権
論
』
が
出
版
さ
れ
た
一
八
七
八
年
前
後
に
そ
う
し
た
外
交
的
変
化
や
喫

緊
の
課
題
は
存
在
し
な
い）

21
（

。
一
方
国
内
的
に
は
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
西
南
戦
争
が
勃
発
し
て
い
る
が
、
文
明
化
が
要
求
さ
れ

る
時
期
に
内
戦
を
行
う
日
本
人
の
愚
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
日
本
人
の
高
評
価
へ
の
転
換
に
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
概
観
の
中
で
指
摘
し
た
「
変
化
」
が
福
澤
自
身
に
と
っ
て
は
何
ら
変
化
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
一
貫

性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
理
解
も
成
立
す
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
以
来
一
貫
し
て
対
象
と
し
続
け
て
い

た
観
点
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
に
お
い
て
は
、万
人
の
平
等
な
ど
の
理
念
と
の
乖
離
を
実
現
す
る
た
め
の
学
問
の
奨
励
、

と
い
う
論
点
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
が
、結
論
部
に
お
い
て
は
「
国
の
独
立
」
の
実
現
を
目
的
と
す
る
論
点
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
た
。『
文

明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
も
同
様
の
構
成
が
指
摘
で
き
、
結
論
部
で
は
文
明
論
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
や
は
り
「
国
の
独
立
」
が
中
核

と
な
っ
て
い
た）
22
（

。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、『
通
俗
民
権
論
』
に
お
い
て
も
、
民
権
の
伸
張
を
「
国
権
に
及
ぼ
し
て
、
永
く
独
立
国
の

体
面
を
全
う
」（
第
７
巻
、
一
三
七
頁
）
す
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
構
成
と
内
容
か
ら
、
福
澤
に
お
い
て
は
終
始
一

貫
し
て
（
文
明
水
準
に
お
い
て
日
本
に
勝
る
欧
米
諸
国
に
伍
し
て
実
現
す
べ
き
）「
国
の
独
立
」
と
い
う
課
題
の
達
成
に
と
っ
て
何
を

な
す
べ
き
か
、
と
い
う
観
点
が
常
に
存
在
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
「
文
明
の
進
歩
に
は
段
々
の
度
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
そ

の
進
歩
の
度
に
従
て
相
当
の
処
置
な
か
る
べ
か
ら
ず
」（
第
４
巻
、
二
九
四
頁
）
と
い
う
立
場
と
、「
国
の
独
立
は
目
的
な
り
、
国
民
の

文
明
は
こ
の
目
的
に
達
す
る
の
術
な
り
…
…
そ
の
目
的
と
、之
に
達
す
る
の
術
と
を
計
れ
ば
、段
々
限
あ
る
こ
と
な
し
」（
同
、三
三
〇
頁
）

と
指
摘
し
、
数
多
く
あ
る
対
応
を
時
に
応
じ
て
適
切
に
取
る
べ
き
で
あ
る
と
続
く
展
開
か
ら
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
時
事
的
・
時
論

的
必
要
性
に
対
応
し
て
取
り
得
る
対
策
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
福
澤
の
考
え
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。七

五



　
『
通
俗
国
権
論
』
段
階
で
主
張
さ
れ
て
い
る
対
応
の
具
体
的
内
容
は
、
そ
の
結
論
か
ら
見
れ
ば
「
外
戦
（
外
国
と
の
戦
争
）
に
対
応

し
う
る
国
民
の
意
識
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
我
日
本
の
外
国
交
際
法
は
、
最
後
に
訴
る
所
を
戦
争
と
定
め
、
戦
え
ば
頑

固
剛
情
に
し
て
容
易
に
兵
を
解
か
ず
、
幾
月
も
幾
年
も
持
続
し
て
双
方
艱
難
に
堪
う
る
の
度
を
競
う
の
一
法
あ
る
の
み
。
斯
の
如
く
覚

悟
を
定
れ
ば
亦
容
易
に
戦
争
に
も
及
ば
ざ
る
者
な
り
」（
７
巻
、
一
九
七
頁
）、
と
い
う
規
定
は
、
国
民
に
外
国
か
ら
の
侵
攻
に
対
抗
し

続
け
る
「
覚
悟
」
が
あ
れ
ば
（
相
手
国
も
簡
単
に
攻
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
に
）
戦
争
自
体
を
避
け
る
可
能
性
が
生
じ
る
、
と
い

う
内
容
に
な
る
が
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
関
し
て
こ
う
言
い
切
る
た
め
に
は
、
日
本
人
に
報
国
心
や
智
徳
が
な
い
、
と
い
う
評
価
を

持
続
さ
せ
て
は
主
張
自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
日
本
の
人
民
決
し
て
報
国
心
に
乏
し
か
ら
ず
、
唯
そ
の
心
の
狭
小
な

り
し
の
み
。心
の
狭
小
な
る
に
非
ず
、之
を
用
い
る
場
所
の
狭
小
に
し
て
、彼
の
広
大
な
る
日
本
国
な
る
も
の
を
知
ら
ざ
り
し
の
み
」（
同
、

二
〇
〇
頁
）
と
、
外
交
関
係
に
関
す
る
経
験
不
足
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
上
で
、
幕
藩
体
制
期
の
藩
や
村
を
ク
ニ
と
見
な
す
時

代
と
は
異
な
り
、
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
、
即
ち
本
来
の
意
味
で
の
報
国
心
の
対
象
と
な
る
日
本
国
家
の
成
立
後
で
あ
る
現
在
は
、

日
本
人
も
報
国
心
の
涵
養
の
訓
練
の
場
を
得
て
、
智
徳
に
基
づ
く
報
国
心
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
際
に
「
外
戦
」
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
一
国
の
人
心
を
興
起
し
て
全
体
を
感
動
せ
し
む
る
の
方
便
は
外
戦
に
若
く
も

の
な
し
」（
同
、二
〇
一
頁
）だ
か
ら
で
あ
り
、「
戦
争
の
人
心
を
感
動
し
て
永
年
に
持
続
す
る
の
力
は
強
大
な
る
も
の
と
云
う
べ
し
」（
同
、

二
〇
二
頁
）
で
あ
る
こ
と
に
、
日
本
人
が
応
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い）
23
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。

　

も
ち
ろ
ん
福
澤
も
、「
余
輩
は
外
戦
の
論
を
主
張
す
と
雖
も
、
外
交
無
事
の
時
に
際
し
て
今
月
今
日
、
戦
を
挑
む
と
云
う
に
非
ず

…
…
余
輩
の
主
義
と
す
る
所
は
戦
を
主
張
し
て
戦
を
好
ま
ず
、
戦
を
好
ま
ず
し
て
戦
を
忘
れ
ざ
る
の
み
」（
同
、
二
〇
四
―
五
頁
）
と

い
う
留
保
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
こ
で
の
趣
旨
は
外
戦
を
契
機
と
す
る
報
国
心
の
涵
養
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
日
本
の
独
立
の
実

現
と
い
う
目
的
の
達
成
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
、
独
立
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
に
日
本
お
よ
び
日
本
人
へ
の
評
価
が
逆
転
し

七
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た
背
景
に
は
、
福
澤
自
身
に
、
例
え
ば
西
南
戦
争
を
経
て
維
新
政
府
が
権
力
主
体
と
し
て
の
体
制
を
確
立
し
、
報
国
心
の
対
象
と
な
る

べ
き
国
民
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
日
本
が
整
え
る
段
階
に
至
っ
た
、
と
い
う
把
握
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
国
の
目
的
は
独

立
で
あ
り
、
文
明
は
そ
の
手
段
で
あ
る
」
こ
と
と
「
文
明
に
非
ざ
れ
ば
独
立
は
保
て
な
い
」
と
い
う
目
的
と
手
段
に
関
す
る
正
反
対
の

趣
旨
が
著
作
毎
に
転
換
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
一
論
考
の
中
に
も
混
在
し
て
い
る
の
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
以
来
の
最
終
目
的
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
「
独
立
」
と
い
う
最
終
目
的
に
と
っ
て
、
ど
の
局
面
で
何
を
説
く
の
が
最
も
有
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
が
執
筆
内

容
を
決
定
す
る
際
に
常
に
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
意
味
で
福
澤
は
、
議
論
に
お
い
て
は
、
政
治
思
想
・
理
論
を
探
究
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
最
も
有
効
に
対

処
す
る
方
策
や
考
え
は
何
か
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
啓
蒙
家
で
あ
り
、
時
論
を
通
じ
た
提
言
を
念
頭
に
執
筆
活
動
を
し
て
い
た

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に
福
澤
に
お
い
て
は
、「
国
の
独
立
」
が
追
究
す
べ
き
課
題
と
し
て
一
貫
し
て
い
た
と
理

解
で
き
る
。
そ
し
て
福
澤
に
と
っ
て
は
、定
義
上
の
矛
盾
を
是
正
す
る
よ
り
は
、「
目
的
の
一
貫
性
」を
守
る
ほ
う
が
よ
り
重
要
性
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
　
（
１ 

）
そ
う
し
た
把
握
の
代
表
例
の
一
つ
が
、
丸
山
真
男
の
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
等
で
示
さ
れ
た
「
典
型
的
な
市
民
的
自
由
主
義
」
の

体
現
者
と
し
て
の
福
澤
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
丸
山
の
把
握
の
提
示
以
来
存
在
す
る
捉
え
方
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
ミ
ル
や

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
っ
た
自
由
主
義
的
思
想
家
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
彼
ら
の
思
想
を
活
用
し
て
い
っ
た
か
な
ど
の
検
討
を
通
じ

て
、福
澤
の
自
由
主
義
的
思
想
に
つ
い
て
触
れ
た
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。（
遠
山
茂
樹
『
福
沢
諭
吉
―
政
治
と
思
想
の
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
〇
、
松
沢
弘
陽
『
近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
安
西
敏
三
『
福
澤
諭
吉
と
自
由
主
義
―
個
人
・
自
治
・

国
体
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
、
等
を
参
照
。）

　
（
２ 

）
例
え
ば
丸
山
真
男
は
、『
文
明
論
之
概
略
』
を
「
福
沢
思
想
に
つ
い
て
私
た
ち
に
の
こ
さ
れ
た
唯
一
の
体
系
的
原
論
で
あ
る
」（『「
文
明
論
之
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概
略
」
を
読
む
』
下
、
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
、三
一
三
頁
）
と
し
て
、
福
澤
の
思
想
的
本
質
を
こ
の
著
書
の
読
解
に
基
づ
い
て
導
き
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
様
に
、『
文
明
論
之
概
略
』
の
構
成
か
ら
み
れ
ば
、
全
十
章
の
う
ち
、
結
論
部
と
も
い
え
る
最
終
章
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
国
の
独
立
を
論
ず
」
で
あ
り
、「
日
本
の
独
立
」
と
い
う
政
治
的
課
題
に
対
す
る
時
事
論
の
範
疇
を
超
え
る
は

ず
の
「
文
明
論
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、「
文
明
の
蘊
奥
を
発
し
て
そ
の
詳
な
る
を
究
る
が
如
き
は
、
之
を
他
日
後
進
の
学
者
に
任
ず
る
の

み
」（『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
４
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
、二
九
五
頁
）
と
し
て
、「
文
明
論
」
自
体
の
完
成
を
放
棄
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
部
分
が
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、『
文
明
論
之
概
略
』
の
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
民
情
一
新
』
に
お
い
て

は
、
文
明
開
化
の
水
準
を
決
定
す
る
の
は
智
徳
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
東
西
い
ず
れ
の
文
明
が
進
ん
で
い
る
か
の
判
断
も
出
来
な
い
、

と
主
張
内
容
が
転
換
す
る
。（
第
六
巻
、『
民
情
一
新
』
緒
言
、
参
照
。）
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
丸
山
の
「
体
系
的
原
論
」
と
の
把
握

に
は
疑
問
が
残
る
。

　
（
３ 

）
も
ち
ろ
ん
著
作
と
し
て
み
れ
ば
、慶
応
二
〜
三
年
と
い
う
幕
末
段
階
で
出
版
さ
れ
て
い
た
『
西
洋
事
情
』『
西
洋
旅
案
内
』『
条
約
十
一
国
記
』

『
西
洋
衣
食
住
』
等
が
存
在
す
る
が
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
は
三
度
に
わ
た
る
外
国
渡
航
の
経
験
に
基
づ
く
西
洋
紹
介
が
主
な
主
題
で
あ
り
、
例

え
ば
『
西
洋
事
情
』
の
中
に
於
け
る
よ
う
に
、
米
国
独
立
宣
言
の
翻
訳
・
紹
介
等
を
通
じ
た
内
容
に
、
民
主
主
義
、
市
民
主
義
的
な
思
想
へ

の
言
及
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
国
家
観
、
国
民
観
に
つ
い
て
の
自
分
自
身
の
考
え
を
論
ず
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
も

の
と
は
い
え
な
い
。

　
（
４ 

）『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
３
巻
「
学
問
の
す
ゝ
め
」、慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
二
年
、三
八
頁
。
以
下
、本
文
中
の
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』

か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
頁
数
を
本
文
中
に
挿
入
す
る
に
止
め
る
。

　
（
５ 

）
こ
う
し
た
江
戸
期
を
含
め
た
封
建
的
専
制
体
制
へ
の
批
判
的
言
及
か
ら
は
、『
福
翁
自
伝
』
に
お
け
る
「
私
の
為
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵

で
御
座
る
」（
著
作
集
第
12
巻
、
一
〇
頁
）
等
の
専
制
体
制
へ
の
批
判
な
い
し
感
慨
と
の
共
通
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
一
方
で

第
４
編
、「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
の
部
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
人
の
無
知
文
盲
を
も
た
ら
し
た
根
底
に
あ
る
も
の
が
権
力
者

の
専
制
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
れ
故
自
ら
を
含
め
た
知
識
人
に
よ
る
「
啓
蒙
」
の
対
象
は
一
般
国
民
に
限
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
主
張
の
た
め
に
は
、
国
民
が
国
を
思
わ
な
い
の
は
、
専
制
や
圧
制
が
作
り
出

し
た
結
果
と
し
て
の
国
民
の
反
応
、
と
い
う
把
握
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
段
階
で
は
、
専
制
体
制

を
採
る
政
府
へ
の
批
判
と
い
う
側
面
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
（
６ 

）
こ
こ
で
福
澤
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
「
学
問
」
と
は
、「
イ
ロ
ハ
四
十
七
文
字
を
習
い
、
手
紙
の
文
言
、
帳
合
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、

天
秤
の
取
扱
」（
第
３
巻
、
七
頁
）
を
身
に
付
け
た
上
で
の
「
地
理
学
、
究
理
学
、
歴
史
、
経
済
学
、
修
身
学
」（
同
、
八
頁
以
下
）
と
い
っ

た
「
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
」（
同
、
七
頁
）
で
あ
る
。
た
だ
、
以
上
の
文
に
続
い
て
「
こ
の
心
得
あ
り
て
後
に
士
農
工
商
各
そ
の
分
を
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尽
し
銘
々
の
家
業
を
営
み
、
身
も
独
立
し
、
家
も
独
立
し
、
天
下
国
家
も
独
立
す
べ
き
な
り
」（
同
、
八
頁
）
と
続
く
が
、「
実
学
」
が
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
し
て
権
力
者
の
専
制
体
制
か
ら
の
脱
却
へ
と
向
か
い
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
平
等
な
存
在
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
、
最
終
的

に
「
天
下
国
家
も
独
立
」
す
る
こ
と
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
。

　
（
７ 
）
三
編
に
お
い
て
独
立
の
定
義
を
「
自
分
に
て
自
分
の
身
を
支
配
し
、
他
に
依
り
す
が
る
心
な
き
を
云
う
」（
第
３
巻
、
二
八
頁
）
と
い
う
形

で
自
律
性
を
強
調
し
つ
つ
、
十
六
編
で
は
、「
独
立
」
自
体
を
有
形
無
形
の
二
つ
に
分
け
、
有
形
を
意
味
す
る
経
済
的
自
立
を
意
味
す
る
「
品

物
に
就
き
て
の
独
立
」
と
無
形
に
属
す
る
「
精
神
の
独
立
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。「
実
学
の
脩
得
」
に
基
づ
く
社
会
的
経
済
的
自
立
を

考
え
れ
ば
、
そ
の
展
開
の
必
然
性
は
肯
定
で
き
る
。
同
時
に
経
済
的
成
功
や
物
質
的
充
実
に
関
す
る
欲
に
負
け
、
自
立
心
を
失
う
こ
と
に
よ

る
精
神
的
自
立
の
喪
失
に
触
れ
、
精
神
的
自
立
の
重
要
性
と
困
難
さ
に
も
言
及
し
て
い
る
点
な
ど
も
、
個
人
の
独
立
に
関
し
て
は
問
題
は
な

い
で
あ
ろ
う
。（
第
３
巻
、
一
七
六
頁
以
下
参
照
）

　
（
８ 

）『
文
明
論
之
概
略
』
の
刊
行
は
一
八
七
五
年
で
あ
る
が
、執
筆
の
た
め
の
準
備
自
体
は
そ
の
前
年
二
月
頃
に
既
に
着
手
さ
れ
て
お
り
（
第
４
巻
、

「
戸
沢
行
夫
解
説
」、三
四
五
頁
以
下
、三
五
二
頁
以
下
参
照
）、時
期
的
に
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
同
時
進
行
で
は
あ
る
が
、『
文
明
論
之
概
略
』

の
方
は
一
年
程
度
の
期
間
に
集
中
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
（
９ 

）
文
明
論
の
構
想
を
練
り
始
め
た
の
は
一
八
七
四
年
二
月
頃
と
さ
れ
る
が
、同
時
期
に
書
か
れ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
は
「
学
者
の
職
分
を

論
ず
」
と
題
さ
れ
た
一
編
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
文
明
論
が
構
想
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
学
者
、
啓
蒙
家
と
し
て
の
「
本
分
」

に
つ
い
て
の
こ
の
時
期
の
自
覚
が
執
筆
動
機
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
（
10 

）
日
本
人
に
と
っ
て
こ
の
「
精
神
発
達
」
に
対
す
る
刺
激
と
な
っ
た
の
は
「
嘉
永
年
中
米
人
渡
来
」
と
「
儒
仏
の
教
を
支
那
よ
り
伝
え
た
」

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
も
の
と
は
異
な
る
文
化
に
接
し
た
こ
と
、
特
に
文
明
の
水
準
に
お
い
て
日
本
を
凌
駕
し
て
い
た
当
時
の

欧
米
近
代
文
明
に
接
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
発
達
の
契
機
と
な
っ
た
、
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
（
11 

）
著
作
集
第
４
巻
、
第
二
章
、
特
に
二
二
頁
以
下
参
照
。
こ
の
二
章
の
見
出
し
と
し
て
「
西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す
る
事
」
と
し
つ
つ
、
文

明
自
体
を
「
相
対
的
」
と
把
握
す
る
観
点
は
、
例
え
ば
「
今
の
西
洋
諸
国
を
以
て
満
足
す
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
」（
同
、
二
五
頁
）
と
い
っ
た

表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
12 

）
例
え
ば
、
明
治
維
新
に
よ
る
新
政
府
樹
立
へ
の
動
き
は
、「
国
内
の
智
力
に
役
せ
ら
れ
て
そ
の
働
を
実
に
施
し
た
る
者
」
に
よ
る
結
果
で
あ

り
「
全
国
の
智
力
に
よ
り
て
衆
論
を
成
し
、
そ
の
衆
論
の
帰
す
る
所
に
て
政
府
を
改
め
、
遂
に
封
建
の
制
度
を
も
廃
し
た
る
こ
と
」（
第
４
巻
、

一
一
八
―
九
頁
）
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
智
徳
の
水
準
が
あ
り
、
そ
れ
が
国
の
あ
り
方
と
い
う
側

面
に
も
現
れ
て
文
明
を
規
定
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
統
治
者
、
官
吏
、
学
者
な
ど
に
は
「
衆
論
の
非
を
患
い
百
方
苦

慮
し
て
こ
の
非
を
正
す
の
術
を
求
む
べ
き
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
13 

）『
文
明
論
之
概
略
』の
主
題
に
関
し
て
は（
２
）を
参
照
。
ま
た
、八
、九
章
の
西
洋
お
よ
び
日
本
の「
文
明
の
由
来
」に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
は
、

西
洋
に
つ
い
て
は
ギ
ゾ
ー
の
文
明
史
を
援
用
し
て
西
洋
史
の
特
質
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
七
章
ま
で
の
展
開
で
そ
の
主
要
部
分
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
た
め
か
、
他
の
章
と
比
べ
て
分
量
的
に
は
多
く
は
な
い
。
九
章
の
日
本
の
文
明
史
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
歴
史
展
開
を
事
例

と
し
て
、
西
洋
文
明
が
人
間
の
自
由
な
交
際
の
拡
大
を
基
礎
と
し
て
展
開
し
て
き
た
の
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
「
権
力
の
偏
重
」（
第
４
巻
、
二
三
三
頁
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、『
学

問
の
す
ゝ
め
』
に
お
い
て
「
日
本
に
は
唯
政
府
あ
り
て
、
未
だ
国
民
あ
ら
ず
と
云
う
も
可
な
り
」（
第
３
巻
、
四
二
頁
）
等
の
形
で
指
摘
し
た

現
状
把
握
と
通
じ
る
内
容
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
14 

）
一
般
に
自
由
民
権
運
動
と
は
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
の
西
南
戦
争
勃
発
前
後
ま
で
の
第
一
期
と
、
戦
争
後
か
ら
一
八
八
五
（
明
治

十
八
）
年
前
後
ま
で
の
第
二
期
、
そ
し
て
条
約
改
正
問
題
を
契
機
と
し
て
活
発
化
し
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
の
議
会
開
設
ま
で
行

わ
れ
た
第
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
建
白
書
が
出
さ
れ
た
直
後
に
は
、
福
澤
自
身
が
属
し
て
い
た
明
六
社
に
お
い
て
も
、
時
期
尚
早
論
が
有
力

で
あ
っ
た
し
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
全
国
組
織
と
し
て
結
成
さ
れ
た
愛
国
党
も
資
金
難
な
ど
を
背
景
に
実
質
的
活
動
は
出
来
ず
、
こ

の
『
通
俗
民
権
論
』
が
執
筆
さ
れ
た
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
前
後
に
は
運
動
は
必
ず
し
も
活
発
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
（
15 

）
こ
の
意
味
で
「
民
権
と
は
人
民
た
る
者
の
一
分
な
り
、
国
権
と
は
独
立
国
た
る
者
の
一
分
な
り
」（
第
７
巻
、
一
〇
四
頁
）
と
規
定
さ
れ
る
。

　
（
16 

）
明
治
新
政
府
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
は
、「
政
府
は
智
に
し
て
人
民
は
愚
な
り
」（
第
７
巻
、
一
〇
九
頁
）
と
い
う
判
断
に
た
ち
、「
維
新

以
前
の
日
本
人
も
以
後
の
日
本
人
も
そ
の
智
愚
に
著
し
き
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
民
権
の
伸
縮
如
何
を
尋
れ
ば
、
今
日
の
人
民
は
昔

日
に
比
し
て
大
に
そ
の
権
利
を
伸
ば
し
、
政
府
は
大
に
そ
の
圧
制
を
減
じ
た
り
」（
右
同
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
上
の
民
権

の
伸
張
に
は
、
日
本
国
民
の
民
度
の
上
昇
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
当
時
の
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
「
時
期
尚
早
」
と
す
る
判
断
と

結
び
つ
い
て
く
る
。
そ
の
民
権
運
動
へ
の
疑
問
、
批
判
な
ど
も
第
二
章
で
示
さ
れ
て
い
る
。（
同
、
一
一
三
―
四
頁
参
照
）

　
（
17 

）
前
註
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
民
権
論
に
対
し
て
は
基
本
的
に
批
判
的
で
あ
る
し
、
国
会
開
設
に
関
し
て
も
「
地
方
の
民
会
を
後
に
し
て
中

央
の
国
会
を
先
に
せ
ん
と
す
る
は
、
事
の
順
序
を
誤
る
者
と
云
う
べ
し
」（
第
７
巻
、
一
一
四
頁
）
と
指
摘
し
、
人
民
の
分
限
に
属
す
と
把
握

さ
れ
る
地
方
の
治
権
が
中
央
政
府
に
侵
犯
さ
れ
な
い
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
丸
山
真
男
は
、
同
時
期
の
他
の
論
考
で

そ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
、
単
に
民
権
論
の
要
約
と
し
て
こ
れ
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『「
文
明

論
之
概
略
」
を
読
む
』
下
、
三
一
八
―
九
頁
）。
た
だ
し
そ
う
理
解
し
た
と
し
て
も
、
伸
張
さ
れ
る
民
権
が
国
権
に
結
び
つ
く
こ
と
、
国
権
確

立
の
た
め
の
民
権
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
（
18 

）
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
儒
学
や
庶
民
道
徳
な
ど
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
近
代
以
前
の
封
建
道
徳
の
基
盤
で
あ
る
し
、
後
者
は
智

徳
の
考
察
に
際
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
公
的
な
徳
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
日
本
人
へ
の
評
価
の
転
換
の
根
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拠
と
し
て
は
疑
問
な
点
が
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
19 

）『
通
俗
民
権
論
』
は
一
八
七
八
年
の
四
月
に
起
稿
し
六
月
に
脱
稿
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
刊
行
さ
れ
た
の
は
九
月
で
あ
り
、
緒
言
の

言
及
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
民
権
論
」
の
み
で
は
不
十
分
と
考
え
て
急
遽
「
国
権
論
」
を
書
き
加
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
両
著

で
こ
れ
だ
け
表
現
、
内
容
が
異
な
る
背
景
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
故
に
、
そ
の
背
景
に
関
し
て
の
福
澤
の
意
図
に
つ
い
て
は
疑
問
の
ま
ま

で
あ
る
。

　
（
20 

）「
西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す
る
」
と
は
、『
文
明
論
之
概
略
』
第
二
章
の
表
題
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
の
章
の
中
に
も
「
西
洋
諸
国
を

文
明
と
云
う
と
雖
も
…
…
細
に
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
足
ら
ざ
る
も
の
甚
だ
多
し
」（
第
４
巻
、
二
四
頁
）
と
し
て
、
犯
罪
や
戦
争
、
対
外
関
係
に

於
け
る
権
謀
術
数
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
当
初
か
ら
西
洋
文
明
を
無
条
件
に
肯
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
『
通
俗
国
権
論
』
で
の
西
洋
観
は
、
特
に
第
五
章
に
お
い
て
徳
の
側
面
や
身
分
的
、
経
済
的
格
差
の
存
在
に
関
し
て
否
定
的
表

現
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
も
日
本
が
今
後
「
目
的
と
定
め
る
」
対
象
と
し
て
の
設
定
か
ら
は
転
換
し
て
い
る
と
把
握
で
き
る
。

　
（
21 

）
例
え
ば
『
文
明
論
之
概
略
』
段
階
で
も
既
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
窮
状
や
欧
州
列
強
に
よ
る
中
東
か
ら
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
侵
略

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
第
４
巻
、
三
二
二
頁
以
下
参
照
）。
そ
う
し
た
列
強
の
帝
国
主
義
的
脅
威
の
実
情
は
、
主
題
に
関
す
る
一
貫
性
に
は

結
び
つ
い
て
も
、
変
化
の
根
拠
と
は
な
り
づ
ら
い
。
そ
れ
故
に
、「
外
国
か
ら
の
脅
威
の
自
覚
」
を
変
化
の
要
因
と
強
調
す
る
考
え
に
は
疑
問

が
残
る
。（
小
川
原
正
道
『
福
澤
諭
吉
の
政
治
思
想
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
、
第
四
章
を
参
照
。）

　
（
22 

）
こ
の
引
用
の
後
に
も
福
澤
は
「
人
或
は
云
わ
ん
、
人
類
の
約
束
は
唯
自
国
の
独
立
の
み
を
以
て
目
的
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
…
…
人
間
智
徳

の
極
度
に
至
て
は
、
そ
の
期
す
る
所
、
固
よ
り
高
遠
に
し
て
、
一
国
独
立
等
の
細
事
に
介
々
た
る
べ
か
ら
ず
」（
第
４
巻
、
三
三
一
頁
）
と
い

う
よ
う
に
、「
文
明
の
進
歩
」
と
「
国
の
独
立
」
の
軽
重
に
関
し
て
内
容
的
に
逆
の
主
張
も
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
福
澤
の
主
張
な
い
し
そ

の
「
表
現
」
は
常
に
一
貫
性
を
保
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
23 

）
こ
の
引
用
の
前
後
に
福
澤
は
欧
米
列
強
を
相
手
に
す
る
戦
争
は
と
も
か
く
、
現
在
の
日
本
に
比
べ
て
弱
小
国
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
や
、
古

代
以
来
の
出
兵
の
対
象
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
な
ど
と
の
戦
争
を
引
き
合
い
に
出
し
、
日
本
国
民
と
し
て
の
一
体
感
を
得
さ
せ
る
方
便
と
し
て

の
対
外
戦
争
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
後
の
「
脱
亜
論
」
の
主
張
な
ど
を
対
象
と
し
た
福
澤
帝
国
主
義
者
論
の
根
拠
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
把
握
で
き
る
。

八
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