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一
、
大
正
初
期
の
わ
が
国
の
経
済
学

小
泉
先
生
の
社
会
的
活
動
は
こ
れ
を
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ょ
ぅ
。
第
一
は
大
学
卒
業
ニ

九
一
〇)

か
ら
塾
長
就

任(

一
 

プ

-二
三)

ま
て
の
教
授
時
代
.
第
ご
は
塾
長
退
任(

一
九
四
七)

ま
で
の
塾
長
時
代
、
そ
し
て
第
三
は
そ
れ
以
後
の
來
宮
御
教
育
常

時

参
与
時

代

で
 

あ
る
先
生
の
活
撥
な
頭
脳
活
動
は
こ
の
三
つ
の
時
代
を
通
じ
て
終
始
か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
.か
し
主
た
る
関
心
の
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ 

の
時
代
に
よ

つ
て
変
つ
た
の
は
浩
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
生
が
最
後
ま
で
経
済
学
に
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
た
こ
と
は
事
実
だ
、；̂
、
そ
れ
が
最
も

純
粋
な
形
を
と
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
の
時
代
、
す
な
わ
ち
教
授
時
代
の
二
十
余
年
で
あ
る
。
.先
生
の
経
済
学
上
の
業
績
は
殆
ど
す 

べ
て
こ
の
間
に
な
さ
れ
た
>
言
っ
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
期
の
先
生
の
対
象
も
、
理
論
経
済
学
か
ら
次
第
に
社
会
思
想
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
学
説
に
移
行
し
、
理
論
経
済
学
者
と
し
て
の 

活
f
は
む
し
ろ
初
相
に
限
定
さ
れ
た
感
が
あ
る
..も
と
よ
り
先
生
の
著
名
な
マ
ル
.ク
ス
批
判
も
、
武
器
は
こ
の
初
期
に
锻
え
ら
れ
た
理
論
に
外
な 

ら
な
い
か
ら
、
理
論
経
済
学
者
と
し
て
の
先
生
に
時
期
的
一
線
を
画
す
こ
ゎ
は
不
可
能
だ
が
、
'後
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
，そ
れ
ぞ
れ
別
に
論
ぜ
ら 

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
は
^.
め
て
初
期
の
時
期
に
限
定
し
た
い
。
そ
れ
に
は
経
済
学
に
は
じ
め
て
対
面
し
た
学
生
時
代
の
先
生 

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
時
代
の
わ
が
国
経
済
学
界
の
状
態
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

周
知
の
通
り
わ
が
国
で
西
洋
経
済
学
が
は
じ
め
て
講
座
と
し
て
お
か
れ
た
の
は
わ
が
慶
応
義
塾
で
、
慶
応
四
年(

明
治
元
年)

福
沢
先
生
が
ゥ
ェ 

丨
ラ
ン
ド
のE

l
e
m
e
n
t
s

 

of 

Political 

E
c
o
n
o
m
y

を
講
読
し
た
の
が
そ
も
そ
も
の
始
め
だ
と
い
う
。
し
て
み
れ
ば
ゎ
泉
先
生
が
斯
学
に
志
し
た 

の
は
、
そ
れ
か
ら
既
に
四
十
年
の
後
で
あ
る
。
こ
の
間
に
わ
が
国
は
総
て
の
面
に
お
い
て
欧
米
の
文
化
を
貪
^
に
吸
収
し
、
経
済
学
に
お
い
て
も 

殆
ど
凡
ゆ
る
学
説
が
輸
入
さ
れ
た
。
そ
の
方
法
た
る
、
い
わ
ば
手
当
り
次
第
で
、
わ
が
国
の
実
情
に
適
当
か
ど
う
か
と
い
っ
た
配
慮
は
殆
ど
皆
無 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
経
済
学
説
に
つ
‘
て
は
、
次
第
に
独
乙
歴
史
学
派
の
勢
力
が
増
大
：し
、
資
本
主
義
の
進
展
と
共
に
、
明
治
三
十
年
こ
ろ
に
ば
、
 

独
乙
の
社
会
政
策
学
会
を
模
倣
し
た
同
名
の
学
会
が
誕
生
し
、
経
済
学
者
.の
殆
ど
大
部
分
は
こ
れ
に
所
属
す
る
に
.至
っ
た
。
し
か
し
理
論
の
領
域 

で
は
、
当
時
新
た
に
発
足
し
た
新
古
典
学
派
が
急
速
に
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
；つ
つ
あ
っ
た
。
；
マ
ー
シ
ャ：

ル
が「

経
済
学
原
理」

を
公
刊
し
た
の
は
、

一
八
九
〇
年

(

明
治
ニ
三
年)

で
、
先
生
が
学
生
と
し
て
受
け
.た
講
義
は
主
と
し
て
こ
の
学
派
め
も
の
で
あ
っ
た
。.
す
な
わ
ち
、
先
生
は
大
学
予
科 

で
は
気
賀
勘
重
先
生
..:a在
の
気
費
煺
三
教
授
の
厳
父)

か
ら
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ィ
~ッ
チ
に
よ
る
原
論
を
学
ん
だ
が
、
.先
生
自
ら「

フ
ィ
氏
の
立
場
は
穏 

健
な
折
衷
主
義
で
、
奇
抜
な
独
創
性
は
な
か
づ
た
が
、，
十
分
な
る
学
識
を
.も
っ
て
、
経
済
学
全
般
に
わ
た
り
、
確
実
.精
密
な
叙
述
が
与
え
て
あ
っ 

た
。
価
値
論
に
*

.^
て
は
ノ
彼
れ
ほ
多
く
ボ
^
ム
：
パ
ヴ
ェ
ル
タ

.

に
よ
.っ
て
限
界
効
用
説
を
.説
い
た
。

.

は
じ
め
て
経
済
学
を
学
び
、
そ
う
し

.

て
い 

.
小
泉
先
生
と
理
論
経
済
学 

四
t 

(

：
ニ
，L
ノ



•
. 

五
0

(1 

ニ
：
 
ニ
〇)

き
な
り
こ
の
精
緻
な
理
論
を
教
え
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、，
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た」

と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
し
て
先
生
は
更
に
福
田
博
士
に 

よ
る
セ
リ
グ
マ
シ
の
講
義
を
き
い
.た
が
、「

セ
リ
グ
マ
ゾ

の
価
値
及
び
分
配
理
論
は
、
そ
の
同
僚
に
し
て
同
じ
く
限
界
思
想
に
立
興
し
て
新
機
軸 

を
出
し
、
.す
べ
て
生
産
要
素
は
、
' そ
れ
が
生
産
収
益
に
寄
与
し
た
だ
け
を
報
酬
と
し
て
受
け
る
と
説
い
た
ジ
ョ
ン
•
ベ
ヱ
ッ
•
ク
ラ
ー
ク
に
よ
る 

も
の
で
あ
っ
た
。：
更
に
当
時
の
理
財
科
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
.の
原
論
を
教
科
書
に
用
い
、
福
田
博
士
は
こ
の
講
義
に
基
づ
い
て「

経
済
学
講
義」

と 

題
す
る
書
を
著
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
早
速
--
の

「

講
義」

と
と
も
に
原
書
を
読
ん
だ」

：
と
記
し
て
い
る
。
先
生
が
マ
ル
ク
ス
に
接
し
た
の
は
後
の 

こ
と
だ
が
、
か
よ
う
な
素
養
を
経
た
の
ち
に
マ
ル
ク
ス
に
接
し
た
こ
と
は
、
.「

正
し
い
順
序」

だ
っ
允
と
.言
明
し
て
.い
る
。
■当
時
マ
ル
ク
ス
は
わ 

が
国
で
は
殆
•ど
理
解
さ
れ
.て
お
ら
ず
、‘
そ
の
方
面
の
第
一
人
者
だ
っ
た
福
田
博
士
さ
え
、「

資
本
論」

を
読
破
は
し
た
が
、

先
生
の
言
葉
に
よ
れ 

ば

T

そ
の
深
遠
な
る
こ
と
.や
難
解
な
る
こ
と
を
説
く
、だ
け
で
、
実
質
的
な
批
判
と
い
う
も
の
は
、
■当
時
に
お
い
て
は
，ま
だ
一
つ
も
発
表
し
て
い
な 

か
っ
た
。」

先
生
は
む
し
ろ
独
乙
語
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
た
ゾ
ン
バ
ル
ト
の「

社
会
主
義
と
社
会
運
動」

や
、

ヵ
ー
ル
•
デ
ィ
ー
ル
の「

社
会 

主
義
、
.共
産
主
義
及
び
無
政
府
主
義J

に
よ
っ
て
興
味
を
喚
起
さ
れ
た
ら
し
い
。
デ
ィ
ー
ル
の
こ
の
書
は
わ
た
し
が
学
生
の
と
き

、

先
生
も
ま
た 

教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
ほ
ど
で
、
.
か
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
一
言
す
る
に
、
な
る
ほ
ど
日
露 

戦
争
以
来
社
会
的
不
安
が
増
大
し
、
社
会
主
義
思
想
乃
至
運
動
の
発
芽
し
た
こ
と
：は
事
実
だ
が(

幸
徳
秋
水
の
大
逆
事
件
は
一
九
一
〇
年)

、

マ
ル
キ 

シ
ズ
ム
の
本
格
的
導
入
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
大
正
九
年
、
す
な
わ
ち
第
一
次
大
戦
の
終
っ
た
翌
年
、
 

先
生
が
著
わ
し
た「

社
会
問
題
研
究」

と

「

経
済
学
説
と
社
会
思
想
1_
の
ニ
つ
は
、
わ
が
国
に
本
格
的
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
導
入
し
た
先
駆
的
著 

作
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
学
問
を
語
る
に
当
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
は
、
先
生
の
恩
師
達
の
こ
と
で
あ
る
。
先
生
は
一
九 

一
0
年
義
塾 

大
学
部
政
治
科
を
卒
業
す
る
と
共
に
そ
の
教
員
に
採
用
さ
れ
、
.翌
々
年
九
月
義
塾
留
学
生
と
し
て
欧
洲
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
満
三
年
半
の
滞
在
中 

に
先
生
が
聴
講
し
た
の
は
、
独
乙
で
は
シ
ユ
モ
ラ
ー
、
，ヮ
ダ
ナ
ア
、
へ
ル
ク
ナ
ア
、
オ
ッ
ぺ
シ
ハ
イ
マ
ア
、
英
国
で
は
ピ
グ
ゥ
、
ケ
イ
ン
ズ
、
仏 

'蘭
西
で
は
ジ
イ
ド
.の
諸
先
生
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
当
代
一
流
の
大
学
者
だ
が
、
顔
振
れ
で
わ
か
.る
よ
う
に
、
相
互
に
か
な
り
異
る
立
場

の
人
々
で
あ
る
。
.そ
の
何
れ
の
影
響
が
最
も
太
き
か
っ
た
か
は
断
定
の
限
り
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
帰
朝
直
後
の
論
文
に
は
ォ
ッ
ぺ
ン
、
ハ
ィ
マ 

ァ
と
ゾ
ン
、パ
ル
ト
の
所
説
が
屢
々
引
用
さ
れ
て
い
る
.。
特
に
前
者
は
先
生
の
後
期
の
論
文
に
も
現
わ
れ
る
が
、
彼
が
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
て
米
国
に 

亡
命
す
る
途
中
わ
が
国
に
立
ち
よ
っ
た
と
き
、

先
生
が
敢
然
そ
の
庇
護
に
当
っ
た
こ
と
は
、

学
界
の
美
談
と
し
て
今
な
お
語
り
伝
え
ら

れ

て
.い 

る
0 : 

'

し
か
し
先
生
の
真
の
恩
師
は
、
留
学
中
の
か
か
る
学
者
達
で
は
な
く
て
、
義
塾
に
お
い
て
先
生
を
育
成
し
ま
た
学
界
に
送
り
出
し
た
福
田
徳
三 

博
士
で
あ
っ
た
と
.い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
泉
先
生
が
理
財
科
で
な
く
て
政
治
科
に
入
学
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
実
は
政
治
科
.に
お
け
る
福
田 

博
士
の
講
義
を
き
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
博
士
は
元
来
理
財
科
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
た
が
、
同
時
に
政
治
科
に
も
講
座
を
も
っ
た
の
で
あ 

る
0
博
士
の
ほ
か
、
先
生
の
恩
師
と
し
て
は
、
堀
江
帰
一
、
田
中
萃
一
郎
、.
気
賀
勘
重
等
々
の
諸
先
生
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
理
論
経 

済
学
と
社
会
問
題
に
限
定
す
る
限
り
は
、
福
田
博
士
の
影
響
が
圧
倒
的
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
.そ
こ
で
、
聊
か
岐
路
に
わ
た
る
惧
れ
は
あ 

る
が
、
博
士
そ
の
も
の
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
博
士
は
、
単
に
小
泉
先
生
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
国
の
経
済
学
そ
の
も
の 

の
方
途
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
大
御
所
的
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

' 

.

•

ニ
、
華
々
し
い
デ
ビ
ユ

I

 

.

福
田
博
士
は
明
治
七
年
生
れ
だ
か
.ら
、
小
泉
先
生
よ
り
十
四
歳
の
年
長
で
あ
る
。
，東
京
高
商(

今
の
一
橋
大
学)

の
教
授
だ
っ
た
が
、
.校
長
と
衝 

突
し
、
追
い
出
さ
れ
て
義
塾
.に
移
り
、

一
九
一
九
年
、
母
校
に
復
帰
す
る
ま
で
十
数
年
の
長
き
に
亘
っ
て
義
塾
に
留
ま
っ
た
人
で
あ
る
。
小
泉
先 

生
，は
学
生
時
代
か
ら
博
士
の
特
別
の
教
育
を
受
け
た
わ
け
で
、
文
字
通
り
の
愛
弟
子
で
あ
っ
た
。
.

福
田
博
士
は
明
治
•
大
正
，
昭
和
に
亘
っ
て
わ
が
国
の
経
済
学
界
に
君
臨
し
た
偉
大
な
指
導
者
で
あ
る
。
最
初
ビ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
及
び
プ
レ
ン
タ 

丨
ノ
に
師
事
し
、
.新
歴
史
学
派
の
洗
礼
を
受
け
た
が
、
後
に
は
古
典
学
派
や
マ
ル
ク
ス
学
派
、
さ
て
は
厚
生
経
済
学
に
も
手
を
延
ば
し
、
理
論
■•学 

小
康
先
生
と
理
論
経
済
学
.

，
 

五

一a

ニ
ニ
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ニ
ニ
ニ)

説
史
•
経
済
史」

政
策
論
と
経
済
学
の
全
野
に
亘
っ
て
縦
横
の
活
躍
を
続
げ
，
そ
の
門
下
か
ら
、
小
泉
先
生
の
ほ
か
、
坂
西
由
蔵
、
左
右
田
喜
一 

郎
、
宮
由
喜
代
蔵
、
中
山
伊
知
郎
、.
大
塚
金
之
助
、
大
熊
信
行
、
杉
本
栄r

等
々
の
第
一
級
.の
経
済
学
者
が
輩
出
し
、
わ
が
国
経
済
学
の
発
展
に 

無
類
の
功
績
を
残
し
た
の
で
あ
る
0

:

博
士
が
若
き
日
の
小
泉
先
生
を
い
か
に
高
く
評
価
し
た
か
は
、
先
生
の
処
女
作
ジh

ヴ
ォ
ン
ズ「

経
済
学
純
理」

Q

r

㈠I
丨

a

^
0
^
1 

1
3
0
0
办
0
1
1
1
7
.
2
1
1
<
1
6
&

广)

の
邦
訳
に
付
し
た
博
-±
の
序
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。(

そ
の
.一
部
は
屢
々
引
用
さ
れ
、
周
知
の
こ
と
と
思
ぅ
が
、
そ
の
全
文
は
そ
れ
ほ
ど 

知
ら
れ
て
い
な
い
よ
ぅ
だ
か
ら
、
敢
え
て
引
用
し
て
お
く
。)

日

く「

小
泉
信
三
君
は
慶
応
義
塾
が
近
年
に
於
て
産
出
し
た
る
麒
麟
児
の
一
人
な
り
。
業 

を
其
の
政
治
科
大
学
に
卒
る
と
同
時
に
直
ち
に
挙
げ
ら
れ
て
同
塾
予
科
教
授
と
な
り
、
経
済
通
論
の
一
科
を
担
任
し
、
学
績
顕
著
、
学
生
の
愛
慕 

深
き
内
に
両
三
年
を
.経
過
し
た
り
し
が
、
"昨
年
同
塾
特
選
の
海
外
留
学
生
た
る
を
命
ぜ
ら
れ
、
今
英
国
に
在
り
、
続
て
大
陸
に
渡
り
、
主
と
し
て 

経
済
学
の
理
論
と
学
説
史
と
の
研
究
を
専
任
と
す
る
箸
な
り
。
君
の
教
授
時
代
世
に
公
に
せ
る
若
干
の
論
文
及
び
翻
訳
の
類
は
、
同
好
学
者
の
間 

に
思
想
の
明
晰
と
文
辞
の
流
達
と
を
認
め
ら
れ
た
り
。
予
は
慶
応
義
塾
に
教
鞭
を
取
る
こ
と
前
後
八
年
、
其
間
予
が
講
座
に
列
り
予
が
門
に
出
入 

し
.た
る
塾
生
千
を
以
て
数
ふ
可
し
。
然
れ
ど
も
頭
脳
の
明
快
、

理
解
の
透
徹
、

学
力
の
優
秀
、

人
格
の
堅
固
の
点
に
於
て
、

未
だ
小
泉
君
の
右 

に
出
づ
る
も
の
に
接
せ
し
こ
と
な
し
。
三
田
の
学
舎
人
林
多
し
。
唯
だ
学
問
の
範
囲
に
其
の
配
布
せ
ら
る
る
こ
と
の
今
日
ま
で
甚
だ
乏
し
か
り
し 

の
み
。
之
を
先
■輩
の
中
.に
就
い
て
求
む
れ
ば
、
恐
ら
く
小
泉
君
以
上
の
卓
越
せ
る
学
者
其
数
少
し
と
為
さ
ざ
る
可
し
◊
唯
義
塾
出
身
者
の
世
に
出
. 

で
身
を
立
つ
る
、

或
は
実
業
界
或
は
政
治
界
に
専
ら
，に
し
て
、
学
問
の
世
界
に
方
針
を
定
む
る
も
の
極
め
て
少
し
。

幸
ひ
大
学
部
の
発
展
に
伴 

ひ
、
留
学
生
の
派
遣
比
々
相
続
ぐ
に
及
び
、
.有
為
な
る
学
者
の
三
田
学
舎
に
起
る
も
の
多
し
と
雖
も
、，.之
を
経
済
学
に
就
い
て
云
へ
ば
、
堀
江• 

気
賀
両
先
輩
に
続
く
も
の
殆
ど
之
な
き
の
状
あ
る
は
甚
だ
.遺
憾
と
す
可
き
所
な
り
。
予
は
任
に
義
塾
に
就
き
て
よ
り
常
に
謂
ら
く
、
，予
が
如
き
は 

パ
プ
テ
ス
マ
の
ョ
ハ
ネ
た
る
を
得
ば
畢
生
の
幸
福
の
み
。
在
任
数
年
若
し
一
個
半
個
の
龍
象
を
打
出
し
得
て
之
を
義
塾
に
寄
進
す
る
を
得
ん
か
、

予
.は
其
責
を
尽
し
た
る
も
の
な
り
。
少
く
と
も
第
二
の
掘
江
博
士
、
第
二
の
気
賀
教
授
が
予
が
門
下
よ
り
出
づ
る
こ
と
あ
ら
ん
か
、
予
が
性
来
の

狷
介
を
以
て
塾
僚
を
煩
し
た
る
罪
は
償
は
る
る
も
の
と
す
る
を
得
ん
の
み
と
。
予
は
今
小
泉
信
三
君
を
得
て
之
を
三
田
の
諸
君
に
還
付
す
。
予
'か 

事
を
成
む
終
へ
た
り
と
自
信
す
る
も
の
な
り
。

•

誤
解
す
る
勿
れ
、
小
泉
君
は
予
が
自
ら
養
成
し
出
し
た
る
も
の
■に
あ
ら
ず
。
小
泉
君
は
義
塾
生
へ
抜
き
の
固
有
産
物
な
り
。
予
は
僅
か
に
同
君 

大
学
生
時
代
の
三
年
と
教
授
時
代
の
若
干
年
と
の
間
に
於
て
、
同
君
と
相
交
遊
し
相
討
論
す
る
に
よ
り
、
多
少
の『

フ
ィ
ニ
シ
ン
グ』
を
同
君
の
修 

学
に
加
へ
得
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
.な
り
。
三
田
の
塾
風
短
所
は
固
よ
り
•多
々
あ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
他
に
な
く
し
て
独
り
此
に
在
る
特
美
の
一
点
は
、
 

徹
頭
徹
尾
土
著
固
有
の
産
物
を
有
す
る
こ
と
之
な
り
。
予
の
固
有
産
物
と
云
ふ
意
は
、
義
塾
に
於
.て
は
親
も
子
も
共
に
教
育
を
玆
に
受
け
、
而
し 

'て
子
は
小
学
時
代
よ
り
大
学
を
卒
ふ
る
ま
で
未
だ
一
日
も
他
の
学
舎
.に
就
く
こ
と
：な
く
、
其
学
問
生
涯
を
終
始
し
て
一
貫
せ
る
義
塾
一
流
独
特
の 

教
育
を
受
け
た
る
も
の
を
云
ふ
。
小
泉
君
は
此
意
味
に
於
て
醇
の
醇
な
る
画
有
産
物
な
り
。
君
の
先
考
は
福
沢
先
生
の
徳
風
に
最
も
多
く
薫
化
せ 

ら
れ
た
る
義
塾
先
輩
の
一
人
に
し
て
、
嘗
て
義
塾
に
塾
長
た
.り
又
横
浜
正
金
銀
行
の
重
役
と
し
て
実
業
界
に
顕
著
な
り
し
故
信
吉
氏
な
り
。.
君
は 

其
長
子
に
生
れ
、
終
始
義
塾
の
学
窓
に
の
み
学
び
、
，而
し
て
将
来
は
塾
の
教
授
と
し
て
永
く
母
校
に
尽
さ
ん
と
す
る
人
な
り
。
塾
^
に
生
れ
塾
外 

に
長
じ
た
る
外
様
者
た
る
予
が
此
の
生
へ
抜
き
の
三
田
児
と
交
遊
.の
誼
最
も
厚
き
を
得
た
る
は
偶
然
の
出
来
事
な
り
。：
而
し
，て
此
偶
然
は
今
や
不 

可
絶
、
不
可
離
の
因
縁
と
化
せ
り
。
.
人
事
の
奇
遇
顧
み
来
れ
ば
、
聊
か
感
慨
の
情
な
き
を
得
ず
。：
，

予
は
嘗
て
商
己
の
母
校
に
於
て
同
様
の
信
念
を
懐
き
、.
同
様
の
努
力
を
試
み
、
僅
々
三
年
の
在
職
猶
：ほ
左
右
田
、
坂
西
両
君
を
得
て
常
に
之
を 

誇
と
七
つ
つ
あ
り
。
坂
西
教
授
は
今
此
名
著
集
に
予
と
事
を
共
に
し
つ
ら
あ
り
。
其
の
第
一
冊
と
し
て
チ
が
慶
応
義
塾
に
於
て
得
た
る
小
泉
君
の 

筆
に
成
る
此
訳
書
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
■坂
西
教
授
に
於
て
も
予
と
感
慨
の
情
を
分
た
る
る
こ
と
な
ら
ん
。
左
右
田
学
士
は
滞
欧
十
年
、
沉
く
彼 

国
碩
学
老
儒
の
間
に
交
遊
し
、
其
学
名
今
や
江
湖
に
籍
甚
せ
り
。.
而
し
て
小
泉
君
の
今
後
十
年
亦
た
必
ず
両
.君
の
如
く
な
る
可
き
や
、
予
は
今
よ 

り
之
を
断
言
す
る
に
憚
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
而
し
て
義
塾
経
翁
学
の
将
来
は
最
早
安
心
し
て
可
な
り
。
予
は
心
永
く
小
泉
君
の
帰
朝
を
楽
み
待
た
. 

ん
の
み」

と
。
小
泉
信
三
の
名
が
こ
れ
に
よ
っ
て
一
挙
に
喧
伝
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
 

.

小
枭
先
生
と
理
論
経
済
学 

.

、
 

.五

三(

ニ
ー
ー
三
ー)



Ml? I
m

五

四(

一
ニ
ニ
四)

三
、
ジ

ェ

ヴ

ォ

ン

ズ

と

福

田

徳

三

博

士

'

理
論
経
済
学
者
と
し
て
の
小
嵌
先
生
の
最
大
の
業
績
が
古
典
学
派
、
.と
く
に
リ
ヵ
ア
ド
ォ
の
研
究
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の 

先
生
の
デ
ビ
ュ
ー
が
、
リ
ヵ
ァ
ド
ォ
を
仇
敵
視
1
た
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
翻
課
で
あ
っ
た
.こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
。
卒
直
に
言
、っ
て
先
生
は
ジ
ェ 

'ゥ
ォ
ン
'ス
を
必
す
し
も
清
く
評
値
し
た
と
.は
思
え
な
^
,ガ
，、

し

か

し

塾

長

と

し

.
'て
多
忙
を
極
め
た
戦
翁
の
.最
中
に
、.
そ
.の
改
訳
を
敢
行
し
た
と
.こ 

ろ
を
見
れ
ば
、
，決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
当
初
の
訳
本
に
は
先
生
自
筆
の
序
文
が
'な
い
。
先
生
が
訳
文
を 

b
兀
成
し
た
の
は
明
治
四
十
五
年
、
.す
な
わ
ち
卒
業
の
翌
年
だ
が
、
先
生
は
訳
文
完
成
直
後
海
外
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、5

3

版
さ
れ
た
と
き
は
ロ
ン
ド 

ン
に
在
っ
た
。
し
か
.る
に
印
刷
中
火
災
の
た
め
序
文
だ
け
焼
失
し
、
編
集
者
の
福
田
博
士
は
出
版
の
遅
延
を
嫌
っ
て
自
ら
代
っ
て
序
文
を
書
い
た
. 

の
で
あ
る
。
も
し
先
生
の
序
文
が
あ
っ
た
ら
.、
先
生
が
特
に
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
と
り
あ
げ
た
理
由
も
、
ま
た
ジ
ェ
へ
ヴ
ォ
ン
ズ
理
論
に
関
す
る
解
釈 

乃
至
評
価
も
記
さ
れ
て
い
た
と
思
う
が
、

こ
れ
を
欠
く
た
め
、

少
く
と
も
動
機
に
つ
い
て
は
、
.わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
推
量
を
敢
え
て
す
る
外
尤 

な
1-(

改
訳
に
あ
る
序
文
と
解
題
も
書
い
た
の
は
.わ
た
し
で
.あ
っ
て
、.
先
生
で
は
な
.い)

* 

.

.

先
生
が
理
財
科
で
な
く
て
政
治
科
を
選
ん
だ
主
た
る
理
由
は
、

既
に
述
べ
た
通
り
、
福
田
徳
三
博
士
.の
経
済
原
論
を
聴
講
す
る
た
め
で
あ
っ 

た

(

理
財
科
で
は
博
士
の
講
義
は
ク
ラ
ス
に

ょ
っ
て
は
聴
け
な
か
っ
た)

。、
博
士
は
セ
リ
グ
マ
ン
を
用
い
た
と
い
う
が
、
■.こ

れ

は

言

う

ま

で

も

な

く

.マ

丨
 

シ
ャ
ル
の
直
系
で
あ
る
。

マ
I
シ
ャ
.
.ル
.は
ジ
.

H

ヴ
ォ
ン
ズ
に
対
し
て
は
む
し
ろ
嫌
悪
の
情
さ
え
抱
い
た
と
は
い
え
、
伝
統
の
古
典
派
と
限
界
効
用 

学
派
を
折
衷
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
新
古
典
学
派
を
確
立
し
た
人
で
、
彼
の
理
論
の
中
に
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
学
説
は
著
し
い
程
度
に
生
き 

て
い
る
の
で
あ
る
。
福
田
博
士
は
歴
史
学
派
か
ら
出
発
し
た
が
、
.次
第
に
マ
ー
シ
ャ
ル
に
接
近
し
、
講
義
は
そ
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
。
従
っ
て 

小
泉
先
生
が
限
界
効
用
説
に
関
心
を
も
つ
に
‘至
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
.い
。

先
生
は
卒
業
の
翌
年(

明
治
四
三
年)

か
ら
..三
田
学
会
誌
に
寄
稿
し
は
じ
め
た
が
、
明
治
四
、四
年
.の
第
五
卷
第
一
号
に「

ヘ
ル
マ
シ
.
ハ
.ィ
ン
リ

^ ^ 1

ッ
ヒ
•ゴ
ッ
セ
ン

と
其
学
説」

.
を
発
表
し
た
。
ゴ
ッ
セ
ン
は

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
限
界
効
用
学
説
創
始
者
で
、
右
の
論
文
は
'、コ 

ッ
七
ゾ

の
生
誕
百
年
を
記
念
し
た
リ
ー
フ
マ
ン
の

論
文
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
中
に
ジ
エ
ヴ
オ
ン
ズ
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は 

言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
そ
の
翌
年(

明
治
四
五
年)

に
は
第
六
卷
第
一
.一
号
に「

主
観
的
価
値
論
沿
革
.の
一
節」

と
題
す
る
先
生
自
作
の
論
文
が 

発
表
さ
れ
た
。
同
年
秋
に
は
先
生
は
ジ
工
ヴ
オ
ン
ズ
の
翻
訳
を
置
土
産
に
留
学
の
途
に
上
っ
て
い
る
か
ら
、

右
論
文
は
こ
の
翻
訳
中
に
書
か
れ
た 

も
の
で
あ
ろ
う
。 

.

こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
先
生
が
全
く
自
発
的
に
ジH

ヴ
ォ
ン
ズ
邦
訳
を
発
意
し
た
と
推
測
し
て
差
支
え
な
い
'だ
ろ
う
し
、
事
実
福
田
博
士
も
右
に 

述
べ
た
序
文
に
お
い
て
、「

小
泉
君
が
特
に
ジ
’ H

ヴ
ォ
ン
ズ
の
此
書
を
撰
ん
で
邦
訳
し
.之
を
其
留
学
置
土
産
と
為
し
た
る
真
意
は
予
は
唯
だ
之
を 

推
測
し
得
る
の
み」

と
記
し
て
、
小
泉
先
生
自
身
の
発
意
だ
と
断
言
しV

い
る
。

し
か
し
わ
た
し
は
実
際
に
は
小
泉
先
生
の
発
意
と
..い
う
よ
り 

は
、
恐
ら
く
は
福
田
博
士
の
そ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
_て
い
る
。
け
だ
し
博
士
は
当
時
既
に
現
わ
れ
は
じ
め
た
諸
外
国
の

名
著
選
集
-

-(

例
え
ば
.
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一

に
倣
っ
て
、「

苟
く
も
経
済
学 

に
志
す
限
り
の
者
必
ず
読
ま
ざ
る
ベ
か
ら
ざ
る
も
の」

を
叢
書
と
しV

刊
行
す
る
計
画
を
樹
て
、
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
こ
の「

内
外
経
済
学
名
著」 

の
第
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
叢
書
に
は
予
め
編
集
者
の
決
定
し
た
計
画
が
あ
る
は
ず
で
、
偶
々
小
泉
先
生
の
訳 

文
が
出
来
上
っ
た
か
ら
、
で
は
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
叢
書
を
作
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
私
自
身
助
手
の
こ
ろ
、
 

経
済
学
部
で
企
画
し
た
経
済
学
古
典
叢
書
の
マ
.ル
サ
ス
人
口
論
の
翻
訳
を
命
ぜ
ら
れ
、
自
信
な
き
ま
ま
躊
躇
し
て
い
た
と
き
、
先
生
か
ら「

や
っ 

て
見
給
.へ
、
ど
う
に
か
な
る
。
僕
に
も
経
験
が
あ
る
よ」

と
言
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
自
信
の
有
無
は
別
と
し
て
、
動
機
は
先
生
の
場
合 

も
同
じ
で
は
な
力
っ
た
か
と
思
う 

，

こ
の
推
測
が
果
し
て
当
っ
て
い
.る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
.
で
は
福
田
博
士
は
如
何
な
る
理
由
で
敢
え
て
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
叢
書
の
第
一
冊
に 

小
泉
先
生
と
理
論
経
済
学 

五

五(

_三
ニ
五)
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選
定
し
た
の
で
I

ぅ
か
。
こ
れ
が
解
答
は
同
じ
序
文
の
中
に
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
.

の
部
分
こ
そ
、
学
問
に
対
す
る

博

士

の

基

本
I

塞

I

I

證

言

T

l

l

i

る
、f

の
で
|

。
、|

そ
の
|

次
f

文
章
で
結
ん

て
V

る
の
で
I

。
日

く「

予
が
ま
た
此
訳
書
を「

経
済
学
名
著」

I

.一
 

冊
と
し
て
採
択
し
現
代
の
我
邦
思
想
界
I

供
す
る
所
以
は
、
ジ
ヱ

ゥ

ォ

ン

.ス

ヵ

千

八

百

七

十

年

代

の

英

国

に

期

し

た

る
も
の
、
我
等
之
を
大
正
初
頭
の
我
邦
に
期
す
る
が
故
の
み
。
日
く
、
I

の
げ
破
、
偶

管
 

破
壊
。

」 

• 

f
 

(

で
は
博
士
力
打
破
せ
ん
と
し
た
権
威
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
，破
壊
せ
ん
と
し
た
偶
像
と
は
何
で
あ
ぶ

か
。

一

ま

で

も

'̂
く
明
治
力
ら
大
正
へ
力
け
て
の
わ
力
固
は
、
.
正
に
資
本
主
義
の
開
花
期
で
あ
る
。
日
麗
争
の
勝
利
は
そ
れ
ま
で
漸
進
し
て
き 

た
工
業
化
を
霞
的
に
推
進
し
、
慶
資
本
主
義
へ
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
急
進
は
同
時
に
資

本

襄

.の
矛
盾
を
増
大
せ
し
め 

さ
ホ
は
歇
ま
な
力

っ
ん
も
と
も
と
当
時
わ
が
麗
済
発
展
の
原
動
力
と
.な
っ
た
も
の
は
露
骨
な
国
家
主
義
乃
i

侵
略
主
義
で
、
国
民
の
ニt
 

の
如
き
は
殆
ん
I

含
無
視
さ
れ
た
か
ら
、
一
方
に
お
け
る
富
の
増
大
は
他
方
に
お

け

る

讓

と

_

の
拡
大
I

ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
こ
。
 

低
賃
金
、
労
働
強
化
、
衛
生
施
設
の
不
備
等
々
は
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
共
通
だ
っ
た
が
、
特
に
鉱
山
や
望
業
に
お
い
て
最
も
甚
だ
し
く
、
由
々
し 

k

会
問
題
を
惹
き
起
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
社
会
襄
的
思
想
や
運
動
.の
抬
頭
し
た
の
は
惠
で
、

.幸
徳
秋
水
、
西
川
光
次
郎
、
片
山
潜
、

安
商
碟
对
ら
は
明
治I

ニ
四
年
、
わ
が
国
最
初
の
社
会
主
義
政
党「

社
会
民
主
党」

を
結
成
し
た(

但
し
即
日
解
散
さ
れ
た)

。：
か
く
て
わ
が
国
の
馨 

学
は
従
来
I
な
か
っ
た
新
し
い
問
題
に
直
面
す
る
に
至
っ
•た

の

であ
る
。

で
は
経
済
学
盡
は
こ
れ
を
い
か
に
受
け
と
め
た
か
。

当
時
の
わ
力
国
の
経
済
学
は
ド
ィ
ッ
歴
史
学
派
に
ょ
っ
て
独
占
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
福
沢
先
生
に
ょ
っ
て
西
洋
経
済
学
が
導
入
さ
れ
て
I

、

わ
ガ
国
は
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
学
説
を
輸
入
し
た
が
、
そ
れ
I

わ
が
国
の
歴
史
的
•

社
会
的
段
階
と
は
鋳
係
に
、
•い
わ
ぱ
手
当
り
次
第
i

集 

め
ら
れ
た
I

I

る
。
し
t

i

Q
如
く
帝
国
唐
と
結
び
つ
い
た
資
本
主
義
が
I

l

f

證
し
は
じ
め
た
と
き
、
事
I

卜
九
世 

ホ
輩

の

ト
イ
ツ
I

も
近
か
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
的
手
法
が
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
'
周
知
の
如
く
ド
イ
ツ
で
は
歴
史
学
派
と
く
に
後
切

歴
史
学
派
に
属
す
る
学
者
達
が
、
資
本
主
義
の
欠
陥
を
指
摘
し
.つ
つ.
も

、

こ
れ
を
国
家
の
社
会
立
法
に
ょ

.

っ
て
是
正
し
、
' 
い
わ
ゆ
る
修
正
資
本
主 

義
に
ょ
っ
て
資
本
主
義
の
存
続
と
拡
大
を
意
図
し
た
。
講
壇
社
会
主
義
が
こ
れ
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
活
動
の
機
関
と
し
て
生
れ
た
の
が
社
会
政 

策
学
会(

v
l
n

 fiir sozialpolitik)

で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
新
歴
史
学
派
は
金
井
延
、
和
田
垣
謙
三
ら
を
中
心
と
し
、
初
期
に
.お
い
て
は
、

一

で

は

田

ロ

卯

吉

や

天

野

為

之

ら

の

向

凼
主
義
と
、
他
方
で
は
幸
徳
秋
水
や
安
倍
磯
濰
ら
の
社
会
主
義
と
対
立
し
て
い
た
が
、
政
府
の
極
端
な 

国
家
主
義
の
下
で
は
®
由
主
義
も
社
会
主
義
も
発
展
の
余
地
な
く
、
こ
れ
に
反
比
例
し
て
新
歴
史
学
派
の
成
長
は
目
覚
し
く
、
遂
に
学
界
の
主
潮 

.流
に
の
し
上
っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
三
年(

I

九
〇
Q
年)

に
は
ド
ィ
ッ
に
倣
っ
て
社
会
政
策
学
会
が
誕
生
し
た
が
、
当
時
の
大
学
教
授
に
し
て
. 

こ
れ
に
参
加
し
な
か
っ
.た
者
は
殆
ど
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
中
心
と
な
っ
_た
桑
|1
1
熊
蔵
、
金
井
延
、；

小
野
塚
喜
平
次
、
高
野
岩
三
郎
、
山
崎
覚
次 

郎
等
々
だ
が
、
福
昍
博
士
泡
身
ま
た
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
社
会
政
策
学
会
の
性
格
は
明
治
三
士
一一年

の「

社
会
政
策
学
会
趣
意
書」

に
明
ら
か
で
あ
る
。
.日
く「

余
耀
は
放
任
主
義
に
反
対
す
。何
と
な
れ
ば
極
端
な
利
己
心
の
発
動
と
制
限
な
き
處
由
競
争
と
は
貧
富
の
懸
隔
を
は
な 

は

だ

し

く

す

れ

ば

な

り

.。
，.余

輩

は

ま

た

社
会
主
義
，に
反
対
す
。
.
.
な

ん

と

な

れ

，ば

現
在
の
経
済
組
織
を
破
壊
し
資
本
家
の
絶
滅
を
計
る
は
国
運
の
進 

歩
に
害
あ
れ
ば
な
り
。
余
輩
の
主
義
と
す
る
と
こ
ろ
は
現
在
の
私
有
的
経
済
組
織
を
維
持
し
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
個
人
の
活
動
と
国
家
の
権 

カ
と
に
ょ
っ
て
階
級
の
軋
櫟
を
防
ぎ
、
社
会
の
調
和
を
計
る
に
あ
り」

と
。
こ
の
.限
り
で
は 

一'
筒
の
修
正
資
本
主
義
に
外
な
ら
な
い
が
、
時
同
の 

進
展
と
共
に
国
家
主
義
の
色
彩
濃
厚
と
な
り
、
例
え
ば
日
•露
開

戦

を

：主

張

し

た

有

名

な

「

七

博

士」

の

大

半

はこ
の
学
会
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ 

た
0

こ
の
学
会
は
も
と
も
と
経
济
理
論
的
背
景
の
乏
し
い
歴
史
学
派
の
産
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
第
一
次
大
戦
後
新
し
い
経
済
学
の
進
歩
、
労
働
攻 

勢
の
激
化
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
理
論
の
抬
頭
に
ょ
っ
て
次
第
に
弱
体
化
し
、
大
芷
十
三
年
.

(

一
九
二
四
年)

遂
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
'0
し
か
し
小 

胤
先
生
が
福
田
博
士
の
指
導
を
受
け
た
の
'は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
時
代
、
す
な
わ
ち
社
会
政
策
学
会
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
ジH

ヴ
ォ
ン
ズ
の
訳
文
が
完
成
1
た
の
は
明
治
四
十
五
年
、
す
な
わ
ち
大
正
元
年
で
あ
る
。

然
ら
ば
そ
の
こ
ろ
経
済
学
の
領
域
に
お
い 

て
、
も
し
打
倒
す
べ
き
権
威
、
破
壊
す
べ
き
偶
像
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
，歴
史
学
派
の
ほ
か
に
.は

あ

り

得

な

い

。

そ

し

て

正

に

博

士

は

，こ

れ

を

次 

小
枭
先
生
と
理
論
経
済
学

 

、

1£
七

(
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,

.の
如
き
辛
辣
極
ま
る
文
字
を
連
ね
て
喝
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
I

の
'
文
は
同
時
に
博
士
が
ジH

ヴ
ォ
ン
ズ
を
如
何
に
評
価
し
た
か
を 

物
語
っ
て
余
り
あ
ろ
ぅ
。

日

く
-1
ジH

ヴ
ォ
ン
ズ
が
経
済
学
に
於
け
る
任
務
は
彼
自
ら
公
言
せ
る
一
語
I

き
た
り
。

日
く 

"権
威
の
破
壊
。
 

若
しE

下
流
行
の
語
を
藉
ら
ん
か
、
経
済
学
に
於
け
る
現
状
の
打
破
：
.是
れ
ジ.

H

ヴ
ォ
ン
ズ
畢
生
の
題
目
な
り
。
元
よ
り
彼
は
破
壊
を
^
て
拒
作 

.

と
し
た
る
に
'あ
ら
ず
、
否
彼
が
.建
設
し
.た
る
も
の
亦
偉
大
な
り
。
然
り
と
雖
も
経
済
学
史
に
於
け
る
彼
の
地
位
を
決
定
す
る
も
の
は
、
彼
が
如
订 

に
大
な
る
破
壊
を
成
し
遂
げ
得
た
る
か
の
'一
_

に
あ
り
て
、
其
建
設
t
た
る
も
の
は
、
偶
々
之
を
W
助
す
可
き
材
料
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
予 

は
経
済
学
史
の
_

1

じ
て
最
も
偉
大
最
态
倫
な
る
襲
の
効
業
は
之
を
我
ジH

ヴ
才
シ
ズ
.
£

1

る
可
か
ら
ざ
る
を
思
ふ
も
の
な
り
。

:g
:l
の
破
壊
は
大
な
る
か
。
答
、：L

i
s:
か

.
n
hな
蒙

雾

、
歡

1:
:
^、s

gl:
蒙

る
に
よ
り
て
襲
し
た
れ
ば
な
り
。
正
統
旧
派
を
倒
し
た
る
も
の
.は
独
乙
歴
史
学
派
な
り
と
は
普
通
に
信
ぜ
ら
る
る
所
な
れ
ど
も
、
予
は
I

 

ず
。
見
よ
、
歴
史
派
は
何
物
を
建
設
せ
し
や
。
彼
等
は
正
統
派
の
誤
謬
と
欠
点
と
を
指
摘
す
る
に
於
て
甚
だ
.喧
し
。
然
れ
ど
も
打
倒
し
た
る
正
铳 

.

旧
説
の
代
り
に
彼
等
は
何
物
を
建
設
的
■

与
し
た
り
し
や
。
■

学Q

謹

供

給

説

•
唐
費
価
霞
に
対
抗
す
可
き
如
何
な
る
新
学
説
を
打 

出
し
た
り
し
や
。
仔
細
に
点
検
し
来
り
見
よ
。
吾
人
は
歴
史
派
の
効
績
に
就
て
茫
然
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
0
之
に
反
し
ジ
.ェ
ヴ
ォ
ン 

ズ
と
メ
ン
ガ
ー
と
は
同
じ
く
千
八
百
七
十
一
年
に
各
建
設
的
に
自
家
の
新
天
地
を
開
拓
し
た
り
。

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
此
建
設
に
よ
り
て
リ
ヵ
ル 

ド
、
、、、
ル
派
の
旧
説
を
根
柢
よ
り
覆
さ
ん
と
し
.た
り
。
6
レ
や
：̂

い

か

蒙

4

6

&

|

^

.

:

^

>

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
.ズ
の
大
は「

ァ
ィ
コ
ノ
ク 

ラ
ス
ト」

の
犬
な
り
。
此
意
味
に
於
て
彼
は
殆
ど
空
前
に
し
て
而
し
て
確
実
に——
今
日
ま
で
は—

絶
後
た
り
。
.而
し
て
彼
は
十
九
11

-
ー
紀
が
産 

.出
し
た
る
若
干
の
大
経
済
学
者
の
一
人
に
し
て
、
英
国
が
産
出
し
た
る
第
五
の
大
経
済
学
者
た
り」

と
。(

句
読
点
は
原
文
の
ま
ま)

ジH

ヴ
才V

K

評
価
Q

_
は
別
と
し
て
、
歴
史
学
派
に
対
す
る
博
士 Q

斯
く
も
謹
な
反
抗
は
、
あ

る

羅

で

I

外
で
I

。
け
だ
し
博 

l
a
,
 

士
は
四
年
の
永
き
に
一
日
一
っ
て
歴
史
学
派
の
麗
ビ
ュ
ヒ
ャ
I
及
び
プ
レ
ン
タ
I
ノ
と
の
関
係
は
深
く
、
.博

士

の

最

初

の

馨「

労
働
経
済
論」 

M
M 

(

一.八
九
九
年)

は
プ
レ
ン
タ
丨
ノ
と
の
共
著
で
あ
り
、
ま
た
後
に(

一
九
〇
七
年)

坂
西
由
蔵
に
よ
っ
て「
日
本
経
済
史
論」

の
題
下
に
邦
訳
さ
\

て
博
士
の
名
を
更
に
高
か
ら
し
め
た
U
S-
g

l2
2
g

^

^

s

&
<D
0

 ̂

wirtschaftliche 

E
n
t
w
i
c
M
u
n
g

B-
^
s
p 

1
9
8

 

は
同
じ
く
留
学
中 

プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
指
導
に
よ
っ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
帰
朝
と
共
に
社
会
政
策
学
会
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ 

る
か
ら
、
い
わ
ば
歴
史
学
派
の
最
も
生
粋
な
一
員
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
.か
し
既
述
の
通
り
博
士
の
関
心
は
そ
の
後
次
第
に
新
古
典
学
派
に
傾 

き
、
遂
に
は
右
の
文
章
に
見
ら
る
る
が
如
く
、
完
全
に
反
逆
者
の
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
博
士
の
こ
の
変
身
は
、
あ
る 

意
味
で
は
博
士
の
特
徴
で
、
慶
応
義
塾
百
年
史
に
は
、
博
士
：が

「

経
済
学
に
関
す
る
そ
の
時
々
の
問
題
点
に
は
、
ど
の
よ
ぅ
な
こ
と
に
も
飛
び
つ 

い
た」

興
味
あ
る
若
干
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば「

彼
の
弟
子
の
左
右
田
喜
一
郎
が
ド
ィ
ツ
か
ら
帰
朝
し
て
経
済
哲
学
を
説
き
、
カ
ン
ト 

や
リ
ッ
ヶ
ル
ト
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
る
と
、

直
ち
にU

れ
を
採
り
上
げ
て「

カ
ン
ト
国
家
及
び
法
律
哲
学
と
論
理
形
式
主
義
経
済
学」

を
執
筆
し
、
あ
る
い
は「

カ
ン
ト
永
遠
の
平
和」

を
論
ず
る
な
ど
し
て
人
を
驚
か
し
たJ

と
記
さ
れ
て
い
る0

第
一
次
大
戦
以
後
は
マ
ル
ク
ス
に 

没
頭
し(

高
畠
素
之
と
共
に
資
本
論
の
導
入
に
努
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る)

、
最
後
.に
は
ピ
グ
ー
の
享
生
経
済
学
に
も
手
を
延
ば
し
た
わ
け
で
、
 

思
想
的
遍
歴
の
跡
は
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。

一
つ
に
安
住
し
得
な
か
っ
た
の
は
、

裏
が
え
せ
ば
激
し
い
反
抗
精
神
の
現
わ
れ
と
い
え
よ 

.ぅ
。
.
か
よ
ぅ
な
精
神
は
博
士
の
生
得
の
も
の
ら
し
く
、.
一
 

橋
を
飛
び
出
し
、
ま
た
義
塾
を
飛
び
出
し
た
い
き
さ
つ
も
、
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
よ 

ぅ
で
あ
る
。

何
物
を
も
建
設
し
な
か
っ
た
と
い
ぅ
理
由
で
の
歴
史
学
派
へ
の
挑
戦
な
ら
、
純
粋
に
経
済
学
の
領
域
内
の
問
題
だ
が
、
し
か
し
博
士
の
後
の
活 

動
と
照
合
す
れ
ば
、

一
つ
の
推
量
が
生
れ
て
く
る
。
そ
.れ
は
歴
史
学
派
の
名
を
借
り
た
、
そ
の
背
後
に
あ
る
国
家
主
義
へ
の
反
抗
で
は
な
か
っ
た 

か
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。
博
士
が
後
に
高
畠
素
之
の「

資
本
論」

邦
訳
を
援
助
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
ま
た
吉
野
作
造
、
.大
山
郁
夫
ら
の
進
. 

步
派
と
結
ん
で
、
民
主
主
義
の
普
及
を
目
標
と
す
る「

黎
明
運
動」

に
活
躍
し
た
。
社
会
主
義
も
民
主
主
義
も
反
国
家
主
義
た
る
点
で
は
同
じ
.で 

あ
る
。
そ
し
て
わ
が
国
の
国
家
主
義
が
歴
史
学
派
お
よ
び
そ
の
分
身
た
る
&
を
政
策
学
会
と
結
合
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
て
み
れ
ば
歴
史 

学
派
打
倒
は
旗
印
で
、
真
の
敵
は
本
能
寺
に
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
、
.必
ず
し
も
册
推
と
は
い
.え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
.

小
泉
先
生
と
理
論
経
済
学 

.
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な
お
余
談
に
互
る
が
、
あ
れ
ほ
ど
小
泉
先
生
を
も
ち
上
げ
だ
博
士
だ
が
、
必
ず
し
も
常
に
先
生
に
甘
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
博
士
が
先
生
の 

論
文
を
コ
キ
お
ろ
し
て
先
生
を
落
胆
さ
せ
た
条
り
は
、
高
橋
誠
一
郎
先
生
の
追
悼
文
に
幾
分
劇
的
に
絡
介
さ
れ
て
い
る
。
卒
直
に
言
っ
て
そ
の
後 

の
傅
土
と
先
生
と
の
関
係
は
、
予
想
さ
れ
た
ほ
ど
進
展
は
し
な
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
生
は
機
会
あ
る
毎
に
師
や
友
を
語
っ
た
が
、
福
田
博
士 

に
つ
い
て
は
案
外
少
い
。
そ
れ
が
二
人
の
対
摭
的
な
性
格
の
相
違
.に
よ
る
も
の
か
、
は
た
ま
た
何
ら
か
特
別
の
^
情
が
あ
っ
た
の
か
、
.そ
れ
ら
は 

高
橋
先
生
に
で
も
伺
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

. 

■.

四
、
先
生
の
ジ
ェ

ヴ
ォ
ン
ズ
評
価

小
泉
先
生
の
名
を
一
挙
に
高
か
ら
し
め
た
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
、
然
ら
ば
先
生
自
身
は
い
か
に
評
価
し
た
か
。
先
生
は
特
に
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
主 

題
と
し
た
研
究
を
発
表
し
て
い
な
い
が
、
.リ
カ
ア
ド
オ
研
究
の
中
で
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
が
リ
カ
ア
ド
オ
に
反
対 

し
て
提
起
し
た「

価
値
は
全
然
効
用
に
莶
づ
く」
と
の
命
題
に
つ
い
て
'

次
の
如
く
言
っ
て
い
る
。

「

ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
学
説
は
決
し
て
ジ
ヱ
ヴ

ォ
シ
ズ
i
ら
信
じ
た
ほ
ど
に
革
命
的
な
も
め
で
は
な
い
。

.
リ
カ
ア
ド
オ
ば
、.
も
し
吾
々
に
し
て
強
い
て
そ
の
不
用
意
の
立
言
に
拘
泥
す
る
こ

と
さ
へ
な
け
抝
ば
、
決
し
て
価
値
が
労
働
か
ら
発
生
す
る
と
謂
っ
て
居
ら
ぬ
。
貨
物
間
の
現
実
の
交
換
比
率
は
需
要
供
給
の
関
係
に
由
て
定
ま
る 

も
の
で
は
あ
る
が
、
労
働
投
下
に
由
て
そ
の
供
給
量
を
増
加
し
得
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
.供
給
が
直
ち
に
需
要
に
追
随
し
て
、
交
換
比
率
が
費
さ 

る
る
労
働
量
に
比
例
す
る
よ
う
な
需
要
供
給
関
係
を
造
り
出
さ
ず
に
は
措
か
ぬ
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
.の
で
あ
る
。
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
労
働
が
屢
 々

価
値
を
定
め
る
か
の
如
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
間
接
の
方
法
に
於
て
、
即
ち
貨
物
の
効
用
を
そ
の
供
給
の
増
加
も
し 

く
は
制
限
に
依
て
変
動
せ
し
む
る
に
依
.て
然
る
の
で
あ
る
と
い
ひ
、
ま
た
生
産
費
と
i*
値
と
の
関
係
を
述
べ
て
、

「

生
産
費
は
供
給
を
定
む
.

'
供
給
は
最
終
効
用
を
定
む

最
終
効
用
，は
価
値
を
定
む」

二

と
S

っ
て(

る
0
阱
し
乍
ら
こ
れ
は
リ
カ
ア
ド
オ
の
立
場
か
ら
見
て
、
リ
カ
ア
.ド
オ
.自
身
そ
れ
を
理
解
す
る
と
否
と
を
問
は
ず
、
少
し
も
容
認
し 

II
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

…
…

そ
れ
は
従
来
の
価
値
論
に
於
て
、

与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
て
い
た
貨
物
供
給
量
の
増
減 

‘と
需
要
強
弱
と
の
関
係
に
周
到
綿
密
な
考
察
を
加
べ
た
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
価
値
論
の
或〗

11
*
を
精
酿
に
し
且
つ
豊
富
に 

す
る
こ
と
は
出
来
た
。
併
し
決
し
.て
既
存
の
価
値
論
と
相
対
立
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
補
う
べ
き
も
の
た
る
に
過
ぎ
ぬ
た
た
貨 

物
の
価
値
を
決
す
る
も
の
は
何
処
迄
も
需
要
と
供
給
と
或
は
効
用
と
稀
少
性
と
で
あ
っ
て
'
労
働
又
は
生
産
費
は
、
こ
の
供
給
又
は
稀
少
性
を
左 

右
す
る
も
の
と
し
て
始
め
て
価
値
に
影
響
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
効
用
学
説
は
生
産
費
説
に
対
し
て
.
特
殊
に
対
す
る
一
般
の
地
位
に
^-
り

た
 

だ
或
場
复
生
農
は
効
用
ょ
り
も
一
震
確
に
.価
値
を
测
定
せ
し
む
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
ぬ」

と
。
驁
先
生
は
費
用
説
と
効
用
説 

と
は
洽
か
も
鋏
の
両
刃
の
関
係
に
あ
る
と
見
た
マ
ー
シ
ャ
ル
に
左
袒
し
、
特
に
.マ
ー
シ
ャ
ル
の「

…
…

原
則
と
し
て
吾
人
が
考
察
し
つ
つ
あ
る
期 

間
が
短
か
け
れ
ば
短
か
き
ほ
ど
、我
々
は
大
な
る
注
意
を
価
値
に
及
ぼ
す
需
要
の
影
響
に
分
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。文
期
間
が
長
け
れ
ば
長
き
ほ
ど 

価M

に
対
す
る
生
産
費
の
影
響
は
益
々
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う」

と
.の
言
葉
を
も
っ
て
、

「

こ
れ
が
リ
カ
ア
ド
オ
の
価
値
学
説
の
補
充
せ
ら
れ
修 

正
分
1ら
れ
て
到
達
し
た
現
在
の
状
態
で
あ
る
|_
.と
結
論
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
先
生
自
身
の
到
達
し
た
結
論
で
も
あ
る
。

わ
，こ
し
は
先
生
追
愉
の
.一
文
の
中
で
、
後
の
有
名
な
マ
ル
ク
ス
論
争
に
來
い
て
先
生
が
多
分
に
依
拠
し
た
ボ
ヱ
ー
ム
.
パ
ヴ
ヱ
ル
ク
は
ジ
ヱ
ヴ 

ォ
ン
ズ
と
司
系
の
限
#
効
用
学
派
の
一
員
で
あ
っ
た
点
か
ら
見
て
も
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
が
先
生
に
与
え
た
影
響
は
相
当
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
と
記 

し
：こ
。

中
山
伊
知
郎
教
授
は
、

「

あ
る
人
.々
は
小
衆
先
生
の
マ
ル
ク
ス
批
判
を
主
観
主
義
価
値
論
の
立
場
か
ら
す
る
も
の
と
し
て
、
後
の
限
界
穷 

擧
派
の
中
に
数
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
だ
：！
と
議
し
て
.い
る
'。m

そ
の
通
り
で
、
.わ
た
し
も
先
生
が
こ
の
学
派
の
も
の
と
は
思
，っ 

て

、
，ょ
い
。
先
生
は
あ
く
迄
も
古
典
学
派
の
一
員
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
批
判
も
殆
ど
常
に
リ
カ
ア
ド
オ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ 

る
。
た
だ
あ
の
論
争
に
お
い
て
先
生
が
大
な
る
程
度
に
ボ
ュ
ー
ム
を
引
用
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
、
わ
た
し
の
真
意
は
、
先
生
が
ボ
ェ
.丨
ム
そ 

小
泉
先
生
と
理
論
経
済
学 

プ
ー
-
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の
他
の
十
丨
ス
タ
リ
ー
学
派
に
も
注
意
を
払
う
：に
_至
っ
た
最
初
の
機
縁
は
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ズ
研
究
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
だ
け
で
あ
る
，
も 

っ
と
も
先
生
が
マ
ル
ク
ス
批
^
に
お
い
て
全
ぐ
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
引
用
'し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
.
例
え
ば「

搾
取
理
論
の
根
拠」

と
題
す
る 

論
文
に
お
い
て
は
、
'ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の「

市
場
の
理
論」

す
な
わ
ち「

一
物
一
価
の
法
則」

を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る(

マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年
、

一
五
六—

八
頁
}。

か
よ
う
に
小
泉
先
生
は
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
を
さ
ほ
ど
高
く
評
価
し
な
か
っ
た
に
拘
ら
ず
、
戦
時
の
最
も
多
忙
の
時
期
に
敢
え
て
そ
の
改
訳
を
試
み 

た
.の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
か
。
こ
れ
に
は
私
自
身
も
関
係
が
あ
る
の
で
一
応
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
.昭
和
十
六
年
七
月
、
高
田
保
馬 

及
び
九
谷
喜
市
両
博
士
主
唱
の
下
に「
数
理
経
済
学
叢
書」

刊
行
の
企
画
が
決
定
し
た
が
、：
そ
の
趣
肓
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「

わ
が
国
に
於 

け
る
理
論
経
済
学
の
研
究
に
於
て
最
も
遅
九
て
着
手
さ
れ
た
も
の
は
、
謂
は
ゆ
る
数
理
経
済
学
の
分
野
で
あ
る
。.
い
ま
、
そ
の
原
因
が
何
処
に
あ 

っ
た
か
を
問
ふ
必
要
は
な
い
。
唯
だ
明
か
な
こ
と
は
、
斯
く
し
て
我
が
国
に
於
け
る
理
論
経
済
学
は
こ
れ
ま
で
其
の
認
識
お
よ
び
行
論
の
精
密
さ 

乃
至
正
確
さ
に
於
て
欠
く
る
所
が
あ
っ
た
、
と
言
ふ 

一
_
で
あ
る
。…

…

こ
れ
敢
て
玆
に
諸
外
国
に
於
け
る
数
理
経
済
学
の
研
究
諸
結
果
を
訳
述 

し
て
江
湖
に
送
ら
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
期
す
る
所
は
固
よ
り
単
な
る
知
識
の
輸
入
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
多
少
な
り
と
も
我
が
国
独
自
の
経 

済
学
の
建
設
お
よ
び
進
展
に
貢
献
し
寄
与
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
今
や
大
東
亜
戦
争
は
、
海
に
陸
に
嵐
の
如
き
勢
を
以
て
進
め
ら
れ
、
其
成
果
の 

ま
こ
と
に
赫
々
た
る
こ
と
は
、
我
等
国
民
の
感
激
措
く
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。
武
力
の
進
行
に
続
く
も
の
は
、
何
よ
り
も
先
づ
経
済
建
設
で
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
経
済
建
設
は
明
確
精
緻
な
る
理
論
を
基
底
と
し
て
初
め
て
完
全
の
効
果
を
期
待
し
得
る
で
あ
ろ
う
。…

…
」

数
理
経
済
学
を
戦
争
と
結
び
つ
け
た
点
な
ど
、
当
時
の
世
相
を
窺
わ
し
め
る
に
充
分
で
、
感
慨
な
き
を
得
な
い
？
.集
ま
っ
た
の
は
上
記
の
両
先 

生
の
ほ
か
、
坂
本
弥
三
郎
、
.水
谷
一
雄
、
中
山
伊
知
郎
、
杉
本
栄
ー
、
安
井
琢
磨
、
山
田
雄
三
、
山
田
勇
、
久
武
雅
夫
、
家
本
秀
太
郎
、
青
山
秀 

夫
の
諸
君
で
、
塾
か
ら
は
小
泉
先
生
、
永
田
清
お
よ
び
私
だ
っ
た
と
思
う
が
、.
確
か
で
は
な
い
。
銘
々
の
分
担
を
相
談
し
、
.小
泉
先
生
は
ジ
ヱ
ヴ 

オ
ン
ズ
の
改
訳
を
承
諾
し
た
わ
け
だ
が
、
永
田
と
私
が
お
手
伝
い
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
改
訳
の
理
由
は
第
一
に
経
済
学
純
理
は
原
著
者
の
第
二
版
の

有
名
な
序
文
と
附
録
が
省
か
れ
て
お
り
：
第
二
に
訳
文
が
古
風
な
文
}
体̂
で
読
み
に
く
か
っ
た
か
ら
だ
'が
、
若
干
の
小
さ
な
ミ
ス
が
介
入
し
て
I 

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
先
生
は
多
忙
の
た
め
、

初
め
の
三
章
の
み
.を
担
当
し
た
が
、

そ
の
見
辦
さ
は
わ
れ
わ
れ
ニ
人
の
担
当
分
と
較
べ
れ
ば 

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
お
わ
た
し
自
身
は
別
に 

W
.
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Politique 

を
担
当
し 

最
も
¥-
く
出
版
さ
れ
た(

昭
和
十
七
年)

。
‘
ジ
ェ
.ヴ
ォ
ン
ズ
の
出
版
さ
れ
た
の
は
終
戦
直
前
の
昭
和
十
九
年
で
あ
る
。
戦
局
の
逼
迫
に
よ
っ
て
他
の 

諸
君
の
分
は
大
半
う
や
む
や
に
終
り
、
僅
か
に
安
井
君
の
ヒ
ッ
ク
ス「

価
値
と
資
本」

が
昭
和
二
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
程
度
で
あ
る
。

五
、
先
生
と
古
典
学
派

三
年
半
の
留
学
に
お
い
て
先
生
は
、
上
述
の
如
く
、
極
め
て
多
く
の
.一
流
学
者
に
接
し
た
が
、
興
味
の
中
心
は
純
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
居 

f

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
I

す
る
先
生
の
、
-
と
言
う
よ
り
I

.
時
の
わ
が
固
の
，
知
識
水
準
の
極
め
て
低
か
..っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た 

が
、
先
生
自
身
、
そ

の「

私
の
履
歴
書」

の
.中
で
、

「

当
時
す
で
に
ヵ
ン
ト
派
法
哲
学
者
ス
タ
ム
レ
ル
の
マ
ル
ク
ス
批
.判
は
、

紹
介
さ
れ
る
こ
と 

は
さ
れ
て
い
た
が
、
よ
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。
ベ
ー
ム
の
価
値
論
批
判
、
ベ
ル
ン
シ
タ
.イ
ン
の
修
正
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
資
本
論 

展
'1
±
、
何
れ
も
す
で
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
：日
本
の
学
界
は
あ
ま
り
問
題
に
せ
ず
、
，概
し
て
呑
気
な
も
の
で
あ
っ
た」

と
述 

懐
し
C
い
る
。
だ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
へ
ン
ダ
ー
ス
メ
ン
書
店
で
、

「

政
府
と
私
有
財
産
制
度
と
一
夫
一
婦
婚
そ
の
他
す
ベ
て
現
行
秩
序
に
反
抗
す
る 

一
切
の
主
張
の
文
書
は
皆
な
集
ま
っ
て
い
る」

の
を
見
て
驚
嘆
し
、

r

一
 

棚
そ
っ
く
り
買
う」

ほ
ど
買
い
あ
さ
っ
た
。

先
生
が
真
剣
に
左
異
思
想 

と
取
り
組
む
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。

大
正
五
年
三
月
帰
朝
し
た
先
生
は
翌
月
か
ら
教
壇
に
立
ち
、
以
来
経
済
原
論
、
学
史
、
：社
会
問
題
、
ド
イ
ッ
語
経
済
学
等
を
担
当
し
た
。
わ
た 

し
が
本
科
に
進
ん
で
始
め
て
先
生
の
講
義
に
接
し
.た
の
は
大
正
十
年
だ
か
ら
、
先
生
は
既
に
三
十
三
歳
、
誠
に
堂
々
た
る
教
授
振
り
で
あ
っ
た 

f

科
は
大
正
九
年
に
経
済
学
部
と
変
っ
た
が
、
当
時
の
ス
タ
ッ
フ
は
気
賀
、
掘
江
、
高
城
、
滝
本
、
阿
部
、
高
橋
、
三
'辺
、
■増
井
、
向
井
の
諸

小
東
先
生
と
理
論
経
済
学 

六

三(

一
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先
生
で
、
外
人
教
師
と
し
て
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
い
.た
。
後
に
活
躍
し
た
野
村
、
加
田
、
園
、
奥
井
、
金
原
等
の
.諸
君
は
、
ま
だ
駆
け
出
し
の
助
手
に 

•

過
ぎ
な
か
.っ
た
。
何
と
い
っ
て
も
気
質
、
.掘
江
両
先
生
の
天
下
だ
っ
た
が
、：
実
際
に
最
も
精
彩
を
放
っ
て
い
'た
の
は
、
高
橋
、
小
泉
の
両
先
生
で 

あ
っ
た
。
，小
泉
先
生
の
有
名
な
マ

ル

ク

ス

論
争
は
、
.矢
正
十
一
年
一一
月
，の
.「

改
造」

に
発
表
さ
れ
た

「

労
働
価
値
説
と
平
均
利
潤
率
の
問
題」

に 

始
ま
る
か
ら
、
丁
度
わ
た
し
が
本
科
.一
年
生
の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
が
わ
た
し
た
ち
学
生
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
授 

業
そ
っ
ち
の
け
で
怪
し
い
議
論
を
た
た
か
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
：
し
か
し
.わ
た
し
自
身
.は
先
生
の
ゼ
ミ
で
ジ
工
ヴ
オ
ン
ズ
と
取
組
ん
で
い
た
。
先 

生
串
身
の
曾
.て
扱
..っ
た
問
題
で
も
あ
り
、
.ま
た
こ
の
種
の
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
た
学
生
が
少
.か
ハ
っ
た
関
係
も
あ
っ
'て
、
わ
た
し
は
特
別
の
指
導
を 

.

受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
但
し
先
生
は
数
学
は
あ
ま
り
得
意
で
は
な
か
っ
た
：の
で
、
わ
た
七
が
生
嚙
り
の
数
理
経
済
学
を
振
り
ま
わ
す
の
に
は
閉 

ロ
し
た
ら
し
く
、
ニ
年
後
に
永
田
淸
が
先
生
の
ゼ
ミ
へ
入
っ
て
ゥ
ル
ラ
ス
を
や
，る
と
言
い
出
し
た
と
き
、
大
学
院
べ
進
ん
だ
わ
た
し
を
つ
か
ま
え 

て
、
，

「

ま
た
面
倒
な
奴
が
は
い
っ
て
き
た
。
お
前
が
相
手
に
な
っ
て
や
れ」

と
押
し
：つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
■た
。

.先
生
は
師
の
徳
田
博
士
同
様
、
教
室
で
.は
マ
ー
、ゾ
ャ
ル
流
の
原
論
を
講
義
し
た
。
教
科
書
は
チ
ャ
ッ
プ
：マ
ン
の
原
論
で
、
い
わ
ば
マ
ー
シ
ャ
ル 

の
縮
冊
版
で
あ
る
。
卒
直
に
言
っ
て
先
生
の
こ
の
講
義
は
、
先
生
の
-1
社
会
思
想
史」

.ほ
ど
魅
カ
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ー
ル
の「

社
会
主 

義

•
共
産
主
義
お
よ
び
無
政
府
主
義」

を
使
っ
た
独
乙
語
講
読
の
方
が
精
彩
が
あ
っ
た
と
思
う
.0
先
生
は
も
と
も
と
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
だ
か
ら
、
無 

政
府
主
義
と
い
う
最
も
極
端
な
岛
由
主
義
に
は
か
な
り
同
情
的
で
、
例
え
ば
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
相
互
扶
助
論
な
ど
、
教
科
！
！

1

を
離
れ
て
の
講
義 

は
誠
に
感
銘
深
か
っ
た
。
わ
た
し
は
元
来
フ
ラ
ン
ス
‘語
の
'ク
ラ
ス
だ
っ
た
が
、

.

慾
.を
出
し
て
ド
イ
ツ
語
を
独
習
し
、
お
か
げ
で
先
生
の
こ
の
講
義 

に
も
出
入
を
許
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
経
済
学
は
增
井
幸
雄
先
生(
商
学
部
の
増
井
教
授
の
厳
父)

だ
.っ
た
が
、
そ
の
関
係
で
先
生
の
ジ 

ャ
ン
•
パ
テ
ィ
ス
ト
▲
セ
イ
の
翻
訳
に
僅
か
な
が
ら
お
手
伝
い
；で
き
た
こ
と
：は
望
外
の
光
栄
で
あ
づ
た
0
.

そ
の
こ
ろ(

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期)

先
生
の
主
た
る
関
心
は
.古
典
学
派
と
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
た
よ
う
で
、「

社
会
問
題
研
究」

「

経
済
学
説
と
社 

会
思
想」

「

社
会
組
織
の
経
済
理
論
的
批
評』

等
を
続
々
発
表
し
、
大
正
十
二
年
に
は
、
代
表
作
.の
一
つ「

価
値
論
と
社
会
主
義」

が
現
わ
れ
た
。

i 

し
か
し
理
論
経
済
学
に
づ
い
て
の
最
大
業
績
は
昭
和
三
年
の
リ
カ
ア
ド
才「

経
済
学
及
課
税
之
原
理」

の
邦
訳
と
、
昭
和
九
年
の「

ア
ダ
ム
•
ス 

:

、
、
來

、
.
.

マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ」

'で
あ
ろ
う
。
前
者
は
昭
和
五
年
、
原
著
各
版
の
異
同
を
注
記
し
た
改
版
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
仕
事
に
は
わ 

た
し
と
永
田
清
が
動
員
さ
れ
て
各
版
読
み
合
わ
せ
.の
お
手
伝
い
を
し
た
が
、
先
生
の
熱
心
さ
に
は
唯
だ
驚
く
の
み
で
あ
っ
た
。
後
者
は
既
に
発
表 

さ
れ
た
分
を
纏
め
た
も
の
で
、

ス
ミ
ス
は
，「

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
傳J

、

マ
ル
ザ
ス
は
拙
訳
マ
ル
サ
ス「

人
口
論」

.
の
た
め
に
執
筆
し
た
解
題
、
リ 

力
ア
ド
オ
は
上
記
の
原
論
の
.解
題
お
よ
び
昭
和
四
年
の「

リ
カ
ア
ド
オ
研
究」

を
補
足
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

.

先
生
は「

平
生
正
統
派
経
済
学
を
尊
重
し
、
今
日
.の
経
済
学
も
猶
ほ
正
統
学
派
に
負
ふ
所
が
甚
だ
多
い
と
認
め」

て
お
り
、
特
に
右
の
三
巨
頭 

，に
対
し
て
は
、
異
常
な
敬
意
を
抱
き
つ
づ
け
た
。
先
生
は
、
正
統
学
派
に
所
属
す
る
諸
学
者
、
必
ず
し
も
理
論
の
上
で
.一
致
し
て
い
な
い
に
拘
ら 

.
ず
、
こ
れ
を
.一
括
し
て
正
統
派
経
済
学
者
と
い
.い
う
る
所
以
は
、
彼
ら
が
.ス
ミ
ス
に
対
す
る
尊
敬
の
念
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
明 

.し
た
。.
こ
の
意
味
で
も
、
先
生
'は
明
ら
か
.に
正
統
学
派
の
最
も
忠
実
な
一
員
な
の
で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
が
ジ
ヱ
ヴ
オ
ン
ズ
の「

経
済
学
の
理
論」 

.

を
読
ん
だ
と
き
、「

リ
’カ
ア
ド
オ
に
対
す
る
若
き
白
の
忠
誠
心
が
わ
き
か
え
っ
た」

と
い
っ
た
言
葉
は
、
新
古
典
学
派
を
も
含
め
て
正
統
学
派
の 

本
心
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

.「

ア
ダ
ム
：
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
f
リ
カ
ア
ド
オ」

'は
こ
の
三
巨
匠
の
理
論
だ
け
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
評
伝
的
な
著
作
で
あ
る
。
 

へ
こ
の
中
マ
ル
，サ
ス
に
つ
い
て
ば
、
そ
れ
が
イ
人
•口
論」

解
題
と
し
て
書
か
れ
.た
関
係
か
ら
、
彼
の
経
済
理
論
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
て
い
な
い
。
 

そ
れ
ら
は
む
し
ろ
リ
..力
ア
ド
オ
を
論
ず
る
際
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し「

人
口
論」

に
つ
い
て
.は
、

こ
の「

問
題
は
過
去
の
問
題
で
は
な 

い
。
現
在
も
将
来
も
.吾
人
の
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
は
幾
多
の
先
人
、
■同
時
代
人
の
間
に
あ
っ
て
、
最
も
力
強
く
此 

問
題
を
提
起
し
、，
且
つ
そ
れ
に
彼
れ
の
解
決
を
下
し
た
入
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
人
口
論1

巻
は
社
会
科
学
上
不
朽
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で 

あ
る」

.
，
と

結

論

し

た

。

•

先
生
が
卒
業
し
た
ば
か
り
の
わ
た
し
に
そ
の
翻
訳
を
命
じ
た
の
も
、明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
出
た
も
の
と
思
う
。
 

わ
た
し
ぱ
先
生
办
，.ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
.お
い
て
.ジ
.エ
ヴ
.オ
.ン
ズ
を
研
究
，し
て
い
た
ぼ
ど
だ
か
ら
、
興
味
ば
主
と
し
て
数
理
経
済
学
に
注
が
れ
て
お
り
、
 

小
泉
先
生
と
理
論
経
済
学 

I 
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人
口
論
に
つ
い
て
は
全
く
無
知
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
命
令
に
は
聊
か
不
服
だ
っ
た
が
、
取
り
か
か
っ
て
み
て
初
め
て
マ
ル
サ
ス
人
口
論
だ
け 

で
な
く
、
人
口
問
題
一
般
の
重
要
性
に
気
付
い
た
次
第
で
、
人
口
研
究
者
と
し
て
の
わ
た
し
の
方
向
令
決
定
し
た
最
初
の
動
機
は
、
正
に
先
生
の 

か
か
る
マ
ル
サ
ス
評
価
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

:
そ
れ
は
別
と
し
て
、
先
生
の
マ
ル
.サ
ス
論
に
は
特
別
に
目
新
し
い
見
解
は
な
い
が
、
人
口
原
理
が
正
統
学
派
の
理
論
構
成
に
お
い
て
、
如
何
に 

.不
可
欠
の
‘礎
石
た
る
か
を
強
調
す
る
と
共
に
、
反
対
者
の
所
説
に
対
し
て
は
終
始
マ
ル
サ
ス
弁
護
に
努
め
て
い
る
。
特
、に
マ
ル
ク
ス
の
人
口
理
論 

,
す
な
わ
ち
産
業
予
備
軍
に
対
し
て
は
次
の
如
く
言
っ
て
い
.る
。

「

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
批
評
に
は
多
分
の
真
理
が
包
ま
れ
て
ゐ
る
。
、今
日
大
衆
の
窮 

乏
は
明
か
に
人
口
に
対
す
る
食
物
の
欠
乏
に
の
み
因
る
も
の
で
は
な
い
。
過
剰
人
口
と
称
せ
ら
る
る
も
め
o'
実
は
失
業
者
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
指 

.
摘
し
た
の
は
、
確
か
に
適
切
な
る
観
察
で
あ
ろ
う
。
‘併
し
乍
ら
人
口
問
題
は
果
し
て
失
業
問
題
を
以
て
終
始
す
る
か
。
思
ふ
に
失
業
問
題
以
外
に 

人
口
問
題
な
し
と
い
ふ
こ
と
は
、

マ
ル
サ
ス
と
反
対
の
方
向
に
走
っ
た
誇
張
の
論
断
で
あ
る
。

仮
り
に
人
口
に
対
す
る
充
分
の
食
物
が
あ
っ
て 

%'
、
猶
ほ
失
業
が
困
窮
，を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
は
成
程
争
ひ
難
き
事
実
で
あ
る
。
併
し
仮
り
に
失
業
問
題
の
^
全
に
解
決
さ
れ
た
其
暁
に
、
果
し 

.て
常
に
人
口
を
養
ふ
だ
け
の
充
分
の
食
物
が
存
す
べ
き
や
杏
や
は
、
別
に
考
究
を
要
す
る
大
問
題
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
自
身
の
理
論
を
見
て
も
、
 

人
口
問
題
は
無
用
の
問
題
で
は
な
い
。
人
口
と
食
料
と
は
猶
ほ
資
本
関
係
を
挾
ん
で
相
対
立
し
て
い
る
や
う
に
思
わ
れ
る」

と
。
そ
し
て
更
に
続 

け
て
、
労
働
供
給
を
抽
象
し
た
産
業
予
備
軍
説
の
不
備
を
指
摘
し
、

マ
ル
ク
ス
説
が
極
め
て
多
く
の
条
件
の
下
で
し
か
妥
当
し
な
い
所
以
を
論
断 

し
た
の
で
あ
る
。

先
生
の
こ
の
論
文
に
お
い
.て
独
自
的
と
思
わ
れ
る
の
は
、

マ
ル
サ
ス
人
口
論
に
対
す
.る
極
め
て
多
く
の
賛
否
両
論
を
先
生
自
身
の
考
え
で
分
類 

し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
試
み
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
徒
ら
に
細
目
に
走
り
、
却

0
て
理
解
を 

妨
げ
る
傾
き
が
あ
る
。
先
生
は
工
ン
プ
ソ
ン
及
び
工
ル
ス
タ
ァ
の
分
類
を
挙
げ
た
の
ち
、
.次
の
如
き
分
類
が
最
も
便
利
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。

㈠

々
ル
サ
ス
主
義
を
奉
じ
て
謂
は
ば
之
を
世
襲
財
産
と
し
て
継
承
す
る
正
統
学
派

:
㈡
，
困
窮
罪
惡
を
社
会
制
度
め
罪
に
帰
し
、

マ
ル
サ
ス
の：

之
を
商
然
の
原
因
に
よ
っ
て
説
明
ず
る
に
反
対
す
る
社
会
主
義
者 

㈢

各
種
の
理
由
に
由
て
人
口
増
加
は
マ
ル
サ
ス
の
説
く
如
く
速
な
ら
■

ず
、
或
は
食
物
の
増
加
は
彼
れ
の
説
く
如
く
遅
か
ら
ざ
る
こ
，と
を
主
張 

,
.
す
る
諸
種
の
反
対
者 

.

.
と
の
分
類
は
他
の
.諸
家
の
そ
れ
に
較
べ
て
甚
だ
簡
単
で
要
を
得
て
い
る
■が
、
第
三
が
聊
か
_総
括
的
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
専
門 

家
に
対
し
て
は
別
と
し
て
、
'
一
般
的
理
解
の
た
め
に
は
充
分
と
思
わ
れ
る
.の
で
、
わ
た
し
は
屢
々
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
。

，•
ス
ミ
ス
に
関
す
る
部
分
は
特
に
評
伝
的
だ
が
、
こ
れ
は
昭
和
七
年
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た「

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
傳」

に
基
い
た
か
ら
で
あ
ろ 

う
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
ス
.ミ
ス
の
経
済
学
だ
け
で
な
く
、
.
ス
ミ
ス
の
全
般
が
論
及
さ
れ
.て
い
る
。
全
体
を
貫
く
も
の
は
ス
ミ
ス
に
対
す
る
深
い
尊 

敬
の
念
で
あ
っ
て
、
彼
に
お
け
る
幾
多
の
不
備
や
矛
盾
も
極
め
て
同
情
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
道
徳
情
操
論
で
は
、「

同
If」 

を
人
間
動
機
の
中
心
と
し
、
国
富
論
で
は「

利
己
心
■

」

' 
を
も
っ
て
そ
れ
と
し
て
い
：る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
学
者
の
.間
に
理
論
的
矛
盾
を
云
.々

す
る 

傾
き
あ
る
.に
対
し
て
、
先
生
は
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
の
二
つ
•は
一
.つ
の
完
全
な
体
系
た
り
う
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
少
く
と
も
我

.
 

が
：国
に
於
て
こ
の
疑
問
は
解
決
さ
れ
.た
感
が
あ
る
が
、

し
か
し
先
生
.の
こ
の
解
釈
が
全
く
先
生
独
自
の
.も
の
と
い
え
ば
聊
か
言
い
.過
ぎ
で
あ
ろ

.

.さ
て
リ
カ
ア
ド
オ
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
業
績
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。
既
に
昭
和
三
年
に
リ
カ
ア
ド
オ
の「

原
理」

の
邦
訳
を
、
翌
年 

に

は「

リ
カ
ア
ド
オ
研
究
.

」

を
公
刊
し
た
ほ
ど
で
、
従
っ
て
リ
カ
ア
ド
オ
に
関
す
る
部
分
は
、「

ア
ダ
ム
.
•ス
ミ
ス
、
.マ
ル
サ
ス
、
リ
カK

ド
オ」

：
 

の
中
で
最
も
精
彩
を
放
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
.リ
カ
ア
ド
オ
を
巡
る
先
輩
、
同
僚
お
ょ
へ
び
後
至
者
と
の
：関
係
も
仔
細
に
検
討
さ
れ
、
先
生
の
知
識 

領
域
.の
広
さ
を
窺
わ
.し
め
る
に
充
分
で
あ
る
。
.
マ
.
.ル
サ
ス
の
部
で
省
略
さ
れ
た
彼
の
経
済
理
論
も
、

こ
こ
で
は
か
な
り
詳
細
に
論
及
さ
れ
て
V 

る
•
穀
物
問
題
に
は
じ
ま
る
マ
ル
サ
ス
对
リ
カ
ア
ド
オ
の
対
立
は
、
後
に
は
.価
値
論
、
地
代
論
、
恐
慌
論
等
々
.、
殆
ど
経
済
学
全
野
に
亘
る
論
争 

に
発
展
し
た
が
、
.そ
の
過
程
は
先
生
の
こ
の
論
文
に
お
い
て
も

一つ
の
主
要
点
と
な
っ
て
い
る
。
ジ
エ
ヴ
オ
ン
ズ
が
、
そ
し
て
更
に
後
に
至
っ
て 

小
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..ケ
ィ
'ン
ズ
が
、，
マ
ル
サ
ス
に
左
袒
し
た
こ
と
は
：周
知
の
：事
実
だ
が
、
先
生
は
、

絶
え
ず
リ
カ
ア
ド
ォ
の
好
意
的
解
釈
に
終
始
し
た
と
い
っ
て
ょ 

い
。
.例
え
ば
：「

抑
も
リ
力
ア
ド
ォ
、が
其
数
量
の
任
意
^
加
せ
ら
る
る
貨
物
.に
，
限

：づ
'

て
、
.其
の
交
換
価
値
は
労
働
費
用
に
由
て
決
せ
ら
れ
る
と
謂
っ 

た
'の
は
、
何
故
.で
_あ
：っ
た
-か
.。

抑
も
リ
カ
.
.ア
ド
ォ
が
着
目
す
る
の
は
、
.1

■原
因
の
直
接1

時
的
の
結
果
で
は
な
く
て
、

そ
办
永
続
的
作
用
で
あ 

る
。
彼
れ
ば
固
ょ
ゥ
需
要
が
価
格
を
勤
か
す
.こ
と
を
知
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
|_
:
云

々

と

.1
'
い
、
：
別
の
個
所
で
は
、
■.前
述
の
通
り
、
ジ
エ
ヴ
ォ
ン
ズ 

の
い
わ
ゆ
る
新
説
な
る
も
の
も
、
決
し
て
相
容
れ
ぬ
も
の
..で
は
な
い
、
と
断
言
し
て
，、
む
し
ろ
、
ジ
エ
ヴ
ォ
シ
ズ
の
誇
張
.を
戒
め
て
い
る
の
で
あ 

る
。

.

.

'

.

'
先
生
の
そ
の
後
の
活
動
は
、
有
名
な
マ
ル
ク
ス
批
判
に
移
っ
た
が
广
先
生
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
シ
は
常
に
⑷

カ
ア
ド
ォ
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
が
同 

じ
く
.リ
カ
ア
ド
ォ
か
.ら
出
発
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
が
.、
_「

社
会
主
義
者
'に
ょ
る
リ
カ
ア
ド
ォ
価
値
論
の
展
開
は
、

.マ
ル
ク
ス
.に
依
て
其
«

 

占
|

.

に
達
し
、
而
1>

て
マ
：ル
ク
ス
の
：価
値
論
.は
、
予
を
以
て
見
れ
ば
、
リ
ガ
.

ア
'

ド
'

オ
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
依V

失
敗
に
終
つ
て
居
る」

と
い
ぅ
先
生 

の
断
定
は
終
始
渝
ら
な
か
っ
た
0

.

な
お
同
じ
く
リ
カ
ア
ド
オ
か
ら
出
発
し
、
同
じ
く
マ
ル
ク
ス
批
判
者
と
な
っ
た
.'シ
ユ
ン
ぺ
ー
タ
ー
と
先
生
と
の 

異
同
点
は
、

.三
田
評
論
の
追
淖
号
に
掲
げ
ら
れ
た
中
山
伊
知
郎
教
授
の「

小
泉
経
済
学
の
本
質」

に
.詳
し
い
。

ま
た
同
号
の
久
保
田
明
光
教
授 

の

「

経
済
'学
者
と
し
て
の
小
泉
信
三」

.
は
ハ
ス
ミ
ス
、

マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
.

ア
ド
オ
..に
対
す
る
先
生
の
終
世
の
関
心
と
敬
意
を
描
写
し
て
余
す
と
こ 

ろ
が
な
い
。
 

.

 

'

.ま
，き
日
の
先
生
の
理
M

M

済
学
矹
夂
が
、
先
生
の
そ
の
後
の
知
的
活
動
に
い
か
に
活
用
さ
れ
た
か
は
、
本
号
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
課
題
で
あ 

る
。
わ
た
し
は
こ
の
稿
を
終
る
に
当
っ
て
、
先
生
が
昭
和
八
年
、
.僅
か
四
十
五
歳
に
し
て
塾
長
の
重
任
に
就
い
た
こ
と
を
、
改
め
て
遺
憾
と
感
ぜ 

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
言
ぅ
ま
で
も
な
く
、
経
済
学
の
立
場
か
ら
で
、
別
の
観
点
か
ら
は
別
の
結
論
の
引
出
せ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
と
経
済
学
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
迄
の
ひ
た
す
ら
の
歩
み
は
塾
長
就
任
'と
共
に
俄
か
に
そ
の
方
向
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
爾
来
、
先
生 

は
せ
い
ぜ
い
汨
著
の
改
訂
に
努
め
た
だ
け
で
、
新
し
い
経
済
学
上
の
発
展
は
遂
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
あ
の
ま
ま
の
歩
み
を
続
け

た
と
し
た
ら
、
如
何
に
素
晴
ら
し
い
経
済
学
者
に
成
長
し
、
如
何
に
多
く
を
わ
が
国
経
済
学
の
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
し
て
こ
'の 

こ
と
は
、

恐
ら
く
先
生
自
身
に
1
つ
て
.最
も
痛
感
^
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

万
人
に
敬
慕
さ
れ
て
輝
か
し
い
一
生
を
全
ぅ
し
た
先
生
に
と

つ 

て
、
そ
れ
は
一
つ
の
見
果
て
ぬ
夢
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

'
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