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●

小
河
滋
次
郎
の
救
貧
要
論

小
 
野
 
修
 
三

解
題

・
凡
例

 

一
、
本
稿
は
そ
の
題
が
表
紙
に
は

「救
貧
要
論
」
と
筆
で
、
ま
た
本
文
第

一
ペ
ー
ジ
に
は

「濟
貧
要
論
」
と
ペ
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
た
手
書
き
原
稿
を
起

こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
紙
、
目
次
、
本
文
か
ら
な
る
原
稿
中
に
は
執
筆
者
の
署
名
は

一
箇
所
、
表
紙
に

Q。
●
○
ひq鋤
毛
鋤
と
ペ
ン
書
き
さ
れ
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。

小
河
滋
次
郎
と

い
う
文
字
は
見
ら
れ
な
い
わ
け
だ
が
、
小
河
滋
次
郎
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
原
稿
を
こ
れ
ま
で
保
管
な
さ

っ
て
来
ら
れ
た
小
河

の
令
孫
に
あ
た
る
小
河
彌
榮
氏
の
許
可
を
得
て
、
こ
こ
に
小
河
滋
次
郎

の
未
発
表
の
業
績
と
し
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
二
、
原
本
は
半
葉

一
二
行
、

一
行
二
七
字
の
青
色
罫
線
の
白
色
原
稿
用
紙
に
、
表
紙
の
タ
イ
ト
ル
以
外
は
ペ
ン
で
書
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
原
稿
用

紙
の
左
隅
に
は

「十
ニ
ノ
廿
七
 

松
屋
製
」
と
あ
る
。
本
文
で

一
五
二
枚
、
表
紙
な
ら
び
に
目
次
で
六
枚
、
そ
し
て
白
紙
の

一
四
枚
の
合
計

一
七
二
枚
の
原
稿

用
紙
が
二
つ
折
り
に
さ
れ
、
表
紙
、
目
次
、
本
文

、
白
紙
の
順
で
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
綴
じ
る
た
め
の
穴
は
、
原
稿
用
紙
の
右
側
の
余
白
に
計
四
箇

所
の
穴
が
開
け
ら
れ
、
二
本
の
こ
よ
り
で
二
箇
所

で
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
綴
じ
ら
れ
て
い
る
原
稿
用
紙
の
な
か
で
、
そ
の
下
部
に
適
当
な
大
き
さ

に
裁
断
さ
れ
た
便
箋
が
糊
付
け
さ
れ
て
、
補
足
説
明
の
文
章
が
付
さ
れ
て
い
る
部
分
が
本
文
中
に
九
箇
所
あ
る
。
そ
れ
ら
は
皆
同
じ
便
箋
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
の
種
類
の
便
箋
四
枚
に
本
文
第

一
章
、
第
二
章

の
あ
た
り
の
内
容
の
梗
概
が
記
さ
れ
、
そ
の
四
枚
が
ほ
ぼ
二
つ
折
り
に
さ
れ
た
状
態
で
、

本
文
中

の
第
三
章
の
終
り
あ
た
り

に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
便
箋
に
記
入
さ
れ
た
内
容
は
、
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
場
合
も
単
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
場

合
も
共
に
、
当
の
箇
所

へ
の
注
と
し
て
、
本
文
の
後
に
ま
と
め
て
掲
載
し
た
。
四
枚
の
便
箋
の
方
は
、
そ
の
置
か
れ
て
い
た
場
所
に
と
く
に
意
味
が
あ
っ
た
と
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は
思
わ
れ
な
い
が
、
動
か
す
こ
と
な
く
そ
の
箇
所

で
注
と
し
て
掲
載
し
た
。

 
三
、
原
文
は
原
稿
用
紙
に
対
し
て
ほ
ぼ

一
行
お
き
に
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
問
を
空
け
ず
に
書
か
れ
て
い
る
。

一
行
お
き
に
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
最
初
か
ら
加
筆
を
前
提
に
し
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
原
文
に
忠
実
に

一
行
お
き
に
し
た
り
、
し
な
か

っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
す

べ
て
詰
め
て
印
刷
し
た
。
た
だ
し
、
原
文
で
段
落

が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
本
稿
で
は

一
行
空
け
る
こ
と
で
示
す
こ
と
に
し
た
。

 
四
、
原
文
に
は
、
と
く
に
そ
の
第

一
章
、
第
二
章

の
部
分
に
お
い
て
、
か
な
り
の
量
の
訂
正
、
書
込
み
が
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
文
字
は
も
と
の
文
章

の
文
字
の
よ
う
に
、
升
目
に

一
字

一
字
書
き
込
ま

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
判
読
に
難

い
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
の
第

一
章
、
第
二
章

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部
分
だ
け
は
複
数
の
色
の
イ
ン
ク
で
書
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
り
、
最
初
の
、
升
目
に
対
し
て

一
字

一
字
書
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
て
い
る
の
は
今
日
言
う
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
の
イ
ン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ク
に
よ
る
も
の
、
こ
れ
に
対
し
加
筆
訂
正
は
ブ
ラ
ッ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ク
、
レ
ッ
ド
、
ブ
ル
ー
の
三
色
の
イ
ン
ク
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
第
三
章
以
降
お
よ
び
目
次
部
分
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

升
目
に
対
し
て

一
字

一
字
書
か
れ
て
い
る
の
も
加
筆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訂
正
も
共

に
ブ

ラ
ッ
ク
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
ブ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
つ
ま
り
紺
色
の
イ
ン
ク
で
第

一
章
、

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
章
が
先
に
執
筆
さ
れ
、
そ
の
個
所
に
は
何
度
も

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
直
し
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
ど
れ
ほ
ど
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
間
的
な
間
隔
が
空
い
て
第
三
章
以
降
お
よ
び
目
次

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部
分
が
黒
イ
ン
ク
の
ペ
ン
で
執
筆
さ
れ
た
の
だ
と
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
れ
る
。
な
お
、
目
次
は
ペ
ー
ジ
数
も
打
た
れ
て
お

三
二.
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小河滋次郎の救：貧要論
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一
番
最
後
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
目
次
の
箇
所
で
示
さ
れ
る
各
章
の
タ
イ
ト
ル
が

本
文
中
の
そ
れ
と
正
確
に
は

一
致
し
な
い
箇
所
が
第

四
章
、
第
六
章
、
第
十
章
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る

の
は
な
ぜ
な
の
か
些
か
不
可
解
で
あ
る
。
不
可
解
と

い
え
ば
、
原
文
自
体
の
タ
イ
ト
ル
が
表
紙
と
本
文
中

と
で
異
な

っ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。

 
五
、
原
稿
用
紙
の
上
部
の
余
白
に
は
、
二
種
類
の

書
込
み
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
容
の
小
見
出
し

と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
、
加
筆
訂
正
な

い
し
注
記

と
し
て
の
文
章

で
あ
る
。
本
稿
は
本
文
箇
所
の
上
部

余
自
を
線
で
区
切
り
、
そ
こ
に
小
見
出
し
と
判
断
さ

れ
る
文
字
は
記
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
趣
旨
の
も

の

は
本
文
の
後
の
注
の
部
分
に
移
す
か
、
省
略
し
た
。

省
略
は
こ
の
部
分
以
外

の
加
筆
訂
正
の
箇
所
で
も
行

な

っ
た
。
省
略
の
理
由
は
本
稿
の
体
裁
の
都
合
な
い
し
判
読
不
能
の
た
め
で
あ

っ
た
。
省
略
し
た
箇
所
で
は
そ
の
旨
を
記
さ
な
か

っ
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、

欧
文
の
引
用
は
随
時
本
文
中
な

い
し
原
稿
用
紙
上
部
余
白
、
ま
た
前
記

の
糊
付
け
さ
れ
た
部
分
に
な
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
筆
者
注
と
私

の
編
者

注
と
が
区
別
さ
れ
ず
、
単
に
注
と
な

っ
て
い
る
点
は
寛
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

 
六
、
原
文
の
本
文
箇
所
に
は
算
用
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
の
通
し
番
号
が
振
ら
れ
、
目
次
に
は
そ
の
ペ
ー
ジ
数
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
次
に
見
る
ペ
ー
ジ

数
は
本
稿
自
体

の
ペ
ー
ジ
数
と
は
勿
論
同
じ
に
は
な
ら
な

い
の
で
、
本
稿
で
は
原
文
の
そ
れ
は
本
稿
上
部
の
余
白
に
①
、
②
と
い
う
数
字
で
示
し
た
。
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七
、
こ
の
原
稿
の
執
筆
時
期
に

つ
い
て
は
明
記
が
な
い
。
た
だ
、
本
文
の
記
載
事
項
中
に

一
九

一
一
年
八
月
七
日
と
い
う
日
付
の
事
項

(本
稿
、
六
三
ぺ
ー

ジ
)
が
あ
り
、
こ
れ
は
明
治
四
三
年
に
な
る
が
、
こ
れ
以
降
の
日
付
の
事
項
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
ド
イ
ツ
の
皇
后
陛
下
の
指
導
の
下
に
愛
国

婦
人
會
が
活
躍
し
て
い
る
と
の
、
現
在
形
で
記
さ
れ
た
箇
所
が
見
え
る
の
で
、

一
九

一
八
年

(大
正
七
年
)
の
ド
イ
ツ
帝
政
崩
壊
以
前
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
と

も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

「要
論
」
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
そ
の
第
五
章

「救
濟
事
業
の
十
則
」
は
、
明
治
四
五
年
に
出
版
さ
れ
た

『社
會
問
題
十

訓
』
の
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
版
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
正

一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た

『本
邦
社
會
事
業
』
序
論
の
な
か
で
最
初
に
指
摘
さ
れ
る

「救
濟

と
文
明
」
の
問
題
点
は
、
こ
の

「
要
論
」
の
や
は
り
最
初
に
言
及
さ
れ
て
い
る
問
題
点
で
あ
り
、
こ
の

「要
論
」
の
原
型
は
明
治
末
年
に
は
整
え
ら
れ
て
い
て
、

実
際
の
執
筆
は
大
正
時
代
に
入

っ
て
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
解
題

・
凡
例
の
二
の
箇
所
で
す
で
に
指
摘
し
た
便
箋
四
枚
に
記
載
さ
れ

た
梗
概
の
、
そ
の
便
箋
は
じ
つ
は

「救
濟
事
業
研
究
會
用
箋
」
と
印
刷
さ
れ
た
便
箋
で
あ
り
、
こ
の
研
究
會
は
大
正
二
年
に
発
足
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
四
枚
の
便
箋
自
体
が
、
本
文
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
の
証
拠
は
何
も
な
い
が
、
原
稿
用
紙
に
糊
付
け
さ
れ
た
便
箋
の

一
つ
に
は
大
正
時
代

の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
出
来
る
も
の

(注
21
参

照
)
が
あ
り
、
少
な
く
と
も

一
部
分
は
確
か
に
大
正
に
入

っ
て
か
ら
の
執
筆
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

 
八
、
表
記
に
関
し
て
は
、
次
の
通
り
に
し
た
。

00④ ③

原
文
で
記
さ
れ
た
文
字
は
旧
字
体
と
新
字
体
と
が
混
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

原
文
で
小
河
が
最
初
に
紺
な
い
し
黒
イ
ン
ク
で
書
き
、
そ
れ
を
別
の
色
な
い
し
同
じ
黒
の
イ
ン
ク
で
抹
消
し
、
訂
正
し
て
い
る
箇
所
は
、
抹
消
さ
れ
た

箇
所
の
文
字
は

〔…
〕
の
括
弧
で
く
く
り
、
(抹
消
)
の
ル
ビ
を
振

っ
て
示
し
た
。
そ
の
際
に
、
抹
消
だ
け
の
場
合
と
加
筆
訂
正
の
場
合
が
あ
る
が
、

後
者
の
場
合
に
は
加
筆
さ
れ
た
部
分
を
同
じ

〔…
〕
の
括
弧
で
く
く
り
、
(後
筆
)
と
ル
ビ
を
振

っ
て
示
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
加
筆
の
場
合
に
は
例

外
な
く
こ
の
方
式
を
と

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
も
と
の
部
分
と
識
別
で
き
な

い
形
で
加
筆
訂
正
個
所
を
記
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず

あ

っ
た
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
原
文
の
雰
囲
気
を
出
来
る
だ
け
再
現
し
た
か
っ
た
が
、
技
術
的
に
無
理
だ

っ
た
り
、
加
筆
訂
正
を
明
記
す
る
意

義
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
判
断
す
る
場
合
が
あ

っ
た
た
め
で
あ

っ
た
。

明
ら
か
な
誤
字
等
に
は
ル
ビ
を
付
し
た
。

原
文
に
は
句
読
点
が
少
な

い
。
本
稿
で
は
読
み
易
さ
を
考
え
て
、
適
宜
句
読
点
を
振
っ
た
が
、
原
文
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
た
め
敢
え
て
句
読
点
な
し
の
、
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も
と
の
形
を
残
し
た
所
も
あ

っ
た
。
小
河
は
句
読
点
に
原
稿
用
紙
の

一
マ
ス
分
を
使

っ
て
い
な
か

っ
た
が
、
本
稿
で
は

一
マ
ス
分
使
う
形
に
変
更
し
て

 
 
 
い
る
。

 
⑤
 
目
次
部
分
だ
け
は
原
文
の
雰
囲
気
を
残
す
た
め
に
、

一
行
二
七
字
の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
形
の
ま
ま
に
し
た
。
本
文
の
箇
所
は
、
本
稿
の
改
行
の
都

 
 
 
合

(
一
行
六
〇
字
)
に
し
た
が

っ
て
、
改
行
し
た
。

 
九
、
最
後
に
小
河
の
こ
の
原
稿

の
構
成
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

 
1
 
汎
論
と
各
論
の
二
部
構
成

で
あ
る
こ
と
。

 
H
 
汎
論
は
第

一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
。

 
皿
 
各
論
は
第
六
章
か
ら
第

一
四
章
ま
で
。

 
N
 
各
論
は
全
部
で
九
章
か
ら
成
る
が
、
そ
れ
ら
は
第

一
欸

(第
七
章
～
第

一
〇
章
)
、
第
二
欸

(第

一
一
章
～
第

一
二
章
)
、
第
三
欸

(
一
三
章
)、
第
四

 
 
 
欸

(第

一
四
章
)
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
目
次
で
は
欸
の
文
字
だ

っ
た
と
こ
ろ
が
、
本
文
で
は
節
に
な

っ
て
い
る
。

な
お
本
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
ボ
ン
大
学
教
授
ペ
ー
タ
ー

・
パ
ン
ツ
ァ
ー
博
士
な
ら
び
に
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
松
田
隆
行
氏
に
助
力
を
お
願
い

し
た
。
直
筆
原
稿

の
貸
し
出
し
を
長
期
に
亘

っ
て
許
可
頂
い
た
小
河
彌
榮
氏
に
対
し
、
そ
し
て
パ
ン
ツ
ァ
ー
博
士
、
松
田
氏
に
対
し
謝
意
を
こ
こ
に
表
す
る
次

第
で
あ
る
。
本
稿
に
関
し
て
の
責
任
は
私
小
野
個
人
に
帰
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
差
別
用
語
が
散
見
さ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
近
代

史
上
の
資
料
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
点
は
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
原
本
は
近
々
小
河
彌
榮
氏
か
ら
長
野
県
上
田
市
立
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
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(1
)

救
 
貧
 
要
 
論

汎
論

目
次

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(2
)

 
第

一
章
 
 
濟
貧

の
略
史

救
貧
と
文
明
…
1
 
 
救
濟
と
政
治
…
3

救
濟
と
宗
教
…
4
 
 
宗
教
的
救
濟
の
基
礎
観
念
…
4

宗
教
的
救
濟
の
衰
退

…
7
 
 
救
濟
法
の
変
遷
…
9

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

濟
貧
院
の
創
設
…
9
 
 
〔都
市
と
救
濟
〕 
 

〔濟
貧
制
の
設

定
…
〕 
 
中
世
の
濟
貧
状
態
…
12
 
 
救
濟
主
管
の
異
動

…
13
 
 
都
會
と
救
濟
…
14
 
 
濟
貧
制
度
の
設
定
…

15
 
 
現
代
の
濟
貧
制
度
…
16

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

 
 
第
二
章
 
 
貧
民
の
意
義
、
實
體
及
び
範
囲

貧
民
と
は
何
ぞ
…
17
 
 
貧
民
の
種
類
…
17

貧
民
古
今

の
比
較
観

…
18
 
 
偶
發
的
貧
民
…
19

貧
冨

の
懸
隔
か
將
た
貧
冨
の
変
動
か
…
21

貧
困

の
原
因
…
21

如
何

な
る
標
準
に
由

て
貧
困
の
範
囲
を
知
る
を
得
べ
き
か
…
27
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勞
銀

の
増
減
…
27

居
住
関
係
…
31

結
婚
統
計
…
33

 
消
費
統
計
…
30

死
亡
統
計
…
32

細
民
の
家
計
状
態
…
34

小河滋次郎の救貧要論

社
會
的
救
濟
事
業
の
組
織

 
 
 
 
第
三
章
 
 
公
的
救
貧
…
37

 
 
救
貧
制
度
の
大
要
…

38
 
 
救
貧
制
度
の
缺
点
…
42

 
 
公
的
救
貧
の
施
行
法
…

44

 
 

エ
ル
ベ
ル
フ
ヱ
ル
ド
式
…
44
 
 
婦
人
と
救
貧
…
48

 
 
ス
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
グ
式
…
49
 
 
公
的
救
貧

の
經
費
…
51

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

 
 
第
四
章
 
 
宗
教
的
及
有
志
的
救
貧
…
54

権
力
と
慈
愛
…
54
 
 
新
教
と
救
貧
…
55

旧
教
と
救
貧
…
56
 
 
救
世
軍
と
救
貧
…
59

猶
太
教
と
救
貧
…
60
 
 
赤
十
字
と
愛
國
婦
人
…
61

救
貧
事
業

の
統

一
調
和

…
62

倫
敦
中
央
慈
善
協
會

…
62

伯
林
中
央
慈
善
協
會

…
63

一7(116)一

第
五
章
 
 
救
貧
事
業

の
十
則
…
66



救
濟

の
普
及
…
66
 
 
査
賑
…
66

扶
養
義
務
の
勵
行
…

67
 
 
根
本
的
救
濟
…
67

質
實

…
67
 
 
當
事
者
の
精
進
…
67

救
濟

の
標
的
…
68
 
 

救
濟
の
本
質
…
69

廉
耻
心
の
保
全
…
69
 

 
家
庭
式
…
69

各
論

 
 
第
六
章
 
 
社
會
的
救
濟
事
業
に
對
す
る
立
法

 
 

 
 
 
 

(5
)

 
 

 
發
達
の
影
響
…
70

勞
働
者
の
保
護
…
70
 

 
勞
働
保
険
法
…
71

疾
病
保
険
…
71
 
 
保
険
法
の
效
果
…
73

雇
傭
契
約
…
76
 
 
抵
當
権
…
77

私
生
児
の
扶
養
義
務
…
77
 
 
人
事
相
談
所
…
79

一8(115)一

 

(6
)

第

一
欸
 
 
 
貧
困
の
主
因
に
對
す
る
豫
防

 
 
 
 
第
七
章
 
 
失
業
…
80

 
 
就
業

の
権
利
…
80
 

 
職
業
紹
介
…
82

 
 
失
業
保
険
…
83
 
 

勞
働
組
合
…
83
 
 
授
産
塲
…
84

 
 
授
産
殖
民
…
84
 
 
無
宿
勞
働
者
保
護
法
…
85



小河滋次郎の救貧要論

 
 
免
囚
保
護
…
86
 
 

 
移
住
…
86

 
 
 
 
第
八
章
 
 
國
民
病
…
87

 
 
結
核
病
…
87
 
 
結
核
豫
防
の
二
要
件
…
88

 
 
病
院
療
養
…
88

 
 
私
的
救
濟
事
業
と
し
て
の
結
核
豫
防
…
88

 
 
精
神
病
…
89
 
 
花
柳
病
…
90

 
 
 
 
第
九
章
 
 
酒
毒
…
91

 
 
酒
料

の
消
費
高
…
91
 
 
禁
酒
法
…
93

 
 
酒
毒
療
養
院
…
94
 

 
禁
酒
運
動
…
94
 
 
青
十
字
…
95

 
 
ゴ
ー
デ
ン
ブ
ル
グ
式
…
95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

 
 
 
 
第
十
章
 
 
家
政
難
…
96

 
 
収
入

の
問
題
に
非
す
支
出
の
問
題
な
り
…
96

 
 
主
婦

と
家
政
…
97
 
 
家
政
練
習
…
99

 
 
勞
働
婦
女
の
寄
宿
…
99
 
 
家
政
講
習
科
目
…
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

第
二
欸
 
 
貧
困
の
直
接
救
濟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

 
 
 
 
第
十

一
章
 
 
収
容
的
救
濟
…
期
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救
濟
法
の
種
類
…
期
 
 
病
院
…
皿

 
 
貧
民
授
産
塲
 
 
 
病
院
の
構
…造
…
齠

 
 
バ
ラ
ツ
ク
、
バ
ビ

ロ
ン
式
…
鵬
 
 
回
復
院
…
鵬

 
 
林
間
保
養
院
…
鵬
 

 
看
護
者
…
燭

 
 
分
娩
院
…
獅
 
 
唖
院
…
獅
 
 
盲
院
…
鵬

 
 
盲
唖
生
の
強
制
教
育
…
㎜
 
 
療
疾
院
…
m

 
 
精
神
病
院
…
m
 
 
養
老
院
…
齠

 
 
 
 
第
十
二
章
 
 
自
由
的
救
濟
…
価

 
 
自
由
救
濟
の
長
所
…
妬
 
 
 
生
計
の
保
護
…
幡

 
 
金
保
と
物
保
の
利
害
…
鵬
 
 
監
督
…
m

 
 
居
住
難
の
真
相
…
皿
 

 
 
 
家
賃
の
補
助
…
m

 
 
無
宿
者
の
措
置
…
必
 

 
 
 
自
宅
救
療
…
囲

 
 
救
療
醫
と
看
護
者
…
儡
 
 
 
配
食
所
…
儡

 
 
慰
問
籃
…
卿

第
三
欸

 
 
 
 
第
十
三
章
 
 
幼
児
及
少
年
の
保
護
…
㎜

 
 
乳
児

…
㎜
 
 
乳
児

の
死
亡
…
魏
 
 
保
護
相
談
所
…
㎜

 
 
私
生
児
…
鋭
 
 
棄
児
院
…
捌
 
 
里
預
…
齠
 
 
孤
児
…
悩

一一10(113)一
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貧
児
病
弱
児
 
 
 
揺
籃
院
…
鵬
 
 
幼
児
保
護
所
…
窟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
幼
学
舎
…
餅
 
 
保
養
所

〔院
〕
…
慍
 
 
生
徒
の
健
康
状
態
…
麗

 
 
保
養

の
善
後
…
㎜
 
 
低
能
児
…
蜘
 
 
勞
働
…
姐

 
 
感
化
事
業
…
盥
 
 

救
濟
と
児
童
保
護
…
毘

 
 
補
習
教
育
…
鴎
 
 
職
業
の
選
擇
…
幽
 
 
 
國
民
教
育
…
孀

 
 
大
学
生
の
活
動
…
燭

第
四
欸

 
 
 
 
第
十
四
章
 
 
貧
民
の
取
締
…
酩

 
 
救
濟

の
聲
…
酩
 
 
刑
法
の
制
裁
…
囎

 

・警
察
と
裁
判
…
㈱
 

 
窮
民
と
遊
民

 
 
調
査
権
と
申
告
義
務

 
 
民
法

の
扶
養
規
定
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(10
)

救

濟

と

文

明

本
能
的
救
濟

①②

濟
貧
要
論

 
 
汎
論

 
 
 
 
 
第

一
章
 
 
濟
貧

の
歴
史

 
(抹
消
)

〔濟
貧
即
ち
〕
世
の
不
幸
薄
命
な
る
弱
者
に
對
し
て
救
濟
保
護
を
加
ふ
る
の
こ
と
が
進
歩
せ
る
文
明
の
生
産
物
な
り
と
断
定
す
る
は
早

計
な
り
。
實
際
の
事
實
に
適
合
せ
さ
る
も

の
な
り
と
謂
は
さ
る
を
得
す
。
動
物
の
山
野
に
棲
息
す
る
の
間
に
於
て
も
互
に
相
其
の
同
族

を
保
護
す

る
の
働
き
を
為
す
所
あ
る
を
見
る
に
非
ず
や
。
さ
れ
ば

「相
互
的
争
闘
」
と
共
に

「相
互
的
保
護
」
も
亦
た
自
然
に
備
は
る

所
の
天
則

(Z
鋤ε
お
ΦωΦ
臼
)
の

一
な
り
と
認
む
る
こ
と
を
得

へ
し
。
動
物
に
し
て
且

つ
然
り
、
況
ん
や
人
類
に
於
て
お
や
。
人
類
が

文
明
に
進
ま
ざ
る
の
前
、
即
ち
開
化
せ
る
民
族
と
な
る
ま
で
の
間
は
唯
た
殺
伐
乱
暴
の
み
を
是
れ
事
と
し
、
曾
て
同
情
愛
憐
の
何
物
た

る
を
解
す

る
所
な
か
り
し
と
は
想
像
す
る
能
は
さ
る
所
な
り
。

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(後
筆
併
記
)

實

例

 

ホ

ツ

テ

ン
ト

ツ

ト
人

、

彼

れ

は
互

に
贈

物

を

為

た

り

又

他

人

に

對

し

て
親

切

を

尽

す

〔
好

意

を

表

す

る

〕

こ
と

を

以

て
至

一
上

の
嗜

み
と

な

す

の
風

あ

り

 

(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 
。 
。 
。 
。

〔野

蛮

蒙

昧

を

以

て
名

あ

る
〕

オ

ー

ス

ト

ラ

リ
ヤ

の
土

人

は

概

し

て

友

情

に
厚

く

、
好

ん

で

弱

者

を

傷

は

り

、
病

者

な

ど

の
あ

る

 

塲

合

に
は

厚

く

之

を

保

護

し
決

し

て
之

を

放

擲

す

る
如

き

こ

と

な

し

人
類
固
有

の
同
情
心
は
必
ず
し
も
文
明
の
進
歩
に
伴
随
す
へ
き
も

の
に
非
す
。
文
明
の
進
歩
せ
る
羅
馬
帝
政
時
代
に
就
て
之
を
見
よ
。

愛
情
の
最
も
純
正
に
し
て
且

つ
最
も
濃
厚
な
る
も
の
は
親
の
其
子
に
對
す
る
も
の
即
ち
是
れ
な
り
。
然
る
に
文
明
を
以
て
稱
せ
ら
れ
た

る
羅
馬
帝
政
の
當
時
に
在

て
は
親
が
自
ら
手
を
下
し
て
其
子
を
壓
殺
す
る
が
如
き
蛮
風
の
行
は
る

・
も
の
あ
り
し
と
謂
ふ
に
非
ず
や
。

文
明
の
進
歩
は
生
存
競
争

の
激
甚
を
餘
義
な
く
す
る
の
結
果
、
或
は
反
て
人
類
固
有
の
同
情
心
を
麻
痺
す
る
に
至
ら
し
む
る
を
免
か
れ

ず
と
も
謂

ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
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井
上
の
古
代

求
報
主
義

の
 
③

起
源

(
1
)

羅
馬
希
臘
埃
及

の
古
文
明
國

最
も
悪
し
き
帝
国

が
最
も
浮
浪
者
よ

り
愛
せ
ら
れ
た
り④

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

濟
貧
即
ち
弱
者
救
恤
の
こ
と
が
世

の
文
明
進
歩
と
其

の
歴
史
を
同
ふ
せ
さ
る
の
理

〔こ
と
〕
、
此
を
以
て
見
る
も
ま
た
明
ら
か
な
り
と

 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

謂
ふ
へ
し
。
〔文
明
と
共
に
本
能
的
又

ハ
自
然
的
絶
對
的
な
る
も
の
が
理
性
的
又
は
人
工
的
又

ハ
相
関
的
の
も
の
に
変
化
せ
り
。
少
く

も
其
色
彩
を
濃
厚
な
ら
し
め
た
り
。〕
濟
貧
の
歴
史
を
遡

つ
て
之
を
見
る
に
概
括
す
る
所
、
常
に
二
つ
の
動
機
あ
る
こ
と
に
由
て
此
に

始
め
て
其
實
現
あ
り
と
言

ふ
こ
と
を
得
る
も

の
・
如
し
。
二
つ
の
動
機
と
は
何
ぞ
。

一
面
に
博
愛
同
情
の
観
念
、
他
面
に
貧
民
階
級

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 
。 
 
(後
筆
)

勢
力
即
ち
是
れ
な
り
。
〔
(2
)
希
臘
史
又
は
〕
羅
馬
史
を
繙
て
之
を
見
れ
は
何
れ

の
時
代
に
も
貧
民
救
恤
の
法
規
制
度

〔救
貧
的
施

設
〕
の
行

は
れ
し
も
の
あ

る
を
見
さ
る
は
な
し
。
然
か
も
其

の
動
機
が
時
の
執
権
者
の
博
愛
同
情
と
云
ふ
が
如
き
仁
心
に
基
く
に
非
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

し
て
多
く

は
皆
な
、
多
數
貧
民
の
勢
力
を
畏
憚
す
る

〔或
は
民
衆

の
甘
心
を
得
ん
が
為
め
〕
の
動
機
に
出
で
た
る
も
の
な
る
こ
と
多
く

の
歴
史
家

の
其
の
所
見
を

一
に
す
る
所
な
り
。
執
権
者
の
眼
中
唯
た
利
あ
る
の
み
。
彼
れ
の
貧
民
の
為
め
に
與

へ
ん
と
欲
す
る
所
の
も

の
は
甘
き
蜜
と
苦
が
き
鞭
と
に
過
き
す
。
欺
く
に
利
あ
る
と
き
は
蜜
を
以
て
し
、
脅
す
に
便
あ
り
と
認
む
る
の
塲
合
に
は
麺
麭
の
代
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 
。 
 
(抹
消
) 

。

に
鞭
を
以

て
貧
者
の
痩
臀

に
加
ふ
る
こ
と
を
憚
ら
す
。
之
を
指
し
て
権
道

〔勢
力
〕
的
若
く
は
政
略
的
救
濟
と
謂
ふ
、
豈
に
獨
り
羅
馬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11
)

史
上
に
見

る
所
の
み
な
り
と
言
は
ん
や
。

 
(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

〔基
督
教
徒
の
信
ず
る
所

に
依
れ
バ
〕
真
正
の
意
義
に
於
け
る
救
濟
な
る
も
の
は

〔健
全
な
る
合
理
的
な
る
〕
博
愛
同
情
の
動
機
に
基

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

き
た
る
も

の
な
ら
さ
る
へ
か
ら
す
。
前
者

〔
の
権
道
政
略
的
な
る
〕
に
對
し
て
假
り
に
之
を

〔同
情
的
又
は
〕
人
道
的

〔又
は
宗
教
的
〕

救
濟
と
稱
す
る
を
便
と
す

べ
し
。
基
督
教
徒

の
信
す
る
所
に
依
れ
ば

「汝
は
汝
の
同
胞
を
愛
す
る
こ
と
須
ら
く
汝
ち
自
身
を
愛
す
る
如

く
な
る
べ
し
」
と
の
博
愛
主
義
を
標
榜
す
る
基
督
教
の
世
に
行
は
る

・
こ
と
に
由
て
始
め
て
此
に
所
謂
人
道
的
救
濟
な
る
も
の
・
發
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

を
見
る
に
至
り
た
り
と
。
此
言
因
と
よ
り
我
が
東
洋
に
通
用
す
へ
き
に
非
す
と
雖
も
、
少
く
も
泰
西
に
於
け
る
博
愛
主
義

の
救
濟

〔人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

道
的
救
濟

の
發
達
〕
が
基
督
教
に
俟

つ
所
の
多
き
は
争
ふ
べ
か
ら
さ
る
の
事
實
な
り
と
信
す
。
基
督
の
教
義
に
由
る
博
愛

〔人
道
〕
的

救
濟
の
基
礎
観
念
と
な
る
べ
き
も
の
に
四
個
條
あ
り
。
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(
14
)

四
個
条

⑤⑥

，
(
一
)
貧
し
き
者
は
救

は
れ
さ
る
べ
か
ら
ず
。
何
が
故
に
?
 
彼
れ
は
國
民
の

一
人
た
る
が
故
に
救
は
れ
さ
る

へ
か
ら
す
と
謂
ふ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

?
曰
く
否
な
。
彼
れ
は

〔均
し
く
神

の
子
た
る
〕
人
類

〔人
民
〕
の

一
人
な
る
を
以
て
な
り
。
彼
れ
を
救
は
さ
る
の
結
果
は
國
家
に

危
害
を
及
ほ
す
の
虞
あ
る
へ
し
と
の
故
を
以
て
か
?
曰
く
否
な
。
彼
れ
も
ま
た
同
胞

の
一
人
な
り
。
同
胞
を
愛
す
る
こ
と
己
れ
を
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

す
る
が
如
く
な
る
べ
し
と
の
博
愛
を
以
て
之
れ
に
對
せ
さ
る
べ
か
ら
さ
る
が
故
な
り
。
〔彼
れ
は
國
民
た
り
公
民
た
り
ま
た
彼
れ
の

徒
党
を
組
み
教
説
を
試
む
る
こ
と
が
公
安
を
害
す
る
の
大
な
る
も
の
あ
り
と
云
ふ
が
為
め
に
非
ず
し
て
、
彼
れ
は
す
べ
て
の
人
よ
り

同
胞
の

一
人
と
し
て
、
己
れ
を
愛
す
る
が
如
く
に
他
を
愛
す
べ
し
と
の
基
督
教
的
教
義
の
要
求
を
適
用
せ
ら
る
べ
き
者
な
る
を
以
て

な
り
。
〕

 
 
 
 

(12
) 
。 
。 
o 
。 
o 
。

(二
)
吾
人
は
人
類
の
た
め
に
其

の
精
神
的
及
ひ
肉
體
的
全
力
を
竭
く
し
て
働
く
こ
と
に
由
て
始
め
て
吾
人
生
存

の
最
高
理
想
界
に

到
達
し
た
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
「働
き
」
は
吾
人
の
總
て
が
道
徳
上
に
負

ふ
所
の
任
務
な
り
。
働
か
さ
る
者
は
飢

へ
さ
る
べ

か
ら
す
。
故
に
貧
し
き
者
に
對
し
て
唯
た

一
時
的
に
其
窮
乏
を
救
ふ
の
道
を
與
ふ
る
の
み
を
以
て
基
督
的
慈
善
の
責
任
を
充
た
し
た

り
と
は
謂
ふ

へ
か
ら
す
。
宜
し
く
ま
た
進
ん
で
貧
者
を
働
き
得
る
者
た
ら
し
め
、
尚
ほ
其
の
働
き
得
る
者
に
相
當
な
る
仕
事
を
與
ふ

る
の
方
法
を
講
す
る
所
な
か
る

へ
か
ら
す
。
基
督
的
總

へ
て
の
慈
善
事
業
の
最
終
目
的
と
す
る
所
は
此
に
存
す
。
濟
貧
亦
た
然
り
。

 
 
 

(13
)

(三
)
各
個
人
の
總
て
の
関
係
を
は
慎
重
に
調
査
し
、
實
際
に
其

の
必
要
を
明
確
な
ら
し
め
た
る
後
に
非
さ
れ
ば
救
濟
を
為
す
べ
か

ら
ず
。
濫
り
に
施
與
を
為
す
こ
と
は
不
條
理
の
甚
し
き
も
の
な
り
と
謂
ふ
へ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

(四
)
何
人
も
力

の
許
る
す
限
り
に
於
て
自
ら
其
の
近
親

〔家
族
〕
の
扶
養
を
努
む
る
所
な
か
る

へ
か
ら
す
。
總

へ
て
の
基
督
信

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

者
は
各

々
其
の
分
に
應
し
て
先
づ
己
れ
の
家
族
を
養
ひ
、
ま
た

〔尚
ほ
進
ん
で
〕
己
れ
の
使
僕
、
己
れ
の
勞
働
者
を
傷
は
る
の
義
務

を
有
す
。
此
の
義
務
を
充
た
し
能
は
さ
る
者
は
基
督
教
徒
た
る
の
資
格
な
し
。
是
を
以
て
扶
養
を
受
く

へ
き
家
族
を
有
せ
さ
る
の
孤
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博
愛
、
勞
働

審
査
、
共
助

小河滋次郎の救貧要論

激 と人
増貧口
 民の 

の増
  加

0

権
力
と
勢
力

集
む
る
こ
と

其
れ
自
身
が

目
的
也

⑧

獨
若
く

は
家
族
あ
る
も
扶
養
の
力

り
。

(抹
消
)

〔
能

〕

な
き
状
態
に
於
け
る
赤
貧
者
に
し
て
始
め
て
所
謂
濟
貧
の
範
囲
に
入
る
こ
と
を
得
べ
き
な

救
濟

の
理
想
と
し
て
殆
ん
と

一
點
の
間
然
す
る
所
な
し
と
謂
ふ
を
得
べ
し
。
此
の
教
義
を
奉
す
る
基
督
教
徒
が
少
く
も
理
論
の
上
に
、

救
濟
史
上

の
新
し
き

一
権
威
た
る
の
要
求
を
主
張
す
る
こ
と
偶
然
に
非
さ
る
な
り
。
基
督
教
の
初
期
に
於
て
は
實
際
の
上
に
も
亦
た
能

く
此
の
理
想
の
行
は
れ
た
る
も
の
あ
る
を
見
る
所
な
り
と
雖
も
、
其
の
期
限
は
比
較
的
甚
だ
短
き
に
過
ぎ
さ
り
し
も
の

・
如
し
。
世
の

推
移
と
共

に
、
啻
に
他
の
種
々
の
原
因
に
餘
義
な
く
せ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
基
督
教
徒
其
れ
自
身
も
ま
た
濟
貧
に
關
し
て
自
ら
其

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15
)

の
教
義
よ
り
遠
ふ
ざ
か
ら
ん
こ
と
を
努
む
る
が
如
き
態
度
を
取
る
に
至
れ
り
。

他
の
原
因

 
基
督
部
落
の
膨
張
、
人
口
の
増
加
、
悪
病
の
流
行
、
外
教
の
侵
入
、
苛
税
の
誅
求

 
人
的
適
切
な
る
救
濟
を
行
ふ
こ
と
の
不
可
能
を
見
る
に
至
れ
り

其
結
果
貧
民
の
激
増
と
な
り
、
益
々
個

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

基
督
教
の
勢
力
擴
大
し
て

一
躍
終
に
国
教
と
な
る
に
及
ぶ

〔至
る
〕
や
、
寺
院
は

一
面
に
其
の
獲
得
し
た
る
権
力

〔公
権
〕
を
利
用
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
)

る
こ
と
に
由
て
、
他
面
に
は
民
間
渇
仰
の
勢
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
由
て
盛
ん
に
其
の
冨
榮
を
計
る

〔慾
望
を
追
求
す
る
こ
と
〕
に
腐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16
)

心
す
る
の
傾
向
あ
る
を
見
る
に
至
れ
り
。
僧
風
の
堕
落
此
に
益
々
其

の
甚
し
き
を
加

へ
、
曾
て
は
衆
生
濟
度
窮
民
恤
救

の
為
め
に
壇
施

を
求
め
し
所
の
も
の
、
今
や
散
せ
ん
が
為
め
に
集
む
る
に
非
す
し
て
集
む
る
が
為
め
に
集
む
る
こ
と

・
な
り
、
壇
施
を
求
む
る
は
即
ち

蓄
積
を
大
な
ら
し
の
他
に
目
的
な
し
と
謂
ふ
が
如
き
状
態
と
な
り
、
金
が
出
來
る
に
従
て
慾
が
益
々
深
く
な
り
慾
の
深
く
な
る
反
比
例

む
 
  
 
 む
 
 
む
 
 
む
 
 
む 
 
む
 
 
む
 

  
 
  
 
 
 
む 

む
 
 む
 
 む
 
 む
 
 む
 
 む
 
 む
 
 む
 
 
む 
 
む 
 
  
 
む 
 
む 
 む
 
 む
 
 
む 

む
 
 む
 
 
む
 
  
 
 む
 
 む
 
 む
 
 
む
 
 
む
 
 む
 
 
む
 
 
む
 
  
 
 
む
 
 む
 
 む
 

ゑ
 
 む
 
 む
 
 む

に
益
々
愛

の
浅
き
を
加

へ
、
斯
く

の
如
く
に
し
て
終
に
同
情
慈
善
の
働
き
の
全
ク
荒
塵
に
帰
せ
し
め
ら
る
・
を
見
る
に
至
れ
り
。
偶
々

救
濟
の
こ
と
あ
り
と
稱
す
る
も
の
は
其
實
唯
だ
姑
息
的

一
時
の
施
與
に
過
ぎ
ず
。
或
は
施
策
と
云
ひ
、
或
は
供
養
と
云
ふ
。
名
は
美
に
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惰
民
の
養
成

寺
院
は
救
濟

の
中
心
た
る
と

共
に
貧
民
の

製
造
所

メ
ッ
カ
は
乞

食
の
極
楽

神
社
佛
閣

療
病
院

悲
田
院

施
薬
院

救
田
院

王
朝
の
救
濟

⑨⑩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

し
て
實
は
即
ち
慈
善
の
假
面
に
外
な
ら
ず
、
〔虚
名
を
釣
り
若
し
く

ハ
〕
反
て
徒
ら
に
惰
民
を
養
成
す
る
の
結
果
に
終
は
る
こ
と
を
免

か
れ
さ
り
し
な
り
。
識
者
之
を
憂
ひ
、
如
何
に
も
し
て
古
き
基
督
教
義

の
原
則
に
基

い
て
健
全
な
る
救
濟
事
業

の
發
達
な
ら
し
め
ん
と

計
る
所
あ

り
し
も
す
べ
て
皆
な
徒
勞
に
帰
せ
り
。
第
四
世
紀
に
於
け
る
教
父
バ
ヂ
リ
ユ
ー
ス

(}(一同Oげ
ゆ
口
く
鋤叶Φ『 
しd
①ωロ
一信
ω)
の
記
述

せ
る
も
の

・
一
節
に
曰
く

 
 
今
の
人
の
乏
し
き
者

に
物
を
惠
む
の
さ
ま
を
見
る
に
、
彼
れ
の
憐
れ
な
る
境
遇
に
深
き
同
情
の
心
を
持
つ
が
為
め
に
非
ず
し
て
、

 
 
唯
だ
彼
れ
の
醜
く
き
姿
を
早
く
己
れ
の
眼
の
前
よ
り
遠
ふ
さ
か
ら
し
め
ん
と
思
ふ
が
為
め
な
り
。
物
を
惠
む
人
の
目
に
映
ず
る
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

 
 
の
乞
食
は
食
を
其
の
勝
手

〔処
〕
口
に
求
む
る
宿
な
し
の
雇
狗
と
毫
も
相
選
ぶ
所
あ
ら
さ
る
な
り
云
々
と

亦
た
以
て
其
當
時
の
荒
廢
せ
る
救
濟
の

一
班
を
窺
ひ
知
る
こ
と
を
得

べ
し
。

救
濟
の
形
式
が
何
れ
の
國

に
於

て
も
先
づ
家
庭
式
に
行
は
れ
し
こ
と
想
像
に
難
か
ら
さ
る
所
な
り

(=
き
ω彎
ヨ
Φ唇
φ
①
ゆ煢
Φ)
。
世
の
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

歩
に
伴
ふ
内
外
諸
般
の
関
係
が
漸
次
、
家
庭
式
救
濟
を
は
収
集
式

〔収
容
式
〕
救
濟

(〉
霧
巨
畠
包
①
ひq
Φ)
に
由
て
補
ひ
を
為
す
の
必

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17
)

要
と
感
じ
、
此
に
貧
民
院
又
は
貧
病
院
と

い
ふ
が
如
き

一
定
の
建
物
の
創
設
せ
ら
る

・
を
見
る
に
至
れ
り
。
然
か
も
収
集
的
救
濟
は
斯

業
の
淵
源

に
非
ず
。
我
国

に
於
け
る
救
貧
事
業
は
特
に
佛
教
の
影
響
を
蒙
む
る
事
多
し
。
推
古
天
皇
の
朝
厩
戸
皇
子
深
く
佛
教
を
信
じ

日
、
天
王
寺
を
難
波
に
建

て
佛
典
に
基
き
新
に
施
薬
院
、
療
養
院
、
悲
田
院
、
救
田
院
を
其
の
寺
内
に
構
ふ
。
施
薬
院
1
薬
物
芳
草
を

施
薬
、
療
養
院
1
病
院
、
悲
田
院
は
艱
寡
孤
獨
貧
困
無
頼
の
者
を
寄
住
せ
し
め
て
之
を
救
養
す
、
即
ち
権
集
的
救
濟
な
り

外
國
に
於

て
は
既
に
羅
馬

の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
時
代
に
貧
民
院
養
育
院

(団
○
ω冨
巴

o
α
Φ『

×
8
0α
0
6三
Φ)
等
の
創
設
せ
ら
れ
た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

も
の
あ
る
を
見
る
。
此
の
建
物

〔は
本
来
、
窮
民
保
護
の
目
的
を
以
て
設
け
ら
れ
た
る
も
の
な
る
〕
に
収
容
す
る
所
の
も

の
は
其
内
容

頗
る
雑
駁

を
極
め
、
普
通
の
窮
民
の
外
、
病
者
あ
り
、
無
宿
者
あ
り
、
孤
児
あ
り
、
産
児
迷
児
あ
り
。
時
と
し
て
は
ま
た
悪
棍
無
頼
の

犯
罪
者
、
浮
浪
徒
を
も
此

に
収
容
す
る
の
實
況
た
り
し
な
り
。
此
く
の
如
き
雑
駁
な
る
状
態
の
下
に
如
何
ぞ
能
く
實
質
的
救
濟
保
護
の
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製と救
造共濟
元に事
と乞業
な食の
れの中
りzo心 11

見 よ19

.一

X18X22

の浮乞
勵浪食行者禁

 取止 締

 法
12

職 く弊宗
業 濫は教
的 救挙的
貧 のげ救
民24極 て濟
 ) 等の
   し⑬

働
き
あ
る
こ
と
を
得
ん
や
。
救
育
所
は
其
實
唯
だ
人
間
の
寄
せ
塲
、
溜
所
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
と
謂
ふ
も
可
な
り
。

救
濟
は
宗
教
の
生
命
な
り
。
基
督
教
が
俗
的
勢
力
の
加
は
る
と
共
に
意
義
あ
る
を
救
濟

の
活
動
を
失
ふ
に
至
り
た
る
こ
と
前
述
す
る
所

の
如
し
と
雖
も
、
然
か
も
流
石
に
宗
教
の
生
命
た
る
救
濟
と
没
交
渉
な
る
能

ハ
ず
。
時
に
は
ま
た
内
に
仁
心
に
厚
き
法
王
又
は
博
愛
に

冨
め
る
名
僧
知
識
の
現
は
る
る
あ
り
。
外
に
明
君
賢
相
の
出
で

・
強
大
な
る
権
力
を
加

へ
て
以
て
策
勵
を
加
ふ
る
所
あ
り
。
内
外
の
刺

撃
は
幸
に
し
て
教
界
を
し

て
救
濟
の
前
に

一
日
も
其
の
惰
眠
を
貪
ら
し
む
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
形
式
な
が
ら
も
兎
も
角
教
界
が
救
濟
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

業

の
中
心
と
な
り
、
各
種

の
救
濟
機
関

〔院
的
施
設
〕
の
如
き
も
多
く
は
寺
院
又
は
宗
教
家
に
由

つ
て
創
設
經
営
せ
ら
れ
た
る
の
事
實

 
 
 

(21
)

た
り
し
な
り

(
3
)
斯
く
て
中
世
紀
に
入
り
到
る
所
に
兵
乱
相
踵
ぐ
の
戰
國
時
代
と
な
る
に
及
び
窮
民
と
共
に
悪
棍
無
頼
の
浮
浪
徒
の
増
加
す
る
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23
)

と
甚
し
く
、
恤
救
は
偶
々
以
て
彼
れ
の
増
加
を
助
け
、
彼
れ
の
勢
驕
を
盛
ん
な
ら
し
む
る
に
過
き
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
到
底
慈
善
と
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
)

ふ
が
如
き
限
り
あ
る
力
の
み
に
て
は

〔何
等
他
の
方
法
に
由
る
に
非
さ
れ
ば
〕
之
を
如
何
と
も
措
置
し
難
き
の
窮
境
に
陥
る
に
至
れ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

此

の
窮
境
を
救
は
ん
が
為
に
案
出
せ
ら
れ
た
る
所
の
も
の
は
鬼
の
如
く
惨
酷
な
る
窮
民
壓
迫

の
手
段
即
ち
是
な
り
。
〔第
十
四
世
よ
り

第
〕
十
五
世
紀
よ
り
十
六
世
紀
に
か
け
て
歐
州
各
都
市
に
行
は
れ
た
る
乞
食
禁
止
、
浮
浪
者

の
處
分
法
に
依
れ
は
、

一
回
は
之
を
市
外

に
驅
逐
し
、
二
回
は
之
れ

に
肉
刑
を
科
し
、
三
回
以
上
に
及
ぶ
累
犯
者
は
容
赦
な
く
之
を
断
頭
塲
に
送
る
こ
と

・
せ
り
。
ニ
ユ
ル
ン
ベ

ル
グ
の
斬
首
人
が

一
五
〇

一
年
乃
至

一
五
二
五
年
の
間
に
於
て
斬
首
を
行
ひ
た
る
數
、

一
一
五
九
人
の
多
き
に
及
び
た
り
と
云
ひ
、
ま

た
英
國

の
顕
理
八
世
王
が
其
の

一
代
に
七
二
、
○
○
○
人
の
刎
首
を
行
は
し
め
た
り
と
云
ふ
は
有
名
な
る
刑
制
史
上
の
談
柄
な
り
。
其

の
全
部
が
乞
食
浮
浪
な
り
と
云
ふ
に
非
さ
る
も
、
か
く
も
残
酷
な
る
壓
迫
主
義
に
基
く
窮
民
處
分

の
行
は
れ
た
る
の
結
果
が
か
か
る
現

象
あ
る
を
見
る
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
く
、
亦
た
以
て
如
何
に
當
時

の
為
政
者
が
増
加
せ
る
窮
民
の
措
置
に

苦
心
し
た
る
か
の

一
班
を
知
る
を
得
べ
し
。
然
か
も
總
て
の
苦
心
は
水
泡
に
帰
し
、
總
て
の
手
段
は
徒
労
に
終
は
れ
り
。
従
て
制
す
れ

一17(106)一



抑
壓
手
段

の
失
敗

ル
ー
テ
ル

の
意
見

政
府
の
干
與

濟
貧
立
法

⑭⑮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

は
従
て
生

じ
、曾
て
窮
民

減
少

の
效
を
見
る
能
は
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
更

に
其
分
量

〔
一
層
〕
の
増
加
を
效
す
と
共
に
益

々
其

の

 
(抹
消
)

〔危
険

の
〕
性
質
を
悪
化
し
た
る
が
為
に
、
社
會
は
彼
れ
の
前
に

一
層
危
虞
を
感
す
る
の
甚
し
き
を
加

へ
し
め
た
る
・
こ
と

・
な
る
に

至
れ
り
。

(25
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 
。 
。 
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

此
く

の
如

き

事

情

と

相

俟

て
他

方

に

は

ま

た

宗

教

革

命

の
こ

と

あ

り

。

政

治

的

権

力

が

教
會

の
手

を

離

る

る

〔離

れ

て
す

べ

て
民

衆

的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(抹
消
)

團
體

に
移

る
〕

こ
と

・
な

り

た

る

を

以

て

、

貧

民

の
救

濟

〔事

業

〕

の
如

き

も

次

第

に

教
會

よ

り

民
團

の
主

管

に
移

る

の
傾

向

を

馴

致

す

る

に
至

れ

る

こ
と

蓋

し

自

然

の
勢

ひ

な

り

と

謂

ふ

へ
し

民
衆
的
團
體
と
し
て
何
れ

の
都
市
が
救
濟
事
業
の
着
手
に
魁
を
な
し
た
る
か
と
云
ふ
に
就
て
は
區
々
の
意
見
あ
る
所
な
り
と
雖
も
、

一

五
二
二
年
六
月
發
布
の
有
名
な
る
濟
貧
法
を
有
す
る

「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
リ
ヒ
」
市
を
以
て
之
れ
が
嚆
矢
と
な
す
こ
と
多
く
の
専
門
家
の
其

の
所
見
を

一
に
す
る
所
の
も
の
・
如
し
。
此
の
濟
貧
法
は
貧
民
の
個
人
的
関
係
を
精
査
し
て
不
撓
を
加
ふ
る
の
規
定
を
設
け
た
る
等
の

點
に
於
て
比
較
的
完
全
に
近
か
き
も
の
な
り
と
認
め
得
ら
れ
さ
る
に
非
す
と
雖
も
、
徒
ら
に
形
式
の
備
は
る
あ
る
に
過
ぎ
ず
し
て
實
際

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

上
殆
ん
ど
何
等
の
効
果
を
見
る
能

ハ
さ
り
し
も
の
・
如
し
。
要
す
る
に
濟
貧

〔救
濟
〕
事
業
が
教
會
の
手
を
離
れ
て
民
團
に
移
り
た
る

が
為
め
に
此
に
全
く
政
治
的
救
濟
の
色
彩
を
帯
ふ
る
に
至
り
た
る
こ
と
泰
西
救
濟
史
を
研
究
す
る
者

の
注
目
す
べ
き
所
な
り
と
謂
ふ

へ

し
』

十
八
世
紀
以
來
各
国
競
ふ
て
政
府
の
手
を
以
て
濟
貧
制
度
を
設
定
し
、
多
く
は
地
方
民
團
を
し
て
濟
貧
に
関
す
る
法
律
上
の
義
務
を
負

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(26
)

擔
せ
し
む
る
の
方
針
を
取
る
に
至
れ
り
。

一
七
九
四
年
發
布

の
普
國

一
般
州
法

(≧
面
Φ日
Φヨ
Φ
い
き
脅
Φ。ぼ
)
に
依
れ
は
各
市
町
村

は
其
居
住
民
若
く
は
租
税

の
義
務
を
負
擔
し
た
る
者
の
貧
困
に
陥
り
た
る
者
を
恤
救
す
べ
く
、
其
市
町
村
に
於
て
恤
救
す
る
の
資
格
な

き
者
は
國
費
を
以
て
之
を
地
方
貧
民
院
若
く
は
其
の
他
の
公
設
救
濟
機
関
に
収
容
せ
し
む
る
の
仕
組
み
に
し
て
、
所
謂
窮
民
を
し
て

一
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小河滋次郎の救貧要論

井
上

理公
想共
 的
⑯

理個
想人
 的

人
の
其
所
を
得
ざ
る
も
の
な
か
ら
し
む
る
の
理
想
は
略
ほ
形
式

の
上
に
之
れ
が
具
備
を
見
る
に
至
り
た
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。

一

八
四
二
年

に
至
り
大
に
之
れ
に
改
正
を
加

へ
終
に
現
代
思
想
の
要
求
た
る
居
住
主
義

(〉
自
①
⇒
嘗
曁
ω嘆
言
鼠
b
i
d
三
霞
。。毎
冒
巨
ひqω
-

芝
o
ぎ
ω冨

)
を
公
認
し
た
る
も
の
現
行
の
普
國
濟
貧
制
度
即
ち
是
れ
な
り
。

(
27
)

今
や
泰
西
諸
國
、
到
る
所
に
濟
貧
制
度

の
具
備
せ
る
も
の
な
る
を
見
ざ
る
は
な
く
、
之
れ
が
為
め
に
國
家
及
び
公
共
團
體
の
年

々
支
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

す
る
所
の
金
額
も
ま
た
少
か
ら
ず
。
然
か
も
支
出
す
る
所

い
よ

く

多
く
し
て
窮
民
の
數
益

々
加
は
り
、
〔獨
り
〕
窮
民
と
し
て
は
其

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(28
)

惠
に
浴
し

て
惠
を
感
ぜ
ず
、
多
き
を
得
れ
ば
更
に
多
き
を
望
ん
で
飽
く
こ
と
を
知
ら
す
。
窮
民
の
間
に
常
に
不
平
怨
嗟
の
聲
を
断
つ
能

ハ
さ
る
の
實
況
あ
る
を
免
か
れ
ず
。
政
略
的
救
濟
に
伴
ふ
自
然
の
結
果
な
り
と
謂
ふ
べ
く
、
其
の
誤
れ
る
根
本
観
念
の
変
化
を
見
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29
)

非
ざ
れ
は
到
底
局
面
の
展
開
を
得
て

〔見
る
〕
健
全
に
し
て
有
效
な
る
救
貧
事
業
の
發
達
あ
る
を
期
待
し
能
は
さ
る
べ
し
と
信
ず
。
救

濟
事
業
は
必
ず
し
も
文
明

の
進
歩
に
付
随
す
べ
き
も
の
に
非
ず
。
今
日
に
於
け
る
所
謂
救
濟
事
業
な
る
も
の
、
豈
に
歐
州
文
明
の
新
し

き
生
産
物
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
ん
や
。
文
明
歐
羅
巴
の
近
代
救
濟
史
は
寧
ろ
失
敗
の
歴
史
な
り
と
謂
ふ
を
當
れ
り
と
す
べ
し
。
漫
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(30
)

唯
た
斯
業

の
範
を
歐
米
の
先
進
国
に
求
め
ん
と
す
る
が
如
き
は
思
は
さ
る
の
甚
し
き
も
の
な
り
と
謂
は
さ
る
を
得
ず

一19(104)一

 
 
 
 
 
 
⑰

個
人
本
位
に
非
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 
 
 
 
 
第
二
章
 
 
窮
民

〔貧
困
〕
の
意
義
、
實
體
及
び
範
囲

 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
。 
。 
 
 
 
 
 
。 
。

窮
民

〔貧
困
〕
と
は
其
の

一
身
及
ひ
其

の
家
族
を
ば
必
要
缺
く

へ
か
ら
さ
る
の
程
度
に
養
ひ
得
る
の
資
源
を
自
己
の
職
業
又
は
自
己
の

財
産
若
く
は
或
る
法
律
上

の
請
求
権
に
由
て
収
得
し
能
は
さ
る
境
遇
に
在
る
者
を
指
し
て
之
れ
を
稱
す
。
窮
民
を
分
て
二
種
と
な
す
。

(泰
西
救
貧
制
度
の
上
よ
り
)。
友
人
、
隣
祐
、
篤
志
者
、
私
設
團
體
、
宗
教
組
合
等
に
由
て
必
要
な
る
生
活
費
を
供
給
せ
ら
る

・
者
、

之
を
私
貧
者

(]℃
同一く
鋤什鋤
『目P
Φ降
)
と
稱
し
、
國
家
又
は
公
共
團
體
に
由
て
救
助
せ
ら
る
・
者
、
之
を
公
貧
者

(O
龍
Φ
p
良
9
奠
ヨ
9
)
と

稱
す
。
併
し
此
區
劃
は
唯
た
此
に
泰
西
に
於
け
る
救
貧
制
度
を
講
述
す
る
便
宜
の
為
め
に
設
け
た
る
も
の
に
過
ぎ
ず
と
知
る
べ
し
。



⑱⑲⑳

彼
れ
は
曾
て

一
飯

に
要
し
た
る
食
費

を
以
て
今
は

一
力

所
謂

「生
活
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
必
要
の
程
度
」
に
就
て
は
時
代
に
由
て
異
る
所
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
個
人
に
由
り
必
ず
し
も
同

一

に
律
し
能

ハ
さ
る
こ
と
論

を
俟
た
す
。
少
く
も
第

一
各
個
人
の
身
體
関
係
、
第

二
職
業
関
係
、
第
三
社
會
的
境
遇
関
係

(身
分
関
係
)

等
に
就
て
斟
酌
を
加
ふ
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
下
層
民
の
大
體
的
生
活
状
態
の
上
よ
り
之
を
見
れ
ば
、
往
昔
に
比
し
て
著
る
し
き
改

善
を
見
る
に
至
り
た
る
は
明
ら
か
に
し
て
、
従
て
昔
し
に
見
る
が
如
き
惨
胆
た
る
状
態
の
下
に
あ
る
窮
民
の
種
類
も
大
に
其
數
を
減
ら

し
た
り
と
云
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
然
か
も
事
實
は
即
ち
反
て
窮
民
の
増
加
あ
る
を
免
か
れ
す
と
言
ふ
所
以
の
も

の
は
何
ぞ
や
。
時
勢
の

 
 
 
(抹
消
)

進
運

〔時
運
の
変
遷
〕
に
伴
ひ
所
謂

「生
活
上
の
必
要
程
度
」
に
変
化
を
來
た
し
た
る
所
あ
る
を
以
て
な
り
。 
 

茅
屋
に
住
ま
ん

と
欲
す
る
も
住
む
能

ハ
す
、
粗
食
を
得
ん
と
欲
す
る
も
得
る
能

ハ
ず
。
垢
離
乱
髪
弊
衣
桓
褐
に
て
は
忽
ち
救
貧
範
囲
よ
り
驅
逐
せ
し
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(31
)

ら
る

・
を
免
か
れ
ず
と
云
ふ

i

昔
は
米
さ

へ
あ
れ
は
生
活
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
人
の
軒
先
き
に
小
屋
掛
け
す
る
と
か
神
社
佛
閣

の
縁

の
下
に
雨
宿
り
で
も
し
て
住
居
を
求
め
得
た
る
が
為
め
な
り
。
今
日
は
即
ち
米
の
み
に
て
は

「生
活
に
欠
く
べ
か
ら
さ
る
必
要
程

度
」

の
物

を
得
た
り
と
は
言
ひ
難
し
。
世
人
往
々
現
代
に
於
け
る
貧
民
生
活
の
贅
澤
に
傾
く
こ
と
の
甚
し
き
を
難
じ
、
是
を
以
て
貧
困

の
原
因
と
な
し
又
貧
困
の
ま
だ
甚
し
か
ら
さ
る
を
証
す
る
に
足
る
も
の
と
な
す
。
生
活
の
向
上
が
貧
困
の
原
因
と
な
す
は
當
れ
り
と
雖

も
、
其
向

上
を
認
め
て

一
概
に
贅
澤
と
な
す
は
皮
相
の
見
な
り
。
況
ん
や
是
を
以
て
尚
ほ
貧
困
に
餘
地
あ
り
と
論
を
な
さ
ん
と
欲
す
る

 
 
 
 
 
 

(32
)

に
於
て
お
や
。
善
根
貧
衰

の
運
命
は
昔
も
今
も
同
じ
き
が
中
に
文
明
の
進
歩
に
伴
ふ
生
存
競
争
の
益
々
烈
き
を
加
ふ
る
今
日
に
於
て
は

一
層
其
激

変
の
甚
し
も
の
あ
る
を
見
る
所
に
し
て
、
人
生
槿
花
の
如
し
。
榮
耀
榮
華
に
跪
つ
く
所
の
者
の
者
も

一
朝
に
し
て
其
の
財
産

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

を
蕩
尽
し
て
窮
民
の
境
遇

〔所
謂
首
の
回
ら
ぬ
悲
境
〕
に
堕
落
す
る
者
其
數
に
乏
し
か
ら
ず
。
此
種
の
者
は
外
観

〔外
見
〕
窮
民
た
ら

ざ
る
が
如
き
も
實
は
即
ち
生
來
の
窮
民
に
比
し
て

一
層
貧
苦
の
甚
し
き
を
感
す
る
憐
れ
む

へ
き
窮
民
な
り
。
彼
れ
を
救
濟

の
圏
外
に
置

か
ん
と
す
る
の
不
條
理
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
之
を
救
濟
す
る
の
上
に
於
て
は
自
ら
ま
た
生
來
の
窮
民
と
其

の
選
を
異
に
す
る
所

な
か
る
べ
か
ら
ず
。
生
來

の
窮
民
は
始
め
よ
り
す
べ
て
の
缺
乏
に
馴
れ
、
常
人
の
曾
て
堪
ふ
べ
か
ら
ず
と
な
す
所
、
彼
れ
は
平
然
と
し

て
之
れ
に
随
ふ
。
之
れ
に
反
し
、
半
途
失
敗
蹉
跌
し
て
窮
民
の
悲
境
に
墜
落
し
た
る
所
の
も
の
は
小
な
る
欠
乏
に
對
し
て
も
苦
痛
を
實

一20(103)一



小河滋次郎の救貧要論

月
の
生
活

の
生
活

を
も
憺

ハ
さ
る
べ

か
ら
ず

 
 
 
 
 
 
⑳

運
命
の
激
変

1
精
神
的
能
力

の

缺
乏

⑳

2
身
体
的
能
力

の

缺
乏

3
社
會
的
能
力

の

感
す
る
所
頗
る
大
な
ら
さ

る
を
得
ず
。
少
く
も
生
來
の
窮
民
と
其
の
す
べ
て
の
生
活
関
係
を
同

一
な
ら
し
め
ん
と
求
む
る
は
無
理
な
る

注
文
な
る
と
謂
は
さ
る
を
得
ず
。救
濟
事
業
者

の
特
に
其
思
ひ
を
致
す
必
要
あ
る
所
な
り
と
信
ず
。
世
人
は
曰
く
世
の
進
む
に
従
て
益
々

貧
冨
の
懸

隔
の
大
な
る
も

の
あ
る
を
見
る
を
或
は
知
ら
ん
。
然
か
も
貧
冨
の
懸
隔
あ
る
を
見
る
は
古
今
相
同
じ
。
其
今
の
昔
に
同
し
か

ら
さ
る
の
點
は

「あ
る
」
即
ち
實
在
の
問
題
に
非
す
し
て

「な
る
」
即
ち
可
能
の
問
題
な
る
に
非
ず
や
。
空
拳
を
以
て
能
く

一
攫
千
金

の
冨
を
な
す
も
の
あ
る
の

一
面
に
、

一
朝
に
し
て
忽
ち
巨
萬
の
財
産
を
蕩
尽
す
る
も
の
あ
り
。
此
く
貧
冨
可
能
の

「
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」

の
大
な
る
こ
と
は
確
か
に
今
代
に
於
け
る
著
る
し
き
現
象
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し

今
爰
に
貧

困
の
主
た
る
原

因
と
な
る
べ
き
も
の
を
列
記
す
べ
し

 

第

一 

収

入

の
不

足
な

る

こ
と

(d
昌
ひ9
①
忌

ひq
Φ
巳

Φ
ω

田
爵

o
ヨ
白
①
⇒
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
マ

 

(其

一
)

意

思

の
薄

弱

(嫌

業

〔
懶

惰

〕
、
乞

食

〔
浮
浪

〕
)

日
き

ひ。
Φ
一冨

沖
2

ヨ

濠

ゆ
〉
き

Φ
冨

ω
。
げ
⑦
戸

しd
Φ
9

<
鋤
ひq
ぎ

口
鼠

Φ
P

 

。 
。
(後
筆
併
記
∀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 
 
 

(抹
消
)

 

嫌

業

〔
懶

惰

〕
と

失

業

と

は

實

際

に

於

て

之

を

區

別

す

る

こ

と

甚
だ

困
難

な

る

こ

と

を
免

か

れ
す

。
時

計

師

又

は

〔
及

び
〕
精

工

〔家

〕

 

な

る
器

械

師

(閃
Φ
一昌
b
P
①
O
吋
鋤
⇔
一評
Φ
『
)

が

土

方

人

足

た

る

の
勞

働

に
就

く

こ
と

を

嫌

忌

し

た

り

と

ゆ

ゑ

を

以

て
之

を

嫌

業

と

は

謂

ふ

 

へ
か

ら

す

。

仮

令

ひ
就

く

へ
き

の
業

務

あ

り

と

雖

も

其

の
業

務

が

従
前

の

業

務

と
全

く

縁
故

な

く
之

れ

に
就

く

が
為

め

に
反

て
其

の

 

本

業

に
復

帰

す

る

の
妨

げ

と

な

る

べ
き

な

り

と

の

こ
と

な

ら

ん

に

は

、
之

れ

に

就

か

さ

る

は

已

む
を

得

ざ

る
所

に
し

て
、

彼

れ

は

失

 

業

者

た

る
も

嫌

業

者

な

り

と

は

謂

ふ

べ
か

ら

ず

 

(其

二
)

能

力

の

缺
乏

(ヨ
鋤
轟

①
夢
p。h
8
ω

内
α
目

2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(後
筆
併
記
)

(甲

)

個

人

的

無

能

力

〔低

能

〕
、
疾

病

、
廢

疾

、

事

實

上

の

又

は

推

定

上

の

道

徳

的

変

質

(出

獄

者

)

芝
貯
匹
ド
『
奠

o
α
臼

く
Φ
雫

日
Φ
言
島
o
げ
①
円

U
駄
Φ
江

に
基

く

も

の

(乙

)
業

務

の
缺

乏

に

基
く

も

の

…21(102)一



缺
乏

⑳⑳

 

業
務
欠
乏
の
範
囲
た
る
べ
き
も
の
爰
に
之
を
細
別
し
て

(乾
)
經
濟
界
の
出
來
事

 
 
(い
)
資
本
と
勞
働
の
撞
突
に
由
る
も
の

(同
盟
罷
工
、
同
盟
不
購
買
)

 

同
盟
罷
工
が
何
れ
に
道

理
な
る
や
否
や
を
各
塲
合
に
就
て
精
査
す
る
こ
と
は
救
貧
機
関
の
能
く
し
得
る
事
に
非
ら
ず
。
假
に
不
条
理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 

に
出
で
た
る
の
こ
と

〔事
實
〕
明
か
な
る
と
す
る
も
、
貧
困
事
實
の
存
立
あ
る
以
上
は
之
を
救
濟
せ
さ
る
も
可
な
り
と
は
謂
ふ
べ
か

 

ら
ず
。
唯
た
救
濟
の
為

め
に
同
盟
罷
工
の
悪
風
を
助
長
す
る
が
如
き
影
響
を
及
ほ
す
な
か
ら
し
む
る
の
注
意
あ
る
こ
と
を
要
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
(ろ
)
新
機
関
の
装
置

の
為
め
勞
働
力
を
節
約

〔省
略
〕
せ
ら
れ
た
る
に
由
る
も

の

 

機
関
は
勞
働
者
を
驅
逐
す
。
勞
働
者
は
常
に
文
明
利
器
の
咒
ふ
所
と
な
る
を
免
か
れ
ず
と
は
世
人
の
口
に
す
る
所
な
り
と
雖
も
、
實

 

は
杞
憂
に
過
き
す
。
今

や
人
口
増
加
の
著
る
し
き
に
拘
は
ら
ず
、
此
増
加
し
た
る
多
數
の
民
衆
を
し
て
兎
も
角
其

の
分
に
應
ず
る
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 

生
活
を
営
む
を
得
せ
し
む
る
所
以
の
も
の
は
、
進
新

〔文
明
〕
科
学
の
發
達
に
由

て
所
謂
文
明
利
器
の
創
見
せ
ら
る

・
も
の
續
出
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 

る
あ
る
が
為
め
な
り
。
内
國
生
産
の
増
加

〔發
達
〕、
外
國
輸
出

の
發
展
、
商
業
政
策
の
活
動
、
是
れ
ミ
な
近
世
文
明
科
学
の
賜
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 

し
て
而
か
も
ま
た
社
會
貧
困
の
現
象

〔原
因
〕
を
杜
絶
す
る
に
最
も
有
力
な
る
動
機
た
る
べ
き
も
の
な
る
に
非
ず
や
。
唯
だ
其
れ
過

 

渡
の
時
代
に
於
て
新
機

関
を
設
置
し
た
る
が
為
め
に
或
る
限
ら
れ
た
る
範
囲
に
勞
働
者
の
節
約
と
な
り
、
其

の
結
果
失
業
窮
迫
に
陥

 

る
も
の
を
生
ず
る
の
事
實
は
巳
む
を
得
さ
る
所
な
り
。
此
に
失
ふ
所
は
反
て
他
に
多
き
を
得
る
の
理
な
り
。
是
を
以
て
文
明
を
咒
は

 

ん
と
す
る
は
即
ち
誤
れ
り
と
謂
ふ
へ
し

 
 
(は
)
賃
銀
の
低
廉
な
る
婦
女
、
児
童
、
外
國
人
等
を
使
用
し
て
男
子
の
勞
働
に
換

へ
し
め
ん
と
す
る
時
代
傾
向
あ
る
こ
と
に
因
る

 
 
 

も

の

 
 
(に
)
經
濟
界
の
驚
慌

の
為
め
に
販
路
の
低
滞
、
生
産
の
縮
少
あ
る
こ
と
に
因
る
も
の

・
(坤
)
經
濟
事
情
に
関
係
な
き
も
の

 
 
(い
)
自
然
界
の
変
動
に
因
る
も
の
、
例
へ
ば
凶
作
、
流
水
、
火
災
等

一22(101)一
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⑳⑳

 

(ろ
)
人
口
の
不
規
則
的
変
動
に
因
る
も
の

 
絶
對
的
人
口
過
剰

の
害

は
未
だ
事
實
上
に
之
を
認
む
る
能
は
さ
る
所
な
り
。
唯
だ
限
ら
れ
た
る
地
方
に
於
て
比
較
的
人
口
増
加
を
致

 
す
の
結
果
が

一
面
に
多
數
の
貧
困
者
を
生
す
る
有
力
な
る
原
因
た
る
の
事
實
を
掩
ふ

へ
か
ら
ず
。
特
に
其
の
影
響
を
蒙
む
り

つ
・
あ

 
る
は
大
都
會
是
れ
な
り

 

(は
)
外
交
又
は
内
治

の
政
治
関
係
に
由
る
も
の

 

(に
)

需
用
関
係
の
著

る
し
き
変
化
に
由
る
も
の

(流
行
)

と
な
す
こ
と
を
得
べ
し

 
第
二
 

支
出

の
不
完
全
な
る
こ
と
及
ひ
支
出
の
過
多
な
る
こ
と

 

(甲
)
扶
養
す
べ
き
家
族
員
の
多
數
な
る
こ
と
に
由
り

 
 
 
 

(多
數
の
幼
児
、
老
親
、
廢
疾
の
兄
弟
)

 

(乙
)
贅
費
の
多
き
こ
と
に
由
り

(道
楽
、
酒
慾
)

 

(丙
)
家
族
の
拙
劣
な

る
こ
と
に
由
り

家
政
拙
劣

の
事
實
は
最
も
多
く
の
塲
合
に
於
て
貧
困
の
主
因
を
為
す
も
の
と
す
。
家
政

の
拙
劣
を
致
す
所
以
の
も
の
は
下
層
社
會

の
婦

女
が
工
塲
業
に
従
事
す
る
が
為
に
自
己
又
は
他
人
の
家
庭
に
於
て
家
事
經
濟
に
通
暁
す
る
の
機
會
な
き
が
為
め
な
り
。

前
掲
す
る
各
種
の
原
因
の
中
に
就
て
何
れ
が
最
も
貧
困
を
導
く
有
力
の
も
の
な
る
か
を
統
計
に
表
示
せ
ん
と
試
み
た
る
も
の
あ
る
も
多

く
は
す
べ
て
徒
勞
に
歸
せ
り
。
蓋
し
多
く
の
塲
合
に
於
て
各
種

の
事
項
が
相
集
合
し
て
貧
困
の
原
因
を
為
す
が
為
め
に
單
獨
に
区
別
し

て
何
れ
の
原
因
が
最
も
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
や
を
知
る
こ
と

の
困
難
な
る
を
以
て
な
り
』
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⑳⑱⑳

統
計
に
由
り
貧
困
の
範
囲
を
詳
か
に
す
る
こ
と
亦
た
至
難
な
る
を
免
れ
ず
。
何
と
な
れ
は
所
謂
公
貧
者
な
る
も

の
は
之
を
統
計
し
得

へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

し
と
雖
も
、
私
貧
者
を
精
査

〔調
査
〕
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
を
以
て
な
り
。
現
代
に
於
け
る
下
層
社
會

の
物
質
的

(經
濟
的
)
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

態
の
如
何
を
知
ら
ん
と
な
ら
ば
、
各
種
の
統
計

〔事
情
〕
を
湊
会
し
て
之
れ
が
推
定
的
理
論
を
試
む
る
の
外
な
ら
ざ
る
な
り

先
づ
第

一
に
観
察
を
要
す
る
も
の
は
勞
銀
統
計
是
れ
な
り
。
勞
銀
統
計
は
吾
人
に
各
種
の
疑
問
を
解
決
す
る
に
足
る
べ
き
豊
冨
の
材
料

を
供
給
す
る
も
の
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
勞
銀
平
均
額
の
今
古
の
對
照
如
何
?
此
係
數
を
比
較
す
る
に
就
て
注
意
を
要
す
る
も
の
あ

り
。
蓋
し
勞
働
者
が
従
來

に
在

つ
て
は
五
十
円
を
収
入
し
此
内
、
四
十
円
を
ば
必
要
な
る
生
計
費
を
支
出
し
た
る
に
反
し
、
今
日
に
於

て
は
七
十
五
円
を
収
入
す
る
に
對
し
て
七
十
円
の
生
計
費
支
出
を
必
須
な
り
と
せ
ば
、
仮
令

へ
賃
銀
額
は
増
加
を
致
し
た
る
も
の
の
如

く
な
る
も
、
彼
れ
が
經
濟
的
生
活
状
態
は
従
前
に
比
し
て
悪
化
し
た
り
と
断
定
せ
さ
る
を
得
す
と
云
ふ
こ
と
即
ち
是
れ
な
り
。
賃
銀
夫

れ
自
身
は
名
義
的
賃
銀

0
2

8
巨

澪
 
Φ
い
。ぎ

た
る
に
過
ぎ
ず
し
て
生
活
状
態
の
良
否
を
知
る
の
標
準
と
な
す
に
足
ら
す
。
収
入
す

る
所
の
賃
銀
を
ば
必
要
な

る
生
計
費

(食
料
、
被
服
、
家
賃
、
醫
薬
代
、
教
育
費
等
)
と
對
照
す
る
こ
と
に
由
て
此
に
始
め
て
實
際

〔實
質
〕
的
賃
銀

(菊
$
=
o
ぎ
)
の
價
値
を
知
る
こ
と
を
得

へ
し
。
英
國
の
統
計
に
依
れ
ば
勞
働
者
に
支
拂

へ
た
る
賃
銀
は

一
七
九
〇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

年
乃
至

一
九
〇
〇
年
の
間
に
於
て

=
二
六
%
の
増
加
な
り
と
云
ふ
に
對
し
て
同
年
間
に
生
活
費

〔
の
割
合
〕
は
二
七
%
の
騰
貴
を
見
た

る
の
割
合

に
過
ぎ
ず
。
是
を
以
て
見
れ
ば
、
英
國
に
於
け
る
勞
働
者
の
物
質
的
状
態
は
約
八
五
%
の
割
合
を
以
て
改
善
せ
ら
れ
た
り
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

の
推
定
を
下
す
こ
と
を
得
べ
し
。
獨
乙
に
於
て
も
最
近
十
數
年
間
に
於
け
る
勞
働
者
賃
銀

〔
の
増
加
〕
は
物
價
の
騰
貴
に
比
し
て

一
層

著
る
し
き
増
加
を
見
る
の
事
實
な
り
と
は
専
門
家
の
其
の
所
見
を

一
に
す
る
所
な
り
。
(
ζ
巴

①
=
Φ
=奠

.、U
器

ω
ロ
び
巨
ω
ωδ
謬
芝
ΦωΦ
昌

ぎ

O
Φ
畧
ω。巨
磐
α
.、)
伯
林

に
於
て
は

一
八
九
四
年
乃
至

}
九
〇
四
年

の
十
年
間
に
於
て
賃
銀
は
物
價
の
騰
貴
に
比
し
て
二
倍

の
増
加

を
見
る
に
至
り
た
る
の
割
合
な
り
と
言
へ
り
。

近
年
に
於

て
は
往
々
に
し

て
高
き
賃
銀

特
に
ま
た
家
庭
を
作
る
に
及
ば
ざ
る
少
壮
労
働
者
に
對
し
て
、
比
較
的
高
き
賃
銀
を
拂
ふ

一24(99)一
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⑳⑳

こ
と
が
反
て
貧
困
を
増
加
す
る
の
要
因
た
る
を
免
か
れ
ず
と
の
疑
あ
る
を
聞
く
所
な
り
。
少
壮
者
は
多
く
の
収
入
を
得
る
こ
と
に
由
て

血
氣

の
為

め
に
反
て
濫
費

の
悪
習
に
陥
り
易
き
こ
と
想
像
に
難
か
ら
さ
る
所
に
し
て
得
る
所
多
く
し
て
費
す
所
更
に
大
な
り
。
他
日
婚

嫁
し
て
家
庭
を
作
る
頃
に
は
幸
に
し
て
負
債
な
き
ま
で
も
濫
費
の
悪
習
を
悛
む
る
能

ハ
ざ
る
に
反
し
て
、
収
入
は
往
日
と
異
る
所
な
き

の
み
な
ら
ず
或
は
寧
ろ
年
と
共
に
體
力
の
衰
ふ
る
結
果
、
反
て
幾
分
の
減
額
を
免
か
れ
さ
る
べ
し
と
云
ふ
。
貧
困
の
甚
し
き
を
致
す
こ

と
蓋
し
自

然
の
數
な
り
と

謂
ふ
べ
し

(
33
)

第
二
、
消
費
統
計

各
個
人

の
需
用
す
る
日
用
品
に
は
自
ら
定
量
あ
り
と
雖
も
、
生
計
に
餘
裕
あ
る
階
級
に
於
て
は
他
に
比
し
て
早
く

其
最
多
定

量
に
達
す
る
を
得
る
の
理
な
り
。
故
に
日
用
品
消
費
額
の
増
加
は
大
體
に
於
て

一
般
社
會
と
共
に
下
層
階
級

の
生
活
関
係
も

 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
) 
(34
)

亦
た
漸
次
改
善

〔向
上
〕

〔?
〕
の
趣
く
の
兆
と
し
て
之
を
見
る
こ
と
を
得

べ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 

団

獨

乙

の
統
計

に
依

れ
ば

、
火

酒

の
如

き

は

一
八

九

〇

年

に

一
人

に
就

き

平

均

五

、
五

リ

ー

テ

ル
な

り

し
も

の

一
九

〇

五
年

に

は
六

「
リ

ー

テ

ル
」

な

り

、
麥

酒

は

一
八

七
九

年

乃
至

八
三

年

に
於

て
平

均

八
五

「
リ
ー

テ

ル
」

な

り

し

も

の

一
八

九

九
年

乃

至

一
九

〇

〇

年

に

は

一
〇

七

「
リ

ー

テ

ル
」

と

な

り
、

砂

糖

は

一
八

七

六

年

乃

至

八

一
年

に
於

て

五
、

八

「
キ

ロ
グ

ラ

ム
」

な

り

し

も

の

一
九

〇

五

年

に

は

一
四

、

四

「
キ

ロ
グ

ラ

ム
」

と
な

り

、
木

綿

は

一
八

三

六

年

乃

至

四

〇

年

に

○

、
三

四

「
キ

ロ
グ

ラ

ム
」
、

一
八

八

六

年

乃

至

九

〇
年

に
四

、

一
九

「
キ

ロ
グ

ラ

ム
」

は

一
九

〇

二
年

に
六

、

五

二
と

な

り

、

南

方

果

物

一
八
三

六

年

乃

至

四

〇

年

○

、

〇

六

キ

ロ
グ

ラ

ム
、

一
八

八

六
年

乃
至

九

〇
年

一
、

〇

四

「キ

ロ
グ

ラ

ム
」
、

一
八

〇

五

年

に

は

二

、

五

四

の

増

加

と

な

り

、
其

他

香

料

、

珈

琲

の
如

き

は

従

前

に

比

し

て

三
倍

、

「
カ

カ

ヲ
」

の
如
き

は

四

十

四
倍

の
消

費

を

見

る

に

至

れ

り

居
住
統
計
も
亦
た
廣
義
に
於
け
る
消
費
統
計
の

一
に
属
す
る
も

の
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
部
屋
借
居
住
者
の
如
き
者
が
漸
次
減

少
の
傾
き
あ
る
を
見
る
と
な
れ
ば
以
て
下
層
民
生
活
関
係
の
改
善
を
ト
す
る
に
足
る
べ
し
。
獨
乙
の
統
計
に
依
れ
ば
、
千
人
の
居
住
者

一25(98)一



衛
生
思
想

ノ
進
歩

⑫⑳

に
就

き

一
室

の
賃

借
者

伯

林

に
於

て
は

一
八

七

一
年

に

四

八
七

人

、

一
九

〇

〇

年

に

四

三

八
、

一
人

、

ブ

レ

ス

ラ

ウ

に
於

て
は

一
八

八

○
年

に

五

三

一
人

、

一
九

〇

〇
年

に

は

四

〇

八

、

一
人

、

フ
ラ

ン

ク

フ

ヲ

ル
ト

に
於

て

は

一
八
七

一
年

に

二

一
九

、

三

人

、

一
九

〇

〇

年

に

五
九

、

七

人

、

ハ

ン
ブ

ル
グ

に

於

て
は

一
八

七

五
年

に
三

六

六

、

六

人

、
.
一
九

〇

〇
年

に

は

一
九

五
、

六

人

と

な

れ

り

。

一
面

に

(後
筆
)

〔?
〕
居
住

の
改
良

の
励
行
に
由
り
此
現
象
あ
り
と
謂
ふ
を
得
べ
き
も
、
兎
も
角
生
計
状
態

の
改
善
す
る
に
非
ざ
れ
ば
此
に
到
る
能

ハ

さ
る

へ
き
を
論
を
俟
た
ず

第
三
、
死
亡
統
計
 
窮
困

の
甚
し
き
に
従
ひ
勢
ひ
死
亡

の
比
較
數
を
多
大
な
ら
し
め
さ
る
を
得
ず
。
獨
乙
統
計
の
示
す
所
に
依
れ
ば
、

人
口
千
人
に

一
年
間
の
死
亡
割
合

 
 
 
 

一
八
四
〇
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

減
少

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
九
〇
三
年

普 露 墺 英 佛
国 国 国 国 国

乃

至
一
八

四

二
年

二

三

、

九

七

二

二

、

〇

七

二

九

、

九

五

三

五

、

九

〇

二
六

、

五

八

〇 一 四 六 九
、      、  、

〇  四 五

四

、
七

七

・
五

、
六

七

五

、
九

五

四

、
九

六

、

五

八

結
婚
統
計
が
救
濟
状
態
の
改
善
を
知
る
の
標
準
た
ら
し
む
る
を
得
る
や
否
や
は
大
に
疑
ひ
な
き
能

ハ
さ
る
所
な
る
も
兎
も
角
、
結
婚
數

の
減
少
が
其
れ
自
體
と
し

て

一
概
に
生
活
関
係
の
不
良
に
傾
け
る
事
實
を
証
明
す
る
も
の
と
は
認
め
難
し
。
何
と
な
れ
ば
生
計
程
度
の

向
上
に
伴
ひ
、
家
庭
を
作
る
こ
と
の
困
難
な
る
が
為
め
に
何
人
も
其

の
將
來
に
警
戒
し
て
多
少

の
餘
裕
あ
る
も
容
易
に
結
婚
を
為
す
に

至
ら
さ
る

へ
き
を
以
て
な
り
。
普
國
の
統
計
家
ブ
イ
ル
ク
ス

(<
O
⇔
 
 「
一同評
ω)
の
調
査
す
る
所
に
依
れ
ば
、
普
国
に
於
け
る
結
婚
平
均

一26(97)一
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以
下
省
略

⑭⑳

8

年
齢
、
砿
夫
は
二
十
七
歳
、
農
業
者
三
十
歳
、
官
公
吏
三
十
三
歳
六
個
月
に
該
當
す
る
の
割
合
な
り
と
云
ふ
。
是
を
以
て
官
公
吏
が
農

業
者
、
勞

働
者
に
對
し
て
經
濟
的
不
良
の
状
態
に
あ
り
と
断
定
す
る
能

ハ
さ
る
は
勿
論
な
る
も
蓋
し
各
職
業
者
に
就
て
は
對
照
を
遂
げ
、

例

へ
ば
砿
夫
の
二
十
七
歳
平
均
が
二
十
六
歳
平
均
と
な
り
官
公
吏

の
三
十
三
歳
が
三
十
二
歳
と
と
な
る
の
次
第
あ
り
と
な
れ
ば
、
生
活

程
度
の
向

上
に
拘
は
ら
ず
結
婚
時
期
を
早
む
る
を
得
る
が
故
に
、
是
れ
は
即
ち
生
活
状
態

の
改
善
せ
ら
れ
た
る
が
為
め
な
り
と
断
定
し

て
不
可
な
か
る
べ
し
と
信
ず
。
要
す
る
に
生
活
関
係
の
改
善
は
結
婚
に
必
要
な
る
資
源
を
得
る
が
為
め
に
結
婚
數
及
び
出
生
數
の
増
加

を
見
る
に
至
る
べ
き
は
自
然
の
數
な
り
と
謂
ふ
べ
し

貧
民
の
生
活
状
態
を
詳
悉
せ
ん
が
為
め
に
貧
民
の
各
個
人
に
就
て
其
實
況
を
精
査
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
各
貧
民
の
家
庭
に

就
て

一
々
其
の
生
活
の
方
法
、
家
計
の
収
支
等
に
就
て
調
査
し
た
る
材
料
に
據
る
に
非
さ
れ
ば
到
底
能
く
以
て
其
の
真
相
を
詳
悉
す
る

こ
と
不
可
能
な
り
。
曾
て

(
一
九
〇
三
年
)
伯
林
市
の
統
計
局
は
下
級
社
會

(日
冒
O
奠
σ
Φ
巨
暮
警
Φ
Ud
Φ
<
α涛
①
霆
⇒
ひq
)
に
於
け
る
勞

銀
と
家
計
と
の
関
係
を
調
査
せ
ん
が
為
め
に
數
千
葉
の
調
査
票
を
各
種
の
職
業
に
従
事
す
る
職
工
、
勞
働
者
、
下
級
の
商
業
員
、
官
公

吏
等
に
配
布
し
て
記
入
せ
し
め
た
る
の
結
果
、
約
千
人
に
就
て
の
状
態
を
知
悉
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
其
の
計
數
の
結
果
に
依
れ
ば
、

一
家
計
の
収
入
平
均
年
額
は
千
七
百
五
十

一
馬
克
な
り

(我
が
八
百
七
十
五
円
)。
(賃
銀
の
外
、
各
種

の
別
収
入
の
す
べ
て
を
合
算
し

て
)
調
査
し
た
る
家
庭
の
四
分
の
三
以
上
は
別
収
入
を
有
し
、
其
高
は
平
均

一
七
%
に
達
す
る
の
割
合
に
し
て
、
其
の
種
類
は
養
老
年

金
、
療
養
金

(囚
蕁
鳥
Φ
お

①
一傷
)
、
恤
救
金

(》
同日
Φ巨
耳
霆
ω毎
氤
巨

ひq)
、
部
屋
賃
料
、
別
業

(内
職
)
、
失
業
補
助
料
、
利
子
、
株
券

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

の
配
當
、
富
籤
の
所
持
、
貯
金
、
親
戚
よ
り
の
扶
助

〔補
助
〕
料
、
寄
托
児
の
養
育
料
等
是
れ
な
り
。
此
他
に
無
家
賃
の
居
住
、
無
料

の
薪
炭
燈
火
を
使
用
し
、
其
他
各
種

の
寄
贈
を
受
く
る
如
き
も
す
べ
て
別
収
入
と
し
て
其
價
格
を
計
上
せ
り
。

蓋
し
支
出
額
を
以
て
之
を
収
入
額
に
相
應
す
る
所
あ
ら
し
め
ん
と
な
ら
ば
、

べ
し

各
要
因
に
就
て
凡
そ
左
の
如
き
割
當
を
見
る
の
計
算
を
得

一27(96)一



.
⑳⑳

 
 

一
、
日
常
生
活
に
缺
く
べ
か
ら
さ
る
必
要
費
目

 
 
 
 

(家
賃
、
被
服
、
食
料
、
交
通
、
器
械
の
購
入
、
修
繕
等
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
○
、
三
%

 
 
二
、
法
律
上
の
負
擔
費
目

 
 
 
 

(諸
税
、
教
育
費
、
疾
病
其
他
の
強
制
保
険
料
等
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
、
四
%

 
 
三
、
精
神
的
及
ひ
肉
體
的
慰
楽
費
目

 
 
 
 

(料
理
店
に
於

て
酒
代
、
煙
草
代
、
新
聞
、
書
籍
、
遊
散
等
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
、
六
%

 
 
四
、
任
意
的
諸
掛
り
費
目

 
 
 
 

(保
険
料
、
諸
會
費
等
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
、
五
%

 
 
五
、
各
種
ノ
定
例
費
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
、
九
%

 
 
六
、
臨
時
費
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
、
三
%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35
)

右
支
出
の
第
三
項
が
割
合

に
多
額
を
占
む
る
こ
と
、
即
ち
總
支
出
の
約
五
分
の
二
が
料
理
店
に
於
け
る
飲
食
費
に
消
せ
し
め
ら
る

・
の

事
實
は
最
も
注
目
に
價
す

る
所
な
り
と
謂
ふ

へ
し
。
酒
精
飲
料

(麥
酒
、
焼
酎
等
、
家
庭
用
の
分
を
も
包
括
し
て
)
に
費
す
所
の
總
額

は
麺
麭
及
肉
の
總
費
額
に
對
し
て
約
三
分
の

一
に
該
當
す
る
の
事
實
な
り

一一28(95)一



下
層
社
會

に
於
け
る
収
入
及
び
家
政
に
就
て
其
の
真
相
を
詳
か
に
せ
ん
が
為
め
に
は
尚
ほ
各
種
の
材
料
に
照
し
て
精
査
す
る
所
な
か
る

べ
か
ら
さ

る
は
論
を
俟
た
ず
。

小河滋次郎の救貧要論

⑱

社
會
的
救
濟
事
業
の
組
織

第
三
章
 
公
的
救
貧

獨
乙
に
於
け
る
現
行
公
的

救
貧

事
業
は
大
體

の
上
に

一
八
七
〇
年
發
布
の
救
護
居
住
法

(O
。ω①
氤

q
σ
奠

亀
①
d
三
奠
ω辞葺
鬯
鴣
甲

≦
o
巨
ω冒

)
に
基
け
る
も

の
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
本
法
の
施
行
に
関
し
実
際
的
必
要
の
規
定
と
認
む
べ
き
も
の
左
の
如
し

(甲
)
基
礎
観
念
 
救
濟
は
國
家
の
負
擔
に
歸
す
べ
し
と
雖
も
居
住
主
義
に
基
て
更
に
其

の
負
擔
を
分
割
す
る
こ
と
左
の
如
し

 
 
 
 

(後
筆
)

(其

一
)

〔地
方
〕
救
貧
區
 
O
簿
ω霞
日
Φ
昌
く
霞
σ
ぎ
自
Φ
 

一
町
村
又
は
近
接
せ
る
數
町
村
を
聨
合
し
た
る
も
の
を
以
て
救
貧
區
と
な
す

 
救
貧
區

の
分
擔
に
属
す

べ
き
も
の
は

 
 
 

(い
)

一
時
的

(<
。巨
蹴
島
ひq
)
區
内
に
於
け
る
救
濟
が
必
要
な
る
總

へ
て
の
者

(外
國
人
を
も
含
む
)
に
就

て
は
救
貧
區
は

 
 
 

。 
。 
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 
 
 
假
り
に
之
を
保
護
救
濟
す
る
の
義
務
を
有
す
。
救
濟
を
受
く
る
所
の

〔當
該
〕
者
が
他
に
救
護
籍

〔救
濟
居
住
〕
を
有
す
る
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 
 
 
塲
合
に
於
て
は
當
該

〔主
管
〕
地
救
濟
區
に
對
し
て
辨
償
を
要
求
し
、
又
は
主
管
區
に

〔當
該
〕
被
救
濟
者
を
送
付
す
る
こ
と

 
 
 
を
得

へ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
 

(ろ
)
確
定

〔永
久
〕
的

(8
ユ
ひ身9
巨
ひq)
區
内
に
救
護
籍

〔救
濟
居
住
〕
を
有
す
る
總

へ
て
の
貧
民
に
就
て
は
確
定
的
に
之

 
 
 
を
救
濟
す
る
の
義
務
を
負
擔
す
べ
き
も
の
と
す

 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 
 
 
救
護
籍

〔救
濟
居
住
〕
権
は

一29(94)一



⑳⑳

居
住

(ア
)
二
年
以
上
持
續
し
て
居
住
し
た
る
こ
と
に
因
り
。
但
し
年
齢
十
八
歳
以
上
な
る
を
要
す
。
公
救
を
受
く
る
の
期
間
は
中

 
 
断

の
效
力
を
有
す
る
も
の
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

結
婚

(イ
)
結
婚
に
因
り
。
婦
は
夫
の
救
護
籍

〔救
濟
居
住
〕
権
に
従
ふ

出
生

(ウ
)
出
生
に
因
り
。
公
生
児
は
満
十
八
歳
ま
で
父
の
救
濟
居
住
権
に
従
ひ
、
父
を
失
ひ
た
る
者
及
び
私
生
児
は
母
の
救
濟
居

 
 
住
権
に
従
ふ
も
の
と
す

 
収
得
し
、
又
之
を
喪
失
す
る
の
條
件
は
左
の
如
し

 
 

(ア
)
他
の
救
濟
居
住
権
を
収
得
し
た
る
こ
と

 
 

(イ
)
十
八
歳
以
後
に
於
て
満
二
年
以
上
連
續
し
て
不
在
な
り
し
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

(其
二
)
中
央
救
貧
区

〔地
方
救
貧
組
合
〕
い
き
量
『ヨ
Φ
コ
く
奠
げ
ぎ
傷
①

聯
邦
中
の
國

又
は

薗

中
の
州

(プ
。
ブ
イ
ン
ツ
)
を
以
て
地
方
救
貧
組
合

〔黶

鐺

篤
区
〕
と
な
す
を
鳫
則
と
す
・
但
し
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

國
の
中

に
在
て
も
特
に
大
な
る
都
市

〔地
域
〕
を
以
て

一
の
獨
立
地
方
救
貧
組
合
と
な
す
塲
合
な
き
に
非
ず
。
例

へ
は
普
國
に
於
け

る
伯
林
、
ケ
ー

ニ
グ
ス
ベ
ル
ビ
、
及
び
ブ
レ
ス
ラ
ウ
を
以
て

一
の
獨
立
組
合
と
な
す
の
類
な
り

 
 
地
方
救
貧
組
合
の
分
擔
に
属
す
べ
き
も
の
は

 
 

(い
)

一
般
的
 
救
貧
居
住
権
を
有
せ
さ
る
者

(地
方
貧

い
き
自
穹
ヨ
①
)
に
就
て
は
地
方
組
合
に
於
て
確
定
的
に
之
を
救
濟
す

 
 
 

る
の
義
務
を
有
す

 
 

(ろ
)
普
國
に
於

て
は

一
八
九

一
年
發
布

の
法
律
に
依
り
、
地
方
組
合
は
精
神
病
者
、
白
痴
者
、
癩
病
者
、
盲
唖
者
に
對
し
て

 
 
 
之
を

一
定
に
収
容
し
て
救
濟
を
加
ふ
る
の
義
務
を
有
す

(乙
)
救
濟
の
範
囲
は
各
國
法
に
依
て
之
を
定
む
。
但
し
、
通
則
と
し
て
ω
宿
舎

(○
げ
O
霧
げ
)
、
ω
生
活
に
缺
く
べ
か
ら
さ
る
必
需

 
 
物
件
、
周
疾
病
に
對
す
る
療
養
、
㈲
埋
葬
手
當
等
を
與
ふ
る
の
例
な
り

(丙
)
救
濟
の
主
管
に
関
す
る
行
政
争
議
に
就
て
は
國
法
に
依
り
定
め
ら
れ
た
る

一
定

の
官
署
を
以
て
第

一
審
に
充
て
、
第
二
審
と

一30(93)一



小河滋次郎の救貧要論

⑪

と引地し貧都
の受方むを會
誤 くのる普地
解べ老と及が
 し少きせ救
  をは
     42

し
て
は
伯
林
に
於
け
る
聯
邦
身
分
官
署
を
以
て
之
れ
に
充
つ
る
も
の
と
す
。
身
分
官
署
は
委
員
長

一
人
、
委
員
四
人
を
以
て
組

織

せ
ら
れ
た
る
合
議
體
に
し
て
、
聯
邦
政
府
の
推
薦
に
依
り
皇
帝
之
を
任
命
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(36
)

法
律
は
大
體
の
外
廓
だ
け
を
規
定
す
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、
其
内
容
の
實
行
に
就

て
ハ
各
救
濟
團
體
の
取
捨
に

一
任
し
あ
る
が
故
に
、
啻

に
粗
精
粗
寛
義
を

一
に
せ
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
の
要
求
す
る
最
低
限
度
を
す
ら
充
た
す
に
至
ら
さ
る
も
の
ま
た
少
か
ら
ず
。
要
す

る
に
、
法
律
的
外
観

の
整
備
す
る
割
合
に
は
實
行
上
に
於
て
頗
る
不
完
全
な
る
も
の
あ
る
を
免
か
れ
ず
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。

現
行
救
貧
法
は
多
年

の
實

験
に
依
り
、
其
不
完
全
な
る
を
認
む
る
の
點
多
き
が
為
め
に
、
之
れ
が
改
正
を
必
要
と
す
る
の
議
論
漸
く
多

し
。
政
府

も
亦
た
此
に
顧
み
る
所
あ
り
。
曾
て
世
に
發
表
し
た
る
其
の
改
正
案
に
依
れ
バ
、
主
要
な
る
改
正
と
認
む

へ
き
点
は
、
居
住

権
収
得

の
年
齢
を
ば
十
八
歳
よ
り
十
六
歳
に
短
縮
し
た
る
こ
と
、
収
得
及
び
喪
失
の
期
間
を
二
年
よ
り

一
年
に
短
縮
し
た
る
こ
と
、
勞

働
者
及
ひ
其
家
庭
に
對
し
、
従
前
勞
働
者
の
所
在
地
に
於
て
疾
病
の
塲
合
に
限
り
十
三
週
間
以
内
保
護
を
加

へ
た
る
こ
と
を
ば
將
來
に

あ
つ
て
は
す
べ
て
救
濟

の
必
要
あ
る
塲
合
に
二
十
六
週
間
以
内
保
護
を
加
ふ
べ
し
と
改
め
た
る
こ
と
等
即
ち
是
れ
な
り
。

勞
働
能
力

あ
る
地
方
民
が
其
の
扶
養
す
べ
き
家
族
を
捨
て

・
他
に
移
住
す
る
者
の
多
き
が
為
め
に
、
地
方
と
し
て
は
其

の
有
用
な
る
分

子
を
失
ふ

の
損
害
に
加
ふ
る
に
、
取
り
残
さ
れ
た
る
老
少
者
を
救
護
す
る
の
責
任
を
多
か
ら
し
め
た
る
・
の
傾
向
の
益

々
甚
し
き
を
見

る
に
至
り
た
る
こ
と
近
年
に
於
け
る
獨
乙
の
實
況
な
り
。
上
陳
の
如
き
改
正
案
を
提
出
す
る
の
已
む
を
得
さ
る
所
以
を
了
解
す
る
こ
と

を
得

へ
し
。
バ
ロ
ー
ド

(Ud
巴
δ
像
)
の
調
査
に
依
れ
ば
、
普
國
に
於
け
る

一
八
九
〇
年
十
二
月

一
日
現
在
の
人
口
千
人
毎

に
對
し

年
齢

町
村

人
口
二
万
人
以
上

の
都
市

町
村
の
増
減

一31(92)一



⑬

一 七 七 六 六 五 五 四 四 三 三 二 ニ ー 一 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 五 五 歳
Ol l l l l [歳1歳1

三
七
九

九
四四

三
二
二

一
〇

〇

七
九

五
四

二
九

三

一
三

一
〇

〇

二

一
〇

四
九

一
〇

五

六
六

三
八

一
九

(
+
)

六

六

(
一
)
 

六

(
一
)

七

七

(
一
)

二

七

(
一
)
 

五

(
+
)

一
三

(
+
)

一
六

(
+
)

一
〇

此
く
如
き
地
方
に
不
利
な
る
状
態
は
比
年
益
々
其

の
甚
し
き
を
加
ふ
に
至
れ
り
。
而
し
て
此
地
方
に
失
は
れ
た
る
勞
働
能
力
が
都
會
に

集
注
せ
ら
れ
た
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
救
貧
法

一
部

の
改
正
が
果
し
て
能
く
此
の
趨
勢
を
喰
ひ
止
め
得
べ
き
や
否
や
は
疑
問
に
属
す
。

兎
も
角
現
行
救
貧
法
二
向

て
根
本
的
改
正
を
加
ふ
る
の
必
要
は
専
門
家
の
其
の
所
見
を

一
に
す
る
所
な
り
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小河滋次郎の救貧要論

公
救
の
組
織

⑭

小
都
會
に
適
す
る

も
大
都
會
三

ハ
實

行
に
困
難
な
り

⑮

聯
邦
身
分
官
署
は
努
め
て
救
濟
居
住
権
を
ば
廣
義
に
解
釈
せ
ん
と
す
る
の
方
針
を
取
れ
り
。
例

へ
ば
病
児
又
は
結
核
病
者
に
し
て
醫
師

が
病
院
治
療
を
必
要
と
認
む
る
の
塲
合
に
救
貧
の
主
管
と
し
て
之
れ
が
費
用
を
負
擔
せ
し
め
、
ま
た
病
者
に
給
す
べ
き
滋
養
物
を
以
て

當
然
療
養

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
需
品
と
解
釈
す
る
が
如
き
是
れ
な
り
。

繃
帯
は
勿
論
義
手
義
足
の
如
き
も
救
貧
費
用
の
中
よ
り
之
を
支
給
せ
し
む
る
の
例
な
り
。

し
て
幼
時

よ
り
之
を
用
ひ
た
る
習
慣
な
し
と
な
れ
ば
之
を
支
給
せ
さ
る
も
の
と
す
』

之
れ
に
反
し
皮
靴
の
類
は
若
し
當
該
貧
民
に

公
的
救
貧

は
如
何
に
之
を
組
織
す
る
を
可
と
す
べ
き
や
。
公
的
救
貧
法

の
模
範
と
し
て
久
し
く
世
人
の
稱
賛
す
る
所
と
な
り
た
る
も
の

は
所
謂

エ
ル
ベ
ル
フ
ヱ
ル
ド
制
な
る
も
の
即
ち
是
な
り
。
此
の
制
度

の
大
體
に
於
て
は
古
く
既
に
基
督
教
派
に
属
す
る
ヂ
ヤ
コ
ニ
ー
に

由
て
行
は

れ
た
る
。
親
し
く
各
個
人
に
接
し
て
其
の
憐
れ
む
べ
き
境
遇
を
詳
か
に
す
る
が
為
め
に
同
情
の
念
已
む
能

ハ
ず
。
之
れ
に
救

濟
の
手
を

下
す
と
云
ふ
の
方
法
に
異
る
所
な
し
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
故
に
エ
ル
ベ
ル
フ
ヱ
ル
ド
制
度
は

一
八
五
二
年
ダ
ニ
エ
ル
、

ハ
イ
ド

(U
き
巨

く
・◎・=
Φ旨
叶)
に
由
て
起
案
せ
ら
れ
た
る
新
救
貧
法

の
上
に
始
め
て
世
に
現
は
れ
出
で
た
る
も
の
な
り
と
雖
も
、
實

は
即
ち
古
き
思
想
に
新
し
き
形
式
を
具
備
せ
し
め
た
る
も

の
に
過
ぎ
ず
。

エ
ル

ベ

ル

フ

ヱ
ル
ド

制

の
原

則

と

す

る

所

左

の
如

し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(後
筆
併
記
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 

(
一
)

貧

民

の
其

相

を

詳

か

に

す

る

こ
と

〔
且

つ
其

の
監

督

を

周

到

な

ら

し

む

る

こ

と
〕

を

要
す

。
故

に

一
人

の
救

貧

世

話

掛

〔
救

貧

委

員

〕

に
主

管

を

托

す

べ
き

も

の
は

四
人

ま

た

は

四
家

族

を

越

へ
し

む

る

べ

か

ら

ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 

(
二
)

救

貧

世

話

掛

〔救

貧

委

員

〕

は

地
方

官

憲

の
救

貧

事

務

に
於

け

る
執

行

機

関

に
非

ず

し

て

、

方

面

〔
區

〕
會

議

(ud
Φ
N
貯
評
甲

く
奠
芻
日
巨

⊆
⇒
Φq
)

に
於

て
救

濟

の
獨

立

職
権

を

有

す

る

一
員

に
属

す

。

但

し
、

救

貧

委

員

の
権

能

は

職

務

規

程

の
定

む

る

所

に

依

る

一33(90)一



⑯⑰⑱

(三
)
各
救
濟
は
成
る

べ
く
十
四
日
間
を
以
て
限
度
と
す
べ
く
、
互
に
調
査
の
上
、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37
)

必

要

を

認

む

る

に

非

さ

れ

は
續

行

を

許

さ
ず

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(38
) 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

此
の
原
則

に
基
く
救
貧

の
實
行

に
供
せ
し
め
ん
が
為
め
に
市
を
方
面
 
〔數
區
〕
に
分
ち
、
更

に
方
面

〔區
〕
を
細
別
し
て
數
區

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

(O
轟
乙

2
)
と
な
す
。
各
方
面
に
方
面
長
、
各
區
に

一
人
の
救
貧
世
話
掛

〔救
貧
委
員
〕
θ
一Φ

国

Φゆ9爰
)
を
置
く
。
救
貧
委
員
は

定
日

(十
四
日
毎
)
を
以

て
集
會
し
て
方
面
會
議
を
開
き
、
救
濟
の
方
法
範
囲
等
に
就
き
審
議
決
定
を
な
す
も
の
と
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

實
驗
す
る
所
に
依
れ
ば
救

貧
世
話
掛

〔救
貧
委
員
〕
は
成
る
べ
く
各
種
の
方
面
よ
り
之
を
選
擇
す
る
を
有
効
な
り
と
す
る
も
の

・
如
く
、

特
に
商
業
家
、
手
工
業
等

を
し
て
之
れ
に
當
ら
し
む
る
こ
と
を
可
と
す
。
何
と
な
れ
ば
、
此
種
の
者
は
貧
民
に
對
し
て
適
當
の
相
談
相

手
と
な
り
且
つ
適
當

の
職
業
を
斡
旋
し
得
る
等
の
便
利
少
か
ら
さ
る
を
以
て
な
り
。
但
し
此
利
益
あ
る
の

一
方
に
は
動
も
す
れ
ば
被
保

護
者
た
る
貧
民
と
私
的
関
係

(親
分
子
分
)
を
結
び
、
若
く
は
口
入
稼
業
を
営
む
等
の
弊
に
陥
り
易
き
が
故
に
、
此
點
に
付
き
特
に
慎

密
な
る
警
戒
を
加
ふ
る
所
な
か
る
へ
か
ら
ず
。
近
時
、
多
く
の
都
市
に
於
て
労
働
者
を
救
貧
事
務
に
採
用
し
た
る
経
験
に
依
れ
ば
其
の

成
績
頗
る
良
好
な
る
も
の

・
如
し
。
但
し
救
貧
委
員
な
る
も
の
は
独
り
貧
民
の
生
活
状
態
を
調
査
す
る
の
み
な
ら
ず
、
救
濟
を
與
ふ
る

者
に
對
し
て
常
に
相
當
の
監
督
を
も
加
ふ
る
の
任
務
を
有
す
る
が
為
め
に
、
彼
れ
の
労
働
時
間
を
之
れ
に
充
て
し
め
ざ
る
を
得
さ
る
の

結
果
、
適
當

の
労
働
者
を
採
用
す
る
こ
と
實
際
に
困
難
あ
る
こ
と
を
免
か
れ
ず
。
何
れ
の
塲
合
に
論
な
く
、
高
等

の
教
育
あ
る
も
の
、

必
ず
し
も
救
貧
の
職
務
に
適
任
な
り
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
救
貧
委
員
が
智
能
に
優
さ
れ
る
あ
り
と
の
故
を
以
て
円
満
な
る
救
貧
の
活

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

動
を
期
待

し
得
べ
し
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
す
。
大
学
生
に
就
て
適
當
な
る
救
貧
委
員
を
見
出

〔選
任
〕
し
得
べ
し
と
の
説
を
唱
ふ
る
者
あ

り
。
学
生
は
之
れ
に
因
り
社
會

の
活
学
に
通
暁
す
る
の
機
會
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、
趣
味
の
自
覚
あ
る
が
為
め
に
能
く
其
の
職
務
に
熱

心
な
る
に
至
る
べ
き
を
得

べ
き
が
故
な
り
。

近
世
的
公
的
救
濟
事
業
に
婦
人
を
参
加
せ
し
む
べ
し
と
の
こ
と
は
何
人
も
異
議
な
き
所
な
り
。
婦
人
は
概
し
て
救
貧
事
業
に
必
要
な
る
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⑲

一
時
的
の
も
の
ハ

委
員
の
監
督
に
付

せ
ず

有
給
吏
を
置
く

委
托
者
を
地
域
に

限
定
せ
ず

⑩

忍
耐
、
穏
和
、
經
濟
的
注
意
等

の
條
件
を
具
備
し
且

つ
比
較
的
時
間
に
餘
裕
あ
る
者
多
き
が
故
に
、
救
貧
委
員
等
と
し
て
は
最
も
適
任

の
有
資
格
者
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
但
し
婦
人
を
採
用
す
る
以
上
は
之
れ
に
男
子
と
對
等
な
る
全
権
を
有
す
る
に
至
ら
し
む
る

こ
と
を
要

す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

近
年
ス
ト

ラ
ー
ス
ブ
ル
グ
市
に
於
て
實
行
す
る
所
の
も
の

〔救
貧
法
〕
は
、
公
的
救
濟
の
方
法
と
し
て

一
時
の
進
境
を
見
る
に
至
り
た

る
も

の
な

り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
(Gっ
q
鋤ωωげ
霞
ひq興

Qり
鴇
けΦヨ
)
。
當
市

に
於
て
は
救
貧
委
員
會

(>
Nヨ
Φ
霞
p叶)
な
る
も
の
を
設

 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

け
、
救
貧
事
務

〔の
執
行
〕
を
主
管
せ
し
む
。
委
員
會
は
市
長
及
び
市
會

の
選
任
し
た
る
四
名

(任
期
を
四
年
と
す
)
の
委
員
を
以
て

之
を
組
織

す
。
委
員
會
は
總

へ
て
の
救
濟
事
業
を
監
督
す
る
の
外
、
公
私
各
般
の
救
濟
事
業
に
對
し
て
其
協
力
を
円
満
な
ら
し
む
る
の

任
務
を
有

す
。
委
員
會
の
執
行
事
務
は
専
ら
左
記
の
機
関
を
し
て
之
れ
に
當
ら
し
む
る
も
の
と
す
。

(
一
)
救
貧
局

(〉
居日
Φ
8
巨

) 

本
局
に
は
局
長

一
人
及
ひ
書
記
、
庶
務
掛
及
ひ
調
査
員
數
名
を
置
く
。
局
員
は
有
給
と
す
。
救

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

貧
局
に
於
て
は
救
助
願

の
受
理
、
實
情
調
査
、
方
面
委
員

〔會
議
〕
の
準
備
、
被
救
助
者
救
助
及
び
監
督
、
身
分
票
の
調
製
、
被
救

 
 
(抹
消
)

者

〔貧

者
〕
及
救
貧
吏
と
方
面
委
員
と
の
交
渉
に
関
す
る
事
項
等
を
主
管
す

(二
)

方
面
委
員
會

(U
一Φ
】W
ΦN
一蒔
葵
o日
巨
ωδ
目
器
屈) 

委
員
會
は
救
濟
委
員
会

の
會
員

一
名

(會
長
な
る
)
と
救
濟
委
員
會
が

無
給
救

貧
吏

(男
女
)
中
よ
り
選
任
し
た
る
者
入
名
を
以
て
之
を
組
織
し
、
救
貧
委
員
會
の
定
め
た
る
準
則
に
基
き
、
所
程
方
面
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

に
於
け
る
各
被
救
者

〔救
恤
〕
の
取
扱
に
要
す
る
決
定
を
な
す
の
任
務
を
有
す
。
救
貧
方
面
は
相
當
の
地
域
を
劃
し
て
之
を
定
む
。

一
方
面
内
に
被
救
者
を
六
百
人
を
超
過
す
る
こ
と
を
得
ず

(三
)

救
貧
吏

(男
女
) 

救
貧
吏
は
名
誉
職
と
す
。
救
貧
吏

一
名
に
属
せ
し
む
る
被
救
者
は
三
人
以
下
と
す
。
救
貧
吏
に
委
托
す

べ
き
者
は
方
面
委
員
會

に
於
て
之
を
定
む
。
長
期
間
継
續
し
て
救
濟
を
行
ふ
の
必
要
を
認
む
る
者
に
限
り
之
を
委
托
す
る
を
本
則
と

す
。

一
時
的
短
期
間
の
者
は
、
特
に
必
要
あ
り
と
認
む
る
塲
合
に
非
す
れ
ば
、
之
が
取
扱
を
救
貧
吏
に
委
托
せ
す
。
取
扱
を
委
托
す
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財
政

⑪⑫

る
者

は

地

理

の
便

否

に
拘

は
ら

ず

、

す

べ

て
個

人

的

適

當

と

認

む

る

関

係

を

標

準

と

し

て
之

を

定

む

。

此

点

が

エ
ル

ベ

ル

フ

ヱ

ル
ド

シ

ス
テ

ム
と

其

趣

を

異

に
す

る
所

な

り

(
注
意

)

ス

ト

ラ

ー

ス

ブ

ル

グ

に
於

て

は
佛

蘭

西

式

に
則

り

、

救

貧

法

の
上

に
義

務

主

義

(○
窪

Φq
簿
o
謗

o
ず
)

を

認

め

ず

し

て
、

許

 

 

 

可
主

義

を

採

用

せ
り

。

(bd
Φ
毛
一一一一Φ鳥
口
P
ひq
ω
ω賓
ω什
Φ
日
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

公
的
救
貧

に
要
す
る
財
政
状
態
の

一
班
を
陳
述
す
べ
し
。
公
的
救
貧
費
は
主
と
し
て
地
方
自
治
體

〔町
村
〕
を
し
て
之
を
負
擔
せ
し
む

る
を
原
則
と
し
、
所
属
の
郷
貫
又
は
救
濟
居
住
地
を
確
む
る
能
は
さ
る
者
に
限
り
て
地
方
救
貧
組
合

(郡
縣
)
を
し
て
之
れ
が
費
用
を

支
弁
せ
し
む
。
癩
病
院
、
盲
唖
院
等
の
經
費
は
地
方
救
貧
組
合
に
於
て
之
を
負
擔
す
る
の
例
な
り

救
貧
費

の
財
源
は
他
の
地
方

一
般
の
事
務
費
と
較
て
異
な
る
所
な
し
。
稀
に
は
或
る
種
類
の
奢
侈
税
を
以
て
救
貧
費
の
財
源
に
充
つ
る

の
例
な
き
に
非
ず
と
雖
も
、
其
不
足
の
塲
合
に
於
て
は
同
じ
く

一
般
の
税
源
よ
り
之
を
補
充
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

ビ

ュ
ー
ル

(ud
ロ
Φ匡
)
の
推
算
に
依
れ
ば
獨
乙
に
於
て
公
的
救
貧
費
に
支
出
す
る
總
額

〔年
額
〕
は
約

一
億
四
千
万
馬
克
乃
至

一
億
五

千
万
に
達
す
べ
し
と
云
ふ
。
各
都
會
地
に
就
て
之
を
見
る
に
負
擔
の
多
少
は
都
會
の
大
小
に
伴
ひ
、
都
會
は
其
繁
栄
を
加
ふ
る
と
共
に

益
々
救
貧
費
の
負
擔
を
多

か
ら
し
む
る
の
傾
向
あ
る
を
免
か
れ
さ
る
も
の
・
如
し
。

一
九
〇
三
年
乃
至
四
年
の
調
査
に
依
れ
ば
、
人
口

一
人
に
付
き
救
貧
費

の
負
擔

ハ
ン
ブ
ル
グ
七
、
五
四
馬
克
、
ケ
ル
ン
五
、

一
四
馬
克
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ヲ
ル
ト
四
、
七
六
、
キ
ー
ル
三
、

九
九
な
る
に
對
し
、
ハ
ム
は

一
、
五
〇
、
イ
ン
ス
テ
ル
ブ
ル
グ
は

一
、
四
九
、
ス
タ
ル
ガ
ル
ト
は

一
、
四
九
馬
克
な
り
。
伯
林
に
於
て

は
近
く
十
年
間
に
於
て
七
、

一
三
 
七
、
二
七
 
七
、
三
八
 
七
、
七

一 

七
、
八
五
 
八
、
二

一 

八
、
八
〇
 
九
、
五
五
 
九
、

六
六
と
逓
加
し
て
終
に

一
九
〇
五
年
に
は
九
、
六
九
に
逓
加
す
る
を
見
る
に
至
れ
り
。
逓
加
の
主
な
る
原
因
は
冨
有
者
の
市
外
に
出
づ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(39
)

も
の
・
多
き
に
反
し
て
、
貧
資
産
者

の
來
住
す
る
者

の
益

々
其
數
を
加
ふ
る
が
為
め
な
り
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⑬

大
都
會
が
救
貧
の
為
め
に
如
何
な
る
費
目
に
對
し
て
幾
何
の
支
出
を
要
す
る
か
の
概
況
を
知
る
に
便
せ
し
め
ん
が
為
め
に
、
左
に
伯
林

市
に
於
け
る

一
九
〇
五
年
度
の
救
貧
費
調
査
表
を
示
す
べ
し

費
目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合
計

 

(
一
)
救
貧
費

 
 

 

 
一
般
救
貧
…
 
 
一
〇
、
六
四
二
、
七
三
八

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

八
六
〇
、
九
七
九

 
 

 

孤
児
院
諸
費
 
 
 

一
、
五
五
四
、
九
七

一

 
 

 

感
化
院
諸
費
 
 
 
 
 
五
三

一
、
七
三
〇

 
 

 

労
役
傷
 
 
 
 
 
 
 
七
八
二
、
四
四
五

 
 

 

宿
泊
所
、
避
病
院
 
 
 
四
四
四
、
五
〇

一

 
 

 

梅
毒
病
院
等

 
 

總
会
計
 

一
四
、
八

一
七
、
三
六
四

収
入

二
依
り
支
弁

八

○

○

、

四

五

一

一
二
四

、

六

九

七

二
六

〇

、

=

二
七

三

一
六

、

三

三

八

一
九

五

、

七

五
九

一

一
六

、 
○

〇

二

(二
)
療
養
費
 
 
病
院
、
癩
犯
院
、
白
痴
院
、
癩
病
院
、
児
童
病
院

 

 

總
合
計
 
 
八
、
二
八
八
、
三
〇
〇

總
合
計
 
二
三
、

一
〇
五
、

 
内

収
入
に
由
て
支
弁

、

五
四
 、

亠
ノ丶
亠
ノ丶(

四40

七

四

一

不
足
の
為
補
完

    一  九
    、        、

三 五 三 二 七 八
二 八 一 八 三 四
八 六 五 四 六 二

¥    ¥    ¥    ¥    ¥    ¥

四 六 三 八 二 二
九 八 九 三 八 八
九 六 二 四 二 四
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補
助
支
出

一
八

、

九

三

七

、

五

三

六

今
日
で
も
救
濟

事
業
強
し
 
私

貧
の
中
心
は
宗

教
的
な
り

⑭⑯

第
四
章

(後
筆
併
記
)

〔
私
的

救

濟

〕

宗
教
的
及
び
有
志
的
私
営

(抹
消
)

〔個

人

的

〕

救

貧

事

業

英
人
デ
バ
イ
ン

(∪
Φ<
言
①
)
曰
く
、
法
律
な
き
の
博
愛
は
姑
息
散
漫
に
流
れ
易
く
、
博
愛

の
伴
は
さ
る
法
律
は
拘
泥
冷
酷
に
陥
る
の

傾
き
あ
る
を
免
か
れ
ず
。

ロ
ー
と
ラ
ブ

訂
≦

穹
ら

δ
<
Φ
と
は
如
何
な
る
塲
合
に
も
互
に
相
調
和
保
全
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
。

法
律
的
救

貧
制
度
と
慈
善
的
救
貧
事
業
と
互
に
相
提
携
協
同
す
る
の
必
要
な
る
所
以
を
知
る
こ
と
を
得
へ
し

宗
教
的
救

貧
は

一
挙
両
得
的
二
面
の
價
値
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
即
ち

一
面
に
於
て
信
徒
は
其
の
宗
教

の
信
念
に
基
き
、
憐
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

む

へ
き
同
胞
の
悲
境
に
同
情
せ
ん
と
す
る
の
心
を
ば
、
官
憲

〔官
家
〕
の
力
に
頼
ら
ず
、
自
己
の
歸
依
す
る
宗
教
家

の
仲
介
に
頼
つ
て

之
を
充
た
す
こ
と
を
得
べ
し
。

宗
教
的
救
濟

ハ
食
塩
の
如
し
、
そ
れ
な
く
バ
食
物
に
味
な
し
、
然
か
も
餘
り
に
多
き
に
塩
辛
く
て
美
味
に
通
せ
ず

(41

)

新
教
徒
の
慈
善
事
業
は
今

日
に
在

つ
て
は
主
と
し
て
内
地
傅
道
部
の
經
営
す
る
所
に
係
る
。
獨
乙
に
於
け
る
内
地
傅
道
部
の
創
立
者
は

ウ
ヰ
ツ
ヘ
ル
ン
に
し
て
、
氏
が
慈
善
事
業
の
第

一
着
手
と
し
て
經
営
し
た
る
も
の
は
有
名
な
る

ハ
ン
ブ
ル
ク
附
近
の

「ホ
ル
ン
」
に
設

立
し
た
る

「
ラ
ウ

ヘ
ス
ハ
ゥ
ス
」
と
稱
す
る
感
化
院
是
れ
な
り
。
ウ
ヰ
ツ
ヘ
ル
ン
は
慈
善
事
業
其
れ
自
身
よ
り
も
、
寧
ろ
重
き
を
事
業

の
經
営
に
従
事
す
る
男
女

の
職
員
の
養
成
に
置
き
、
是
を
以
て
内
地
傅
道
部
の
重
も
な
る
事
業
た
ら
し
め
ん
と
の
考
察
を
有
し
た
る
も

の
・
如
し
。
ウ
ヰ
ツ
ヘ
ル
ン
は
彼
れ
を
兄
弟
を
呼
べ
り
。
他
に
於
て

「
ヂ
ヤ
ユ
ー
ネ
ン
」
と
稱
す
る
も
の
に
同
じ
。
ウ
ヰ
ツ
ヘ
ル
ン
の

一38(85)一
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⑯⑰⑱

主
と
し
て
男
職
員
を
養
成
し
た
る
に
對
し
、
テ
リ
ド
ー
ル
、

フ
リ
ー
ド
ネ
ル
は
専
ら
婦
人
の
職
員
を
養
成
す
る
の
方
針
を
取
れ
り
。
慈

善
救
濟

の
事
業
は
公
私
に
拘
は
ら
ず
其
の
従
業
者
の
全
部
は
内
地
傅
道
部
に
於
て
養
成
せ
ら
れ
た
る
兄
弟
姉
妹
を
以
て
之
れ
に
充

つ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

に
至
ら
し
め
ん
と
の
理
想
な
り
し
も
、
今
日
に
至
る
も

〔於
て
も
〕
尚
ほ
豫
期
の
進
行
を

〔此
の
理
想
の
幾
分
を
〕
見
る
能

ハ
ざ
る
の

み
な
ら
ず
、
寧
ろ
中
途
挫
折
し
て
爾
來
頗
る
不
振
の
傾
向
あ
る
を
免
か
れ
さ
る
の
實
況
な
り
。
今
日
に
於
て
は
慈
善
事
業
を
布
教
の
手

段
に
利
用
す
る
も
の
な
り
と
の
非
難
多
し
。
男
子
に
比
す
れ
ば
女
子
の
活
動
を
優
さ
れ
り
と
す
べ
し
。
女
職
員
の
本
部
は
カ
イ
ゼ
ル
ス

ウ
ヱ
ル
ト

内
。。凶ω奠
の≦
奠
讐

に
あ
り
。
現
數
約

一
萬
五
千
人
各
地
の
病
院
、
避
病
院
、
盲
唖
院
、
癩
犯
院
、
精
神
病
院
、
感
化
院
、
養

老
院
、
孤
児
院
、
保
育
所
等
に
就
職
せ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(42
)

宗
教
的
に
慈
善
事
業
の
活
動
あ
る
を
見
る
は
旧
教
を
以
て
優
さ
れ
り
と
す
べ
し
。
旧
教
派
に
属
す
る
慈
善
團
體
と
し
て
は
先
づ
指
を
ウ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(43
)

ヰ
ン
ツ
ヱ
ン
ツ

(<
一コ
N
①⇒
N
<
Φ同①
一P
)
及
び

エ
ル
サ
ベ
ス
の
二
協
會
に
屈
せ
さ
る
を
得
ず
。
前
者
は
男
子
の
會
冖員
よ
り
成
立
す
。
佛
國

に
淵
源
す
。
八
人
の
学
生

に
由
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
も

の
な
り

(
一
八
三
六
年
次
)
。
忽
ち
各
國
に
擴
が
り
、
今
日
に
て
は
獨
乙
だ
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(44
)

で
す
ら
も

六
百
四
十
ヵ
所
、
運
動
の
従
業
員

〔會
員
〕

一
万

一
千
人
、
救
貧
事
業
に
對
し
て

一
年
間
に
約
百
二
十
万
馬
克
を
支
出
す
。

家
庭
救
貧
を
主
と
す
 
 
男
戸
主
の
家
庭
に
限
る
。
故
に

一
方
に
女
協
會
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
此
必
要
を
充
た
す
が
為
め
に
起
り
た
る

も
の
エ
ル
サ
ベ
ス
協
會
是
れ
な
り
。

一
八
四
四
年
の
創
設
。
此
協
會
も
ま
た
各
國
に
散
在
し
て
其
數
甚
だ
多
く
、
救
濟
事
業
に
就
て
の

活
動
も
ま
た
極
め
て
盛
ん
な
る
が
、
各
團
體
い
つ
れ
も
獨
立
の
行
動
を
な
し
、
毫
も
組
織
の
統

一
す
る
も
の
な
る
を
見
ず
。
機
関
雑
誌

も
な
く
、
年
報
を
刊
行
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
事
業
の
聯
續
を
計
る
が
為
め
に
す
る
聯
合
會
議
を
開
く
が
如
き
こ
と
も
な
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

旧
教
派
に
属
す
る
慈
善
事
業

の
焦
點
と
な
る
べ
き
も
の
は
律
僧

〔尼
〕

(○
「畠
㊦
昌
)
と
稱
す
る
女
僧
徒
是
な
り
。
彼
れ
は
清
貧
、
断
色

及
ひ
絶
對
服
従
の
三
大
信
條
を
躬
行
す
る
の
下
に
、
萬
難
を
排
し
て
各
種
の
救
濟
事
業
に
献
身
努
力
す
る
こ
と
他
に
其
比
を
見
る
能

ハ

さ
る
所
な
り
。
其
の
為
す
所
陰
徳
主
義
を
頑
守
す
る
が
故
に
内
容

の
盛
ん
な
る
に
拘
は
ら
ず
、
外
観

の
上
よ
り
之
を
詳
悉
す
る
こ
と
不

一39(84)一



⑲⑳

可
能

な

り

。

加
督
力
の
慈
善
事
業
に
對
し
て
も
、
慈
善
事
業
を
宗
教
に
利
用
す
と
の
非
難
あ
る
を
見
る
所
な
り
。
加
督
力
的
經
営
の
状
況
を
概
評
す

れ
ば
、
其
此
に
力
を
注
ぐ

こ
と
は
極
め
て
熱
心
な
り
と
雖
も
、
旧
式
に
拘
泥
し
て
時
務
と
共
に
其
方
法
を
改
め
ざ
る
の
欠
点
あ
る
こ
と

を
免
か
れ
さ
る
は
遺
憾
と
云
ふ
べ
し
。
組
織
の
統

一
せ
る
も
の
な
き
が
如
き
其
の
最
も
大
な
る
欠
点
な
り
と
認
め
さ
る
を
得
ず
。

近
年
各
國
到
る
所
に
救
濟
事
業
に
関
す
る
救
世
軍
の
活
動
の
頗
る
目
覚
ま
し
き
も
の
あ
る
は
世
人
の
知
る
所
な
り
。
是
れ
ま
た
宗
教
的

救
濟
事
業

の

一
に
數
ふ
る

こ
と
を
得

へ
し
。
す
べ
て
の
救
濟
事
業
、
殆
ん
ど

一
と
し
て
救
世
軍
の
着
手
せ
ざ
る
も
の
な
し
と
謂
ふ
も
可

な
り
。
曰
く
失
業
者
の
授
産
、
曰
く
無
宿
者
の
収
容
、
曰
く
不
良
少
年
の
感
化
、
曰
く
堕
落
婦
女
の
救
護
、
曰
く
貧
病
者
の
救
療
、
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

く
結
核
豫
防
、
曰
く
貧
児

の
教
養

〔保
育
〕
、
曰
く
産
婦
初
生
児
の
監
護
、
曰
く
免
囚
の
保
護
、
曰
く
何
、
曰
く
何
、
其
の
太
鼓
の
響

く
所
に
必
ず
實
質
的
救
濟
事
業
の
伴
は
さ
る
は
な
し
。
曾
て
お
祭
り
的
空
騒
き
の
珍
宗
派
な
り
と
世
間
よ
り
冷
遇
せ
ら
れ
た
る
所
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

の
、
今
は

一
変
し
て

〔漸
く
〕
世
人
の
信
頼

〔信
用
〕
を
持
す

〔厚
ふ
〕
る
こ
と
の
深
き

〔漸
く
〕
を
加
ふ
る
に
至
り
た
る
の
偶
然
な

ら
さ
る
を
知
る
べ
し

猶
太
教
徒

の
宗
教
的
救
濟
事
業
は
何
れ
も
其
の
規
模
頗
る
大
に
し
て
且

つ
其
の
組
織
の
統

一
あ
る
點
に
於
て
も
他
に

一
頭
地
を
抽
ん
ず

る
も
の
あ

る
を
見
る
。
彼
れ
は
資
力
に
冨
み
而
し
て
到
る
所
に
迫
害
を
受
く
る
の
民
族
な
り
。
自
ら
逆
境
の
經
験
を
有
す
る
が
故
に
、

逆
境
に
在
る
者
に
對
す
る

の
同
情
も
亦
た
切
實
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。
救
濟
事
業
に
巨
額
の
資
財
を
投
じ
て
大
規
模
に
之
を
經
営
す
る
所

以
の
偶
然
な
ら
さ
る
を
知

る
べ
し
。
猶
太
信
徒
の
經
営
に
係
る
萬
國
的
救
濟
事
業
の
團
體
と
し
て
有
名
な
る
は
猶
太
殖
産
協
會
 
冒
≦
-

δ
げ
 
O
oδ
巳
ω鋤
叶δ
ロ

〉
ωωo
。一銭
8

及
び
猶
太
同
盟
協
會

≧
匿
口
8

Hω蠢
瘁
①

d
巳
く
Φお
巴
Φ
に
し
て
、
何
れ
も

一
億
万
円
内
外
の
資

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(45
)

本
を
有
す

る
。
彼
れ
は
同
族
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
廣
く
他
宗
徒
を
も
救
濟
す

一40(83)一
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⑪⑫⑬

宗
教
に
関
係
な
き
有
志
的
慈
善
團
體
と
し
て
有
名
な
る
は
赤
十
字
、
愛
國
婦
人
會
の
如
き
是
な
り
。
其
目
的
の
戦
時
ま
た
は
軍
人
家
族

の
救
護
に
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
今
日
に
於
て
は
各
國
到
る
處
平
時
に
於
て
も
ま
た
廣
き
範
囲
に
就
て
各
種
の
救
濟
事
業
に
其
豊
冨
な
る

資
力
を
利
用
す
る
所
少
か
ら
ず
。
赤
十
字
と

一
般
救
療
事
業
特
に
結
核
の
豫
防
事
業
、
愛
國
婦
人
會
と
児
童
保
護
特
に
初
生
児

の
保
育

 

(46
)

事
業
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

公
私
に
論

な
く
ま
た
宗
教
的
な
る
と
有
志
的
な
る
と
に
拘
は
ら
ず
、
す
べ
て
の
救
濟
事
業
は
互
に
相
提
携
調
和
し
て
以
て
共
同

一
致
の

行
動
に
出
つ
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
性
質
を
異
に
し
種
類
を
同
ふ
せ
ず
、
ま
た
其
の
成
立
の
歴
史
を
等
ふ
せ
ざ
る
各
種

の
事
業
、
多

種

の
團
體

を
ば
、
嚴
格
な
る
統

一
組
織

の
下
に
打

っ
て

一
丸
と
な
す
の
不
可
能
な
る
は
勿
論
な
る
も
、
併
か
も
少
く
と
も
共
同
に
救
濟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

な
る
終
局

の
目
的
に
對
し
て
行
動
の

一
致

〔
一
致
の
精
神
〕
を
保
ち
、
事
情
の
疎
通
を
計
る
の
道
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
救
濟
事
業
統

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

論
の
勃
興
と
な
り
、
既
に
各
國
に
於
て
此
方
面
に
於
け
る
施
設

〔實
行
〕
の
實
行
あ
る
を
見
る
に
至
り
た
る
所
以
の
も
の
は
即
ち
之
れ

が
為
め
な
り
。
英
國
に
於
け
る
倫
敦
慈
善
同
盟
協
會
の
如
き
は
之
れ
が
模
範
と
し
て
推
奨
さ
る
に
足
る
べ
き
も
の
・
一
に
属
す
。
該
協

會

○
冨
導

賓

o
お
①巳
ω巴

oロ

のo
皀
Φ昌

亀

b
o民
8

の
目
的
と
す
る
所
は
次
の
三
點
に
存
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 

(
一
)
慈
善
事
業
の
普

及
、
發
達
に
関
す
る
堅
實
の
原
則
及
び
意
見
を
報
告

〔發
表
〕
す
る
こ
と
。

 

(二
)
慈
善
事
業
に
関
す
る
各
種

の
働
き
を
共
同

一
致
せ
し
む
る
こ
と
に
由
て
、
益
々
斯
業
の
健
全
な
る
發
展
を
遂
ぐ
る
に
至
ら
し

 
 
む
る

こ
と
。

 

(三
)
新
し
き
慈
善
的
職
分
の
奨
励
を
為
し
、
其
れ
が
實
行
を
促
す
こ
と
。

本
會
の
事
業
と
し
て
は
月
報
及
び
慈
善
事
業

一
覧
表
の
刊
行
。
年
報
の
發
表
。
随
時
に
慈
善
事
業
經
営
の
参
考
に
必
要
な
る
単
行
本
の

刊
行
。
倫
敦
の
み
な
ら
ず
各
國
の
各
都
市
に
聯
合
協
會
の
設
け
あ
り
。
亜
米
利
加
に
於
て
も
各
地
に
普
及
せ
り
。

 
倫
敦
協
會
に
於
て
刊
行
す
る

「救
濟
事
業
大
全
」
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⑭

 
 
 
..O
冨
蹄
《
幻
£

醇
奠

p巳

U
お
Φωけ
..

此
種
の
書
物
は
今
や
歐
米
各
國
到
る
所
に
之
れ
あ
る
を
見
る
。
各
國
の
分
を
集
め
た
る
も
の
も
あ
る
が
、
最
も
精
密
に
出
來
て
居
る

は
各
都
市
の
聯
合
會
に
於
て
調
査
編
纂
し
た
る
も
の
な
り
。
中
に
は
市
廳
の
手
に
出
來
て
お
る
も
の
も
あ
る

此
書
物

に
就
き

一
目
し
て
如
何
な
る
種
類
の
救
濟
事
業
が
如
何
な
る
塲
處
に
存
立
し
、
ま
た
如
何
な
る
人
に
由
て
經
営
せ
ら
れ
、
尚

ほ
其
沿
革
如
何
、
其
組
織
如
何
、
其
財
政
上
の
状
況
如
何
と
云
ふ
精
し
ひ
こ
と
が
分
明
と
な
る
が
故
に
、
愈
事
業
者
當
事
間
に
事
業

上
の
聯
絡
を

つ
け
る
に
便
利
な
る
の
み
な
ら
ず
、
局
外
者
も
ま
た
之
れ
に
由
て
其
の
適
役
を
定
む
る
を
得
る
の
便
あ
り
。

普
國
に
於

て
は
夙
に
救
濟
事
業
統

一
の
必
要
を
感
じ
、
既
に

一
八
九

一
年
に
於
て
中
央
勞
働
者
保
護
協
會
な
る
も
の
を
組
織
し
、
勞
働

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

者
救
濟
事

業
の
統

一
を
計

る
所
あ
り
し
が
、

一
九
〇
六
年
終
に
其
名
を
中
央
救
濟

〔慈
善
〕
協
會
と
改
め
て

..N
Φ
犇
邑

珍
巴
Φ

塗
同

く
o
貯
ω≦
o巨
砂
げ
暮
..
其
活
動
範
囲
を
す
べ
て
の
救
濟
事
業
に
擴
張
す
る
に
至
れ
り

動
議
 

一
九
〇
四
年
 
帝
國
衆
議
院
に
於
け
る
ド
グ
ラ
ー
ス
伯
の
建
議

(9
臥

u
o轟
す
ω
)

 
最
初

の
考
察
 
國
務
省
内
に
救
濟
局
の
設
置

終
に
中
央
勞
働
保
護
協
會
の
範
囲
を
換
め
て
、
之
れ
に
國
庫
の
補
助
金
を
支
出
し
、
参
與
員
四
十
八
名
を
置
き
、

よ
り
之
を
任
命
す
る
こ
と

・
せ
り

此
中
央
救
濟
協
會

の
任
務
と
す
る
所
左
の
如
し

 

(
一
)
救
濟
事
業
の
範

囲
に
属
す
る
各
種
の
組
織
の
統

一
聯
絡
を
計
る
こ
と
に
因
て
、

 
 
 
 
必
要
と
認
む
る
改
善
を
促
か
す
こ
と

 
 
 
 
必
要
と
認
む
る
新
事
業
の
施
設
を
奨
励
す
る
こ
と

内
十
八
名
は
政
府

之
れ
が
健
全

の
發
達
を
助
成
す
る
こ
と
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普
及

査

賑

 

 

 

(49
)

濫

施

の
弊

同
助

⑮⑯⑰

 

(二
)
内
外
に
於
け
る
斯
業
發
達
の
實
況
を
調
査
し
、
之
れ
に
関
す
る
書
類
、
報
告
、
規
則
書
類
等
を
蒐
集
す
る
こ
と

 

(三
)
救
濟
事
業

の
組
織
に
関
す
る
諮
問
又
は
質
疑
に
對
し
て
、
之
れ
に
適
當
の
解
答
を
與
ふ
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 

(四
)
内
外
に
於
け
る
斯
業
の
發
達
に
就
て

〔関
し
〕
調
査
し
た
る
結
果
を
関
係
諸
官
署
に
報
告
す
る
こ
と

 

(五
)
官
署
の
請
求
に
應
じ
、
意
見
を
述
べ
方
策
を
立
て
又
は
法
律
税
則
の
起
案
に
参
與
す
べ
き
こ
と

 

(六
)
雑
誌
、
著
述
、
講
演
、
會
議
、
講
習
會
等
に
由
て
、
斯
業
の
普
及
を
計
る
こ
と

 

(七
)
斯
業
の
實
行
に
適
當
な
る
方
法
を
研
究
す
る
こ
と

萬
國
救
濟
會
議

(0
8
ひq
融
ω

一三
奠
蠧
什δ
蠧
一
霞
器
ω薛
き
8

b
¢
窪
ε
Φ

傷①

玄
Φ巳
鉱
ω穹
oΦ

O
ユ
≦
①)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(47
)

 

一
九
〇
〇
年
巴
黎
博
覧
會

の
當
時
に
創
設

第
五
章

 

 

 

 

 

(48
)

救

貧

事

業

の

十
則

第

一
則
 
窮
民
は
自
活
す
る
能
は
さ
る
已
む
な
き
塲
合
に
於
て
、
社
會
に
對
し
て
救
濟
を
要
求
し
得
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
何
を
以

 
て
の
故

に
。
曰
く
彼
れ
も
亦
た
人
類
の

一
員
た
れ
は
な
り
。
党
派

の
何
れ
に
属
す
る
と
教
派
の
何
れ
に
属
す
る
と
を
論
せ
さ
る
は
勿

 
論
、
國
民
た
り
又
は
市
町
村
民
た
る
と
否
た
る
と
も
亦
た
其

の
問
ふ
所
に
非
さ
る
な
り

第
二
則
 
各
個
人
的
関
係
を
精
査
し
、
實
際
已
む
を
得
ざ
る
必
要
を
確
認
し
た
る
後
に
非
さ
れ
ば
、
之
れ
に
救
濟
を
加
ふ
こ
と
を
許
さ

 
ず
。
濫
與
は
懶
惰
と
乞
食
と
を
奨
腐
す
る
の
悪
結
果
あ
る
に
過
ぎ
ず
。
濫
與
は
恩
惠
に
非
ず
し
て
虐
待
な
り
と
謂
ふ
は
即
ち
之
れ
が

 
 
 
 

(50
)

 
為
め
な
り

第
三
則
 
家
族
又
は
親
族
は
其
所
属
の
窮
困
者
を
救
濟
扶
養
す
る
の
義
務
を
有
す
。
此
義
務
を
尽
す
る
者
な
き
塲
合
又
は
尽
す
能

ハ
さ

 
る
實
情
を
確
め
た
る
塲
合
に
非
さ
れ
ば
之
れ
に
公
私
の
救
濟
を
行
ふ
こ
と
を
許
さ
ず
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(51
)

根

本

的

熱
意

敏 選

活 人53

總
意

⑱⑲

第
四
則
 
救
濟
は
根
本
的
な
る
を
要
す
。
先
づ
窮
迫
の
由
て
基
く
所

の
原
因
を
探
究
し
て
、
之
を
征
壓
す
る
の
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
救

 
濟
事
業

の
最
緊
要
務
な
り
と
知
る
べ
し

第
五
則
 
窮
民
と
し
て
救
濟
に
馴
れ
し
む
べ
か
ら
ず
。
之
を
待

つ
こ
と
須
ら
く
嚴
粛
に
し
て
、
彼
れ
を
し
て

一
日
も
早
く
自
活
す
る
の

 
奮
勵
心
を
起
さ
し
む
る
の
注
意
あ
る
を
要
す
。
被
救
者
を
扱
フ
の
上
に
勤
勉
な
る
勞
働
者
の
生
活
状
態
と
権
衡
を
失
す
る
に
至
ら
し

 
む
る
が
如
き
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(52
)

 
 

ミ
ユ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ビ

第
六
則
 
斯
業
の
實
質
は
執
行
に
存
す
。
故
に
直
接
執
行

の
局
に
當
る
者

の
行
為
に
最
も
慎
重
の
注
意
を
拂
ふ
所
な
か
る
へ
か
ら
す
。

 
總
て
の
従
業
員
を
し
て
先
づ
其
の
責
任
の
重
大
な
る
を
自
覺
せ
し
む
る
所
あ
る
を
要
す

 
 

(54
)

第
七
則
 
救
濟
を
為
す
に
當

つ
て
如
何
に
救
濟
す
べ
き
や
の
問
題
を
研
究
す
る
の
前
に
、
先
づ
何
物
を
以
て
救
濟
す
べ
き
や
の
問
題
を

 
解
決
す
る
の
塲
合
多
き
を
知
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
。
精
神
の
糧
に
欠
乏
を
感
す
る
こ
と
の

「
よ
り
多
き
者
」
に
就
て
は
、
先
づ
之
れ
に

 
精
神
的
慰
安
を
與
ふ
る
こ
と
救
濟
の
要
務
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。
道
徳
必
ず
し
も
唯

一
の
精
神
的
滋
養
物
に
非
ず
。
博
愛
同
情
の
真
意

 
義
を
解
す
る
者
に
し
て
始
め
て
能
く
精
神
的
滋
養
物
の
何
物
た
る
か
を
會
得
す
べ
し

 
 
(55
)

第
八
則
 
救
濟
は
救
濟
其
れ
自
身
が
目
的
な
り
。
或
る
目
的
を
達
す
る
の
手
段
に
救
濟
を
利
用
せ
ん
と
す
る
が
如
き
こ
と
あ
る
べ
か
ら

 
ず
。
救

濟
事
業
の
財
源
を
得
ん
が
為
め
に
音
楽
、
演
劇
其
他
の
興
行
を
催
さ
ん
と
す
る
が
如
き
は
其
の
目
的
の
救
濟
の
為
め
に
す
る

 
に
あ
り
と
雖
も
、
直
接

の
目
的
は
集
金
に
し
て
見
物
人
の
目
的
は
慰
楽
を
得
ん
と
欲
す
る
に
あ
り
。
之
れ
に
慈
善
救
濟
の
名
を
題
す

 
る
は
其
實
集
金
又
は
慰
楽

の
目
的
を
達
す
る
の
手
段
と
し
て
斯
業
を
利
用
す
る
も
の
な
り
と
云
ふ
べ
し
。
時
に
或
は
此
の
権
道
を
用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。(迺

。
。
。

 
ふ
る
の
止
む
べ
か
ら
さ
る
塲
合
あ
る
べ
し
と
雖
も
、
然
か
も
是
は
必
要
的
曲
事
と
し
て
寛
容
す
る
に
過
ぎ
さ
る
も
の
と
知
る
べ
し
。

 
之
を
用

ふ
す
る
の
結
果
は
、
動
も
す
れ
は
即
ち
世
の
非
難
を
蒙
む
り
反
感
を
招
く
に
至
る
の
虞
あ
る
こ
と
を
免
か
れ
ず

 

(57
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(58
)

第
九
則
 
救
濟
の
為
め
に
窮
民
の
廉
耻
心
を
破
壊
す
る
が
如
き
こ
と
な
き
を
要
す
。

第
十
則
 
豫
防
的
救
貧
事
業
と
し
て
最
も
有
效
な
る
も
の
は
、
家
庭
式
の
基
礎

の
上
に
組
織
せ
ら
れ
た
る
健
全
な
る
幼
者
の
教
養
保
護
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第
六
章

(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

〔社
會
的
〕
救
濟
事
業
に
對
す
る
社
會
的
立
法
の
影
響

〔意
義
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

従
前
、
勞
働
者
に
對
し
恤
救
の
形
式
を
以
て
し
た
る
も
の
に
し
て
今
日
に
於
て
は
法
律
に
因
り
彼
れ
を
し
て
権
利

〔條
件
〕
的
に
救
濟

を
請
求
し
得
る
に
至
ら
し

め
た
る
も
の
少
か
ら
す
。
即
ち
社
會
的
立
法
の
為
め
に
社
會
[的
救
濟
事
業
の
範
囲
が
幾
分
の
縮
少
を
見
る
に

至
り
た
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し

勞
働
者
保
護
法
の
發
布
に
依
り
、
啻
に
貧
困
の
多
く
の
原
因
を
防
制
し
た
る
が
為
め
に
救
濟
事
業
の
負
擔
を
軽
減
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、

幼
者
少
年
及
び
婦
女
の
保
護
、
及
び

一
般
勞
働
者
の
生
命
健
康
又
は
風
儀
の
危
険
を
救
濟
す
る
任
務
の
如
き
も
ま
た
直
接
、
立
法

の
関

與
す
る
所
と
な
る
に
至
れ
り
。
獨
乙
に
あ

つ
て
は
勞
働
保
険
法
の
為
め
に
勞
働
者
は
其

の
疾
病
、
災
害
、
廢
疾
又
は
老
衰
等

の
塲
合
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(59
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

當
て
救
濟
を
國
家
に
對
し
て
請
求
す
る
を
得
る
に
至
り
、
疾
病
保
険
の
下
に
在
る
も
の

〔救
濟
を
受
く
る
も
の
〕
の
み
に
て
も
千
万
人

の
多
き
を
算
し
、
毎
年
三
百
乃
至
四
百
万
の
病
者
に
支
出
す
る
保
険
金
額
は
約

一
億
四
千
万
乃
至
五
千
万
に
達
す
べ
し
と
云
ふ
。
災
害

被
保
険
者
約
千
九
百
万
人

、
毎
年
平
均
約
六
十
万
人
の
被
災
者
に
對
し
支
出
總
額
七
千
万
乃
至
七
千
五
百
万
、
廢
疾
及
養
老
被
保
険
者

約
千
三
百
万
人
、
保
険
金

の
支
出
を
受
く
る
者
六
十
五
万
人
、
年
金
總
額
七
千
万
馬
克
な
り
と
云
ふ
。
若
し
法
律
が
な
け
れ
ば
、
此
の

多
數
の
人
を
救
濟
す
る
が
為
め
に
此
巨
額
の
金
を
社
會
的
救
護
事
業
が
負
擔
せ
ざ
る
を
得
さ
る
譯
な
り

勞
働
保
険
法

の
詳
細
に
就

て
は
此
に
之
を
講
述
す
る
能

ハ
さ
る
も
唯
た
其
の

一
班
を
知
る
に
便
せ
し
め
ん
が
為
め
に
疾
病
保
険
の
規
定

一45(78)一



⑫⑬⑭

に
就
て
の
概
略
を
説
述
す

べ
し
。
被
保
険
者
が
疾
病
に
羅
り
、
其
の
結
果
と
し
て
勞
働
不
能
と
な
る
の
虞
あ
り
と
認
む
る
と
き
は
、
保

険
局
は
本
人
に
對
し
て
救
療
養
を
加
ふ
る
が
為
め
に
便
宜
、
病
院

(回
復
期
に
在
る
も
の
回
復
院
)
に
収
容
を
命
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
。

但
し
當
該
者

の
意
思
に
反

し
て
病
院
に
収
容
す
る
こ
と
は
、
本
人
が
未
婚
者
な
る
か
又
は
家
庭
に
於
け
る
家
政
上
必
要
の

一
員
に
属
せ

さ
る
者
な
る
の
塲
合
に
限

る
も
の
と
す
。
被
保
険
者
の
入
院
中
は
保
険
局
に
於
て
其
の
家
族
に
對
し
て
之
れ
に
救
濟
を
加
ふ
る
こ
と
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

る
べ
し
。
但
し
保
護
を
受
く
べ
き
家
族
は
是
れ
ま
で
入
院
者
の
所
得
に
由
り
生
活
し
た
る

〔生
計
を
立
る
〕
者
な
る
こ
と
を
要
す
る
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

の
と
す
。
此
く
の
如
き
方
法
に
て
療
養

の
手
當
を
受
く
る
者

一
年
間
に
約
三
万
五
千

〔三
千
五
百
〕
人
、
年
額
凡
そ
八
百
万
馬
克
に
達

す
。
保
険

局
が
病
院
特
に
結
核
病
院
を
設
立
す
る
こ
と
近
年
に
な
り
益
々
多
き
を
加

へ
、
之
れ
に
支
出
す
る
經
費
は
頗
る
巨
額
な
り
。

之
れ
が
為
め
に
結
核
の
蛮
火
を
防
制
し
て
公
衆
衛
生
の
上
に
貢
献
す
る
の
效
果
極
め
て
顕
著
な
る
も
の
あ
る
を
見
る

勞
働
者
保
険
法
は
唯
た
救
貧
費
の
負
擔
を
軽
減
し
て
其
負
擔
を
勞
働
者
の
双
肩
に
移
す
に
過
ぎ
ず
と
の
非
難
を
試
む
る
も
の
あ
り
と
雖

も
、
是
は
皮
想
の
見
た
る
を
免
か
れ
ず
。
救
貧
の
事
業
は
勞
働
保
険
の
実
施
の
為
め
に
毫
も
其
の
必
要
を
減
せ
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
大

都
會

の
如
き
に
あ

つ
て
は
比
年
益
々
其
の
必
要
の
大
な
る
を
加
ふ
る
も
の
な
り
。
勞
働
保
険
の
實
行
あ
る
が
為
め
に
救
濟
事
業
は
能
く

其
の
必
要
に
應
じ
て
適
當

の
方
面
に
活
動
を
遂
げ
ま
た
活
動
の
範
囲
を
擴
張
す
る
の
便
を
得
る
の
事
實
な
り
。
此
事
實
既
に
以
て
勞
働

保
険
の
救
貧
事
業
に
及
ぼ
す
多
大
の
効
果
な
り
と
認
め
さ
る
を
得
ず
。
之
れ
に
加
ふ
る
に
尚
ほ

 

(
一
)
責
任
の
自
覺
を
促
が
し
、
徒
ら
に
救
濟
の
他
力
に
依
頼
せ
ん
と
す
る
の
耻
づ
べ
き
を
知
ら
し
む
。
保
険
法
に
基
く
の
保
護
は

 
 
彼
れ
が
自
ら
相
當
の
義
務
を
充
た
し
た
る
こ
と
に
由
て
得
る
所
の
當
然
の
権
利
な
り
。
保
護
の
下
に
あ

つ
て
尚
ほ
且
つ
獨
立
獨
行

 
 
の
國
民
た
る
こ
と
を
失
は
ざ
る
も
の
と
、
救
貧
法
の
保
護
を
受
く
る
が
為
め
に
或
る
政
治
的
資
格
に
制
限
を
受
く
る
も
の
と
其
差

 
 
啻
に
無
逸
の
み
に
非
ず
。
下
層
民
の
獨
立
自
営
の
精
神
を
惠
與
せ
し
む
る
の
効
、
偉
大
な
り
と
謂
ふ
へ
し

 

(二
)
従
前
に
あ

つ
て
は
病
め
る
勞
働
者
は
病
苦
の
極
端
に
増
進
し
た
る
塲
合
に
於
て
始
め
て
業
を
休
み
、
救
療
を
求
む
る
こ
と
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
)

 
 
得
た
る
に
過
ぎ
ず
。
故
に
療
養
の
時
機
を
失
す
る
こ
と
廢
疾

〔勞
働
不
能
〕
に
陥
る
の
主
た
る
原
因
た
り
し
な
り
。
勞
働
保
険

の
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⑮
?

●
⑯⑰

 
 
實
施

に
依
り
、
勞
働
者
を
し
て
独
り
健
康
の
重
ん
ず
べ
き
を
自
覚
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
其
の
疾
病
な
る
の
塲
合
に
早
く
之
れ

 
 

に
相
當
の
療
養
を
加

ふ
る
こ
と
に
由

つ
て
勞
働
不
能

の
悪
結
果
よ
り
免
か
れ
し
む
る
の
効
果
ま
た
少
か
ら
ず

 

(三
)
勞
働
者
を
し
て
保
険
事
務
の

一
部
に
参
加
せ
し
む
る
所
あ
る
が
為
め
に
、
之
れ
に
由
り
勞
働
者
に
感
化
を
及
ほ
す
の
効
果
ま

 
 
た
偉
大
な
り
、

(
60
)

等
の
利
益
を
期
待
す
る
こ
と
を
得

べ
し
。
勞
働
保
険
を
難
ず
る
者
或
は
曰
く
、
之
れ
あ
る
が
為
め
に
無
知

の
勞
働
者
は
自
重
心
を
失
ひ
、

大
な
る
國
家
的
保
護
に
安

心
し
て
反
て
自
暴
自
棄
に
陥
る
の
弊
あ
る
を
免
か
れ
ず
、
保
険
法
は
即
ち
流
行
性
年

金
ヒ
ス
テ
リ

(Φ
亭

畠
Φ巨
ω
9
Φ
閑
①葺
Φコ
ξ
ω
什奠
一Φ
)
の
發
生
を
促
が
す
も

の
な
り
と
。
幾
分
の
真
理
な
き
に
非
ず
。
凡
そ
物
、
利
害
相
伴
ふ
は
自
然
の
數

な
り
。
法

の
適
用
に
慎
む
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
併
か
も
大
體

の
上
よ
り
獨
乙
等

の
實
験
に
依
れ
ば
保
険
法
の
結
果
、
決
し
て
悲
観
す

べ
き
に
非
ず
し
て
寧
ろ
大
に
楽
観
す
る
に
足
る
も
の
・
多
き
を
疑
は
さ
る
所
な
り
。
或
は
勞
働
保
険
と
云
ひ
、
或
は
勞
働
者

の
保
護
と

云
ひ
、
何
れ
も
皆
社
會
的
立
法
の

一
部
分
た
る
に
過
ぎ
ず
と
知
る
べ
し

勞
働
者
の
契
約
関
係
の
如
き
も
社
會
的
立
法
の

一
部
と
し
て
民
法

の
上
に
之
れ
が
適
當
の
規
定
を
設
く
る
に
至
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
。
例

へ
ば
雇
傭
期
限
中
、
疾
病
事
故
の
為
め
に
短
期
間
の
欠
勤
な
り
を
す
る
も
、
之
れ
が
為
め
に
解
傭
せ
ら
れ
、
又
は
賃
銭
の
不
支
拂
を
受

く
る
が
如
き
こ
と
な
き
保
証
、
解
雇
の
豫
告
、
雇
傭
の
長
き
に
及
ひ
た
る
者

に
就
て
は
相
當
期
間

(六
週
間
)
傭
主
に
於
て
療
養

の
義

務
を
負
擔
す
る
等
の
保
証
を
必
要
と
す
る
が
如
き
の
類
是
れ
な
り

民
法
又
は
民
事
訴
訟
法
の
上
に
、
抵
當
権
若
く
は
強
制
執
行
手
續
に
就
て
細
民
の
利
害
を
保
護
す
る
の
規
定
を
設
く
る
こ
と
亦
た
必
要

な
り
。
債
務
者
の
生
活
に
欠
く
べ
か
ら
さ
る
物
、
相
當
な
る
家
計
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
物
、
手
工
業
者
又
は
勞
働
者
が
其
職
業
を

営
む
に
必
要
な
る
物
等
の
如
き
は
抵
當
権
又
は
強
制
執
行

の
目
的
物
た
る
を
得
せ
し
め
さ
る
の
規
定
を
設
く
る
を
要
す
。

一47(76)一
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民
法
上
、
私
生
児
に
對
す

る
父
の
扶
養
義
務
の
範
囲
を
擴
充
す
る
が
如
き
も
亦
た
社
會
政
策
の
必
要
と
す
る
所
な
り
。
獨
乙
新
民
法
の

規
定
に
依
れ
ば
、
私
生
児

の
父
は
當
該
児
の
十
六
歳
に
至
る
ま
で
の
問
、
其
の
母

の
身
分
に
相
當
す
べ
き
扶
養
料

(三
月
分
の
前
後
)

を
支
出
す

る
の
義
務
を
有
す
。
民
法
に
於
け
る
飲
酒
癖
に
基
く
禁
治
産

の
規
定
の
如
き
も
防
貧
事
業
の
上
に
関
係
を
有
す
る
こ
と
至
大

な
り
。
獨

乙
の
民
法
に
依
れ
は
、
飲
酒
癖
に
依
り
自
己
又
は
其
の
家
族
を
窮
困
に
陥
ら
し
む
る
虞
あ
る
と
き
は
、
當
該
救
貧
官
署
を
し

て
本
人
に
對
し
禁
治
産
の
處
分
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む

法
律
の
規
定
あ
る
も
の
に
就
て
は
す
べ
て
の
塲
合
に
、
先
づ
之
れ
が
適
用
に
由
て
救
濟
を
行
ふ
の
方
針
を
取
る
べ
く
、
本
來
の
意
義
に

於
け
る
救
貧
の
働
き
は
副
業
的
又
は
補
足
的

(Qり
O
げ
ω
一〇
一似
円)
な
る
を
要
す
。
故
に
法
的
救
濟
の
利
用
を
完
か
ら
し
む
る
こ
と
は
社

會
的
救
濟
事
業
の
主
要
な
る
任
務
の

一
な
り
と
知
る
べ
し
。
人
事
相
談
所
設
置
の
必
要
あ
る
所
以
な
り
。
人
事
相
談
所
な
る
も

の
は

 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(61
)

〔営
業
的

に
非
ざ
る
職
業

の
紹
介
と
共
に
〕
法
的
救
濟
の
仲
介
斡
旋
を
な
す
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
、
獨
乙
等
に
あ

つ
て
は
公
共

團
體
の
自
ら
之
を
經
営
す
る
も
の
ま
た
少
か
ら
ず
。
普
國
政
府
は

一
九
〇
四
年
以
來
之
れ
に
四
万

マ
ル
ク
の
補
助
金
を
支
出
し
、
尚
ほ

政
府
は
成

る
べ
く
其
事
業

の
各
地
に
普
及
せ
ん
こ
と
を
奨
励
す
る
の
訓
令
を
發
す
る
所
あ
り
た
り
。
人
事
相
談
所
の
主
管
た
る
べ
き
も

の
は
能
く
下
層
社
會
の
事
情
に
精
通
す
る
、
同
情
に
冨
み
且
つ
す
べ
て
の
方
面
よ
り
不
羈
獨
立
な
る
公
平
無
私
の
平
民
的
人
格
な
る
を

要
す
。
必
ず
し
も
法
律
上

の
深
き
素
養
あ
る
を
要
せ
ず
、
官
僚
臭
味
あ
る
の
人
は
断
じ
て
之
を
排
斥
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず

一48(75)一
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窮
困
の
主
た
る
要
因
に
對
す
る
豫
防
法

第
七
章
 
 
失
業
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曾
て
ビ
ス
マ
ー
ク
は

(
一
八
八
四
年
)
獨
乙
帝
國
議
曾
に
宣
言
す
ら
く

 
諸
君
は
須
ら
く
勞
働
者
に
し
て
健
康
な
る
以
上
は
彼
れ
に
與
ふ
る
に
勞
働
の
権
利
を
以
て
せ
よ
。
彼
れ
に
し
て
病
め
る
と
き
は
諸
君

 
は
須
ら
く
彼
れ
に
救
療

を
得
る
の
道
を
與

へ
よ
。
彼
れ
に
し
て
老
衰
せ
は
諸
君
は
須
ら
く
彼
れ
に
安
ん
じ
て
其
の
餘
生
を
送
る
の
惠

 
幸
を
與

ふ
る
所
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
此
く
の
如
く
に
し
て
始
め
て
悪
む
べ
く
恐
る

へ
き
社
會
主
義

の
撲
滅
を
期
待
す
る
を
得
べ
し

 
云
々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

と
。
大
擔
な
る
勞
働
の
権

利
な
る
放
言
に
對
し
忽
ち
満
場
の
祝
聴

〔祝
福
〕
を
聳
動
し
、
ビ
ス
マ
ー
ク
自
身
が
社
會
主
義
者
の
信
條
を

宣
揚
す
る
も
の
に
非
ざ
る
か
の
疑
難
百
出
す
る
に
當
て
や
、
ビ
ス
マ
ー
ク
は
之
れ
に
答

へ
て
曰
く

 
然
り
、
余
は
絶
對
に
勞

働
の
権
利
を
是
認
す
。
余
は
宰
相
と
し
て
此
演
壇
に
立
つ
の
間
、

一
歩
も
此
確
信
を
譲
る
能
は
さ
る
こ
と
を

 
断
言
す
。
然
か
も
余
は
社
會
主
義
者
の
信
條
を
祝
述
せ
ん
と
す
る
者
に
非
ず
。
我
が
國
法
の
命
ず
る
所
に
服
従
す
る
が
為
め
に
此
れ

 
断
言
を
致
し
て
憚
か
ら
さ
る
所
な
り
云
々

と
。
帝
國

々
法

「救
貧
院
其
他
の
救
濟
制
度
」
と
題
す
る

一
節
の
第
二
章
に
曰
く

 
本
人
自
身
又
は
其
家
族
の
生
計
に
必
要
な
る
資
力
を
有
せ
さ
る
者
に
就
て
は
、
之
れ
に
其
の
体
力
及
ひ
其

の
技
能
に
相
應
す
る
所

の

 
業
務
を
與
ふ
る
こ
と
を
要
す

と
。
國
法
が
此
く
の
如
き

の
規
定
を
設
く
る
の
半
面
に
は
、
ビ
ス
マ
ー
ク
の
所
謂
勞
働
の
権
利
を
認
む
る
國
法

の
精
神
あ
り
と
解
釋
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

る
こ
と
、
敢
て
不
可
な
き
も
の

・
如
し

〔不
可
な
き
が
如
し
〕。
然
か
も
勞
働
の
権
利
な
る
も
の
が
今
日
に
於
け
る
社
會
的
関
係
の
下

に
之
れ
が
實
行
を
見
る
こ
と
殆
ん
ど
不
可
な
る
の
事
實
あ
り
と
謂
は
さ
る
を
得
ず
。
是
を
以
て
為
政
の
根
本
義
と
為
す
が
如
き
こ
と
あ

り
と
な
ら
ば
、
偶

々
以
て
糧
を
社
會
主
義
に
與
ふ
る
の
不
利
な
る
を
免
か
れ
さ
る
は
明
ら
か
な
り
。
(ブ
レ
デ
リ
ツ
キ
ニ
世
の
革
命
思

想
に
淵
源
せ
る
も

の
な
ら
ん
か
。)

失
業
者
保
護
の
道
は
適
當
な
る
職
業

の
仲
介
斡
旋
を
成
す
に
あ
り
。
職
業

(抹
消
)

〔
勞

働

〕

市
場
に
於
け
る
需
用
供
給

の
實
況
を
詳
悉
す
る
の

一49(74)一



⑫⑳⑭

 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

困
難
な
る
が
故
に

〔と
共

に
〕
、
職
業
の
仲
介
斡
旋
を
為
す
こ
と
亦
た
容
易
の
業
に
非
ず
。
近
年
に
於
て
は
文
明
各
國
到
る
所
に
殊
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(62
)
。 
。 
。 
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 

。 
。 
。 
。

大
都
市
に
あ
つ
て
は
大
概
所
謂
職
業
紹
介
所
な
る
も
の
・
設
置
及
び
職
業

〔勞
働
〕
市
場
統
計
の
編
纂
あ
る
を
見
さ
る
は
な
し
と
雖
も
、

其
の
發
達
は
尚
ほ
不
十
分

に
し
て
ま
だ
社
會
的
救
濟
事
業
と
し
て
著
る
し
き
實
際
的
成
績
を
呈
す
る
の
域
に
至
る
能

ハ
ず
。
都
市
に
偏

し
て
地
方
に
閑
却
せ
ら
る

・
は
缺
點
な
り
。
廣
く
全
國
に
普
及
し
て
都
市
と
地
方
と
能
く
相
聯
絡
を
保
ち
、
疎
通
を
開
く
に
非
さ
れ
は

制
度
能
く
其
の
流
動
を
全

ふ
し
得
べ
き
に
非
さ
る
な
り
。
獨
乙
に
於
け
る

一
九
〇
五
年
の
調
査
に
依
れ
は
同
年
間
、
公
私
の
職
業
紹
介

所
に
由
て
就
職
を
得
た
る
失
業
者

の
數
は
約
百
二
十
万
人
の
多
き
に
達
せ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
(63
)

失
業
救
濟
法
と
し
て
失
業
保
険
法
を
採
用
す
べ
し
と
の
意
見
は
多
く
の
人
に
由

つ
て
唱
道
せ
ら
る

・
所
な
り
。
之
れ
が
實
行
に
由
り
果

し
て
豫
期

の
成
效
あ
る
を
得
る
や
は
疑
ひ
な
き
能

ハ
さ
る
所
な
り
。
何
と
な
れ
ば
大
都
會
の
如
き
に
あ
つ
て
は
細
民
の
年
々
増
加
の
甚

し
き
を
致
す
と
共
に
、
實

際
に
失
業
と
懶
惰
に
基
く
職
業
嫌
忌
と
を
識
別
す
る
の
至
難
な
る
を
以
て
な
り
。
失
業
保
険
に
比
す
れ
ば
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

衛
的
勞
働
者
組
合
の
方
法

〔組
織
〕
を
用
ふ
る
こ
と
、
失
業
の
豫
防
に
有
効
の
成
績
を
期
待
し
得
べ
し
と
信
す
。
尤
も
こ
れ
と
て
も
動

も
す
れ
ば
反
て
同
盟
罷
業
を
助
長
す
る
の
原
因
た
る
の
弊
を
免
か
れ
ざ
る
こ
と
普
國
等
の
経
験
す
る
所
に
し
て
、
英
國
の
勞
働
組
合
の

如
き
は
最
近
數
年
間
に
於

て
、
同
盟
罷
業
の
為
め
に
支
出
し
た
る
金
額
は
、
實
際
の
失
業
保
険

(又
は
失
業
者
帰
國
旅
費
)
に
支
出
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

た
る
所
に
比
し
五
倍
以
上

の
多
き
に
達
し
た
り
と
云
ふ
。
〔英
國
の
勞
働
組
合

の
如
き
は
最
近
數
年
間
に
於
て
實
際

の
失
業
保
険

(又

は
失
業
者
帰
国
旅
費
)
に
支
出
し
た
る
金

ハ
、
同
盟
罷
業
の
為
め
に
支
出
し
た
る
金
額
に
比
し
て
五
倍
以
上
の
多
き
に
達
し
た
と
云

ふ
。〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

失
業
保
護
と
し
て
應
急
的
授
産
所
を
設
く
る
こ
と
亦
た

一
策
な
り
。
所
謂

〔應
急
的
授
産
に
は
廣
義
と
狭
義
の
二
種
類
あ
り
、
其
狭
義

に
属
す
る
も
の
は
失
業
者

に
職
業
を
與
ふ
る
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
〕
應
急
的
授
産
所
と
は
失
業
者
に
對
し
其
生
計
の
資
を
得
る

に
必
要
な
る

一
時
的
或
る
業
務
に
就
か
し
む
る
目
的
を
以
て
經
営
す
る
事
業
を
指
し
て
之
を
稱
す
。

(降
雨
等
の
塲
合
に
此
方
法
を
實

一50(73)一
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行
す
る
を
得
ば
、
防
貧
の
上
に
大
な
る
効
果
を
見
る
こ
と
を
得

へ
し
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(64
)

應
急
的
授
産
所
と
貫
聯
し
て
授
産
殖
民
と
稱
す
る
も
の
あ
り
。
漂
浪
す
る
所
の
失
業
者
に
對
し
、
就
業
を
條
件
の
下
に
宿
泊
及
び
食
料

を
與
ふ
る

の
仕
組
み
に
し
て
、
主
と
し
て
農
業

(土
工
)
に
就
か
し
む
る
も
の
即
ち
是
れ
な
り
。
獨
乙
に
は
全
国
を
通
じ
て
三
十
三
ヶ

所

の
授
産
殖
民
所
あ
り
。
全
部
宗
教
家
の
經
営
に
係
り

(
一
八
八
二
年
ボ
ー
デ
ン
シ
ウ
ヰ
ン
氏
始
め
て
之
を
創
立
す
)
、
内
新
教
に
属

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

す
る
も

の
三
十
、
旧
教
に
属
す
る
も
の
三
ヶ
所
な
り
。
三
千
九
百
七
十
八
人
の
収
容
力
を
有
す
。
最
寡

〔最
小
〕

一
四
四
三
人
、
最
多

の
と
き
は
三
千
九
百
六
十
人
内
外
な
り
。

一
年
間
に
満
員
の
為
め
収
容
を
拒
絶
し
た
る
も
の

一
万
四
千
三
百
三
十
八
人
に
達
せ
り
と
云

ふ獨
乙
に
於

て
は
漂
泊
貧
民

の
救
濟
に
関
し
最
近
に
漂
泊
勞
働
者
宿
泊
法

(亳
墜
自
興

〉
き
Φ
房
。・薮
叶冨
昌
ひ。①
ω雲
N
)
な
る
も

の
を
制
定
し
、

各
地
に
於

て
公
立
勞
働
者
宿
泊
所
を
設
け
、
漂
泊
勞
働
者
に
對
し
就
業
の
條
件
の
下
に
宿
泊
及
び
食
料
を
與
ふ
る
の
方
法
を
實
行
す
る

こ
と

・
な
れ
り
、
(主
た
る
目
的
は
駅
頭
に
徘
徊
し
て
乞
食
を
為
す
が
如
き
こ
と
な
か
ら
し
め
成
る
べ
く
早
く
其
目
的
地
に
到
達
せ
し

め
ん
と
す
る
に
あ
り
。
此
類
の
者
に
就
て
は
鉄
道
院
の
如
き
も
特
に
乗
車
賃
の
割
引
を
な
す
等
の
便
利
を
與

へ
り
)

免
囚
保
護
事
業
も
亦
た
失
業
者
救
濟
法
の

一
部
分
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
年
々
監
獄
を
出
つ
る
幾
万
の
放
免
者
の
大
部
分
は
何

れ
も
皆
職
業
を
得
る
の
困
難
を
感
ず
る
所
の
者
な
り
。
而
し
て
就
職
難
は
即
ち
再
犯
の
主
因
た
り
。
監
獄
改
良
は
免
囚
保
護
あ
る
を
待

て
始
め
て
其
の
目
的
を
全
ふ
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。

免
囚
保
護
は
之
を
左

の
三
様
に
区
別
す
る
こ
と
を
得
べ
し

 

(第

一
)

一
般
的
救
濟
 
在
監
者
の
家
庭
の
保
護

一51(72)一



⑳

(第
二
)
在
監
中
の
保
護
 
拘
禁
中
に
在

つ
て
既
に
出
獄
後
、
正
業
に
復
帰
し
得
る
の
準
備
と
最
小
に
必
要
な
る
保
護
を
加
ふ
る
所

 

な
か
る
べ
か
ら
す
。
故
に
免
囚
保
護
事
業
の
當
事
者
は
親
し
く
監
獄
に
出
入
り
し
て
囚
人
に
接
触
し
、
其
性
格
、
其
品
行
、
其

 

技
能
、
其
将
來
の
希
望
よ
り
尚
ほ
進
ん
で
は
其
境
遇
、
其
家
庭
等
の
関
係
を
詳
悉
し
、
之
れ
に
適
當
す
べ
き
善
後
の
方
法
を
請

 

求
す
る
の
前
に
於

て
、
本
人
が
果
し
て
保
護
の
價
値
又
は
必
要
あ
る
も
の
な
り
や
否
や
、
相
當
の
訓
戒
を
加

へ
、
矯
正
を
試
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 

る

こ
と
に
由
て
以

て
保
護
を
與
ふ
べ
き
有
資
格
者
た
ら
し
む
る
望
み
あ
り
や
否
や
等
を
査
覈
す
る
こ
と
を
要
す
。
〔必
要
に
依

 

り
本
人
の
家
族
を
保
護
〕

(第
三
)
放
免
後
の
保
護
 
相
當

の
権
力
あ
る
を
要
す
。
所
持
金
の
處
分
、
假
出
獄
の
取
消
、
警
察
監
視
の
類
是
れ
な
り
。
就
職
を

 

主

と
す
べ
し
。
収
容
法

の
不
可
。

一
時
の
停
車
塲
。

外
国
移
住
の
奨
励
 
六
個
月
の
試
験
的
保
護

第
八
章
 
國
民
病

、

國
民
病
と

し
て
先
づ
第

一
に
豫
防
征
遏
を
急
務
と
す
る
も
の
は
結
核
病
是
れ
な
り
。
我
國
に
於
て
は
結
核
に
斃
る

・
も
の
年
々
十
万
人

以
上
の
多
き
に
及
ぶ
。
死
亡
者

の
多
き
は
即
ち
病
者
の
多
き
事
實
を
証
明
す
る
も
の
な
り
。
病
者
多
く
し
て
病
毒
の
蔓
延
益
々
甚
し
く
、

病
毒
の
蔓

延
甚
し
く
て
之
れ
に
羅
り
、
之
れ
に
斃
る
・
者
、
比
年
増
加
の
甚
し
き
を
見
る
。
而
か
も
此
病
毒
に
犯
さ
る

・
も
の
は
壮
年

有
為
の
者

に
最
も
多
數
な
り
。
結
核

一
に
之
を
貧
乏
病
と
稱
す
。
必
ず
し
も
貧
民
に
限
る
に
非
す
と
雖
も
、
然
か
も
貧
民
社
會
に
殊
に

此
病
毒

の
猖
獗
を
逞
ふ
す
る
の
事
實
を
掩
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
結
核
豫
防
は
救
濟
事
業
の
主
た
る
も
の
・
一
に
属
す
る
も
の
な
り
と
云

ふ
こ
と
を
得

べ
し

一52(71)一
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⑳

結
核

の
豫
防
に
就
て
は
先
づ
左
の
二
件
を
知
る
こ
と
を
要
す

 
 

(
一
)
結
核
バ
チ
ル
ス
の
危
険
は
世
人
の
想
像
す
る
が
如
に
甚
し
き
も

の
に
非
ず
。
各
種

の
伝
染
性
患
者
の
中
に
就
て
結
核
の
為

 
 
 
め
に
死
亡
す
る
者
は
七
分
の

一
に
該
當
す
る
の
事
實
な
り

 
 

(二
)
近
代
に
於
け
る
衛
生
法
の
進
歩
と
結
核
病
理
の
闡
明
と
は
、
結
核
の
前
途
に
對
し
て
益

々
楽
観
的
希
望
を
属
す
る
に
足
る

 
 
 
も

の
あ
る
を
見
る
に
至
れ
り

英
國
、
獨

乙
等
に
あ
つ
て
比
年
、
結
核
死
亡
者
の
逓
減
す
る
傾
向
あ
る
を
見
る
に
至
れ
り

結
核
に
對
す
る
療
養
法
は
病
院
治
療
を
以
て
最
も
有
効
な
り
と
す
べ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(65
)

獨
乙
に
於
け
る
病
院
運
動
 
病
院
數

生
活
法
の
改
良
、
居
住
関
係
の
改
善
、
酒
癖

の
矯
正
、
学
校
衛
生
の
改
良
等
結
核
豫
防
に
欠
く
べ
か
ら
さ
る
の
要
件
な
り

(
66
)

結
核
豫
防

に
對
す
る
私
的
救
濟
事
業
の
働
き
と
し
て
は
、
成
る
べ
く
速
か
に
病
者
を
健
康
者
よ
り
離
隔
せ
し
む
る
こ
と
。
必
要
の
塲
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

に
離
隔
用

の

一
室
を
貸
渡
す
こ
と
。
入
院
者
の
家
族

〔遺
族
〕
を
救
濟
す
る
こ
と
。
回
復
退
院
し
た
る
者
に
相
當
の
職
業
を
斡
旋
す
る

こ
と
。
結
核
豫
防
に
必
要
な
る
知
識
の
普
及
を
計
る
こ
と

(出
版
物
、
講
演
)。
唾
壷
、
消
毒
薬
、
牛
乳
其
他
栄
養
物
の
供
給
、
洗
濯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

所
の
開
設
、
家
屋
器
具
消
毒
法

〔清
潔
法
〕
励
行

の
監
督
補
助
等

の
こ
と
即
ち
是
れ
な
り
。
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⑳

精
神
病
も
亦
た
國
民
病
の

一
に
數
ふ
る
こ
と
を
得
べ
し
。
文
明
の
進
歩
に
伴
ひ
精
神
自
體
を
過
勞
す
る
の
結
果
、
勢
ひ
精
神
病
の
増
加

を
見
る
の
傾
向
あ
り
と
は
專
門
医
家
の
其
所
見
を

一
に
す
る
所
な
り
。
貧
困
も
亦
た
精
神
病
の
主
因
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
然
れ
ば
則

ち
貧
民
の
間
に
於
て
は
精
神
病
者
を
出
た
す
の
割
合
も
亦
た
多
か
ら
さ
る
を
得
さ
る
の
理
な
り
。
然
る
に
精
神
病
院
な
る
も
の
多
く
は

有
資
産
者

の
為
め
に
設
け
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
貧
民
の
収
容
を
目
的
と
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
皆
無
な
り
。
救
濟
事
業
の

一
大
缺
點
な

り
と
謂
は
さ
る
を
得
ず

花
柳
病
も
ま
た
然
る
べ
き
國
民
病
と
し
て
看
過
す
る
能

ハ
さ
る
も
の
・
一
に
属
す
。
花
柳
病
は
特
に
都
會
に
多
し
。
丁
抹
の
調
査
に
依

れ
ば
、
首
都

コ
ツ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
て
は
人
口

一
万
人
に
付
き
二
〇
、

一
、
地
方
の
都
會
に
て
は
同
三
、
〇
二
、
郡
村
に
あ

つ
て
は
僅

か
に
○
、
三
八
に
過
ぎ
ず
。
我
國
の
實
況
を
見
る
に
必
ず
し
も
都
會

の
み
な
ら
ず
、
其
病
毒
は
健
全
な
る
地
方
に
も
蔓
延
し
、
而
か
も

蓋
し
其
猖
獗
を
逞
ふ
す
る
の
事
實
あ
る
を
見
る
。
種
々
の
方
面
よ
り
之
れ
が
豫
防
制
遏
を
計
る
こ
と
、
社
會
的
救
濟
事
業
の
必
要
任
務

 
 
 
 
 
 
 

(67
)

た
ら
ず
ん
は
あ
ら
む

一54(69)一

⑪

第
九
章
 
 
酒
毒

酒
毒
が
人
生
々
活
の
上
に
如
何
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し

つ
・
あ
る
や
の
事
實
は
日
夕
の
間
に
吾
人
總
て
の
目
睹
耳
聴
す
る
所
に
し
て

特
に
之
れ
が
証
明
を
要
す

る
ま
で
も
な
き
こ
と
な
り
。
酒
と
犯
罪
、
酒
と
失
業
、
酒
と
國
民
衛
生
、
酒
と
貧
困
、
何
れ
も
形
影
相
伴
ふ

密
切
の
関
係
を
有
す
る
の
事
實
を
見
ざ
る
は
な
し
。
獨
乙
國
民
の
酒
料
の
為
め
に
消
費
す
る

一
年
平
均
額
は
約
二
十
八
億
二
千
六
百
万

馬
克
に
達
す
べ
し
と
云

へ
ば
、
之
を
各
成
年
者
に
割
當

つ
る
と
き
は

一
人
平
均
約
百
六
十

「
マ
ル
ク
」
を
酒
料

の
為
め
に
消
費
す
る
の

事
實
な
り
。
勞
働
賃
銀
の
約

一
〇
%
は
酒
料
に
消
費
せ
ら
る
べ
し
と
云
ふ
。
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⑫⑱

下
層
社
會

の
經
濟
状
態
を
改
善
す
る
能
は
ざ
る
の
唯

一
に
非
ざ
る
も
少
く
も
主
た
る
原
因

の
酒
毒
に
在
る
は
争

ふ
べ
か
ら
さ
る
の
事
實

な
り
。
彼
れ
は
獨
り
快
楽
を
得
ん
が
為
め
に
酒
を
求
む
る
の
み
な
ら
ず
、
憂
苦
を
忘
れ
ん
が
為
め
に
も
亦
た
之
を
用
ふ
。
彼
れ
は
酒
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

為
め
に
益

々
悲
境
に
陥
り
、
悲
境
の
苦
し
み
に
堪

へ
ず
し
て
ま
た

〔兼

々
〕
救
ひ
?
を
酒
力
に
求
む
。
酒
房
に
出
入
し
て
火
酒
と
親
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

が
彼
れ
の
唯

一
の
慰
安
と
す
る
所
な
り
。
彼
れ
を

〔而
し
て
〕
酒
毒
に
免
か
れ

〔遠
ふ
さ
か
ら
〕
し
め
ん
と
な
れ
ば
、

一
面
に
婦
女
と

彼
を
飲
酒

の
機
會
よ
り
遠

ふ
ざ
か
ら
し
む
る
と
共
に

一
面
に
ま
た
過
勞

(勞
働
時
間
の
過
長
)
、
勞
働
の
不
安
、
家
庭
の
不
愉
快
等
よ

り
救
濟
す
る
の
道
を
講
す

る
所
あ
る
を
要
す
。

近
時
帝
國
議
會

の
調
査
に
係
る
酒
毒
防
止

の
法
案
に
依
れ
ば
、
十
四
歳
以
下
の
者
に
火
酒

の
販
賣
を
禁
ず
る
こ
と
、
爛
酔
者
又
は
常
習

酒
癖
者
に
酒
料
の
販
賣
を
禁
す
る
こ
と
等
規
定
あ
る
を
見
る
。
法
律
を
以
て
す
る
飲
酒
制
限

の
こ
と
は
普
國
の
實
験
に
依
り
多
く
は
豫

期
の
奏
效

を
見
る
能

ハ
さ
る
も
の
・
如
し

酒
癖
者
の
為
め
に
酒
毒
療
養
院
を
設
置
す
る
こ
と
必
要
な
り
。
療
養
院
の
運
営
の
財
源
は
酒
税
収
入

の

一
部
を
以
て
之
れ
に
充
て
、
其

不
足
を
以
て
地
方
濟
貧
費

の
負
擔
た
ら
し
む
る
の
方
法
を
取
る
も
の
少
か
ら
ず
。
酒
毒
療
養
院
の
効
果
を
全
ふ
せ
し
め
ん
と
な
ら
ば
、

酒
癖
程
度

の
成
る
べ
く
初
期
に
於
て
収
容
を
強
制
し
得
る
の
道
を
開
か
さ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
貧
民
救
濟

の
方
面
に
於
て
療
養
の
必
要

を
認
む
る
者
あ
る
の
塲
合
に
は
、
時
機
を
失
せ
ず
し
て
當
該
者
を
療
養
院
に
収
容
す
る
の
権
能
あ
ら
し
む
る
こ
と
を
要
す
。

酒
癖
者
に
對
し
治
産
禁
止

の
規
定
を
励
行
す
る
こ
と
亦
た
必
要
な
り
。
酒
癖
者
は
精
神
病
者
、
廢
病
者
、

く
、
す
べ
て
之
を
相
當
療
養
又
は
教
育
の
機
関
に
強
制
収
容
し
得
る
に
至
ら
し
め
さ
る
ベ
ベ
か
ら
ず

白
痴
者
、
盲
唖
者
等
と
同
し

一55(68)一



⑭

義
國
會
議
 
 
⑮⑯

伯
林
ワ
ル
ド
フ
リ
ー
デ
ン
の
酒
療
院
に
於
て
は

一
九
〇
〇
年
の
創
立
以
來
五
年
間
に
酒
癖
者
を
収
容
す
る
こ
と
三
百
八
十
弍
人
。
此
内

三
二
、
六
%
は
療
養
の
目
的
を
達
し
て
全
く
禁
酒
者
と
な
り
、
十
五
、
四
%
は
勞
働
能
力
を
恢
復
し
た
る
節
酒
者
と
な
り
、
約
五
〇
%

は
療
養
の
目
的
を
達
し
て
退
院
せ
し
む
る
に
至
り
た
り
と
の
こ
と
な
り
。

酒
毒
征
遏

の
目
的
を
以
て
成
立
せ
る
協
會
團
体
の
類
は
其
數
甚
だ
多
く
、
各
國
到
る
所
に
年
を
追
ふ
て
益
々
禁
酒
運
動
の
盛
ん
に
行
は

る
も
の
あ
る
を
見
ざ
る
は
な
し
。
獨
乙
の
フ
レ
デ
ツ
キ
、
ウ
ヰ
リ
ヤ
ム
三
世
、
瑞
典
の
ラ
ス
カ
ル
ニ
世
の
如
き
は
特
に
卒
先
し
て
此
運

動
を
奨
勵
す
る
所
あ
り
。
節
酒
主
義
は

一
転
し
て
禁
酒
主
義
と
な
り
、

一
八
五

一
年
禁
酒
主
義
の
目
的
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
義
國

的
禁
酒
同
盟
會

(O
⊆
9

日
皀
2
0
乙
2
)
の
成
立
を
見
る
に
至
れ
り
。

一
八
七
七
年
瑞
西
の
ゲ
ン
フ
に
創
設
せ
ら
れ
た
る
青
十
字
會

の

如
き
も
絶
對
的
禁
酒
を
以
て
其
の
運
動
の
目
的
と
せ
り

北
歐
諸
國

に
於
て
酒
毒
防
制
手
段
と
し
て
採
用
せ
る
ゴ
ー
テ
ン
ブ
ル
グ
シ
ス
テ
ム
な
る
も
の
は
、
其
の
成
績
頗
る
良
好
な
り
。
此
の
制

度
は
都
市

に
於
け
る
す
べ
て
の
酒
精
飲
料
の
販
賣
を
以
て

一
の
株
式
會
社
の
特
占
に
帰
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、
株
主
は
規
定
の
低
率

な
る
配
當
額
を
受
け
、
残
餘
の
純
益
金
は
其
の

一
部
分
を
禁
酒
運
動
を
目
的
と
す
る
團
體
に
下
付
す
る
の
外
、
他
は
す
べ
て
之
を
救
濟

事
業
の
財
源
に
充
當
せ
し
む
る
も
の
と
す
。
此
制
度
に
依
れ
ば
酒
精
飲
料
の
販
賣
者

(酒
屋
料
理
店
)
は
其
賣
上
高
の
上
よ
り
直
接
又

は
間
接
の
利
益
を
受
く
る
能
は
さ
る
の
組
織
な
る
が
故
に
徒
ら
に
多
量
の
消
費
を
望
む
が
如
き
こ
と
な
き
の
み
な
ら
ず
、
手
數
の
煩
雑

な
る
を
厭

ふ
が
為
め
に
自
然
の
問
に
其
の
販
賣
高
を
制
限
す
る
の
結
果
あ
る
を
見
る
も
の

・
如
し
。
此
制
度
は

一
八
六
五
年
に
始
め
て

瑞
典
の
ゴ

ー
テ
ン
ブ
ル
グ
市
に
實
行
を
試
み
た
る
も
の
に
し
て
其
後
幾
何
も
な
く
し
て
諾
威
、
芳
蘭
、
丁
抹
等
に
も
亦
た
之
れ
が
實
行

を
見
る
に
至
れ
り
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第

十

章

 

 
家

政

の
不

原

理

(ζ
9。
鴣

巴
冨

津
Φ

閃
茸

≡

お

窪

α
Φ
ω

国
躄

ω
げ
巴
叶Φ
ω
)

下
層
社
會

に
於
け
る
家
計
状
態
を
詳
悉
す
る
所
の
者
は
、
所
謂
社
會
問
題
な
る
も
の
、
多
く

の
塲
合
に
於
て
収
入
の
問
題
に
非
ず
し
て

支
出
の
問
題
な
る
こ
と
を
了
知
す
る
を
得
べ
し
。
如
何
に
収
入
の
潤
澤
な
る
も
の
あ
る
と
雖
も
蓋
し

一
家
の
主
婦
に
し
て
家
政
の
道
を

知
ら
ず
、
金
銭
利
用
の
法

に
無
頓
着
な
る
に
於
て
は
常
に
其
の
家
計
の
上
に
欠
乏
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
さ
る
は
當
然
の
理
な
り
。
如
何
に

居
住
改
良

の
行
は
る

・
も

の
あ
り
と
雖
も
能
く
家
政
を
處
理
し
得
る
の
主
婦
あ
ら
さ
る
以
上
は
、
家
庭
の
改
良
は
即
ち
之
を
期
待
し
得

べ
き
に
非
ず
。
家
庭
の
改
良
を
見
さ
る
以
上
は
居
住
の
改
良
も
亦
た
無
意
義
と
稱
せ
さ
る
を
得
ず
。
其
れ
に
反
し
主
婦
に
し
て
能
く
家

政
を
處
理

し
得
る
と
な
れ
ば
、
乏
し
き
収
入
、
不
完
全
な
る
居
住

の
下
に
あ
つ
て
も
尚
ほ
能
く
或
る
程
度
ま
で
は
其
の
家
庭
に
満
足
と

愉
快
と
幸
福
と
の
光
明
あ
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
然
か
も
家
政

の
道
は
之
を
学
は
さ
る
べ
か
ら
す
。
少
く
も
之
れ
に
通
暁
す
る
を

得
る
の
機
會
に
接
触
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
現
代
に
於
け
る
下
層
社
會

の
婦
女
は
其
の
母
の
指
導
の
下
に
家
事
に
従
事
す

る
の
機
會

に
乏
し
き
は
勿
論
、
ま
だ
小
学
の
全
科
を
卒
業
に
及
ば
ず
し
て
工
女
生
活
に
入
る
者
頗
る
多
く
、
其
の
僅
か
に
小
學
を
卒
ふ

る
者
と
雖
も
或
は
店
員
と
し
て
或
は
事
務
員
と
し
て
或
は
賣
子
或
は
酌
婦
等
と
し
て
職
を
家
庭
外
に
求
む
る
者
漸
く
其
數
を
加
ふ
る
の

傾
向
を
生
じ
、
多
分
家
政

の
こ
と
に
接
触
す
る
の
機
會
を
得
る
の
望
み
あ
る
者
は
下
女
奉
公
を
な
す
種
類
の

一
部
に
過
ぎ
ず
と
雖
も
其

れ
す
ら
も
ま
た
次
第
に
其
志
望
者
を
減
少
し
、
其

の

一
旦
此
に
就
職
し
た
る
所

の
者
も
幾
何
な
ら
ず
し
て
忽
ち
家
庭
を
離
れ
た
る
各
種

の
自
由
放
縦
な
る
方
面
に
轉
業
す
る
の
風
を
な
す

の
趨
勢
な
る
を
見
る
に
至
れ
り
。
此
く
の
如
く
に
家
庭
に
遠
ふ
ざ
か
り
家
政
に
馴
練

す
る
の
機
會
に
接
す
る
こ
と
な
く
し
て
婦
齢
を
過
ぎ
、
時
到
つ
て
卒
然
成
婚
し
て

一
家

の
主
婦
と
な
る
。
其
の
能
く
家
政
整
理
の
任
務

を
全
ふ
し
能
は
ざ
る
べ
き
は
當
然
の
數
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

現
代
の
少
女
特
に
中
流
以
下
の
少
女
に
對
し
て
家
政
に
関
す
る
教
習
訓
練
を
為
す
こ
と
、
時
弊
救
濟
の
最
緊
要
務
な
る
に
非
ず
や
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⑲⑪

小
學
に
於

て
も
家
政
学
料
理
法
裁
縫
術
等

の
科
目
を
教
習
す
る
所
あ
り
と
雖
も
實
用
に
適
す
る
馴
練
を
小
学
時
代
の
少
女
に
望
む
は
至

難
な
り
。
之
れ
に
實
用
的
練
達
あ
ら
し
め
ん
と
な
ら
ば
男
性
に
對
す
る
補
習
教
育
の
例
に
倣
ひ
、
小
学
卒
業
の
後
、
十
六
歳
前
後
に
至

る
ま
で
の
女
子
に
就
て
も
亦
た
強
制
し
て
以
て
家
政
に
関
す
る
必
要
の
補
習
教
育
を
授
く
る
の
道
を
開
く
所
な
か
る
べ
か
ら
す
、

(夜

学
教
授
 
裁
縫
、
料
理
、
衛
生
、
看
護
)』

勞
働
婦
女

の
為
め
に

「教
養
的
寄
宿
舎
」
を
設
置
し
此
所
に
於
て
精
神
的
修
養
、
慰
安
、
保
護
を
加
ふ
る
と
共
に
勞
働
社
會
に
適
當
な

る
家
政
上

の
知
識
經
験
を
與
ふ
る
の
方
法
を
講
ず
る
こ
と
亦
た
有
力
な
る
救
濟
事
業
の

一
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得

へ
し
。
(外
國
に
於

け
る
勞
働
婦
女
寄
宿
舎
な
る
も
の
は
多
く
婦
人
宗
教
家
の
經
営
に
係
る
も
の

・
如
し
。)
家
政
法
講
習
會
、
家
政
法
巡
回
講
習
校
、
期

間
ヲ
六
週
間
以
下
と
す
』

家
政
学
校
に
於
け
る
教
習
科
目
は
左
の
如
し

 
 
ア
ウ
グ
ス
チ
 
フ
ェ
ル
ス
タ
ア
 
ノ
意
見

〉
ロ
ひqロ
ω鉱
口
国
α
磊
8
『

 
 

(
一
)
家
庭
の
本
質

 
 

(二
)
家
庭
需
用
品

の
性
質
、
利
用
、
取
扱
、
保
存
法
等

 
 

(三
)
女
子
の
職
業

 
 

(四
)
經
濟
学
大
意
、
家
計
法

 
 

(五
)
健
康
者
及
び
病
者
の
栄
養
法

 
 

(六
)
家
政
と
衛
生

の
關
係

 
 

(七
)
家
婦
の
責
任
及
び
職
分

 
 
 
女
子
の
身
分
境
遇

に
應
じ
科
目
の
増
減
取
換
を
な
す
の
必
要
な
る
は
論
を
俟
た
ず
。
農
家
の
女
子
に
就
て
は
牧
畜
、
肥
料
、
果
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樹
、
栽
培
、
其
他

一
般
農
事
に
関
す
る
科
目
を
選
定
す
る
を
要
す
。

普
國
に
於

て
は
女
子
に
對
す
る
家
政
的
補
習
教
育

の
事
務
を
以
て
之
を
商
務
省
の
主
管
に
移
せ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(68
)

る
所
最
も
多
き
を
以
て
な
ら
ん

蓋
し
勞
働
婦
女
の
保
護
に
貫
聨
す

小河滋次郎の救貧要論

⑪

第

二
節

 

 

直

接

救

貧

法
 

国
ま
①

び
Φ
一
§

巨

暮
Φ
一σ
母

く
o
碆

①
巳

Φ
置
Φ
桟

Z
o
酢

第

十

一
章

 

収
容

的
救

貧

Ω
①
ω
。
巨
o
ω
ω
①
澪

〉
『
目
窪

旨

Φ
ひq
Φ

直
接
的
救
貧
の
事
業
は
左

の
三
種
に
之
を
類
別
す
る
こ
と
を
得
べ
し

 

(
一
)
貧
困
者
を

一
定

の
建
物
に
収
容
す
る
も
の

(収
容
的
救
貧
即
ち
貧
民
院
、
慈
惠
病
院
等
に
収
容
し
て
完
全
な
る
救
濟
を
な
す

 
 
 
も

の

 
 
 
 

 
 
ひq
①
ωo匡
o
ωω①
澪

〉
『目
Φ
曵
貯
ωo
Noq
Φ

 

(二
)

一
定
の
建
物
以
外
に
於
て
救
濟
を
行
ふ
も
の

(自
宅
又
は
或
る
機
関
例

へ
ば
給
食
所
、
宿
泊
所
等
に
於
て
本
人
の
自
由
を
制

 
 
 
限
す
る
こ
と
な
く
部
分
的
救
濟
を
な
す
も
の
)
収
容
的
救
貧
に
對
し
て
之
を
自
由
的
救
貧
と
稱
す

 
 
 
 

 
 
o津
①
澪

>
N日
睾
注
同ωoお
Φ

 
 

(三
)
児
童
保
護

(全
部
的
又
は
補
充
的
保
護
)

一59(64)一



⑰⑪

収
容
的
救
貧
は
之
を
疾
病

及
ひ
廢
疾
の
貧
困
者
な
る
が
為
め
に
特
別
の
保
護
を
要
す
る
も
の
と
単
純
に
貧
困
者
な
る
の
故
を
以
て
之
れ

に
保
護
を
加
ふ
る
も
の
と

に
由

つ
て
區
別
を
設
く
る
こ
と
を
便
と
す
べ
し
。
病
院
、
精
神
病
院
、
白
痴
院
、
廢
疾
院
、
唖
院
、
盲
院
、

療
疾
院
、
癩
病
院
等
は
前
者
に
属
し
、
貧
民
授
産
塲

(〉
同5PΦ
昌
⇔同げ
①一δω9⇒
ω什P
一け①
昌
)
、
養
老
院
等
は
後
者
に
属
す
。

貧
病
院
は
殆
ん
ど
救
貧
事
業

の
魁
と
も
云
ふ
べ
く
各
國
を
通
じ
て
其
の
創
立
の
歴
史
は
極
め
て
古
る
し
。
我
國
に
は
既
に
王
朝
時
代
施

薬
院
、
施
療
院
等
の
設
け
あ
り
し
も
、
後
世
反
て
其

の
跡
を
断
ち
、
文
明
今
日
の
時
代
に
於
て
殆
ん
ど

一
の
専
門
的
設
備
あ
る
官
公
立

 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

貧
病
院
の
存
在

〔設
け
あ
る
〕
を
見
ざ
る
は
恨
事
と
謂
ふ
べ
し
。

(
69
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

獨
乙
に
於
け
る

一
九
〇
〇
年

の
調
査
に
依
れ
ば
公
立

〔救
濟
〕
病
院
二
〇
二
九
、
収
容
病
者
定
員

一
一
五
五
二
四
人
、
私
立
病
院

二

一
七
、
収
容
定
員
四
九
、
七

一
二
人
、
救
療
を
加

へ
た
る
病
者
の
數
、
公
立
病
院
に
在
て
は
八
七
四
、
六
〇
五
、
私
立
病
院
に
於
て
は

三

一
〇
、
九
二
九
人
な
り
。
此
外
に
尚
ほ
精
神
病
院
と
し
て
は
私
立

一
六
二
、
公
立

一
六
八
、
眼
科
病
院
と
し
て
公
立
三
九
、
私
立

一

三
四
、
分
娩
院
と
し
て
公
立
八
○
、
私
立
八
七
あ
り
。
(定
員
十
人
以
下
の
公
私
立
各
種
の
病
院
は
此
に
算
入
せ
ず
。)
貧
病
院
は
公
私

立
に
論
な
く
、
す
べ
て
國
家
監
督
の
下
に
属
す
る
も
の
と
す
。

病
院
の
構
造
に
就
て
は
集

合
式

(国
o
簿
ω窃
3
日
)
、
バ
ラ
ツ
ク
式

(ゆ
鋤蠢
o房
鴇
8
日
)
、
バ
ビ

ロ
ン
式
等

の
種
類
あ
り
。
集
合
式
と

は

一
の
大
な
る

(二
階
三
階
若
く
は
其
以
上
)
建
物
を
造
り
、
廊
下
の
両
側
に
病
室
を
連
絡
湊
合
せ
し
む
る
の
方
法
に
し
て
經
濟
上
管

理
上
頗
る
便
利
な
り
と
は
雖
も
病
院
衛
生
と
し
て
幾
分

の
不
利
あ
る
こ
と
を
免
か
れ
ず
。
バ
ラ
ツ
ク
式
と
は
簡
単
に
構
造
し
た
る
建
物

の
周
囲
に
庭
園
を
巡
ぐ
ら
し
努
め
て
空
氣
の
流
通
に
便
な
ら
し
む
る
方
法
に
設
け
た
る
も
の
を
稱
し
、
バ
ビ
ロ
ン
式
と
は
空
氣
の
流
通

に
便
な
る
小
な
る
幾
棟
の
建
物
を
配
置
す
る
も
の
に
し
て
、
之
を
連
絡
せ
し
む
る
が
為
め
に
は
多
く
は
ガ
ラ
ス
張
り
の
ホ
ー
ル

(吹
き

廊
下
)
を

以
て
す
る
も
の

・
如
し
。
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小河滋次郎の救貧要論

⑰⑯⑪

病
院
構
造
法
と
し
て
今
日

に
最
も
歓
迎
せ
ら
る

・
も
の
は
バ
ビ
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
是
れ
な
り
。

の
は
多
く
皆
此
方
法
を
採
用
せ
り
。

外
國
に
於
け
る
模
範
的
病
院
と
稱
す
る
も

大
都
市
に
あ

つ
て
は

一
の
大
な
る
病
院
を
造
る
よ
り
も
寧
ろ
五
百
人
以
下
の
多
く
の
小
病
院
を
設
く
る
を
可
と
す
。
病
院
の
統

一
を
計

る
の
必
要
な
る
は
勿
論
な
る
も
、
中
央
病
院
に
は
主
と
し
て
急
性
又
は
急
性
に
準
す
べ
き
病
者
を
収
容
し
、
慢
性
の
患
者
は
成
る
べ
く

各
専
門
病
院
又
は
特
に
區
劃
し
た
る
塲
所
に
之
を
収
容
す
る
を
要
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(70
)

病
院
に
於
け
る
療
養
の
目
的
は
回
復
院
の
設
け
あ
る
こ
と
に
由
て
能
く
之
を
全
ふ
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
此
種
の
病
院
は
英
國
及
び
佛

國
に
於
て
始
め
て
之
を
創
設
し
、
其
の
成
績
頗
る
良
好
な
り
。
他
の
各
國
に
於
て
も
之
れ
が
必
要
を
認
む
る
所
な
り
と
も
、
比
較
的
多

く
の
經
費
を
要
す
る
が
為
め
に
容
易
に
之
れ
が
普
及
を
見
る
能

ハ
ず
、
獨
乙
に
於
て
は
近
年
に
及
び
漸
く
回
復
院
の
創
設
せ
ら
る
・
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(170
)。
。
。
。

の
多
き
を
見
る
に
至
れ
り
。
回
復
院
と
し
て
比
較
的
經
費
を
要
せ
ざ
る
も
の
は
林
間
恢
復
院
の
方
法
是
れ
な
り
。
此
方
法
に
依
れ
ば
、

夜
間

ハ
自
宅

二
留
ら
し
め
昼
間

二
限
り
林
間

二
設
け
た
る
療
養
所

二
あ

っ
て
、
空
氣
療
養
を
為
さ
し
む
る
も
の
と
す
。
獨
乙
の
各
都
市

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

に
あ

つ
て
は
殆
ん
ど
到
る
所
に
林
間
恢
復
院
を
經
営
す
る
も
の
あ
る
を
見
ざ

る
は
な
し
。
〔今
日
に
て
は
此
に
収
容
す
る
者
は
平
均
約

十
五
万
人
餘
の
多
き
に
達
せ
り
。〕
恢
復
病
院
は
多
く
私
的
團
体
の
經
営
に
依
る
も
地
方
保
険
局
、
地
方
救
療
局

(}(同P
昌
評
①
昌
評
①ωω①
⇒
)

又
は
市
廳

よ
り
之
れ
に
多
額
の
補
助
金
を
支
出
せ
り
。
地
方
保
険
局
の
經
営
に
係
る
も

の
亦
た
少
か
ら
ず

貧
病
院
に
於
け
る
病
者
看
護
の
任
務
は
多
く
尼
僧
又
は
教
職
者
と
し
て
の
男
女
の
主
管
に
歸
す
る
も
の

・
如
し
。
懇
切
周
到
の
點
に
遺

憾
な
し
と
雖
も
其
の
人
員

の
不
足
な
る
が
為
め
に
往
々
に
し
て
過
勞
に
堪

へ
ざ
ら
し
む
る
の
憾
み
あ
る
こ
と
を
免
か
れ
ず
。
看
護
婦
の

死
亡
す
る
者
割
合
に
多
く
殊
に
結
核
に
斃
る

・
も
の
・
多
き
を
見
る
は

一
は
体
質
の
虚
弱
な
る
こ
と
栄
養
の
不
良
な
る
こ
と
等
に
も
由

一61(62)一



⑰⑱

る
べ
し
と
雖
も
、
剰
勞
の
餘
り
に
甚
し
き
こ
と
が
之
れ
が
主
た
る
原
因
た
る
べ
し
と
の
事
實
を
覆
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
を
以
て
近
年
に
於

て
は
追
々
普
通
人
の
看
護
者
を
も
之
れ
に
併
用
す
る
の
傾
向
を
見
る
に
至
れ
り
。
看
護
者
供
給
の
機
関
と
し
て
公
私
幾
多
の
團
体
あ
る

が
中
に
最
も
有
力
な
る
働
き
を
な
し

つ
・
あ
る
も
の
は
赤
十
字
社
即
ち
是
な
り
。
要
す
る
に
救
療
と
看
護
と
は
其
の
関
係
最
も
密
切
に

し
て
、
救
療
の
看
護
の
力
に
俟

つ
も
の
・
多
き
は
普
通
病
院
の
比
に
非
ず
。
經
営
の
必
要
程
度
を
充
た
す
を
得
る
と
共
に
殊
に
ま
た
其

の
實
質
の
備
は
る
を
求
め
さ
る
べ
か
ら
ず
。
養
成
、
試
験
、
報
酬
の
潤
澤
を
必
要
と
す
る
所
以
な
り

自
宅
看
護
法
に
就
て
は
次
章
に
之
を
講
述
す
べ
し

貧
病
院
と
共
に
分
娩
院
を
設
置
す
る
こ
と
亦
た
必
要
な
り
。
分
娩
院
に
は
姙
身
七
個
月
以
上
の
者
を
収
容
す
べ
く
、
其
の
健
康

の
許
る

す
範
囲
に
於
て
相
當
の
作
業
に
就
か
し
む
べ
し
。
分
娩
後
も
其
の
健
康
状
態
の
全
き
恢
復
を
見
る
ま
で
の
間
は
引
き
續
き
来
院
せ
し
む
。

分
娩
院
に
は
職
業
紹
介

の
事
務
を
も
兼
摂
し
、
成
る
べ
く
適
當
の
職
業
を
得
せ
し
め
た
る
上
に
て
産
婦
を
出
院
せ
し
む
る
の
手
續
を
取

る
こ
と
を
要
す

獨
乙
に
於
て
は
廢
疾
者
保
護
の
設
備
の
最
も
完
全
す
る
も
の
あ
る
を
見
る
。
各
地
到
る
處
に
完
全
な
る
盲
亜
院
の
設
け
あ
る
を
見
さ
る

は
な
し
。

一
九
〇
〇
年

の
調
査
に
依
れ
ば
普
國
に
於
け
る
唖
者
の
總
數
三
万
〇
三
百
人
に
し
て
此
内
学
齢
中
の
者
四
千
六
百
八
十
人
、

此
学
齢
者

の
中
、
不
就
学
は
僅
か
に
六

一
一
人
に
過
ぎ
ず
。
唖
者
の
中
に
は
教
育
不
能
の
状
態
に
在
る
も
の
割
合
に
多
く
且
つ
疾
病
虚

弱
等
の
為
め
に
就
学
に
堪

へ
さ
る
者
も
少
か
ら
ざ
る
べ
き
が
故
に
、
六
百
人
内
外
の
不
就
学
者
あ
る
を
見
る
は
當
然
の
こ
と
な
り
。
故

に
其
等
の
事
情
を
顧
み
る
と
き
は
普
國
に
於
け
る
唖
者
は
殆
ど
全
部
就
学
し

つ
・
あ
る
の
事
實
な
り
と
言
ふ
こ
と
を
得
べ
し

獨
乙
に
於
け
る
盲
者
の
數
は
最
近
數
十
年
間
を
通
じ
て
漸
次
減
少
す
る
の
好
傾
向
あ
る
を
見
る
。

一
八
七

一
年
の
調
査
に
依
れ
バ
獨
乙

一62(61)一
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⑪⑳

全
國
を
通
じ
て
二
万
二
千
六
百
九
十
人
な
り
し
も
の
、

一
九
〇
〇
年
に
は
二
万

一
千
三
百
五
十
六
人
と
な
れ
り
。

一
八
六

一
年
乃
至

一

九
〇
〇
年
に
於
て
盲
者
の
數
約
三
、
三
%
の
減
少
を
見
る
の
割
合
に
注
目
す
べ
く

の
如
き
減
少
を
致
し
た
る
主
た
る
原
因
は
乳
児
の
手

當
に
注
意
を
加
ふ
る
所
あ

る
に
至
り
た
る
こ
と
あ
り
と
信
ず
。
獨
乙
に
於
け
る
盲
院
の
設
備
は
特
に
近
年
に
至

つ
て
益
々
完
全
な
る
發

 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

達

〔完
全

に
迫
る
進
歩
〕
あ
る
を
見
る
所
な
り
。
各
盲
院
に
は
工
塲
を
設
備
し
盲
生
に
手
工
業
を
教
授
す
。
〔今
日
に
於
け
る
〕
盲
院

の
目
的
は
盲
生
と
し
て
獨
立
自
営
の
資
格
を
得
せ
し
む
る
に
あ
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し

(
72
)

盲
唖
生
に
對
す
る
強
制
教
育
法
の
實
施

(
一
九

=

年
八
月
七
日
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

盲
唖
生

に
比
す
れ
ば
他
の

一
般
廢
疾
児
、
例
へ
ば
先
天
的
又
は
後
天
的
身
體
の

一
部
の
曲
歪
又
は
麻
痺
の
為
め
に

〔永
久
的
に
〕
手
足

及
び
躯
幹

(胴
腹
)
の
運
動
使
用
に
堪

へ
さ
る
不
具
児
の
教
育
保
護
に
就
て
は
尚
ほ
設
備
に
充
實
を
見
る
に
至
ら
ず
。
ホ
ツ
フ
ア
ー
(Ω
甲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

げ
①巨

鐔
け
=
o
鹸
)
の
推
算
に
依
れ
ば
獨
乙
全
國
を
通
じ
て

〔学
齢
中
に
あ
る
〕
此
種

の
廢
疾
児
約
七
万
人
、
此
内
相
當
な
る
教
育
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

惠
に
浴
す

る
を
得
る
も

の
は
僅
か
に
千
人
に
過
ぎ
ず
。
〔其
他
に
〕
精
神
的
缺
陥
な
く

〔な
き
〕
教
育
可
能

の
者
少
く
も
尚
ほ
七
千
人

内
外
あ

る
べ
し
と
雖
も
、
す
べ
て
教
育
よ
り
除
外
せ
ら
れ
る

・
の
事
實
な
り
と
云
ふ

 
 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

不
具

〔廢
疾
〕
者
保
護

の
任
務
と
す
る
所
は

(
一
)
治
療
又
は
改
善

(二
)
教
育
及
び

(三
)
監
護

〔保
護
〕
是
れ
な
り
。
廢
疾
者
に

對
し
て
は
先
づ
身
體
上

の
痛
苦
を
ば
出
來
得
べ
く
だ
け
之
を
取
除
く
に
至
ら
し
む
る
こ
と
を
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
近
年
に
於
け
る
畸

形
科
学

の
驚
く
べ
き
進
歩

は
各
種
の
廢
疾
不
具
を
治
療
し
若
く
は
大
に
之
を
改
善
し
得
る
の
望
み
あ
る
こ
と
を
事
實
に
表
現
す
る
に
至

れ
り

不
具
者
と
雖
も
普
通
人
と
同

一
な
る
こ
と
を
學
び
得
る
の
み
な
ら
ず
或
る
種
類
の
も
の
に
就
て
は
彼
れ
は
反
て
其
の
忍
耐
と
専
心
と

の

一63(60)一



⑪⑫⑪

特
性
に
冨
む
こ
と
に
因
て
普
通
人
以
上
の
成
功
を
収
む
る
の
利
益
を
有
す
。
精
巧
な
る
手
工
業
の
如
き
は
彼
れ
の
最
も
得
意
と
し
て
其

堂
奥
に
達
す
る
強
み
あ
る
所
の
も
の
に
属
す
。
不
具
児
の
教
育
は
早
き
に
利
な
り
。
早
き
に
於
て
益
々
其
の
成
績
の
良
好
な
る
も
の
あ

る
を
實
驗
す
る
所
な
り
。
不
具
児
童
教
育
機
関
の
普
及
を
必
要
と
す
る
所
以
な
る
も
獨
乙
に
於
て
は
今
日
尚
ほ
約
千
六
百
人
内
外

の
不

具
児
を
収
容
教
養
し
得
る

の
設
備
あ
る
に
過
ぎ
ず
。
獨
乙
に
於
け
る
國
立
不
具
児
学
校
は
バ
エ
イ
ル
ン
の
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
に
在
る
も
の

一

個
所
に
し
て
他
は
多
く
私
個
人
又
は
有
志
團
体

の
經
営
に
係
る

尚
ほ
精
神
病
者
の
収
容
的
保
護
に
就
て

一
言
す
べ
し
。

一
七
五

一
年
倫
敦
に
創
設
せ
ら
れ
た
る
精
神
病
院
は
此
種
の
特
殊
物
の
濫
觴
な

り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
従
前
に
於
け
る
精
神
病
者
の
處
遇
は
す
べ
て
繋
鎖
主
義

囚
Φ
#
8
昌
雪
Φ
日

を
専
ら
と
↓
、
其
の
實
質
に

於
て
犯
罪
者
浮
浪
徒
等
を
監
禁
す
る
も
の
殆
ん
ど
相
選
ぶ
所
な
か
り
し
も
牢
舎
時
代
博
愛
家
ビ
ネ
ー

(勺
ヨ
巴

の
出
で
て
其
非
人
道

を
唱
道
し
た
る
以
來
、
此
に
終
に
其
の
處
遇
法

の
局
面
を

一
変
す
る
に
至
れ
り
。
今
日
に
採
用
す
る
所
の
も
の
は
所
謂
不
繋
鎖
主
義

、、ぎ
 
「①
ω茸
巴
艮

、.
な
る
も

の
に
し
て
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
強
制
手
段
を
加

へ
さ
る
の
方
針
を
取
れ
り
。
暴
行
鎖
繋
に
必
要
な
る

躁
狂
室
 
↓
o
げ
ωロ
〇三
ωN巴

Φ 
又
は
窒
衣

(N
妻
き
ぴΩ
ω冨
o帋
)
の
如
き
は
必
要
已
む
を
得
さ
る
取
除
け
の
塲
合
に
非
ざ
れ
は
之
を
用
ひ

す
。
獨
乙
に
て
は
精
神
病
院
の
施
設
年
々
發
達
を
致
し
、
今
日
に
於
て
は
公
立
病
院
に
約
十
万
人
、
私
立
病
院
に
約
二
万
五
千
人
の
精

神
病
者
を
収
容
し
得
る
の
設
備
あ
る
を
見
る
に
至
れ
り

近
年
に
至
り
精
神
病
者
保
護
協
會
な
る
も
の
各
地
に
成
立
し
、
精
神
病
者
を
し
て
普
く
完
全
な
る
入
院
治
療
の
惠
に
浴
せ
し
む
る
の
み

な
ら
ず
、
其
家
庭
を
保
護
し
、
又
回
復
し
た
る
患
者
の
養
後
法

(保
養
、
就
業
、
家
計
補
助
等
)
に
就
て
助
力
を
與
ふ
る
の
事
業
を
經

営
す
る
も

の
あ
る
を
見
る
が
為
め
に
、
公
私
病
院
の
普
及
と
相
伴

つ
て
益

々
精
神
病
者
保
護
の
周
到
な
る
を
見
る
に
至
れ
り
。
協
會

の

事
業
と
し

て
は
精
神
病
院
に
就
職
す
べ
き
看
護
者
の
養
成
を
な
す
も

の
も
少
か
ら
ず

一64(59)一
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⑫

救
療
を
要

せ
ざ
る
貧
民
に
就
て
は
本
人
個
人
的

(特
に
老
年
者
に
就
て
)
及
び
社
會
公
共
的
利
益

(浮
浪
乞
食
等
の
豫
防
)
の
為
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

多
く
の
塲
合
に
之
を
収
容
的
保
護
に
付
す
る
こ
と
必
要
な
り
。
老
衰
者
の
収
容
を
目
的
と
す
る
所
謂
養
老
院
に
あ

つ
て
は

〔成
る
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

く
〕
不
幸

な
る
老
貧

〔貧
老
〕
者
を
し
て
成
る
べ
く
愉
快
に
其
の
餘
生
を
送
ら
し
む
る
の
注
意
あ
る
を
要
す
。
廣
き

一
室
に
多
數
を
収

容

(ζ
霧
ω魯
ω誘
けΦ日

。
O
.
囚
。」9
ω携
8
ヨ

[富

冒
α
ω巨

9
ω
砕
ω什①日
])
す
る
は
悪
し
き
方
法
た
る
も

の
に
非
ず
。
老
婦
者
は
成
る

べ
く
區
劃

し
た
る

一
室
に
同
棲
せ
し
む
べ
く
、
作
業
の
如
き
は
慰
安
を
主
と
し
て
生
産
を
偏
重
す
べ
か
ら
ず
。

一
定
の
制
服
を
着
用
せ

し
む
る
が
如
き
も
之
を
避
く
る
を
可
と
す
。
行
状
の
善
良
な
る
も
の
に
就
て
は
少
く
も

一
週

一
回
自
由
外
出
を
許
可
す
べ
し

(73
) 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
(抹
消
)

貧
民
授
産

〔勞
働
〕
塲

〔
に
於
け
る
成
績
規
定
は
普
通
の
貧
民
院
又
は
養
老
院
等
と
全
く
其
趣
を
異
に
せ
さ
る
べ
か
ら
ず
、
勞
働
塲
〕

に
あ
つ
て
は
嚴
正
な
る
紀
律
と
緊
縮
な
る
就
業
義
務
と
を
励
行
す
る
所
あ
る
を
要
す
。
特
に
保
護
を
加
ふ
る
必
要
あ
る
老
年
者
及
び
廢

疾
者
と
道
徳
的
低
能
な
る
貧
民
と
は
其
周
囲
に
嚴
重
な
る
區
劃
を
設
く
る
の
必
要
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
費
用
等
の
関
係
に
依
り
之
れ
が

励
行
を
見

る
能
は
さ
る
も

の

・
多
き
は
欠
点
な
り
。
老
貧
者
の
如
き
は
若
し
之
を
特
別
な
る
養
老
院
に
収
容
し
能

ハ
さ
る
の
塲
合
に
は
、

成
る
べ
く
私
設
慈
善
團
體

の
働
き
に
依
り
之
を
収
容
的
保
護
に
付
せ
さ
ら
し
む
る
こ
と
救
濟
の
本
旨
に
適
す
る
も
の
と
謂
ふ
べ
し

一65(58)一

貧
冨
階
級
の

⑪

第
十
二
章
 
自
由
的
救
貧

自
由
的
救
貧

の
利
益
は

(第

一
)
各
個
人
に
適
應
し
た
る
保
護
を
為
す
に
便
あ
る
こ
と
、
(第
二
)
家
族
生
活
を
保
全
せ
し
め
得
る
こ

と
及
び

(第
三
)
救
濟
を
受
く
る
者
の
廉
耻
心
を
破
壊
す
る
に
至
ら
し
め
ざ
る
こ
と
是
な
り
。
自
由
的
救
貧
の
任
務
は
之
を

 
 

(第

一
)
生
計
の
保
護

 
 

(第

二
)
自
宅
救
療



調
和

 
 
 
 
 
 
⑪

普
國
の
救
貧
法
は

金
銭
を
禁
止
す

利
用
し
得
れ
ば

貧
民
に
な
ら
ぬ

⑰

に
別

つ
こ
と
を
得
べ
し

窮
民
の
生
計
に
必
要
な
る
保
護
を
加
ふ
る
に
當
り
金
銭
を
以
て
す
べ
き
か
將
た
米
塩
其
他
の
必
需
品
を
以
て
す
べ
き
か
の
問
題
に
就
て

は
常
に
紛

々
た
る
可
否
の
議
論
あ
る
を
見
る
所
な
り
。
此
議
論
は
極
め
て
古
る
し
。
我
が
救
濟
制
度
の
上
に
給
米
本
位
の
規
定
あ
る
を

見
る
が
如
き
は
古
來
所
謂
物
質
主
義
を
採
用
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。
獨
乙
の
救
濟
史
に
就
て
之
を
見
る
に
救
濟
制
度

の

稍
々
整
頓
を
見
る
に
至
り
た
る
千
五
百
年
時
代
に
あ

つ
て
も
す
べ
て
麺
麭
、
麥
粉
、
服
地
、
薪
炭
、
油
等
の
必
需
品
を
惠
敗
す
る
を
主

と
し
、
獨
り
貧
困
な
る
産
婦
を
保
護
す
る
に
限
り
て
金
銭
を
與
ふ
る
こ
と
を
許
せ
り

金
銭
的
保
護

(しd
p毎
葺
奠
ω慈
什N§
ひq
)
は
貧
困
者
の
廉
耻
心
及
び
經
濟
上

の
独
立
を
斟
酌
し
て
之
を
行

ふ
所
の
方
法
に
属
す
。
若
し

貧
困
者
に
於
て
其
の
交
付
せ
ら
れ
た
る
金
銭
を
以
て
能
く
其
の
必
要
を
充
た
す
こ
と
を
得
る
と
な
れ
ば
、
金
銭
的
保
護
は
彼
れ
に
對
し

て
確
か
に
大
な
る
教
化
の
效
力
あ
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
然
か
も
窮
民
に
は
絶
對
的
利
用
の
観
念
な
し
。
之
れ
が
濫
用
に
終
は
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(74
)

べ
き
こ
と
必
然
の
數
な
り
と
は
何
人
も
之
を
豫
断
し
て
疑
は
さ
る
所
な
る
が
故
に
容
易
に
金
銭
主
義
の
行
は
る

・
を
見
る
に
至
ら
ず
。

然
か
も
主
義
其
れ
自
身
が
理
想
に
適
す
る
も
の
な
り
と
な
ら
ば
、
何
等
か
の
方
法
に
由

つ
て
之
を
実
行
の
上
に
利
用
し
得
ら
れ
さ
る
の

理
な
し
。
弊
害

の
有
無
は
方
法

の
巧
拙
と
云
ふ
に
帰
す
。
近
來
獨
乙
等
に
あ

つ
て
は
食
料
給
與

(切
同O什-口
口
α
 
m甲口
勹
O
Φ
昌
く
①
同叶Φ口
¢
口
ひq)

の
方
法
に
反
對
す
る
と
の
漸
く
多
く
、
現
に
マ
ン
ハ
イ
ム
に
於
て
は

一
九
〇
六
年
以
來
原
則
と
し
て
此
方
法
を
排
斥
す
る
の
方
針
を
定

む
る
に
至
れ
り
。
其
の
理
由
と
す
る
所
は

「吾
人
は
須
ら
く
救
貧
事
業
の
利
益
の
為
め
に
ま
た
救
貧
費
の
負
擔
を
輕
減
す
る
が
為
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

先
づ
窮
民

の
廉
耻
心
を
傷
は
ざ
る
の
注
意
を
加
ふ
る

〔と
共
に
彼
れ
を
自
立
す
る
に
必
要
な
る
經
濟
的
能
力
を
養
ひ
得
る
に
至
ら
し
む

る
〕
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
彼
れ
に
し
て

一
と
た
び
其
の
廉
耻
心
を
失
ふ
が
如
き
こ
と
あ
り
と
な
れ
ば
、
彼
れ
は
永
久
に
他

の
救
助
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

安
ん
ず
る

の
み
な
ら
ず
進
ん
で
は

〔反
て
〕
乞
食
と
な
り
浮
浪
者
と
な

つ
て
終
に

〔益

々
〕
再
び
起
り
能

ハ
ざ
る
の
悲
境
に
沈
淪
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
)

に
至
ら
さ
る
を
得
ず
。
故

に
彼
れ
の
廉
耻
心
と
共
に
ま
た
努
め
て
救
民

〔貧
民
〕

の
經
濟
的
独
立
の
地
位
を
保
全
す
る
こ
と
救
濟

の
要
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学
校
弁
當
の
 
⑱

独
占
利
害

金
を
利
用
し
得
る

者
な
れ
ば
貧
民
と

な
ら
ず

監
督

の
必
要
 
⑪

物
資
給
與
な
ら

と
く

に
監
督
を
派

遣
す
る
能

ハ
ず

米
券
、
施
療
券
、

浴
券

の
賣
買

⑰

務
と
す
る
所
た
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
云
々
」
。
家
賃
交
付
法
の
改
正

類
の
交
付
を
廢
し
て
相
當

の
金
銭
を
下
付
す

(直
接
、
借
家
人
に
渡
す
)
、
春
秋
定
期
に
於
け
る
小
供
に
對
す
る
衣

金
銭
的
保
護
の
理
想
は
殆
ど
間
然
す
る
所
な
き
が
如
し
と
雖
も
然
か
も
之
を
實
行
す
る
の
困
難
な
る
は
前
述
す
る
が
如
し
。
殊
に
若
し

廣
き
範
囲

に
之
を
實
行
せ
ん
と
な
ら
ば

一
面
に
ま
た
金
額

の
支
出
に
関
し
て
嚴
密
な
る
監
督
を
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
嚴
密
な
る
監
督

は
即
ち
干
渉
と
な
り
、
干
渉
の
結
果
は
勢
ひ
獨
立
心
と
廉
耻
心
と
を
損
傷
す
る
に
至
る
こ
と
を
免
か
れ
ざ
る
は
實
際
の
経
験
に
明
ら
か

な
る
所
な
り
。
且

つ
夫
れ
金
銭
保
護
の
塲
合
に
於
て
は
假
り
に
適
當
に
之
を
利
用
し
得
る
と
す
る
も
勢
ひ
不
廉
の
代
償
を
以
て
悪
き
物

品
を
購
求
す
る
の
不
利
な

る
を
免
れ
ず
。
(貧
民
の
常
態
を
知
る
者
能
く
此
理
を
了
解
す
る
を
得
べ
し
)
。
到
底
、
物
品
的
保
護
の
下
に

多
量
購
買

の
結
果
、
善
き
品
物
を
安
く
分
配
す
る
の
便
利
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
(信
用
販
賣
の
設
け
あ
れ
ば
極
み
な
り
。)

如
何
な
る
保
護
法
を
取
る
に
し
て
も
被
保
護
者
の
家
宅
訪
問
を
周
到
な
ら
し
む
る
の
方
法
を
缺
く
べ
か
ら
ず
。
家
宅
訪
問
は
自
由
的
救

貧
の
最
良

に
し
て
而
か
も
最
も
困
難
な
る
任
務
な
り
。
其

の
執
行

の
巧
拙
は
直
ち
に
至
大
の
影
響
を
被
保
護
者
の
廉
耻
心
に
及
ほ
さ
“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

る
を
得
ず
。
貧
民
の
中
に
は
吾
人
の
想
像
し
能
は
ざ
る
鋭
敏
な
る
感
性
を
有
す
る
も

の
少
か
ら
ず
。
或
は
上
流
社
會

〔中
流
以
上
の
者
〕

に
優
さ
る
廉
耻
心
を
有
す

る
も
の
な
き
に
非
ず
。
家
宅
訪
問
は
任
務
の
至
難
な
る
は
之
れ
が
為
め
な
り
。
貧
民
に
接
す
る
須
ら
く
先
づ

自
然
な
れ
。
虚
心
坦
懐
、

一
点
の
虚
飾
あ
る
こ
と
な
き
を
要
す
。
苟
く
も
軽
蔑

の
心
を
存
し
、
傲
慢

の
態
度
を
示
す
が
如
き
こ
と
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

べ
か
ら
さ

る
と
共
に
、

一
面
に
は
ま
た
餘
り
に
同
情
を
表
し
際
限
を
缺
る

・
の

〔が
如
き
〕
挙
動
を

〔表
〕
現
す
が
如
き
こ
と
な
き
を

要
す
。
貧
民
を
し
て
人
と
人
、
即
ち
同
胞
相
對
す
る
温
か
き
普
通

の
交
際
な
り
と

の
自
覚
心
を
望
む
に
至
ら
し
む
こ
と
肝
要
な
り
と
知

る
へ
し
。
生
計
に
必
要
な

る
或
物
を
與
ふ
る
に
し
て
も
成
る
べ
く
は
即
ち
貧
民
を
し
て
其
自
宅
に
於

て
若
く
は
偶
然
の
機
會
た
る
形
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

を
以
て
交
付
者
の
住
所
に
於
て
之
を
受
領
せ
し
む
る
を
得
策
と
す

べ
し
。

一
定

の
塲
所
に
群
衆

〔集
合
〕
配
布
を
な
す
が
如
き
は
恤
救

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(75
)

の
本
義
に
適
せ
ざ
る
の
み
な
ら
す
百
害
あ
つ
て

一
利
な
き
も
の
と
謂
は
さ
る
を
得
ず
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⑰⑫

保
護
す
べ
き
物
品
の
主
た
る
も
の
は
食
衣
及
住
是
れ
な
り
。
救
濟
事
業
と
し
て
の
居
住
問
題
に
就
て

一
言
す
る
所
あ
る
べ
し
。
居
住
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
)

人
生
々
活

の
上
に
如
何
に
大
な
る
関
係
を
有
す
る
や
は
多
弁
を
要
せ
ず
。
居
穴

〔家
〕
は
即
ち
事
實

の
上
に
ビ
ー
マ
ン
ス
フ
ィ
ル
ド
の

言

へ
る
が
如
く

「文
明
の
基
礎
」
を
な
す
も

の
な
り
。
居
住
問
題
は
國
民
の
健
康
問
題

θ
同Φ
「
蠢
ひqΦ
ユ
①N
<
o
涛
ωひ∋①
ω巨
O
げ
Φこ

な

り
と
の
専
門
医
家
の
断
定
は
最
も
肯
綮
に
適
し
た
も
の
と
謂
ふ
べ
し

今
や
居
住
難
を
訴
る
の
聲
到
る
所
に
起
り
、
貧
民
窟
の
惨
状
を
口
に
す
る
も
甚
だ
多
し
。
都
會
美

の
發
達
と
共
に
細
民
の
居
住
に
適
す

る
小
家
屋

の
漸
次
減
少
し
た
る
の
結
果
と
し
て
都
會
地
に
あ
つ
て
居
住
難
の
甚
し
き
を
加
ふ
る
の
傾
向
あ
る
は
事
實
な
り
。
然
か
も
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
〉

謂
貧
民
窟

の
惨
状
な
る
も

の
は

〔が
〕
従
前
に
比
し
て
真
に
其
の
甚
し
き
も
の
あ
り
と
は
信
じ
難
し
。

一
般
居
住
の
改
善
し
た
る
上
よ

り
之
れ
を
見
る
が
故
に

一
見
、
其
の
懸
隔
の
甚
し
き
を
感
ず
べ
し
と
雖
も
貧
民
の
住
宅
其
れ
自
身
と
し
て
は
寧
ろ
従
前
に
比
し
て
多
少

の
改
良
あ
り
と
謂
ふ
を
當
れ
り
と
す
べ
き
な
り
。

居
住
関
係

の
不
完
全
な
る
は
住
宅
其
物
に
非
ず
し
て
居
住
者
の
缺
乏
せ
る
知
識
及
び
不
足
な
る
能
力
に
基
く
の
塲
合
最
も
多
し
。
特
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
併
記
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

下
層
社
會

に
於
け
る
主
婦

の
責
任

〔心
掛
け
〕
に
関
係
す
る
こ
と
の
大
な
る
も
の
あ
り
と
信
ず
。 

〔外
観
〕
不
完
全
な
る
家
屋
に
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
)

且
つ
収
入

の
割
合
に
少
き
家
計
に
し
て
尚
ほ
相
應
に
愉
快
な
る
家
庭
を
作
り
得
る
も
の
あ
る
に
反
し
て
、 

〔構
造
に
〕
間
然
す
る
所
な

き
居
宅
に
し
て
尚
ほ
且

つ
厩
小
屋
同
前
な
る
不
潔
溷
濁
の
惨
状
に
放
擲
せ
ら
る

・
も
の
あ
る
の
事
實
は
細
民
の
生
活
状
態
に
通
ず
る
者

の
詳
悉
す

る
所
な
り

細
民
住
宅

の
屋
賃
は

一
般

に
比
較
的
不
廉
な
る
の
事
實
あ
る
を
見
る
所
な
り
。
蓋
し
貸
家
主
に
於
て
不
拂
、
停
滞
、
破
損
等

の
危
険
料

を

一
般

の
家
賃
の
上
に
補
充
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
め
な
り
。
家
賃
の
支
拂
に
し
て
正
確
な
る
を
得
れ
ば
家
主
も
ま
た
安
ん
じ
て
相
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②⑫

當
に
之
を
低
減
す
る
こ
と
を
拒
ま
ざ
る
は
明
ら
か
な
り

 
(後
筆
)

〔即
ち
〕
細
民
に
家
賃
の
保
護
即
ち
全
部
又
は

一
部
の
立
替
支
拂
を
成
す
こ
と
救
濟
の
要
務
た
る
所
以
に
し
て
、
之
を
保
護
す
る
の
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(後
筆
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 
。 
。 
。 
。

果
は
全
體

の
細
民
に
對
し

て
屋
賃

〔
の
〕
低
減
と
な
り
防
貧
の
効
果
最
も
大
な
り
。
家
賃
の
補
助
を
成
す
に
當
り
、
直
ち
に
家
主
に
支

拂
ふ
べ
き

や
將
た
本
人
の
手
よ
り
支
拂
は
し
む
べ
き
や
は
宜
し
く
個

々
の
塲
合
に
就
て
之
れ
が
取
捨
を
為
さ
“
る
べ
か
ら
ず

(家
税
財

金
法
)

細
民
の
居
住
関
係
が
衛
生
上
又
は
風
俗
上
、
危
険
の
虞
あ
り
と
認
む
る
の
塲
合
に
於
て
之
れ
が
救
濟
の
道
を
講
ず
る
こ
と
必
要
な
り
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
於
て
は

一
九
〇
五
年
以
來
、
勞
働
者
に
し
て
多
數
の
子
女
を
有
す
る
者
に
は
市
費
を
以
て

一
定
の
家
税
補
助
を
な

す
こ
と

・
せ
り
。
即
ち
扶
養
義
務
を
有
す
る
十
五
歳
以
下
の
子
女
三
人
又
は
四
人
を
有
す
る
も
の
に
は
毎
月
五

「
マ
ル
ク
」、
五
人
以

上
を
有
す

る
者
に
は
毎
月
十

「
マ
ル
ク
」
の
家
税
補
助
を
な
す
。
ブ
レ
ス
ラ
ウ
市
に
於
て
は
結
核
患
者
に
對
し
て
離
隔
に
必
要
な
る
居

住
を
得
せ
し
む
る
が
為
め
に
同
じ
く
市
費
を
以
て
家
賃
を
補
助
す
る
の
方
法
を
實
行
せ
り

無
宿
者
に
對
し
て

一
時
的
宿
泊
を
與
ふ
る
の
設
備
は
各
都
市
、
到
る
所
に
之
れ
あ
る
を
見
さ
る
は
な
し
。
無
宿
者
収
容
所

(○
σ
匿
魯
-

募

ωΦ蠧
ω
覧
Φ
)
な
る
も
の
是
れ
な
り
。
男
女
を
離
隔
す
。
幼
児
は
母
と
同
居
せ
し
む
。
多
く
は

一
時
的
又
は

一
夜
に
限
る
。
伯
林
に
は

市
の
經
営

に
係
る
家
族
を
宿
す
る
無
宿
者
収
容
所
及
び
、
普
通
宿
泊
所
各

々

一
個
處
あ
り
。

一
九
〇
五
年
の
調
査
に
依
れ
ば
前
者
に
於

て
九
六
六
家
族
、
此
人
員
五
八
六
七
入
、
後
者
に
於
て
は
六
五
八
、
三
五
三
人
を
収
容
せ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

保
護
収
容

の
名
の
下
に

〔
警
察

の
任
務
と
し
て
〕
無
宿
者
に
宿
泊
を
與
ふ
る
の
方
法
を
取
る
所
少
か
ら
ず
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
の
如
き
は
即

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

ち
其
の

一
な
り
。
宗
教
的
又
は
有
志
的
慈
善
團
体
の
事
業
と
し
て
此
方
面
に
於
け
る

〔模
範
的
〕
活
動
は
救
世
軍

〔
に
就
て
最
も
其
の

一69(54)一



②⑱

盛
ん
な
る
を
見
る
所
な
る
が
〕
及
び
近
時
加
督
力
派
に
由

つ
て
經
営
せ
ら
れ
る
ケ
ル
ン
市
の
宿
泊
所
の
如
き
も
、

し
て
其

の
組
織
も
ま
た
模
範
と
な
す
に
足
る
も
の
あ
り

其
の
規
模
頗
る
大
に

宿
泊
所
に
於
て
は
成
る
べ
く
無
宿
者
の
体
力
に
相
應
す
る
労
働
に
由
つ
て
宿
料
に
充
て
し
む
る
の
方
針
を
取
る
を
要
す
。

奇
貨
と
し
て
徒
食
に
安
ん
ず
る
の
堕
風
を
助
長
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
為
め
な
り

宿
泊
の
便
を

貧
病
者

の
救
療
に
就
て
精
神
病
者
に
非
さ
る
限
り
は
病
院
の
収
容
以
外
に
於
て
尚
ほ
自
宅
療
養
の
手
段
を
併
用
す
る
に
至
り
た
る
こ
と

近
代
に
於
け
る
濟
貧
法
の

一
進
歩
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。
病
め
る
父
母
の
其

の
家
庭
を
離
る
・
を
欲
せ
ざ
る
も
の
・
少
か
ら
さ
る
の
み
な

ら
ず
、
其

の
家
屋
と
離
る

・
が
為
め
に
子
女

の
教
養
保
護
を
放
擲
す
る
に
至
ら
し
む
る
は
救
濟
の
本
旨
に
戻
る
こ
と
ま
た
至
大
な
り
。

自
宅
療
養

の
こ
と
寧
ろ
大

に
之
れ
が
發
展
の
道
を
講
ず
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず

自
宅
療
養
に
就
き
て
最
も
必
要
な
る
も
の
は
醫
師

(〉
『昌P
①b「9Ω
同N梓)
と
看
護
者
と
是
れ
な
り
。
完
全
な
る
醫
師
を
得
る
の
至
難
な
る
は

勿
論
な
る
も
少
く
も
看
護
者
に
就
き
て
は
最
も
選
擇
を
慎
む
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
醫
師
に
は

一
定
の
手
當
を
與
ふ
べ
し
。
獨
乙
の
小
、

中
都
會
に
於
て
は
四
〇
〇
乃
至
八
○
○
馬
克
、
伯
林
の
如
き
は

一
〇
〇
〇
馬
克
を
支
出
す
。
恩
給
制
度
を
始
む
る
所
も
あ
り
。
老
練
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(76
)

醫
師
を
採
用
す
る
は
不
可
能
な
る
も
可
成
同
情
に
富
み
斯
業
に
趣
味
を
有
す
る
篤
志
家
を
選
任
す
べ
し

貧
民
區
の
組
織
に
就
て
は
ま
だ
不
完
全
な
る
を
免
か
れ
ざ
る
も

の
多
し
。

と
の
意
見
を
唱
ふ
る
者
あ
り

自

由

選

擇

の
醫

制

.、呼
Φ
δ

≧

N
冨
≦
偉・
巨

、.
を

採

用

す

べ
し

選
擇
医
制
と
は
各
個
人
を
し
て
自
由
に
其
信
頼
す
る
医
師
を
選
擇
し
得
せ
し
む
る
も
の
な
り

一70(53)一
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(抹
消
)

選
擇
医
制
は
救
療
の
本
旨

に
反
す
。
何
と
な
れ
ば
救
療

〔貧
療
〕
を
受
く
る
が
為
め
に
普
通
の
貧
民
以
上
の
利
益
を
受
け
し
む
る
の
結

果
あ
る
を
以
て
な
り
。
大
家
若
く
は
専
門
家
に
し
て
も
自
ら
進
ん
で
救
療
を
為
す

の
塲
合
に
は
他
の
貧
民
と
同
じ
く
之
れ
が
惠
に
浴
せ

し
む
る
を
妨
げ
す
と
雖
も
救
療
貧
民
た
る
の
故
を
以
て
當
然
此
慮
を
専
ら
に
す
る
を
得
せ
し
む
る
と
な
れ
ば
不
権
衡
と
云
ふ
べ
く
救
濟

の
主
義
と
し
て
決
し
て
之
を
容
認
し
能
は
さ
る
所
な
り

自
宅
療
養

の
生
命
は
看
護

に
あ
り
。
老
練
深
切
な
る
適
當
の
看
護
者
を
精
選
す
る
所
あ
る
に
於
て
は
能
く
以
て
自
宅
療
養
の
目
的
を
全

ふ
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
郡
村
地
方
に
於
け
る
看
護
者
の
缺
乏

看
護
者
養
成
の
必
要
、
慈
善
團
體
の
活
動

 
(後
筆
)

〔概
ね
〕
救
療
事
業
に
於

て
は
特
に
宗
教
家
及
び
婦
人
の
活
動
盛
ん
な
り

病

食

調

理
所

(H(
同
鋤
】P評
Φ
昌
}(
離
O
げ
Φ
昌
)

廉

價

を

以

て
病

食

滋

養

物

を

販

賣

す

家
政
補
助
 
主
婦
の
疾
病
の
塲
合
家
政
又
は
栄
養
の
監
督
を
代
弁
す

産
婦
の
保
蘰
助
力

産

婦

に

對
す

る

「
巡

回

慰

問

籠

」

(ぐ
『
偉o
口
O
Φ
同
 
}(
α
同
び
①
)

 

産

婦

又

は
産

児

の
汚

こ

れ

物

を

集

め

て
洗

濯

を

な

し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(77
)

其

間

必

要

の
衣
類

を

賃

貸

す

一71(52)一



⑭③

第
三
節

第
十
三
章
 
幼
児
及
び
少
年
の
保
護

先
づ
幼
児
中
の
幼
児
た
る
細
民
乳
児

の
保
護

の
こ
と
よ
り
之
を
述
べ
ん
に
、
近
年
各
國
到
る
所
に
乳
児
死
亡
率
の
増
加

の
傾
向
あ
る
を

見
る
所
な
る
が
、
特
に
細
民
階
級
に
於
て
其
著
る
し
き
も
の
あ
る
は
憂
ふ
べ
き
現
象
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。
独
り
佛
蘭
西
に
於
て
は
其
率

割
合
に
少
く
僅
か
に

一
五
%
な
る
に

(獨
乙
は
三
四
、
五
%
)
過
ぎ
ざ
る
所
以
の
も
の
は
何
ぞ
や
。
幼
児
に
對
す
る
保
護
の
設
備
例

へ

ば
産
婦
の
保
護
、
乳
児
哺
育
所
、
精
乳
の
配
與
、
哺
育
教
育
の
普
及
等
に
つ
い
て
頗
る
完
全
な
る
方
法
の
備
は
る
も
の
あ
る
を
以
て
な

り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

各
國
に
お

い
て
乳
児
死
亡

の
事
實

〔こ
と
〕
に
注
目
を
惹
く
に
至
り
た
る
は
近
年
の
こ
と
に
属
す
。
獨
乙
に
於
て
は
皇
后
陛
下
の
指
導

の
下
に
愛

國
婦
人
會
が
乳
児
保
護
に
関
す
る
運
動
の
中
心
と
し
て
活
躍
す
る
所
あ
り
。
哺
育
注
意
書
の
配
布
。
要
す
る
に
乳
児
死
亡
と

栄
養
法
と
は
其
間
に
極
め

て
密
接

の
関
係
を
有
す
る
の
事
實
を
掩
ふ
べ
か
ら
ず
。
自
然
栄
養
に
死
亡
少
く
、
動
物
乳
の
栄
養
に
由
る
も

の
に
死
亡
多
く
、
動
物
の
乳
以
外

の
他

の
人
工
的
栄
養
を
用
ふ
る
も
の
に
至

つ
て
は
其
の
割
合
最
も
多
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(78
) 

(抹
消
)

大
都
會
冖に
あ
つ
て
は
乳
児
保
護
の
相
談
所

〔哺
業
所
〕
を
設
置
す
る
こ
と
焦
眉
の
急
務
な
り
。
伯
林
に
於
て
始
め
て
之
れ
が
開
設
を
試

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

み
た
る
は

一
九
〇
五
年
に
し
て
其
の
成
績
極
め
て
良
好
な
り
。
相
談
所
に
於
て
は
母
又
は
里
親
に
對
し
て
虚
弱
な
る
又
は
療

〔病
〕
症

一72(51)一
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あ
る

一
年
未
満

の
乳
児
の
取
扱
及
び
栄
養
に
就
て
の
心
得
を
ば
無
料
に
て
教
導
指
示
す
る
を
以
て
目
的
と
す
。
乳
児
保
護
の
為
め
に
は

成
る
べ
く
母
乳
哺
育
を
奨
励
す
る
の
必
要
あ
る
が
故
に
、
塲
合
に
依
り
本
人
に
對
し
て
補
助
金

(○り
邑
亶
似巨

Φ
哺
育
手
當
金
)
を
交

付
す
。
又

己
れ

の
乳
を
以
て
養
ふ
能
は
さ
る
母
又
は
里
親
に
對
し
て
は
精
乳
又
は
哺
乳
器
を
ば
無
料
又
は
實
價
を
以
て
配
與
す
る
も
の

と
す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 
。 
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

次

に
保

護

の
必

要

あ

る
も

の
は

私

生

児

是

れ

な

り

。

私

生

児

は
其

の
自

然

の
境

遇

上

最

も

不

幸

の
地

位

に
あ

る
も

の
な

る

〔を

想

像

す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(抹
消
) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

る

に
難

か

ら

さ

る
所

な

る

が
〕

實

際

ま

た

其

の
死

亡

率

の
如

き

も

〔ま

た

〕

頗

る

高

し

。

〔伯

林

に

於

け

る

〕

私

生

児

の
生
後

一
ヶ
月

間

は
於

け

る
死

亡

率

は
公

生

児

に
比

し

て
約

三
倍

の
多

き

に
達

す

。
如

何

に

彼

れ

の
境

遇

の
悲

惨

な

る

か
を

推

知

す

べ

し

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
)

私
生
児

の
保
護
は
先
づ
私
生
母
の
保
護
よ
り
之
れ
に
着
手
せ
さ
る
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば

〔姙
婦

の
生
活
に
於
け
る
缺
乏
〕
、

 
 
 
 
 
 
(抹
消
) 
 
 
(後
筆
)

業
の
過
労
〕
、
〔困
難
〕
、

〔其
他
幾
多
の
煩
悶
〕
不
摂
生
等
が
死
亡
を
多
か
ら
し
む
る
主
た
る
原
因
た
れ
ば
な
り

(母
の
保
護
會
、
姙
身
保
険
)

棄
児
院

(「
ヨ
◎
①一き
ω
巨
叶) 

私
生
児
の
保
護
を
目
的
ど
す

U
お
巳
鋤
α
Φ 
棄
児
院
の
門
前
に
棄
児
の
入
れ
物
を
設
備
す
。
誰
れ
に
て
も
私
か
に
此
に
児
を
捨
て
る
こ
と
が
出
來
る

 
理
想

 
 
之
れ
に
由
り

不
幸
な
る
私
生
母
の
悲
境
を
救
ひ
、
堕
胎
、
嬰
児
殺
の
弊
を
豫
防
し
又
幼
児
の
死
亡
を
減
少
せ
し
む
。

此
方
法

は
羅
甸
民
族
の
問
に
最
も
よ
く
行
は
る
。
其
他
は
墺
國
及
び
魯
國
の

一
部
分
に
流
行
す
。

     ロ

     職 後
       筆
一73(50)一



⑱⑭

實
行
の
結

果

其
實
母
の
義
務
を
放
擲
す
る
に
便
せ
し
む
。
堕
胎
、
嬰
児
殺
の
弊
は
依
然
と
し
て
減
少
を
見
る
に
至
ら
ず
。
故
に
今
日
に
於
て
は
此
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

方
法
を
是

認
す
る
者
少
し
。

一
般
の
貧
孤
児
と
共
に
私
生
児
を
救
濟
保
護
す
る
の
施
設
物
は
之
れ
あ
り
と
雖
も

一
々
其
親

〔あ
る
も
の

に
就
て
は
其
〕
の
身
元
を
詳
明
す
る
を
要
す
。

獨
乙
に
於

け
る
私
生
児
の
保
護
は
主
と
し
て
里
預
け
の
方
法
を
採
用
す
る
も
の
、
如
し
。
爵

Φ『
匹
巳
臼
昌
ωけΦ
ミ
 
即
ち
相
當
な
る
家

庭
を
選
び
之
れ
に
養
育
料
を
與

へ
て
哺
育
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
里
預
け
の
家
庭
的
理
想
は
頗
る
善
な
り
と
雖
も
其

の
實
多
く
は
生
計

に
困
難
な
る
家
庭
な
る
が
故
に
十
分
に
保
護
の
働
き
を
全
ふ
し
能
は
ざ
る
點
に
於
て
は
之
を
其
家
庭
に
置
く
も

の
と
五
十
歩
百
歩
に
過

ぎ
ず

里
預
法
を
行
ふ
の
塲
合
に
於
て
は
厳
重
な
る
監
督
を
之
れ
に
加
ふ
る
こ
と
最
も
必
要
な
り
。
監
督
機
関
と
し
て

一
人
の
医
師
と
之
れ
に

附
属
す
る
若
干
の
有
給
監
督
委
員

(女
性
)
を
置
く
べ
し
。
此
制
度
の
最
も
整
頓
せ
る
は

「ラ
イ
プ
チ
ツ
ヒ
」
な
り
。
私
生
児
出
生
の

届
出
あ
る
と
き
は
身
分
官
署
よ
り
後
見
裁
判
所
及
び
濟
貧
主
管
の
官
署
に
之
を
移
牒
す
る
が
故
に
、
主
管
官
署
に
於
て
は
直
ち
に
之
れ

に
向
て
相
當
の
手
續
を
行

ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

 
危
険
は
出
生
の
間
隙

〔
當
時
〕
に
最
も
多
し
故
に
出
生
事
實
を
認
定
す
る
と
同
時
に
成
る
べ
く
早
く
着
手
す
る
を
要
す
。

私
生
児
に
對
す
る

一
般
教
養
の
不
十
分
な
る
こ
と
は
愛
他
教
育
に
付
す
る
者
の
普
通
児
に
比
し
少
く
も
三
倍
に
該
當
す
べ
し
の
事
實
を

以
て
見
る
も
明
ら
か
な
り
。
獨
乙
の
法
律
に
依
れ
ば
私
生
児
に
對
し
て
は
す
べ
て
後
見
を
付
す
る
を
要
す
る
も

の
と
す
。
然
る
に
後
見

あ
る
も

の
實
は
お
使
目
的

の
も
の
に
過
ぎ
ず
し
て
多
く
は
其
職
務
を
行
ふ
に
忠
實
な
る
能

ハ
ず
。
是
を
以
て
近
年
に
於
て
は
名
誉
職
の

 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

後
見
に
代
わ
る
に

〔有
給

に
し
て
専
ら
〕
其
職
分
に
熟
練
な
る
有
給
専
門
家
を
用
ふ
べ
し
と
の
説
を
唱
ふ
る
甚
多
く
、
す
べ
て
之
を
實
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行
し
た
る
所
少
か
ら
ず

私
生
児
に
比
す
れ
ば
孤
児

に
對
す
る
の
保
護
は
遥
か
に
周
到
せ
る
も
の
あ
る
の
事
實
な
り
。
尤
も
孤
児
の
保
護
法
に
就
て
は
従
前
の
如

く
多
數
を
孤
児
院
に
収
容
保
護
す
る
方
法
を
不
可
と
し
、
成
る
べ
く
普
通
の
家
庭
に
教
養
を
委
託
す
る
の
方
針
を
是
認
す
る
に
至
れ
り
。

蓋
し
家
庭
は
幼
児
の
教
養

に
達
す
る
最
も
自
然
的
有
力
の
塲
所
な
る
を
以
て
な
り
。
唯
だ
適
當
の
善
民
な
る
家
庭
を
發
見
す
る
こ
と
實

際
に
困
難
な
る
を
免
か
れ
さ
る
所
な
り
。
金
銭
あ
り
て
始
め
て
愛
育
あ
り
。
愛
育
の
厚
薄
が
末
に
金
銭
即
ち
養
育
料
の
多
少
に
支
配
せ

し
め
ら
る

・
の
事
實
あ
る
を
免
か
れ
ざ
る
は
遺
憾
と
謂
ふ
べ
し
。
要
す
る
に
家
庭
委
托
の
範
囲
は
到
る
所
に
年
々
益
々
擴
張
せ
ら
る

・

の
傾
向
あ
り
。
例
へ
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
如
き
保
護
を
受
く
る
孤
児
五
千
人
の
中
、
孤
児
院
に
収
容
せ
ら
る

・
も
の
は
五
〇
〇
人
に
過
ぎ

ず
。
家
庭
交
付
の
中
、
市
内
に
あ
る
も
の
は
八
○
○
人
に
し
て
他
は
す
べ
て
地
方
に
委
托
す
。
地
方
に
所
謂
孤
児
植
民
地
な
る
も
の
約

五
百
ヶ
所
あ
り
。

孤
児
院
に
あ
つ
て
も
成
る
べ
く
家
庭
式
の
組
織
を
採
用
す
る
の
方
針
を
取
れ
り
。
す
な
わ
ち
數
棟
の
獨
立
家
庭
を
設
け

一
家
庭
に
八
人

乃
至
十
二
人
を
分
収
す
。

孤
児
保
護

の
こ
と
は
公
的
貧
民
救
濟
の

一
部
と
し
て
既
に
遺
憾
な
く
此
に
其
の
經
営
を
進
め

つ
・
あ
り
と
謂
ふ
も
可
な
り
。
故
に
宗
教

的
又
は
有
志
的
慈
善
家
又
は
慈
善
團
體
の
事
業
と
し
て
は
他
の
専
門
的
方
面
に
着
手
す
る
を
得
策
と
す
べ
し
。
即
ち
貧
児
、
感
化
児
、

遺
棄
児
又
は
虚
弱
児
の
保
護
若
く
は
所
謂
補
助
的
幼
児
保
護

(Φ
お
ぎ
ぴq
Φ
巳
Φ
固
巳

奠
注
同ωo目
ひqΦ
)
の
類
是
れ
な
り
。
(家
庭
に
於
け

る
児
童

の
教
養
補
助
。)

即
ち
先
づ
第

一
に
數
ふ
べ
き
も
の
を
揺
籃
院

(閑
言

O
Φ昌
)
(幼
児

の
昼
間
保
育
所
)
と
す
。
(此
方
法
は
佛
國
が
最
も
盛
ん
な
り
。)
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勞
働
婦
女

は
此
に
其
乳
児

を
委
托
す
る
を
得
る
が
為
め
に
昼
間
、
勞
働
に
専
ら
な
る
こ
と
を
得
る
の
便
あ
り
。
早
朝
児
童
を
連
れ
て
來

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

り
夕
刻
に
至
り
て
伴
ふ
て
帰

へ
る
。
哺
育
料

〔費
用
〕
は

一
日
に
付
き

一
〇
ペ
ン
ニ
ヒ
、
十
五
ペ
ン
ニ
ヒ
又
は
二
十
ペ
ン
ニ
ヒ
に
し
て

雑
費
と
合

せ
て
平
均

一
日
約
五
十
乃
至
七
十
ペ
ン
ニ
ヒ
な
り
。
揺
籃
院
に
對
す
る
非
難
の
点
 
 
児
童
の
傳
染
病
-
死
亡
の
増
加
1
は

今
日
に
於

て
は
既
に
全
然
消
滅
せ
り
と
謂
ふ
も
可
な
り
。
今
日
に
於
け
る
揺
籃
院
は
衛
生
上
よ
り
其
の
構
造
及
び
内
部
の
管
理
に
完
全

な
る
設
備

を
整
ふ
る
所
あ
る
は
勿
論
、
す
べ
て
専
門
醫
師
を
置
て
嚴
密
な
る
監
督
を
加

へ
し
む
る
所
あ
り
。
揺
籃
院
の
經
営
は
多
く
女

宗
教
家
の
手
に
帰
す
る
も

の

・
如
し

揺
籃
院
の
乳
児
を
目
的
と

す
る
に
對
し
て
尚
ほ
乳
児
保
護
所
又
は
豫
防
学
校

(}(
一昌
山
①
『σ
①ぐ弔①げ
壇鋤
昌
ω辞蝉一辞㊦口
 O
匹
⑦
同 
ぐく
鋤「叶①
ωOげ
¢
一①)

な
る
保
護
機
関
あ
り

(實
質
は
幼
稚
園
な
り
)
。
専
ら
学
齢
未
満
の
幼
者
に
對
し
家
庭
に
於
け
る
教
養
保
護
の
缺
陥
を
補
ふ
て
活
發
な

る
遊
戯
及
び
薫
陶
に
由
て
其
心
身
の
自
然
的
發
育
を
完
成
せ
し
む
る
を
目
的
と
す
。
最
後

に
幼
年
寮
又
は
幼
学
舎

(丕
巳
①
葺
o弉
Φ

o
畠
興

内
言
傷
Φ}
Φ巨
Φ
)
な
る
も
の
あ
り
。
学
齢
児
童
に
對
し
休
学
時
間
、
家
庭
に
代
し
監
督
保
護
を
加
ふ
る
の
塲
所
た
ら
し
む
る
を

目
的
と
す

。
(鹿
児
島
の
学
舎
に
似
た
り
。)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

虚
弱
な
る
又
は
疾
病
あ
る
児
童
の
療
養
的
保
護
を
加
ふ
こ
と
ま
た
欠
く
べ
か
ら
ず
。
此
の
目
的
を
達
す
る
が
為
め
に
近
年

〔此
ら
の
〕

各
地
に
幼
児
療
養
院

(団
Φ一一ω叶似
叶叶①
昌
)
又
は
夏
期
殖
民

(「
Φ同δ
鳥
oδ
巳
Φ昌
)
な
る
施
設
の
盛
ん
に
行
は
る

・
を
見
る
に
至
れ
り
。
獨

乙
に
於
て
は
病
弱
児
を
療
養
院
又
は
夏
期
殖
民
地
に
送
る
こ
と
を
以
て
公
的
濟
民
事
業
の
任
務
を
な
し
、
若
し
其
親
が
細
民
な
る
こ
と

醫
師
が
轉

地
療
養
を
必
要

な
り
と
認
め
た
る
こ
と
と
の
二
条
件
を
具
備
し
た
る
の
塲
合
に
は
、
た
と

へ
親
が
救
濟
を
受
く
る
者
に
非
ざ

る
も
公
的
救
濟

の
任
務
と

し
て
當
該
児
救
濟
の
費
用
を
負
擔
す
べ
き
も
の
と
す
。

 

 

(後
筆
併
記
)

區

別

〔分

業

〕

病
児

は
公
貧
救
濟
の
領
域
に
限
り
、
私
經
営
と
し
て
は
疾
病
に
非
さ
る
も
虚
弱
の
為
め
保
養
を
要
す
べ
し
と
認
む

一76(47)一
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る
児
童
を
轉
地
療
養
せ
し
む
る
の
事
業
を
試
む
る
を
可
と
す
べ
し

学
校
児
童
の
七
五
%
は
四
週
間
前
後
の
轉
地
保
養
を
必
要
と
す
べ
き
健
康
状
態
に
あ
り
と
云
ふ

獨
乙
に
於
け
る
児
童
夏
期
保
養
に
付
し
た
る
も
の

 
 
町
村
、
團
体

(公
私
)
と
し
て
經
営
し
た
る
も
の
二
八
九

 

一
九

一
〇
年
に
於
け
る
児
童
數
 
七
万
二
千
百
六
十
二
人

 
医
療

(無
料
) 
 
 
 
 
 
 
 

二
百
八
十

一
万
九
千
百
六
十
八
馬
克

此
外
に
夏
期
旅
行
を
な
さ
し
め
た
る
も
の
數
千
あ
り

夏
期
保
養
に
て
十
分
効
果
を
奏
せ
さ
り
し
も
の
に
は
尚
ほ
引
き
續
ひ
食
料

の
給
與

(朝
食
、

養
を
な
さ
し
む
。
冬
期
療
養
を
為
さ
し
め
た
る
者
の
み
に
て
も
千
六
百
人
に
及
べ
り
』

牛
肉
、
昼
飯
)
を
な
し
尚
ほ
冬
期
轉
地
療

U
奠

内
霞

奠

塗

ひq
Φ

芝
穹

蠧

9

α
①
口

ud
Φ
誌
o
巨

8

曁

奠

○り
鼠

鼻

Φ

匹
霞

9

芝
Φ
ひq

Φq
ニ
コ
。。
翫
ひq
n

U
o
9

臼
Φ

固

p。
oq
2

量

a

σ
Φ
5

0
p。
ω
ω

像
奠

国
『
8
膩

ω
①
犀
9

Φ
ヨ

U
鋤
器

同
&

2

ω
吟

≧

ω
o

蠧

9

陛
同
奠

団
鉱
ヨ

冨

耳

・
畔
昌
穹

す

鋒
岳
Φq
奠

Φ

Z
餌
耳

巨

ひq

Φ
困
日

o
ひq
}ざ
耳

℃
ω
8

固

口
号

}

o
同
什8

N
⊆
蜜

げ
ほ

2
ρ

低
能
児
保
護
の
設
備
も
近
年
に
至
り
大
に
其
發
展
あ
る
を
見
る
所
な
り
。
此
方
面
に
最
も
著
る
し
き
進
歩
あ
る
を
見
る
は
ザ
ツ
ク
セ
ン

な
り
。
同
國
に
は
數
ヶ
所

の
國
立
低
能
児
学
校
あ
り
、
其
の
最
も
有
名
な
る
は

「グ
ロ
ー
ス
ヘ
ン
ネ
ル
ド
ル
フ
」
に
於
け
る
男
子
学
校

(定
員
二
五
〇
人

O
同o
ωω
げ
Φ目

奠
ω◎
oほ
)
及
び

「ノ
ツ
セ
ン
」
に
於
け
る
女
学
校

(定
員

一
七
〇
人
)
是
れ
な
り
。
其
他
の
各
國

に

一77(46)一



⑭⑫

て
は
多
く
私
立
の
經
営
に
係
る
も
近
來
各
学
校
到
る
處
に
之
れ
が
為
め
に
特
別
級
を
設
備
す
る
も

の
あ
る
を
見
さ
る
は
な
し
。
伯
林
に

は
九
十
二
級
、
児
童
數

一
三
三
七
人
あ
り
。
低
能
児
の
前
途
 
 
犯
罪
者
、
精
神
病
者
、
窮
民
等
と
な

つ
て
社
會

の
厄
介
物
と
な
る
の

み
な
ら
ず
其
悪
質
を
子
孫

に
遺
伝
す
る
の
虞
あ
り
。
故
に
之
が
完
全
な
る
保
護
を
加
ふ
る
は
公
共

の
任
務
な
り
。
低
能
殖
民
地
設
置
の

必
要
を
唱
ふ
る
も
の
あ
り

(o。
9
芝
簿。冨
ヨ
巳
oq
Φ
閑
oδ
冨
一Φp
)

児
童
勞
働

の
弊
 
精
神
的
及
身
體
的
の
發
達
を
害
す
る
こ
と
甚
し
く
窮
民
、
憐
民
、
浮
浪
者
、
犯
罪
者
増
加

の
原
因
を
な
す
。
勞
働
に

對
す
る
児
童
保
護
を
必
要
と
す
る
所
以
な
り
。
獨
乙
に
於
け
る

一
九
〇
三
年

の
工
塲
法

の
改
正
。
児
童
勞
働

の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と

一
層
緊
喫

を
加

へ
り
。

要
点

学

齢
児

の
或
る
危
険

(有
形
的
無
形
的
)
の
虞
あ
る
種
類

の
労
働
に
従
事
す
る
を
禁
ず
。 

(石
工
、
土
工
、
金
工

[ζ
Φ
什鋤F

冒
曾
。・9
Φ
]、
建
築

工
等
)

十

二
歳
以
下
の
他
人
の
児
を
軽
易
の
商
工
又
は
保
護
の
業
務
に
就
か
し
む
る
を
得
る
も

一
日
三
時
間
、
休
暇
間
に
は

一
日
四
時

間
を
超
加
す
る
を
得
ず
。
但
し
午
後
八
時
乃
至
午
前
八
時
の
間
の
就
業
を
禁
ず

(夜
業
禁
止
)
。
就
業
時
間
は
午
前
は
学
業
時

間

の
後
、
午
後
は
学
業
終
了
後

一
時
間
を
終
了
し
た
る
後
な
る
こ
と
を
要
す
。
日
曜
日
に
は
就
業
を
許
さ
ず
。
但
し
止
む
を
得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
併
記
)

さ
る
物
品
の
配
達
、
交
通

〔お
使
〕
の
業
務
に
限
り
二
時
間
以
内
に
限
り
就
業
を
認
む

今
日
に
て
は
更
に
其
の
範
囲
を
緊
縮
す
べ
し
と
の
議
論
盛
ん
な
り
。
要
す
る
に
嚴
密
な
る
監
督
を
加
ふ
る
に
非
さ
れ
ば
法

の
勵
行
を
期

待
す
る
こ
と
不
可
能
な
り
。
私
設
事
業
の
助
力
あ
る
こ
と
を
要
す

り
。

感
化
防
止
會
。
次
に
來
る
も
の
は
不
良
少
年
の
感
化
事
業
是
な

一78(45)一
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感

化

事

業

の
性

質

、

組

織

、

効

果

等

に
就

て

は
別

に
之
を

詳

論

す

る
所

の
も

の
あ

る

が
故

に

参

照

を

要

す

児

童

保

護

は

救

濟

事

業

の
骨

子

な

り

と

は
苟

く

も

社

會

改

良

の
こ

と

に
挺

身

す

る
者

の
其

の
所

見

を

一
に

す

る
處

な
り

。

ラ
イ

ブ

ニ
ツ

ツ
曰
く

 

 

余

に
如

何

に
し

て
社

會

の
改

良

を

計

り

民

衆

の
幸

福

を
全

ふ

し
得

べ
き

か

を
考

ふ

る
毎

に

必

ず
先

づ
幼

者

の
教

育

保

護

を

完

全

な

 

 

ら

し

む

る

に
如

か

ず

と

の
結

論

を

見

る

に
至

ら
さ

る
を
得

す

云

々

 

 

 

、、ω
0

9
二

9

ま

奠

臼
Φ

亳

£

①

N
口
憎
しd
①
hα
a
①
巨

凝

亀
①
ω

曁

ひq
Φ
B
Φ
巨

8

亳

o
巨
ω

8

。
臣

Φ
爵

ρ

 

 

 

評
9
B
8
Φ

ド
げ

鋤
⊆
h
自
P
ω
ω
Φ
一げ
Φ
”
α
O
ω
ω

傷
⇔
ω

]B
Φ
コ
ω
O
巨
ド
げ
Φ

Ω
⑦
ω
O
巨
①
O
び
叶

甑
O
び

昌
ロ
同

く
2
<
O
 
評
Ω
B
8
昌
Φ
口

 

 

 

鼠

a
噸
≦
8

p

臼
Φ

国
鬥
賦
9

巨

oq

Q
奠

言

oq
Φ
巳

Φ
ぎ
Φ

σ
①
ω
ω
奠
①

Ω
⑦
ω
琶

叶

Φ
二
き

ひq
叶
、.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
勺
ケ
ま

ω
o
℃
げ

ピ
Φ
一σ
巳
けN

小

学

卒

業

後

の
児

童

に
對

す

る
職

業

の
選

擇

保

護

 

放

校

孤

児

教

育

顧

問

會

(律
①
写

自

ひq
奠

国
震
δ
習

ロ
ひq
ω
び
①
貯
讐

蜜
憎

ω
魯

三
①
邑

器
ω
①
昌
①

耄
巴
ω
Φ
⇒
)

一
八

九

六
年

伯

林

に
創

立

。

爾

來

各

都

市

に
も

陸

續

模

倣

す

る
も

の
あ

る
を

見

る

に
至

れ

り

 

 

 

 

 

 

(抹
消
)

時

勢

の
変

遷

〔要

求

〕
 

 

工

塲

の
發

達

-

徒

弟

制

度

の
衰

退

、

職

業

の
選
擇

を
為

す

に

遅

れ

な

く

し

て
少

し

で
も

早

く

少

し

で
も

多

く

の
収

入

あ

る
仕

事

に
児

童

を

驅

使

せ

し

む

る

の
風

益

々
盛

ん

と

な

れ

り

。

選
擇

保

護

の
必

要

は

孤

児

に

限

ら
ず

す

べ

て

に
其

必

要

を

一79(44)一



⑭⑳

認
む
る
の
結
果
、
今
日
に
て
は
其
範
囲
を
孤
児
以
外
の

一
般
の
放
校
児
に
擴
張
す
る
に
至
れ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(79
)

獨
乙
皇
帝

即
位
二
十
五
年

の
紀
念

放
校
児
の
職
業
選
擇
に
就
き
本
人
の
特
性
、
嗜
好
等
に
斟
酌
す
る
所
な
き
の
み
な
ら
ず
、
特
に
職
業
と
健
康

の
関
係
に
就
て
注
意
を
拂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(抹
消
)

ふ
こ
と
甚
だ
少
き
も
の

・
如
し
。
之
れ
が
為
め
に
本
人

〔児
童
〕
の
健
康
を
害
し
、
結
核
患
者
、
神
経
病
者
等

の
増
加
を
見
る
の
傾
向

を
來
た
す

こ
と
を
免
れ
す
。
呼
吸
器
病
又
は
肺
病
の
素
質
あ
る
も
の
は
工
塲
の
勞
働
に
不
可
な
り
。
神
経
性

の
も

の
は
坐
業
に
適
せ
ず
。

心
臓
の
弱
き
者
は
強
き
腕
力
を
要
す
る
も
の
に
適
せ
ず
。
癩
病
性
の
も
の
は
裁
縫
、
製
靴
、
籠
造
り
等
の
坐
業
に
適
せ
ず
。
眼
疾
あ
る

者
の
如
き
は
特
に
医
者
の
意
見
を
参
酌
す
べ
く
、
耳
の
故
障
あ
る
者
は
音
響

の
高
き
仕
事
に
従
事
す
る
が
為
め
に
終
に
恢
復
す
べ
か
ら

さ
る
聾
疾

に
陥
ら
し
む
る
の
危
険
あ
る
を
免
か
れ
ず

業
務
の
種
類
と
需
用
供
給

の
實
際
的
関
係
を
も
精
査
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
業
務
其
れ
自
身
が
有
利
な
る
又
は
本
人
に
適
當
し
た

る
も
の
に
し
て
も
従
事
者
多
き
に
過
ぐ
れ
は
需
用
な
き
が
為
め
に
収
入
寡
少
の
不
幸
を
見
さ
る
を
得
ず

二
十
歳
ま

で
は
収
入
を
専

ら
と
せ
ず
し
て
習
練
を
主
と
す
べ
し
。
必
ず
し
も
専
門
的
の
み
に
限
ら
ず
、
成
る
べ
く
小
学
又
は
中
学
に
受

け
た
る
教
育
の
結
果
を
補
充
し
利
用
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(後
筆
) 
 

(抹
消
)

國
民
教
育

(講
演
、
図
書
館
、
〔夜
学
〕、
〔巡
回
国
民
大
学
〕
講
習
會
)
の
必
要
な
る
は
勿
論
な
る
も

一
面
に
健
全
な
る
普
通
教
育
の

基
礎
な
か

る
べ
か
ら
ず
。
多
く
を
知

つ
て
少
く
學
ぶ
所
謂
半
知
半
解
は
反
て
危
険
な
り
。
近
年
各
國
に
於
て
大
学
生
が
下
層
社
會
に
對

し
て
普
通
教
育
を
普
及
せ
し
む
る
の
運
動
に
従
事
す
る
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
り
。
丁
抹
に
於
け
る
大
学
生
團
の
勞
働
者
に
對
す
る
夜

学
教
授

(
一
八
八
三
年
) 

(科
目
、
讀
書
、
習
字
、
算
術
、
外
國
語
等
)
。
尚
ほ
学
生
團
に
て
は
地
方
新
聞
を
利
用
し
て
簡
易
な
る
普

一80(43)一
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通
科
学

の
普
及
を
も
試
む

る
所
あ
り
。
佛
國
諾
威
に
於
て
も
丁
抹
に
倣

へ
之
を
實
行
せ
り
。
英
國
に
て
は
共
治
革
命
に
古
し
。
墺
國
獨

乙
の
大
学
ま
た
此
運
動
を
開
始
せ
り

(京
都
大
学
の
夏
期
講
習
會
は
其
程
度
高
き
に
過
ぎ
て
此
目
的
を
達
し
難
し
)。
下
層
社
會
に
利

益
あ
る
の
み
な
ら
ず
学
生
を
し
て
社
會
の
實
際
に
接
触
し
、
特
に
下
層
社
會

の
生
活
に
精
通
せ
し
む
る
活
き
た
る
学
問
と
な
る
の
利
益

あ
り

セ

ツ

ト

ル

マ

ン

ツ

(Qり
Φ
叶け一Φ
自口
Φ
口
叶ω
)
α
Φ
B

>

口
餌
Φ
昌
評
Φ
昌
ω
〉

目

0
5

日
o
団
⇒
σ
Φ
Φ
ω
ひq
Φ
芝
置

ヨ
8

叶」

目

冨

ξ

①

蕊

○。
恥
一ヨ

O
ω
け①
=

冒
o
昌
O
o
⇔
ω

¢
三

霞

◎
8

乞
2

9

日
o
旨

σ
①
①
寓
巴

①
a

龍
澪

け
≦
霞

α
ρ

 
 
 
 
 
(抹
消
)

教
育
あ
る

〔上
流
〕
社
會
と
勞
働
社
會
の
個
人
的
社
會
的
自
由
な
る
交
際
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
階
級
的
反
目
と
調
和
す
る
の
利

益
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
暫
し
の
間
に
下
層
勞
働
社
會
を
教
化
す
る
の
動
き
ま
た
少
か
ら
ず
。
此
に
は
大
学
生
が
夏
期
休
業
の
問
、
低
廉

な
る
費
用
を
以
て
営
業
し
、
下
層
勞
働
者
と
親
属
し
て
交
際
を
な
す
の
傍
ら
、
時
々
講
演
討
論
等
を
も
催
す
な
り
。
此
に
集
る
も
の
は

青
年
な
る
が
故
に
是
れ
ま
た
廣
き
意
味
に
於
て
少
年
保
護
の

一
種
と
し
て
而
か
も
其
の
効
果
の
最
も
著
る
し
き
も
の
な
り
と
謂
ふ
こ
と

 
 
 
(80
)

を
得
べ
し

一81(42)一

⑯

第
四
節

第
十
四
章
 
貧
民
の
取
締

(
抹
消
)

〔及
び
貧
民
警
察
〕



⑭⑪

社
會
的
救
濟
事
業
は
人
の
人
に
對
す
る
の
保
護
に
し
て
其
保
護
を
行
ふ
や
必
ず
し
も
外
部
に
實
現
せ
る
象
徴
の
み
に
非
ず
し
て
且
つ
主

観
的
関
係
に
就
て
主
観
的

判
定
に
基
く
も
の
少
か
ら
さ
る
が
故
に
、
動
も
す
れ
ば
濫
用
に
傾
く
の
弊
あ
る
を
免
か
れ
ざ
る
は
自
然
の
理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

な
り
。
濫
用
豫
防

の
立
法
的
規
定
あ
る
を
必
要
と
す
る
所
以
に
し
て
、
之
を
指
し
て
貧
民
の
取
締

〔及
び
貧
民
警
察
〕
と
稱
す

獨
乙
刑
法
に
於
け
る
貧
民
取
締

の
規
定

 
刑
法
第

三
六

一
條

 
 
 
左

の
行
為
あ
る
も

の
は
六
週
間
以
下
の
拘
留
を
以
て
之
を
処
分
す

 
 
 

(
一
)
公
救
を
受
く
る
者
其
懶
惰
の
為
め
に
公
署
よ
り
命
令
せ
ら
れ
た
る
適
當
の
業
務
に
就
く
を
拒
み
た
る
と
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
 

(二
)
失
業

の
後
公
署
よ
り
定
め
ら
れ
た
る
期
間
内
に
他
の
生
業

〔業
務
〕
を
求
め
ず
且

つ
相
當
の
努
力
を
試
み
た
る
に
拘
は

 
 
 
 
 
ら
ず
正
業
を
求
む
る
能
は
ざ
る
事
情
を
証
明
し
得
さ
る
と
き

 
 
 

(三
)
賭
博
飲
酒

又
は
遊
惰
に
耽
け
る
が
為
め
に
生
計
に
苦
み
且

つ
其
家
族
を
窮
境
に
陥
れ
た
る
が
為
め
に
公
署
の
助
力
に
依

 
 
 
 
 
り
他

の
救
濟
を
受
く
る
の
必
要
に
至
ら
し
め
た
る
と
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
 

(四
)
浮
浪
者
と
し
て
各
地
を
漂
泊

〔漂
浮
〕
し
又
は
乞
食
す
る
と
き
或
は
児
童
を
乞
食
に
出
し
又
は
誘
導
す
る
と
き
。
本
人

 
 
 
 
 

の
権
力
内
に
属
す
る
家
族
の
乞
食
を
な
す
を
禁
止
せ
さ
る
と
き

該
當
の
処
分
を
受
け
た
る
も

の
は

一
定

の
期
間
、
其
體
力
及
ひ
技
能
に
相
應
す
る
業
務
に
就
く
こ
と
を
強
制
せ
し
め
ら
る
も
の
と
す
。

尚
ほ
受
刑
終
了
の
後
地
方
警
察
官
署
の
取
締
に
付
せ
ら
る

・
こ
と
あ
る
べ
し
。
此
言
渡
を
受
け
た
る
者
に
は
警
察
署
に
於
て
二
年
以
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

労
役
塲
に
留
置
し
て
就
業

を
強
制
し
、
又
は

一
定
の
公
共
的
労
働

〔業
務
〕
に
就
か
し
む
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。
貧
民
取
締
に
関

す
る
頗
る
厳
重
な
る
規
定

あ
る
も
多
年

の
實
験
上
、
豫
期

の
効
果
を
見
る
能

ハ
さ
る
の
事
實
あ
り
。
畢
竟
す
る
に
取
締
も
警
察
も
廣
き

意
義
に
於
け
る
救
濟
の

一
部
分
な
り
。
形
式
に
拘
泥
す
る
を
避
け
個
人
的
に
適
當
す
る
措
置
を
講
ず
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
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⑤

注(
1
)
 

目
次

の
箇
所

に
は
、

 

 
ト
ル
と

し
て
は

一
度

は
名
乗
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、

(
2
)
 

本
文

で
は
第

一
章
は

(3
) 

本
文

で
は
第

二
章

は

(4
) 

本
文

で
は
第

四
章

は

警
察
の
為

す
所
此
に
出
つ
る
能

ハ
ず
、
千
編

一
律
の
形
式
に
囚
は
れ
て
利
用
の
宜
し
き
を
誤
ま
る
こ
と
失
敗
の
原
因
な
り

裁
判
官
も
ま
た
形
式
の
審
査
を
な
し
て
形
式
の
判
決
を
な
す
に
過
ぎ
ず
。
真
正
の
窮
民
と
虚
飾
の
惰
民
と
を
識
別
す
る
能
ハ
ず
。
彼
れ

の
眼
中
の
社
會
的
知
識
な
し
、
況
ん
や
社
會
政
策
を
や
。
如
何
に
能
く
個
人
的
適
當
な
る
判
決
を
下
す
こ
と
を
得
ん
や

 
 
U
霧

①『び
Φ詳
ωωOげ
①信
Φ
H目
集
く
置
ξ
ヨ

一ω一
Φ一口
勺
曽N鋤ω騨

画
Φ『
Ω
ΦωΦ=
ωOげ
臥
け

浮
浪
者
取
締
法
の
根
本
的
改
正
の
必
要

公
救
を
受

く
る
も
の
の
選
挙
権
喪
失
 
救
濟
を
罪
悪
な
り
と
認
む
る
に
同
じ
き
不
法
措
置
な
り
 
救
濟

の
本
旨
に
反
す
る
も
甚
し

貧
民
の
生
活
状
態
の
調
査
権
も
ま
た
同
様
な
る
取
締
法
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(81
)

扶
養
義
務

の
勵
行
 
他
に
扶
養
す
べ
き
親
族
な
き
塲
合
に
始
め
て
他
の
救
濟
を
加
ふ
べ
し
 
民
法
扶
養
義
務
の
規
定

 
 

こ
の
文
字

「救
貧
要
論
」
は
書
き
記
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
こ
こ
に
救
貧
要
論
と
記
し
た
の
は
そ
の
意
味
で
紛
ら
わ
し
い
が
、
原
文
の
タ
イ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
に
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

 
 

「濟
貧
の
歴
史
」
で
あ
る
。

 
 

「窮
民
の
意
義
、
實
體
及
び
範
囲
」
で
あ
る
。

 
 

「〔私
的
救
濟
〕
宗
教
的
及
び
有
志
的
私
営
救
貧
事
業
」
で
あ
る
。
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(
5
) 

本
文

で
は
第
六
章
は

「
〔社
會
的
〕
救
濟
事
業

に
對
す
る
社
會
的
立
法

の
影
響
」

で
あ
る
。

(
6
) 

本
文

で
は
こ
の
欸

の
と

こ
ろ
に

「節
」

の
文
字
が
用

い
ら
れ
、
第

一
節
、
第

二
節
と
な

っ
て
い
る
。

(7
) 

本
文

で
は
第
十
章

は

「家
政

の
不
原
理
」

で
あ

る
。

(8
) 

本
文

で
は
こ
こ
は

「第

二
節
 
直
接
的
救
貧
法
」

で
あ

る
。

(9
) 

本
文

で
は
第
十

一
章

は

「収
容
的
救
貧
」

で
あ

る
。

(10
) 

こ
の

「救
濟
と
文
明
」
以
上
、
小
見

出
し
と
し
て
原
稿

用
紙
上
部
余
白

に
記
さ

れ
た
文
言

は
、
黒

イ
ン
ク
で
書

か
れ
て

い
る
。

ま
た

こ
の
注

(
10
)
の
下
方
の

「汎
論
」

 

 
の
二
文
字
も
黒

イ
ン
ク
で
あ

る
。
本
文
第

一
章
、
第

二
章

の
本
文
は
解
題

・
凡
例

の
個
所

で
す

で
に
言
及
し
た
通
り
、
ブ

ル
ー
ブ

ラ

ッ
ク

の
イ

ン
ク
が
使

わ
れ
て

い
た
。

 

 
小
見
出

し
は
明
ら

か
に
、
目
次
と
同
様

に
、
本
文
執
筆
と
は
別

に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

(11
) 

こ
の
下
部

の
余
白

に
次

の
書
き
込

み
が
あ

る
。

「孟
子
答
梁
惠
王

日
何

必
日
利
亦
有

仁
義
而
已
矣

。
其
裏
面

に
は
即
ち
王
者

の
為

す
所

は
利
に
傾
く

の
弊
あ

る
と
論
破

 

 
せ
ら
る
也
」
。

(12
)
 

こ
の
箇
所

に

×
印

が
あ
り
、
上
部
余
白

の
同
じ

×
印

の
所

に

ぎ

島
①
昌

U
貯
諺
け
α
2

ζ
Φ
⇒
ω筈

Φ
⇒
げ
①
詳
と
あ
る
。

(13
)
 

こ
の
右

の
余
白

に

「前

の
二
條
件

よ
り
す

る
の
當
然

の
結
論
と
し

て
濫
施
を
戒
む
」
と
あ
る
。

(14
)
 

こ
の
右

の
余
白

に

Qっ
①
ぎ
①
Ω
Φ
匹
昌

①
の
Φ
5
①
〉
き
臨
叶霞

と
あ
る
。

(15
)
 

こ
の
左

の
余
白

に
赤

イ
ン
ク
で
次

の
書
込

み
が
あ

る
。

「救
濟
は
宗
教

の
生
命
な
り
、
獨
り
基
督
教

の
み
な
ら

ん
や
」
。
以
下
判
読
不
能
。

(16
) 

こ
こ
に
注
と
明
記
さ

れ
て
次

の

一
節

が
記
さ
れ

て
い
る
。

「
(注
)
當
時
基
督
教
寺
院
に
集
積
せ
ら
れ
た

る
奉
財

ハ
多
く
救
貧

の
業

二
充
て
ら
れ
、
貧
者

に
對

す
る
施
與

 

 
は
寺
院
行
務

の
主
位

に
置

か
れ
た
り
。
寺
院

の
収
入
を

四
分
し
ビ

シ
ヨ
ツ
プ

の
用
、
役
僧

の
用
、
寺
院
堂
宇

の
用

の
外
は
救
貧
」
。

(17
)
 

こ
の

「然

か
も
」

か
ら
の
四
行
分
、

「権
集
的
救
濟
な
り
」
ま

で
の
個
所
は
黒

イ
ン
ク

で
、
か

つ

一
行

お
き

に
で
は
な
く
詰
め

て
書

か
れ

て
い
る
。
ま
た

こ
の
段
落

の

 

 
左

に
は
原
稿

用
紙

六
行
分

の
余
白
あ
り
。

(18
)
 

こ

の
×
印

の
下
部

の
余
白

に
次

の
書
込

み
が
あ

る
。

「我
施
無
量
劫
為
大
施
主
普
濟
誓
貧
苦
誓
不
滅
正
覺
」
。、

(19
) 

こ

の
矢
印

で

「見

よ
」

と
指
示

し
て

い
る
の
は
、
本
稿
六
行

ほ
ど
先

の

×
印

(注

22
)

の
箇
所

の
こ
と

で
あ

ろ
う
。

(20
) 

こ

の
原
稿

用
紙
上
部
余
白

か
ら
下
部

に
か
け

て
、
さ
ら

に
次

の
よ
う
な
書
込

み
が
あ

る
。

「
『飢

へ
た

る
も

の
に
食
を
與

へ
宿
な
き
旅
す
る
も

の
に
宿
を
與
ふ
』
の
害
用
」
。

 

 

「
神
社
佛

閣
に
乞
食

の
群
集
」
。
「
回
教
信
者

は

ζ
Φ
算

p
冨
奮

叶
ご
器

守

蠢
臼
の
α
奠

ゆ
①
巳
奠

..」
。

「
『憐
れ
な

る
者

の
祈
り
』
が
最
も
効
験
あ
り
」
。
「
十
六
世
紀
に
於
け

 

 
る
土
耳
古

、
病
人
が
罪

囚
に
喜
捨
を

な
す
」
。

(
21
) 

こ

の
段
落

の
原
稿

用
紙
下
部

に
糊
付

け
さ
れ
た
便
箋

(小
豆
色

の
罫
線
)
に
次

の
よ
う

な
内
容

が
記

さ
れ

て

い
る
。

「
ク
ル
ス

ハ
ウ
ゼ
ン

『乞
丐

制
度

の
沿
革
』

に
猶

 

 
太

教
及
基
督

教
初
代

の
施

与
事
業
を

以
て
後
世

に
於

て
發
達

せ
る
博
愛
的

理
想

よ
り
出
つ

る
に
非
す

し
て
寧

ろ

『罪
業

に
對
す

る
罪
滅

し
』
な

る
に
過
ぎ
ず
と
せ
り
。

/
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米
国

の
社
會
学
者

リ
ル
ー
カ
ル
は
古
代

に
於
け

る
慈
恤
事
業

を
評

し
て

『是

れ
賢
人

ら
相
集
り

て
自
己

の
善
報
を
得

ん
と
す

る
の
方

便
に
過
ぎ
ず
』
云

々
。
/
井

上
 
求

 

報
主
義

の
救
濟
事
業

」
。
ま
た
、
原
稿

用
紙
と

し
て
は

同
じ

一
枚

の
下
部
で
、
正
確

に
は
次

の
段
落

の
二
、
三
行

目

の
辺
り

に
、
も
う

一
枚

の
便
箋

が
糊
付
け
さ
れ

て

い

 
 
て
、
次

の
よ
う
な
内

容
で
あ
る
。
「
プ
ラ
ト
ー

の
懶
惰

の
譬
喩
篇

 
貧
民
と
罪

人
と

を
均

し
く
之
を
懶
惰

に
比
せ

り
。

/
希

臘

の
得
家

(プ

ラ
ト
ー

の
同
時
代
)

は
食

を

 

逐

れ
て
人

の
哀
を
乞
は
ん
よ
り

ハ
寧

し
ろ
死
す

る

に
如

か
ず
。
/

ア
リ

ス
ト

ー
ト
ル
 
救

濟
事

業
は
篩

に
水
を
注
ぐ

に
似
た
り
。
」
な

お
、

こ

の
便

箋

に
は
大
正
何
年

何

 

月
と

い
う
日
付
を
記
入
す
る
欄
が
あ

る
。

(22
) 

こ
の
×
印

の
下
部

の
余

白
に
次
の
書
込

み
が
あ
る
。
「
如
來
所
以
出
現
於
世
正
為
此
窮

厄
無
護
者
耳
 
佛
言

人
若
欲
供
養
我
者
應
先

供
養
病
人

」
。

(23
) 

本
文
は

「
過
き
さ
る

の
み
な
ら
ず

」
と
あ
る
が
、
こ

の
箇
所
に

「
過
き
す
、
而
し
て
」

と
続

く
後
筆
併
記

の
文
章

が
余
白

に
あ
る
。
本
来
本

文
中
に
掲
げ

る
べ
き

と
こ

 
 
ろ
だ

が
、

こ
こ
に
記
す
。
す
な
わ
ち
、
「
其
浮
浪
者

の
害
毒
を
最
も
甚

し
く

受
け
た

る

ハ
都
會

地
な
り
。
是

に
於

て
か
都
會
を

し

て
宗
教

の
手

を
離
れ

て
、
自
ら
救
濟

の

 

事

に
挺
身
す
る

の
必
要
を
認
め
し
む

」
。

(24
) 

こ
の
脇
に

零
o
け
ωω
δ
昌
巴

げ
Φ
ひq
ひq
9
亳

と
も
記
さ
れ

て
い
る
。

(25
) 

こ
の
段
落

の
上
方
余
白
か
ら
始
ま

り
、
左
側

の
余
白

を
通

っ
て
、
次

の
段
落

の
行

間
に
、
最

初
は
黒

、
次

に
赤

の
イ
ン
ク
で
な
さ
れ

る
長

目

の
書
込

み
が
あ
る
。
判
読

 

困
難

の
箇
所
も
多

い
が
、
記
す
。
「宗

教
革
命

の
影
響

 
新
教
国
に
於

て
は
寺

院
よ
り
政
治
團
體

二
移
管
す

る
こ
と

・
な
れ
り

。
其

結
果
立
法

を
以
て
す

る
救
濟
制
度

の

 

定

メ
ル
ヤ

ウ
ニ
な

つ
た
る
も
、
財
源

ハ
租

税
ヲ
以

テ
ス
ル

ニ
至

ラ
ズ
、
最
初

ハ
任
意

的
寄
附
金

ヲ
集

め

(強
制
寄
附
)
、
半
公

式
に
處
理
。
或

ハ
出
金
者

の
名
を
表

示
す

 
 
る
と

か
或
は
正
當

の
理
由
な
く
し
て
此
金
を
拒

む
者
に
干
渉

ヲ
試
む
る
等

の
手
段
を
取
れ
り
。

次

二
租

税

ヲ
制

限
的

二
例

ヘ
バ
奢
侈
物
、
諸
興

行
物
、
舞
踏
、
芝
居
、
花

 

火

、
地
方

二
依

つ
て
ハ
骨
脾
税

ヲ
以

て
孤
児
院
ノ
經
費

二
充

テ
タ

ル
例

モ
あ
り
。
大
髏

二
於
て
入
る
を

計
て
出

つ
る
を
制

す
る

の
主
義

た
り
。
餘
れ
る
も

の

ハ
乞
食
貧

状

 

或

ハ
境
外
駆
逐
更
に
進
ん

で
立
法

の
基
礎

の
下
で
出
つ
る
計

て
入
る
を
制
す
。
財
源
を
無

制
限
的
に
納

税
に
求

む
こ
と

・
な
れ
り
。
最
も
早
く

且

つ
最
も
盛

ん
に
此

の
公

 
 
的
救
貧
法
を
勵
行
し
た

る

ハ
英
國
な
り
。
其
理
由

、
労
働
者

の
自
由

と
寺
領

地
の
没
収
、
英
國
民

の
九
分

ハ
公
貧
者
な
り
。
ア
ダ
ム

ス
ミ

ス
冨
國
論

、

マ
ル
サ

ス
人
口
論
」
。

(26
) 

こ
の
箇
所
に

「
省
く
」
と
注
記
あ
り
。
こ
こ
か
ら
お
そ
ら
く
こ

の
段
落

の
終
わ
る
所
即

ち

「
現
行

の
普
國
濟
貧
制
度

即
ち
是
な
り
」
ま

で
の
こ
と
を
指
し

て

い
る
と
思

 
 
わ

れ
る
。

(27
) 

こ
の
段
落

の
下
部

に

「
井
上
 
近
世

の
救
濟

制
度
」
と
銘
打
た
れ
た
文
章
が
便
箋

に
記

さ
れ
、
糊
付

け
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
便

箋
は
注

(
21
)
と
同

じ
も

の
で
、
大
正

 

何
年
何
月
と

い
う
日
付
を
記
入
す
る
欄
が
あ
る
も

の
が
使

用
さ
れ

て
い
る
。

「井
上
 
近
世

の
救

濟
制
度
 
 
近

世

の
救
濟
事
業

は
實

に
公
共

的
理
想

の
時
期
を
達

成
せ

 

り
。
茲
に
公
共
的
と
云
ふ
所
以
は
、
其
事

業
の
理
想
に
於

て

一
般
公
共

の
福
祉
を
増

進
す

る
の
旨
趣
を
包
含

せ
る
を
以
て
な
り
。
即
ち
近
世

に
於
け
る
事
業

の
根
基

は
公

 

益
増
進

の
理
想

に
淵
源
す
。
故
に
古
代

に
於
け
る
個
人
的

の
理
想
と
正

に
相
反
せ
り
。
又
近
世

の
救
濟

事
業

は
民

生
を
基
と
せ

る
社

會
的

の
問
題

た
り
。
故
に
中
古

(往

 

古

)
神
意
を
本
と
す

る
宗
教
的

の
問
題
と
は
自

ら
其

の
實
體
を
異

に
せ
り
。
此
く

の
如
く
に
し

て
古
來

の
因
襲
に
成
れ
る
消
極
的

の
施
與
的
救

貧
制
度
を

一
変

し
新
に
積

 
 
極

の
福
利
的
社
會
制
度
を
發
生
し
た

る
は
蓋
し
新
經
濟
学
派

の
功
績
と
稱
せ
さ

る
を
得
ず

。
次

で
近
世
紀
に
於
け
る
社
會
的
理
説

の
新

興
せ
る
あ
り
。
近

世
に
於

け
る
救
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濟
制
度
は
之
れ
に
依

つ
て
益

々
其
特
色
を
具
ふ

る
に
至
れ
り
云

々
」
。

(28
) 

こ
の
右

の
余
白

に
次

の
書
込
み
が
あ
る
。
「
公
費
救
助

に
安

ん
じ
て
益

々
堕
風
を
助
長

す
る

こ
と
を
免

か
れ
ず
。
英

國
最
も
甚

し
。
非
慈
善

論

の
勃
興
。

ア
ダ
ム
ス
ミ

 
 
ス
國
冨
論
。

マ
ル
サ

ス
人
口
論
。
人
口
濫
殖

の
風
を
搖
が
す
」
。
ま

た
、
こ
の
書
込
み

の
上
方

の
余

白
で
、
小
見
出
し
が
記
さ

れ
る
部
分

に
次

の
書
込
み
が
あ
る
。
「
○
≦
Φ
昌

 
 

，.Z
Φ
≦
-日
o
邑

尋

..●

吾
人

は
昔

日
の
私
慾

界
と
今

日

の
道
義

界
と

の
ル
ビ

コ
ン
を
渡
り
た
り
。
今
日
は
正
義
公
道

に
量

て
人
世
を
解
決

せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
」

(29
) 

こ
の
叙
述
箇
所

の
下
部
に
、
便
箋
に
記
さ
れ
、
糊
付
け
さ
れ
た
注
記

が
あ

る
。
「道
義

的
救
濟
は
政
治

法
令

の
力

に
頼
ら

す
専
ら
共
同
自
助

の
方
法
に
之
れ
を
求

め
ん

 
 
と
す
る
は
彼
れ

の
主
眼
と
す
る
所
な
り
。
 

キ

ン
グ
ス
レ
ー
 

モ
ー
リ

ス
の
主
唱
せ
る

『基
督

教
的
社
會
主
義
』

/
實

地

の
社
會
的
事
業

に
依

つ
て
博
く
黎
民
塗
炭

の
苦

 
 
を
救
國
を
以

て
教
旨

の
主
義

の
明
か
に
せ
ん

こ
と
を
期
せ
り
。
/

マ
キ

ス
、
ミ

ユ
ラ
ー
ル
の
件

其
博
愛
事
業

の
為
め
に
奔
走
す
る

こ
と
檻
中

に
於
け
る
獅
子

の
如
く

然

 
 
り
。
其
雄
傑
な
る
道

心
は
全
社
會

を
…
爛
蔓
た
る
楽
土
た
ら
し
む
る
ま
で
に
常
に
踴
躍
却
伏

し
て
次
第
も
静
止

す
る
事

な
し
云

々
」
。

(
30
) 

こ
こ
で
原
稿
用
紙
三
行
分
を
残
し
、
新
し

い
原
稿
用
紙
に
次
章
が
書

き
始
め
ら
れ
る
。

(
31
) 

赤
イ

ン
ク
で
の
傍
線

。

(
32
) 

こ
の

「
善
根
貧
衰

の
運
命

」

の
箇
所

に
赤

イ

ン
ク
で
大
き
な
鍵
括
弧

が
付

け
ら
れ
、
そ

こ
か
ら
三
行
後

の

「憐

れ
む

へ
き
窮
民
な
り
」

に
同
じ
赤

イ

ン
ク

の
鍵
括
弧

が

 
 
付
け
ら
れ
、

一
括

り
に
さ
れ
て

い
る
。
そ

の
中
間
部
分
に
あ
る

〔所
謂
首

の
回
ら
ぬ
悲
境
〕
は
同
じ
赤
イ

ン
ク
で
後
筆
併

記
さ
れ
た
部
分
で
あ

る
。

(
33
) 

赤
イ

ン
ク
で
の
傍
線

。
こ
の
近

辺

の
傍
線

は
す

べ
て
同
じ
。

(
34
) 

?
印
は
数

ヶ
所

で
見

ら
れ
る
が
、
小

河
に
よ
る
原
稿

の
推
敲
が
二
段

階
で
あ

っ
た

こ
と
、

つ
ま
り
加
筆
訂
正
を
行

な

っ
た
時
と
?
印
を
付
け
る
だ

け
の
時
と
が
あ

っ
た

、

 
 
と

い
う
こ
と
を
意
味
す

る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
?
印

に
は
、
何

か
自
分
自
身
を
突
き
放
し
た
小
河
が
感
じ
ら

れ
る
。

(
35
) 

こ

の
記
述
は
右

の
統
計

の
数
値

に
誤

り
が
な

い
限
り
、
誤
解

で
あ

ろ
う
。

(
36
) 

こ

の
左
脇

に

「教
育

、
疾
病

の
病
院
l

S

43

の
表
」

と
書
き
込

み
が
あ

る
。
文
意
が
飲
み
込
め
な

い
が
、

「
S

43
の
表
」

と
は
原
文
四
三

ぺ
ー
ジ

の
表

と

い
う

こ
と

で
、

 
 
バ

ロ
ー
ド
に
よ
る
人

口
統
計

の
こ
と
を
指

し
て

い
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

(
37
) 

こ

の
段
落

の
原
稿
用

紙
下
部

に
糊
付

け
さ
れ
た
便
箋

に
次

の
よ
う
な
内
容

が
記
さ
れ

て
い
る
。

「貧
民
推
薦
す

る
者

よ
り
選
挙

し
名
誉
職
と
す
。
喜

ん
で
受
任
す
。
∪
貯

 
 
旨
ω嘗
鼻

口
8

α
奠

℃
自
£

巽

σ
Φ
N
Φ
凶o
げ
器

辞
巴
ω
ユ
Φ
お
昌

〉
亀
ひq
9
Φ
”
.、ヨ
謬

≦
○
巨
≦
亀
2

号
ヨ

団
Φ
旨
Φ
づ
⊆
昌
O

「
『窪

昌
自

9

冨
詳

氈
①
国
暮
Φ
傷
奠

〉
『
ヨ
9

鬯

ま
同
窪
・

 
 

巨

叶
国
岳
ωけ
α
g

巨

げ
臼
Φ
。
耳
一ひq
8
⇒

〉
霧
只
g
ぴ

N
霞
9
ぐ

⊆
≦
謗

2

〔し

α
霞
魯

ω
o
焦
ひq
〕
h似三
〇q
Φ
牢
ま
信
躍

量
ω
ζ
①
ωω
9
『
3
暑

①
巳
お
2

d
葺
奠
ω
慈
けN
§

ぴ煢

鬯

 
 

φ
巳

魯

⊆
&

N
信
く
奠
三
邑

①
蕁
鴇
住
p
ω。・
傷
霞
o
ず
oq
Φ≦
警
『
9

>
巨

o
ωΦ
昌

ζ
諺
ω碍
(Φq
)
穹

⑦q
巨

α
○。
詳
け①
巳
o
ω碍
冨

騨

ゆ自
臥
α
乙
①
詳

毛
Φ乙
Φ
⇒
..
(カ

ッ
コ
の
中
は
小
野
補

。)

 
 

/
…
前

7
%
 
後
半

4
%
以
下
/
…
費

五
〇
%
減
少

の
公
貧
者
四
千
人

～

一
四
六

〇
人

に
減
少
 
乞
食
皆
無
/
此
制
度

ヲ
採

用
し
た
る
各
地

に
て
著

る
し
く
人
員
と
費
用

 
 

ヲ
減
せ
り
」
。

(
38
) 

こ
の
右

脇
に

×
印

が
あ
り
、
上
方
余
白

に
同
じ

×
印

が
あ

っ
て

(じd
Φ
N
貯
冩

)
と
記
さ
れ
て

い
る
。

一86(37)一



小河滋次郎の救貧要論

(
39
) 

こ
の
箇
所
、

つ
ま
り
原
文

の
五
二
～
五
三

ペ
ー
ジ

の
間

に
、
原
稿

用
紙
に
糊
付
け
さ
れ
て

い
た
も

の
と

は
別
種

の
便

箋

(藍
色

の
罫
線
)
が

四
枚

挟
み
込
ま
れ

て

い
る
。

 
 
こ
の
第
三
章
に
関
す
る
記
述
で
は
な
く
、
凡
例

・
解
題

の
箇
所
に
記
し
た
よ
う
に
第

一
章

、
第

二
章

の
レ
ジ

ュ
メ
で
あ
り
、
本
来
こ

の
と

こ
ろ
で
注
と
し

て
掲
げ

る
べ
き

 
 
も

の
で
は
な

い
が
、
こ
こ
に
置
か
れ

て
い
た

の
で
こ
こ
で
掲
載
す

る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
使

用
さ
れ
て

い
る
便
箋

は

「
救
濟
事
業
研
究
會

用
箋
」
と

ヘ
ッ
ド
ラ
イ

ン
の

 
 
あ

る
も

の
で
、
右
脇

に
は
大
正
何
年
何
月
と
日
付
を
記
入

す
る
欄
を
備
え

て

い
る
も

の
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、

「救
濟

と
文
明
/
開
化

せ
る
羅
馬
時
代

の
蛮

風
 
老

人
遺

 
 
棄

の
風
あ
り
と
せ
ば
其
は
後
世

の
こ
と
に
し

て
古
代
は
寧

ろ
人
情

敦
篤
た
り
し
を
疑

は
ず

 
本
能
的
救
濟

/
古
代

の
救

濟
は
求
報
主
義

の
救
濟

な
り
と
云

ふ
井
上
氏

の
説

 
 

(1
)
本
能
的
が
漸
次
人
工
的
理
性
的
に
進
化
す
る
に
至

る
。
本
能

主
義

の
絶
對
的
な
る
に
反

し
て
人

工
主
義

の
救
濟

は
相
関
的
也

/
希
臘

史
 
ペ
シ

ス
ト

ラ
ト

ー
ス
又

 
 
は
ソ
ロ
ン
の
時
代
に
は
既
に
政
治
的
救
濟

の
稍

々
備
は
れ

る
も

の
あ
る
を
見
る
 

軍
人
遺
族

(2
) 

貧
民

優
待

 
民
主

々
義

の
政
體

ヲ
行

フ

ニ
至

テ
益

々
甚

シ
キ

ヲ
加

 
 

フ
/
冨
と

犯
罪

(
2

a
)
/
 
シ
ヤ

ル
ミ
ー

デ
ス
の
述
懐
談
/

ア
リ

ス
ト
ー

テ
レ

ス
 

デ
モ
ス
テ
ー
ネ

ス
の
痛
評
/
羅
馬
時
代
 
貧
民

ノ
勢
力

ヲ
憚

カ
ル
ガ
為
メ
ナ
リ

 
 
累
代

ノ
帝

王
即
位
式

二
金
円

ヲ
頒

ツ
ヲ
例
ト

ス
 

之

ヲ
政
治
的
救

濟
中
ノ
政
略
的
又

ハ
権
道
的
救
濟

と
名
く

/
王
道
的
/
孟
子
…
東
洋
先
王
發

政
先
四
民
無
告
之
者
視

民

 
 
如
傷
/
基
督
教
徒

の
信
ず
る
真
義

の
救
濟
 
博
愛
主
義
宗
教
的

の
救
濟
と
基
督
教
/
博
愛
的
救
濟

の
基
礎
観

念
 

四
則
/
基
督
教

の
勃

興
と
救
濟
事
業

の
發
展
/
賑
恤

ヲ

 
 
寺
院

の
主
務
と
す
/
寺
院
収
入

の
四
分
/
基
督
教

の
勢
力
擴
大
 

勢
力
維
持
と
虚
栄
慾

の
充
實

の
為

メ

ニ
資

金

の
要
求
/
施
與
は
す

べ
て

の
罪
業
を
消
滅

す
/
迷
信

の
鼓

 
 
吹
 
方
便

の
利
用
/
貧
民
を
囮
と
す
 
施
せ
ば
可
な
り
 
濫
施
を
來
た
す
所
以
な
り
/
寺

院
は
救
濟

の
中
心

た
る
と
共
に
貧

民

の
醸
造
所
也
/
神
社
佛

閣
/
家
庭
式

と
集

 
 
会
式
/
寺

院
の
經
営
掃
溜
/
貧
民

の
激
増
 
兵
乱
 
 
(
3
)
/
其

弊
を
蒙
る
も

の
ハ
寺
院
よ
り

都
市
 
事
業

的
乞
食

團
/
高
壓
的
参

集
的
救
濟
 
乞
食
禁

止
主
義

/
地
方

 
 
的

/

(4
)
如
何
に
し

て
都
市
に
移
り
た
る

や
/
國
家
的
救
濟
 
寺
院

の
手
よ
り
都
市
に
移
り

 
都
市

よ
り
國
家

に
移
る
/
英
國
が
之
れ
か
魁
を
な
せ
り
」
。

(40
) 

こ
の
下

部
に
糊
付
け
さ
れ
た
便
箋

(小
豆
色

の
罫
線
)

に
次

の
統
計

が
記
さ

れ
て

い
る
。
「
英
國
 

一
九

〇
五
年

 
救

貧
費
千

六
百
万
磅
 
受
救
者

九
十
弍
萬

人
/
佛

 
 
國
 

一
九

〇
四
年
地
方
救
濟
事
務
局
四
千
六
百
万
法
 
児
童
救
濟

費
三
千

一
百
万
 
病
院
療
育

費

一
億
五
千
七
百
万
 
合
計

二
億

三
千
四
百
万

/

一
八
九
〇
年
 

二
億
二

 
 
千
二
百

二
十
万

/

一
八
九
五
年

 
二
億

二
千
六
百
六
十
万

/

一
九
〇
〇
年

 
二
、
五
千
五
百
六
十
万
/

一
九
〇
五
年

 
二
、
九
千

九
十
万
/

一
九
〇
九
年

 
三
億
九

千

二

 
 
百
九
十
万

/
我
國
 
公
貧
受
救
者
三
萬
人
 
公
費
四
十
萬
円
内
外
を
過
ぎ
ず
 
是
と
泰
西
諸
國
を
比
し
て
雲
壌

の
差
あ
る
を
見
る
は
亦

以
て
宇

内
に
於
け

る
無
比

の

一
大

 
 
慶
事
と
謂

は
さ

る
を
得
ざ
り
云

々
」
。

(
41
) 

こ
の
段

落
の
下
部

に
糊
付
け
さ
れ
た
便
箋

(小
豆
色

の
罫
線
)
に
次

の
注
記
が
あ

る
。

=

人

の
人
格

に
て
高
徳

知
識
た

る
と
熟
練

な
る
救

濟
者
た

る
を
兼

ぬ
る
と
は

 
 
至
難
な
り

。
卓

絶
し
た

る
人

な
れ

ば
極

少
な

り
。 

∪
δ

霜
①
犀
ω
富
巳

穹

ωω
Φ
島
巴
び
餌
奠

煢
Φ
F

冨

三
N
⊆
富
ぴq
①
無
①
ぼ

自
δ

朝

Φ謀

ご
口
Φ昏

⇔
ぎ

号

鬯
固
羅
げ
φ

(お
そ

 
 
ら
く
最
初

の
U
δ

耄
①
犀
は

U
δ

昏
零
『
Φ
の
間
違

い
で
あ

る

〔
小
野
注
〕
)

/
昔
し
は
宗
教

は
世
間
外

に
あ

り
今
は
世

間

の
中

に
宗

教
あ
り
。
宗
教
が
餘

り
に
救
濟

事
業

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(抹
消
)

 
 
に
深
入
り

す
る
と
き
は
終
止
す

る
の
虞
な
き
能

ハ
ず
。
格

別
な

る
貧
民
傳
道

〔救
濟
〕

の
こ
と
に
格
別

の
知
識
素
養
あ
る
も

の
を
熟
練

せ
し
め

ん
と
す

る
が
内
地

傳
道

の

 
 
理
想
な
り

/
ボ

ス
ト

ン
 
新
英
國

 
グ
ラ
ス
ゴ

ー

(H
)聾
く
一位
7
例①
ω
日
一けげ
一
〇Q
N
O
) 

ロ
ン
ド

ン

い
o
a

ω
匿
沖
①
ωσ
霞
く

(冨
。。
㎝
)
。

(
42
) 

こ
こ
に

×
印

が
あ
り
、
同
じ

×
印
が
上
部
余
白

に
あ

る
。
そ
こ

に
次

の
文
章
が
記
さ
れ

て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
≦
自
Φ
自

く
o
昌
勺
。。
三
⇔
.、煢
①
雪

貯
同
Φ
霞
①
勺
臣
。
巨

ε
け

一87(36)一



 

 

ωO

≦
①
鬥
傷
Φ
⇒

Φ
信
O
げ

Φ
げ
①
「

臼
Φ

〉
「]B
Φ
口

hΦ
三
Φ
戸

巴
ω

已
Φ

]≦
一叶ヰ
皀

N
¢
N

=
 
富
.
..

(
43
) 

こ

こ

に

×

×
印

が
あ

り

、

同

じ

×

×
印

が

そ

の
右

余
白

に

あ

る

。

そ

こ

に

は

「
十

五

世

紀

工
i

ベ
ル

ン

ハ
ル

ド

」

と

あ

る

。

(
44
)
 

黒

イ

ン

ク

で

の
傍

線

。

(
45
) 

こ

の
左

に
原

稿

用

紙
七

行

分

の
空

欄

あ

り

。

(46
) 

こ

こ

で
文

章

は

中
断

し

て

い
る
。

(47
) 

こ

の
左

に

原
稿

用

紙
九

行

分

の
空

欄

あ

り

。

(
48
)
 

こ

の
右

下
方

に
次

の
書

込

み
が

あ

る
。

「小

石

川

区

櫻

木

町

六

 

地

文

館

」
。

(
49
)
 

こ

の
上

部

に
次

の
書

込

み
が

あ

る

。

「
U
①
日

bご
①
けユ
奠

鋤q
夛

注
仁

自
p。
ω

煢

器
の
Φ
N
冒

①
ぎ

Gっ
δ
げ
」

(
50
) 

こ

の
段

落

の
原

稿

用
紙

下

部

に
糊

付

け

さ

れ

た

便

箋

に

次

の
よ

う

な

内

容

が

記

さ

れ

て

い
る

。

「<
興
ω
彊

Φ
⇒

ζ

穹

o
津

窪

魯

団
①臣

⇒

ω9
戸

9

α

○
①
σ
Φ
⇒

一q。
叶
o
沖

 

 

く
臼

ユ
9

σ
o
P
 

/
施

さ

“
る

こ
と

の
反

て
救

濟

に
な

る

塲

合

の
少

か

ら

さ

る
と

共

に
、

屡

々
ま

た

施

す

こ

と

の
為

め

に

反

て
人

を

賊

す

る

の
結

果

を

見

る

に
至

る

こ

と

免

 

 

れ
ず

。
/

U
興

>
N
日
①
扈

臨
Φ
ひq
奠

ヨ
o
ω
ω

。。Φ
一σ
ω什
ぎ

飫
Φ

口
痔
9
昌

α
2

>
同
ヨ
Φ
⇒

ひq
①
財
Φ
戸

≦
一Φ
O
Φ
吾

o
=

oq
筈

Φ
戸

蕁

奠
毛
⇔
艮
9

ひq
Φ
げ
⑦
戸

<
o
同
己
巳

8

窪

鳥
嘆

毛

o
巨
富
辞

 

 

oq
Φ
げ
Φ
P

≦
Φ
口
づ
嘆

き

魯

昌
霞

自
一①
Φ
二
〇
〇q
①
澪

o
◎
Φ
『
≦
穹

幡
ωけΦ
諺

O
σ
穹

皀

①
び
9

0q
Φ
の
o
ゴ
ロ
傷
¢
畧
①
〉
『日
三

〈
O
p
住
2

≦
①
腎

穹

く
奠
ω
o
鼠

日
叶2

⊆
巨

興
ω
9

Φ
置
窪

芝
一=
..・＼

 

 

い
Φ
ぎ
算
ω
ヨ
昌
膩
Φ
ω

≧

ヨ
o
ω穹

oq
Φ
ぴ
窪

ひq
9

酵

2

它

鶚

蔚

筈

N
信

α
2

ω6
冨

自

o
房

け窪

閃
①
ヨ
Ω
穹

α
奠

〉
同ヨ
①
P
.、 

い
o
a

乞
8

<
Φ
。つ
」

.(
51
) 

こ

の
上

部

に
次

の
書

込

み

が

あ

る

。

「
Z
言
ぼ

岳
Φ

ω
嘱
巳

〔巳

8
ヨ
Φ

傷
①
ω

O
げ
巴
ω

∞q
痒

O
の

ぎ

奠
畧
奠

り
巨

①

N
=

σ
①蚕

8
b
諭
⇒
」
。

(
52
) 

こ

の

下

部

の
余

白

に

次

の
書

込

み

が
あ

る

。

「Gり
。
幕

。
耳
σ
〉
§

Φ
昌
。q
①
ω2
N
。q
①
宮

晨

⊆
巳

ひ煢
三

①
〉
§

①
⇒
<
Φ
「
≦
聾

篝

。q
〔ω
貯
巳

く
置

σ
Φ
ω
ω爬

①尻

Φq
三

Φ
Ω
Φ
ω
2
腿

Φ
げ
巨

o。

 

 

 

¢
昌
O
ω
o
巨
0
9

3

<
奠
を
巴
ε
コ
㎎
」
。

(
53
) 

こ

の
左

の
部

分

に
書

込

み

が

あ

る

が

、

判

読

不
能

で
あ

っ
た

。

(
54
) 

こ

の
段

落

の
原

稿

用

紙

下

部

に

か

つ
て

糊

付

け

さ

れ

て

い
た

跡

が

あ

り

、
今

日

原
稿

用

紙
本

体

か

ら
分

離

さ

れ

た
形

で

こ

の
箇

所

に
置

か

れ

て

い

る
便

箋

に

次

の

よ
う

 

 

な

内

容

が

記

さ

れ

て

い
.る

。

「Qっ
o
饋

Φ
①
げ
Φ
づ
ω
o
ω①
耳

毎
『
餞
o
Gっ
①
巴
ρ

畫

①
h畔

臼
①

口
①
σ
Φ
傷
①
「
>
Nヨ
①
P

O
げ
髯
詳
《
8

昏
①
ω
o
=
=

ω

9
Φ
。。
〇
三

〇
団
o
げ
穹
騨
ピ
 
救

濟

の

精

神

 

 

は

霊

の
救

濟

な

り

。

/

若

し

確
實

に
救

助

せ

ん

と

な

れ

ば

、
先

づ
彼

.れ

を
敬

愛

せ
ざ

る

べ

か

ら
ず

。

/
勞

働

を

與

ふ

る

こ
と
.は
即

ち

教

育

的

要

素

を

負

擔

す

。

自

営

自

食

 

 

の
観

念

を

發

揮

せ

し

む

」
。

ま

た

、

こ

の
段

落

の
上

部
余

白

部

分

に

は

次

の
書

込

み

が

あ

る
。

「○
α
鼠
昌
ひq
奠

bd
①
註

奠

霸

勺
h穹

三
qq
 

三
、

四

、

五
月

、
毎

月

三

〇

〇

内

外

。

 

 

ω
酢Φ
厳
匹
o
風
奠

 
晩

食

宿

泊

朝

食

 

六

月

乃
至

九

月

一
〇

五

人

」
。

(
55
) 

こ

の
上

部

余

白

に
次

の
書

込

み

が

あ

る

。

「
キ

ン
グ

ス

レ
ー
 

吾

人

の
業

は

或

る
面

事

改

る

・
と

雖

も

吾

人

の
心

は

必
ず

や

…

す

べ
か

ら

ず

。

吾

人

は

自

ら

利

す

る

の

 

 

心

あ

る

に
非

ず

。

ロ
ハ
一
に
自

ら

天

に

奉

ま

つ
る

あ

る

の
み

」
。

(
56
) 

こ

こ

に

×
印

が

あ

り

、

上

部

余

白

に

同

じ

×
印

が

あ

る

。

そ

こ

に

它
o
薯

窪

ユ
碍
Φ
ω
C
げ
巴

と

あ

る

。

一88(35)一



小河滋次郎の救貧要論

(
57
) 

こ

の
上
部
余
白

に
次

の
書
込
み

が
あ
る
。
「∪
⇔
ω
ω冒
位
○
Φ
ω窪

Φ
艮

ρ

島
①
<
o
コ
自
o
 

じ司
ヨ
O
鋏
躍

Φ
篝

冨

¢
日

9一ω
○
①。。
臼
①
鼻

Φヨ
嘗
巨

号

昌
≦
①
「
号
戸

①
ぎ

α
霧

国
耳
oq
甲

 
 
旨
巨

巳
9

叶
9

①
ヨ
q
似
6
匿

ひq
Φ
戸

8

傷

≦
o

σ
①
ぎ

Ω
Φ
9
昌
お
o
算

①
覦
2

岳
。
げ

象
①

藪
落

団
p
巳

巳
o
耳

≦
①
一ω
ρ

羮
器

a
Φ

お
筈

8

ε
け
」

(58
) 

こ
の
左

の
余
白
に
次

の
書
込
み
が
あ
る
。
「
窮
貧

ハ
給
與

二
費

シ
テ
貸
付

の
主
義
を

取
る
を
可
と
す
。
∪
奠

奠
ω8

肆

醇

・
α
奠

Φ
馘
①
日

ゆ
①
α
貯
匿
。q
Φ
昌
。q
Φ
ω魯

穹
霹

≦
跨
P

 
 
訂
①
弓

8

ヨ

い
0
9

ヨ

臼
Φ
団
蜂・
p
9

α
霞

9

匿
ω
巴
①
≦
①
箒

目
Φ
昌
0
9
Φ
p
臣
⇒
傷
ξ
o臣
巴
9

」
。

(
59
)

赤

鉛
筆
に
よ

る
傍
線
。
な
お
次

の
行

の
二
つ
の
傍
線
、
ま
た

次

の
段
落

の

一
行

目

の
傍
線

(療

疾
保
険
)
、
さ
ら

に
次

の
段
落

一
行
目

の
傍
線

(非
難
)
も
同

じ
赤

鉛

 
 
筆
に
よ
る
も

の
。

(
60
) 

こ

の

「
等
」

は
前

の

(
一
)
、

(
一.一)
、

(三
)
の
諸
事

項
を
受

け
て

い
る
。

な
お
、

(三
)

の
上
部
余

白
に
あ
る
?
印
は
黒
イ

ン
ク
に
よ
る
も

の
で
あ

る
。

(61
) 

こ

の
抹
消
箇
所

の
右
脇
に

「
ヲ

ナ
ス
モ
ノ
モ
ア
ル
」

と
書
込

み
が
あ

る
。

つ
ま

り
、
営

業
的
に
行

な
わ
れ
る
職
業
紹
介
も

あ
る
と

の
新

し

い
認

識
が
、
従
前

の

「職

業

 
 
的
に
非
ざ
る
職
業

の
紹
介
」
と

い
う
叙
述
を
妥
当

せ
ぬ
も

の
と

し
て
、

抹
消
す

る
に
至

っ
た
経
過
が
見
て
取
れ
る
わ
け

で
あ

る
。

(62
) 

こ
こ
に

×
印
が
あ
り
、
上
部
余

白
に
同
じ

×
印

が
あ
る
。
そ
こ
に

ひ煢
巨
魯
①

↓
①
ま

曁

8
Φ
α
奠

>
N
σ
Φ
一£
Φ
σ
奠

口
巳

〉
暑
Φ
一9
魯
白
奠

穹

α
奠

く
奠
芝
聾

§

ひq
と
あ

る
。

(63
) 

赤

鉛
筆
に
よ

る
傍
線
。
三
行
後

の
傍
線
も
同
じ
。

(64
) 

こ
こ
に

x
印
が
あ
り
、
上
部
余

白
に
同
じ

×
印

が
あ
る
。
そ
こ
に

>
8
①
ぽ

蒔
。
一8

一9

と
あ
る
』

(
65
) 

こ
こ
に
数
値

の
記
載

は
な
か

っ
た
。
.

(
66
) 

こ

の
上
部
余
白

に
赤
鉛
筆

で
三
重
丸
あ
り
。

(
67
) 

次

の
原
稿
用
紙
半
葉

一
二
行
分

の
空
欄
あ
り
。

(
68
) 

次
に
原
稿
用
紙

一
一
行
分

の
空
欄
あ
り
。

(
69
) 

赤

鉛
筆

に
よ

る
傍
線
。
以

下
の
傍
線
す

べ
て
同
じ
。

(
70
) 

こ
こ
に

×
印
が
あ
り
、
上
部
余

白
に
同
じ

×
印

が
あ
る
。
そ
こ
に

O
魯
霧
§

ひq
ω
び
①
§

。。肆

8
自
と
あ

る
。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

，

(
71
) 

こ

の
林
間
恢
復
院
と

い
う
用
語

の
あ
る
行

の
上
方
余
白

に
、
≦
巴
傷
①
葺
o
冨
晨
ω
ω
陣

8
⇒
の
書
込

み
が
あ

る
。

(
72
) 

こ
こ
に

×
印
が
あ
り
、
上
部
余

白
に
同
じ

×
印
が
あ
る
。
そ
こ
に

言

。q
①
巳

律
φ
。
お
ρ

団
Φ
hけ
心
.
首

}
①
筒
㎎

と
あ
る
。

(
73
) 

こ
こ
に

×
印

が
あ
り
、

こ
の
上
部
余
白
に
同
じ

×
印
が
あ
る
。
そ
こ
に

〉
憎
日
①
轟
吾
舞

筈
鍵

ω
と
あ
る
。
ま

た
こ
の
段

落

の
あ
と

に
は
原
稿
用
紙
七
行

分

の
空
欄

あ
り
。

(
74
) 

こ

の
右

の
余

白

に
次

の
書

込

み
が
あ

る
。

「傷
奠

⊂
げ
霞
。q
穹

ぴq
〈
o
コ
ひq
①
一脅

⇒
9
笏
a
冒
巨

ひq
鬯

Z
讐
⊆
邑

一穹

ω
o
o
津
p
o
o
げ
7
①
三
①
巴
ω
Φ
困ω
8

菊
Φ
8
『日

位
奠

〉
同日
Φ
ロ
包

Φ
ひq
①

 
 

く
3

d
⇒
評
ロ
⇒
α
碍
魯

⑪q
8
ユ
Φ
ωΦ
p
畫
同
ρ

(
75
) 

原
文

の

一

一
九
～

一
二
〇

ペ
ー
ジ

の
間
に

「
社
會

政
策
講
義

録
原
稿

用
紙
」
と

上
部
に
、
そ
し

て

「
財
団
法
人
協
調
會
」

と
下
部

に
印

刷
さ
れ
た
原
稿

用
紙
が

一
葉

挟

 
 
ま

っ
て
お
り
、
第

一
行
目

の
升
目

に

「
向

つ
て
相
當

の
職
業
を
」
の
九

文
字

が
ペ

ン
で
記
さ
れ
て

い
る
。
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(
76
) 

こ
の
上
部
余
白

に
次

の
書
込
み
が
あ

る
。
コ
爵

ゆq
雲
Φ
≧

N
8

は
不
可
欠

な
り
」
。

(
77
) 

次
に
原
稿
用
紙

一
九
行
分

の
空
欄
あ
り
。

(
78
) 

こ
こ
に

×
印

が
あ
り
、
上
部
余
白
に
同
じ

×
印
が
あ
る
。
そ
こ
に

ω
ぎ

ひq
ぎ

ひq
ω
注
蕁
○
饋
Φ
ωけΦ
臨
①
と
あ
る
。

(
79
) 

次

に
原
稿

用
紙
五
行

分

の
空
欄
あ
り
。

(
80
) 

次
に
原
稿

用
紙
二
〇
行
分

の
空
欄
あ
り
。

(
81
) 

こ

の
段
落

の
上
部
余
白

に
次

の
書

込

み
が
あ
る
。
「
Z
餌
魯

自
Φ
B

ゆq
Φ
oq
Φ
昌
≦
軌
博
膩
①
づ
幻
①。
耳
の
N
口
ω
富
昌
巳
蓉

臼
①
C
口
8
同
ω益
氤
§

oq
訌
蒔
肓
げ

しU
Φ
鳥
母
坤
戯
奠

屏
Φ
冒
Φ
①
昌
阜

 
 
¢q
璋

碍
①
煢
○
包
臼
貢

q
奠

d
畧
o
『
ω葛
氤
8

冖2

N
ξ

申

斡
簿
8巨

ひq
<
臼
O
臣
9

9
戸
ω
o
σ
巴
O
ω
Φ
ぎ
Φ
ひq
①
げ
Φ
ω
ω臼
9
p
<
①
}
似
ぎ

冨

Φ
匹
Φ
ω
①
二
p
魯

Φ
P

ま

た
、
段
落

か
ら

原
稿

用

 
 
紙

一
七
行
分

の
空
欄
が
あ
り
、
そ

の
次

の
新
し

い
ペ
ー
ジ

に
移

る
が
、
そ
こ
に
は
原
稿

用
紙
半
葉

に
亘
り
注

が
記
さ
れ

て
い
る
。

(
1
)
と
あ

る
の
で
、
ど
こ
か

の
本
文

 
 
に
対
応
す
る
形
式
で
は
あ
る
が
、
判
然
と
し
な

い
。
た
だ
し
、
こ
の
中

に
米
国
社
會
問
題

の
著
者

リ
ル
ー
カ

ル
と
あ
り
、
こ
の
リ

ル
ー

カ
ル
の
名

は
本
注

(
21
)
に
米
國

 
 
社
會
学
者
リ

ル
ー
カ

ル
と
し

て
紹
介
さ

れ
て
い
る
人
物
と
同

一
と
思

わ
れ
、

こ
の

『救
貧
要
論
』

へ
の
注
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
何

か
少

し
違

っ
た
論
文

の

一
部

の
よ
う

 
 
な
感
じ
も
す
る
。
と
も
あ
れ
、
紹
介
し

て
お
く
。

(
1
)

ぎ

O
ω鼠
昌
臼
2

0q
Φ
ま
詳

①
ω
鬯

自
窪

=
口
唇

二
巴
の
ε
コ
ひq
Φ昌

9
ω
bd
蛋
穿

置
日
昜

匿
ω
じd
①
簿
色
ヨ
8

0
b
皀

島
2

bご
蠢
げ
日
き
2

躄
叔
Φ
げ
o
σ
8

鬯

冨
σ
Φ
戸

ωo

磐

魯

穹

α
Φ
お

内
霧
8
戸

ω
Φ
ま
ωけ
Ω
一①
乏
虫
げ
g

N
霞

鬢
畔
傷
①
<
8

bd
Φ
け号

§

oq
Φ
莚
鴣

9

ざ

琶

8
p

(ω
●
一bQ
)

米
國
社
會

問
題

の
著
者
リ

ル
ー
カ

ル
は
古
代
に
於
け
る
慈
善
事
業
を
評
し

て
、
是
れ
皆
人

々
相
率

ひ
て
自

己

の
善
報
を
得

ん
が
と

す
る

の
方
便

に
過

ぎ
ず
。
因
よ
り

之
れ
に
由

つ
て

一
世
を
濟

ふ
の
意
な

る
に
非
ず
。
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

、

印
度

の
宗
典
 
途
に
餓
衆

に
逐
れ

て
之
れ
に
食

を
與

へ
敢

て
憎
ま
ざ

る
者
は
必
ず

や
無
量

の
善
報

を
得

べ
し

波
斯

の
古
賢
人
ゾ

ロ
ス
タ
ー
 

上
天
無
量

の
宝
財
は
必
ず

や
貧
民
を
扱
う
人

に
限

る
べ
し

ヘ
ブ

ル
リ

ユ
ー

の
經
典
 

 
「貧
民

の
為

に
敢

て
戸
を
開
か
さ
る
家

は
必
ず

や
日
常
病
魔

の
為

め
に
開
か
る

へ
し
」
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