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福
沢
諭
吉
に
お
け
る
文
明
と
家
族
l

序
説

は
じ
め
に

福
沢
諭
吉
は
、
明
治
期
に
女
性
の
権
利
を
論
じ
た
数
少
な
い
思
想
家
の

ひ
と
り
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
福
沢
研
究
の
存

在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
女
性
論
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は

数
少
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
を
福
沢
の
思
想
の
全
体
像
と
の
関
連
に
お
い
て

分
析
し
た
も
の
は
、
極
わ
ず
か
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
う
し
た
研
究
動
向

に
対
し
、
福
沢
の
女
性
論
が
彼
の
思
想
の
全
体
的
な
流
れ
の
な
か
で
し
め

た
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
の
思
想

の
中
心
概
念
で
あ
る
「
文
明
化
L

の
本
質
を
、
女
性
論
H
家
族
論
を
手
掛

中

村

子

敏

か
り
に
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
彼
が
一
貫
し
て
考
え
続
け
た
寸
文
明
」
と
い
う
問
題
を
、

彼
の
人
間
観
と
関
連
さ
せ
て
解
く
こ
と
を
め
ざ
す
。
福
沢
は
明
治
八
年
に

『
文
明
論
之
概
略
』
を
著
し
た
。
彼
に
と
っ
て
唯
一
の
原
理
論
と
も
い
え

る
そ
の
書
は
、
幕
末
以
来
の
思
想
を
整
理
し
、
文
明
史
と
い
う
観
点
を
導

入
す
る
こ
と
で
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
守
概
略
』
で
は
、
そ
れ
ま
で

の
著
作
に
お
け
る
概
念
が
、
文
明
と
い
う
歴
史
の
流
れ
に
も
と
づ
い
て
整

理
さ
れ
、
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
文
明
に
も
と
づ
き
、
人
聞

社
会
の
発
展
の
道
筋
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
文
明
を
人
間
に
お
け
る
智
徳
の
発
達
の
点
に
お
い
て
捉
え
て

い
た
。
そ
し
て
、
智
徳
の
極
ま
っ
た
世
界
が
寸
文
明
の
太
平
」
な
の
で
あ
っ
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た
。
そ
こ
で
は
争
い
は
な
く
な
り
、
人
間
関
係
は
家
族
の
如
く
「
情
合
L

に
基
づ
い
た
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
西
洋
と
日
本
の
文

明
は
、
智
徳
の
発
達
段
階
に
お
い
て
評
価
さ
れ
た
。
日
本
の
文
明
化
の
進

展
に
よ
り
、
彼
の
時
々
に
お
け
る
主
張
は
変
化
を
遂
げ
て
い
く
。
し
か
し

彼
は
、
文
明
化
の
過
程
に
よ
っ
て
も
、
日
本
に
お
け
る
男
女
の
関
係
は
少

し
も
変
わ
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
彼
は
文
明
化
の
進
展
と
照
ら
し
併
せ

て
、
そ
の
こ
と
に
非
常
な
危
機
感
を
抱
く
。
封
建
制
以
来
の
、
い
や
そ
れ

よ
り
も
退
廃
し
た
男
女
の
関
係
は
、
日
本
の
文
明
化
に
お
け
る
最
弱
点
だ

と
彼
は
考
え
た
。
そ
し
て
、
生
涯
で
何
回
か
、
非
常
に
真
剣
に
男
女
の
望

ま
し
い
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
文
明
か
ら
最
も

遠
い
領
域
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
こ
に
お
い
て
却
っ
て
鮮
明
に
彼
の
文
明

像
が
提
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
男
女
の
聞
に
お
い
て
徳
の
必
要
性

と
人
間
の
品
位
を
高
尚
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
『
概

略
』
に
お
い
て
文
明
化
の
本
質
と
し
て
捉
え
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
ま
ず
福
沢
が
・
『
概
略
』
に
お
い
て
文
明
史
観
を
打
出
す
ま

で
の
時
期
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
間
観
お
よ
び
社
会
観
を
も
っ
て
い

た
か
を
み
る
。
そ
の
う
え
で
、
『
概
略
』
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
転

換
し
た
か
を
概
観
す
る
。
「
概
略
」
以
後
、
彼
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
変
化

を
遂
げ
た
の
か
、
ま
た
、
二
期
に
わ
け
で
集
中
的
に
現
わ
れ
る
女
性
論
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

第
一
章

普
遍
主
義
の
時
代

福
沢
の
生
涯
を
通
じ
て
の
著
作
活
動
の
な
か
で
、
何
回
か
の
転
換
が
あ
っ

た
の
は
、
多
く
の
福
沢
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
転

換
点
の
と
り
方
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
ろ
た
ま

さ
き
は
民
衆
運
動
と
の
関
連
で
福
沢
を
読
ん
で
い
る
が
、
福
沢
の
生
涯
に

お
け
る
変
容
を
大
き
く
四
期
に
わ
け
で
、
そ
の
第
二
期
を
明
治
二
年
か
ら

一
四
年
に
と
り
、
そ
れ
を
寸
啓
蒙
期
」
と
名
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
松
沢

弘
陽
は
、
国
民
国
家
形
成
の
観
点
か
ら
、
そ
の
転
換
点
を
『
学
問
の
す
す

め
』
第
九
編
お
よ
び

2
文
明
論
之
概
略
』
に
お
き
、
そ
れ
を
社
会
契
約
か

ら
文
明
史
へ
の
転
換
と
捉
え
て
い
る
。
本
論
も
基
本
的
に
は
福
沢
の
文
明

観
に
注
目
す
る
た
め
、
そ
の
転
換
点
を
松
沢
と
同
様
、
『
学
問
の
す
す
め
』

第
九
編
と
『
文
明
論
之
概
略
L

に
お
く
が
、
彼
の
女
性
論
に
注
目
す
る
立

場
か
ら
、
そ
れ
を
「
普
遍
主
義
の
時
代
」
と
名
付
け
た
い
。
そ
れ
で
は
こ

の
時
期
の
福
沢
の
論
理
に
は
、
ど
の
よ
う
な
普
遍
性
が
存
在
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
、
福
沢
を
取
り
巻
く
情
勢
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
か

く
彼
は
、
社
会
が
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
る
そ
の
時
期
に
、
彼
の
知
性
の
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か
ぎ
り
に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
社
会
像
を
模
索
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
新

し
い
社
会
を
形
成
す
る
に
は
、
新
し
い
人
間
類
型
が
必
要
だ
と
考
え
た
。

そ
れ
を
彼
は
「
万
物
の
霊
L

と
い
う
語
に
よ
っ
て
提
示
し
た
。

「
万
物
の
霊
L

と
い
う
語
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
、
慶
応
四
年
に
書

か
れ
た
『
訓
蒙
窮
理
図
解
序
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
も
と
も

と
儒
教
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
の
言
葉
を
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
、

神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
崇
高
な
人
間
と
い
う
意
味
を
も
含
め
る
よ
う
に
意

味
転
換
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
が
実
体
を
も

た
な
い
状
況
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
寸
人
は
万
物
の
霊
な
ど

と
大
造
ら
し
く
白
か
ら
構
て
、
扱
其
知
識
精
心
は
知
何
と
尋
る
に
、
油
断

を
す
れ
ば
、
馬
に
も
等
し
。
L

(

二
の
二
三
五
)
す
な
わ
ち
、
神
に
よ
る
被

造
物
ま
た
万
物
の
な
か
で
優
れ
た
存
在
で
あ
る
は
ず
の
人
聞
は
、
そ
の
素

質
を
生
か
す
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
馬
と
同
様
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
「
実
に
西
洋
人
の
笑
資
に
て
、
孟
子
の
罪
人
な
り
。
」
(
同
)
と
彼

は
批
評
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
寸
有
に
も
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
れ

な
ば
、
よ
く
心
を
用
ひ
て
、
何
事
に
も
大
小
軽
重
に
拘
は
ら
ず
、
先
ず
其

物
を
知
り
、
其
理
を
窮
め
、
一
事
一
物
も
捨
て
置
く
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
人

の
人
た
る
所
以
を
知
ら
ば
、
無
所
惜
身
を
役
し
、
無
所
館
、
む
を
労
し
、
徳

誼
を
修
め
知
識
を
聞
き
、
精
心
は
活
発
、
身
体
は
強
壮
に
し
て
、
真
に
万

物
の
霊
た
ら
ん
こ
と
を
勉
べ
し
。
」
(
二
の
二
三
五

1
六
)
と
述
べ
て
、
「
万

物
の
霊
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
そ
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在

と
な
る
よ
う
努
力
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
以
後
こ
の
寸
万
物
の
霊
」

と
い
う
言
葉
は
、
人
間
の
理
想
型
と
し
て
、
福
沢
の
生
涯
を
通
じ
て
彼
の

思
想
の
中
に
存
在
し
続
け
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
万
物
の
霊
L

と
は
、
「
天
道
に
従
て
徳
を
修
め
、
人
の
人
た
る
知
識
聞

見
を
博
く
し
、
物
に
接
し
人
に
交
り
、
我
一
身
の
独
立
を
謀
り
、
我
一
家

の
活
計
を
立
て
」
(
中
津
留
別
、
二

O
の
四
九
)
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、

「
身
と
心
と
の
働
を
以
て
天
地
の
間
に
あ
る
よ
ろ
づ
の
物
を
資
り
、
以
て

衣
食
住
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
、
互
に
人
の
妨
を
な
さ
ず
し
て
各
安
楽

に
此
世
を
渡
ら
し
め
給
ふ
の
趣
意
L

(

学
問
の
す
す
め
、
三
の
二
九
)
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
た
え
ず
他
の
禽
獣
と
の
対
比
に
お
い
て
考

え
ら
れ
た
。
「
ひ
と
と
な
り
て
こ
の
よ
に
う
ま
れ
た
れ
ば
:
:
:
ち
く
る
い
と

人
間
と
の
区
別
を
つ
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
区
別
と
は
人
は
道
理
を
わ

き
ま
へ
て
、
乱
り
に
目
の
前
の
欲
に
迷
は
ず
、
文
字
を
書
き
、
文
字
を
読

み
、
広
く
世
界
中
の
有
様
を
知
り
、
昔
の
世
と
今
の
世
と
、
変
は
り
た
る

模
様
を
合
点
し
て
、
人
間
の
付
合
ひ
を
む
つ
ま
じ
く
し
、
ひ
と
り
の
心
に

恥
づ
る
こ
と
な
き
ゃ
う
に
す
る
こ
と
な
り
。
か
く
あ
り
て
こ
そ
人
は
万
物

の
霊
と
も
言
ふ
べ
き
な
り
。
し
(
ひ
び
の
を
し
へ
、
二

O
の
六
八
)
こ
の
よ

う
に
福
沢
は
、
人
聞
が
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
な
か
で
最
も
尊
い
存
在
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
徳
と
知
性
を
兼
ね
備
え
、
独
立
し
て
生
き
る
点
に
あ
る
と
考
え

北法40(5-6・1.1249) 2391 
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た。
こ
の
よ
う
な
人
間
観
に
関
連
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
時
期
の
福
沢
の
著
作
に
お
い
て
、
女
と
男
が
ま
っ
た
く
対
等
の
人
間

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
い
く
つ
も
の
著
作
に
お

い
て
、
女
と
男
を
並
列
さ
せ
て
叙
述
し
て
い
る
。
「
天
地
の
聞
に
生
れ
、
貧

富
強
弱
の
別
こ
そ
あ
ら
ん
。
男
は
男
一
人
な
り
。
女
は
女
一
人
な
り
。
他

人
の
妨
を
な
さ
ざ
れ
ば
亦
他
人
よ
り
妨
げ
ら
る
る
の
理
な
し
。
」
(
世
界
国

謹
、
ニ
の
六
三
三
)
「
天
の
人
を
生
ず
る
や
、
開
闘
の
始
一
男
一
女
な
る
べ

し
。
数
千
万
年
の
久
し
き
を
経
る
も
其
割
合
は
同
じ
か
ら
ざ
る
を
得
ず
。

又
男
と
い
ひ
女
と
い
ひ
、
等
し
く
天
地
聞
の
一
人
に
て
、
軽
重
の
別
あ
る

べ
き
理
な
し
。
L

(

中
津
留
別
、
二

O
の
五

O
)
「
人
の
天
然
生
れ
付
は
繋
が

れ
ず
縛
ら
れ
ず
、
一
人
前
の
男
は
男
、
一
人
前
の
女
は
女
に
て
、
自
由
自

在
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
:
:
:
天
の
道
理
に
基
き
人
の
情
に
従
ひ
、
他
人

の
妨
を
為
さ
ず
し
て
我
一
身
の
自
由
を
達
す
る
こ
と
な
り
。
」
(
学
問
の
す

す
め
、
三
の
三
二
「
抑
も
世
に
生
れ
た
る
者
は
、
男
も
人
な
り
女
も
人
な

り
。
一
日
も
男
な
か
る
可
ら
ず
、
又
女
な
か
る
可
ら
ず
。
L

(

問
、
三
の
八

一

)

こ
こ
で
は
、
男
も
女
も
人
間
と
い
う
普
遍
性
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
福
沢
に
と
っ
て
は
、
女
と
男
の
差
異
は
、
一
人
の

人
間
と
い
う
事
実
の
前
で
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
男
も
女
も
一
人
の
人
間
と
し
て
、
自
由
に
生
き
る
寸
権
理
」
を
も
っ
て

い
る
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
欧
米
の
人
権
思
想
か
ら
見
て
も
画

期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
人
権
思
想
は
、
今
日
で

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
を
そ
の
中
に
含
ま
な
い
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
封
建
時
代
か
ら
よ
う
や
く
明
け
よ
う
と
す
る
日
本
に
お

い
て
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
女
も
男
も
共
に
人
間
と
考
え
る
徹
底
し
た
人
権

思
想
を
も
ち
得
た
こ
と
は
、
稀
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
福
沢

を
「
普
遍
主
義
の
時
代
」
と
名
付
げ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
普

遍
」
と
は
、
欧
米
諸
国
の
人
権
思
想
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
他

に
、
人
間
の
な
か
に
女
性
を
も
含
め
て
い
た
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
か
え
っ
て
当
時
の
女
性
が
抱
え
て
い

た
特
殊
な
問
題
は
考
察
の
射
程
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
福
沢
は
、
一
人
の
人
間
の
あ
り
方
を
論
じ
た
う
え
で
、
そ
う

し
た
人
間
同
士
の
「
交
際
」
を
、
段
階
を
踏
ん
で
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
初

め
は
、
家
族
で
あ
る
。
「
人
間
の
交
際
は
、
家
族
を
以
て
本
と
す
。
」
(
西
洋

事
情
外
編
、
一
の
三
九

O
)
そ
し
て
家
族
も
そ
の
本
を
見
れ
ば
「
人
倫
の

大
本
は
夫
婦
な
り
。
夫
婦
あ
り
て
後
に
親
子
あ
り
、
兄
弟
姉
妹
あ
り
。
」
(
留

別
、
二

O
の
五
一
)
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
同
士
の
交
際
は
、
ま
ず
一
人

の
男
と
一
人
の
女
と
の
問
で
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
、
親
子
へ
、
ま
た
兄
弟

へ
と
広
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
福
沢
の
人
間
関
係
論
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は
、
個
人
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。

「
万
物
の
霊
L

に
つ
い
て
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
そ
れ
ま
で
親
し
ん
で

い
た
儒
教
の
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
西
欧
的
な
概
念
を
注
入
す
る

こ
と
で
新
し
い
人
間
類
型
を
説
明
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
こ
こ
で
も
寸
修

身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
う
儒
教
に
お
り
る
基
本
的
概
念
が
引
照
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
お
よ
そ
世
間
に
人
情
の
厚
く
し
て

交
の
睦
き
は
家
族
に
若
く
も
の
な
し
。
」
(
外
編
、
一
の
三
九

O
)
「
夫
婦
の

配
偶
は
人
の
幸
を
増
し
人
の
交
を
厚
く
す
る
も
の
L

(

問
、
一
の
三
九
二

で
あ
り
、
家
族
は
人
間
の
幸
福
の
源
泉
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
は
「
人
の
父
母
た
る
も
の
・
:
:
子
生
れ
ば
父
母
力
を
合
せ
て
こ
れ

を
教
育
し
、
年
令
十
歳
余
ま
で
は
親
の
手
許
に
置
き
、
両
親
の
威
光
と
慈

愛
と
に
て
よ
き
方
に
導
き
、
:
:
:
一
人
前
の
人
聞
に
仕
立
る
こ
と
、
父
母

の
役
目
t

(

留
別
、
二

O
の
五
二
で
あ
っ
た
。
「
其
煩
し
き
こ
と
限
な
し

と
雌
ど
も
、
嘗
て
之
を
侮
る
こ
と
な
く
、
子
に
対
し
て
少
し
も
彼
我
の
差

別
な
き
は
、
人
の
至
情
天
の
大
道
な
り
。
」
(
問
、
一
の
三
九

O
)
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
家
族
は
、
寸
一
種
の
情
合
を
存
し
て
互
に
身
を
棄
て
物
を
棄

て
て
障
る
こ
と
な
き
間
柄
」
で
あ
っ
た
が
、
「
今
家
を
出
て
世
間
を
見
る
に
、

斯
る
情
合
の
存
す
る
所
な
く
、
人
々
白
か
ら
・
・
・
・
・
・
先
を
争
わ
ざ
る
者
な
し
。
」

(
問
、
一
の
三
九
九
)
と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
「
世
人
相
励

み
相
競
ふ
の
性
情
L

(

同
)
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
福
沢
は
こ
れ
を
否

定
的
に
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
述
べ
る
。
人
聞
は
寸
其
天
葉
、
群

居
を
好
み
、
此
彼
相
交
り
此
彼
相
助
げ
て
、
互
に
世
の
便
利
を
達
す
る
の

性
質
」
(
同
、
一
の
三
九
こ
を
も
っ
て
い
た
が
、
寸
人
々
の
了
簡
は
各
各

持
前
の
見
込
み
あ
り
て
必
し
も
一
致
し
難
し
。
」
そ
れ
ゆ
え
に
他
人
の
自
由

を
妨
げ
ず
に
「
時
と
し
て
は
我
了
簡
を
も
柾
て
人
に
従
ひ
」
(
同
)
社
会
的

な
調
和
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「
文
明
の
教
漸
く
行
は
れ
、

人
々
徳
行
を
修
め
知
識
を
研
く
に
至
て
、
世
の
形
勢
全
く
其
趣
を
異
に
し
、

人
白
か
ら
利
達
を
求
れ
ば
、
共
に
他
人
の
利
達
を
致
し
、
人
自
ら
富
福
を

求
れ
ば
、
自
己
の
力
を
用
て
他
人
の
物
を
貧
る
こ
と
な
し
。
」
(
問
、
一
の

四

O
O
)
文
明
の
世
の
中
で
は
競
争
社
会
に
お
い
て
も
自
ら
の
利
益
が
そ

の
ま
ま
他
人
の
利
益
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
は
そ
も
そ
も
人
間
交
際
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
原
理
論
を
展
開
し

て
い
た
。
「
人
々
互
に
其
便
利
を
謀
て
一
般
の
為
め
に
勤
労
し
、
義
気
を
守

り
、
廉
節
を
知
り
、
労
す
れ
ば
従
て
其
報
を
得
、
不
罵
独
立
、
以
て
世
に

処
し
、
始
て
交
際
の
道
を
全
す
可
き
な
り
。
L

(

問
、
一
の
三
九
三
)
し
か

し
、
世
の
中
に
は
、
「
薄
弱
多
病
」
で
自
分
だ
け
で
生
活
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
人
が
い
る
。
そ
れ
を
助
け
る
の
は
「
健
康
無
事
」
な
人
の
「
職
分
し

で
あ
る
。
ま
た
寸
世
の
文
明
に
赴
く
に
従
て
此
風
俗
次
第
に
止
み
、
礼
儀

を
重
ん
じ
て
情
欲
を
制
し
、
小
は
大
に
助
げ
ら
れ
弱
は
強
に
護
ら
れ
、
人
々
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相
信
じ
て
独
其
私
を
顧
み
ず
、
世
間
一
般
の
為
め
に
使
利
を
謀
る
者
多
し
。
L

(
問
、
一
の
三
九
五
)
と
文
明
の
世
の
中
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
人
間
交
際
に
お
い
て
他
人
を
思
い
や
る
状
態
は
、
「
蛮
野
の
世
」

に
お
げ
る
自
分
の
好
き
勝
手
な
こ
と
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
と
比
べ

て
、
「
真
の
自
由
」
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
前
者
は
人
を
餓
死
さ
せ

る
自
由
で
あ
り
、
力
を
以
て
暴
虐
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
自
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
文
明
開
化
に
お
け
る
自
由
は
、
寸
法
を
設
防
、
:
:
:
其
法
寛

な
れ
ど
も
こ
れ
を
犯
す
も
の
な
く
人
々
力
に
制
せ
ら
れ
ず
し
て
心
に
制
せ

ら
る
る
有
様
」
で
あ
り
、
寸
人
生
天
棄
の
至
性
」
(
同
、
一
の
三
九
五
)
な

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
も
や
は
り
、
「
お
よ
そ
人
間
の
交
に
、
兄
弟
朋

友
に
非
ぎ
る
の
外
は
、
人
の
為
に
周
旋
し
て
其
活
計
を
得
せ
し
む
る
も
の
」

(
問
、
一
の
三
九
三
)
は
な
か
っ
た
し
、
そ
こ
に
は
、
「
世
の
風
俗
を
害
す

る
者
L

も
い
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
「
文
明
の
眼
を
以
て
之
を
観
れ

ば
、
諸
法
の
内
、
或
は
人
に
不
便
な
る
も
の
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
国
の

制
度
を
以
て
施
行
す
る
の
聞
は
之
を
守
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
L

(

問
、
一
の
三

九
四
)
そ
し
て
「
家
族
の
問
、
親
愛
慈
情
を
主
と
し
て
相
競
う
の
心
な
き

は
、
老
幼
小
弱
を
助
け
し
め
ん
が
為
め
な
り
。
世
上
の
交
際
に
於
て
互
に

先
を
争
ひ
互
に
利
達
を
求
て
其
弊
な
き
は
、
世
界
一
般
の
利
益
を
為
さ
し

め
ん
が
為
め
な
り
。
」
(
問
、
一
の
四

O
こ
と
述
べ
て
、
家
族
に
お
げ
る

交
際
と
世
上
の
交
際
を
並
立
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
原
理
に
基
づ
い

て
調
和
の
世
界
を
作
り
出
す
と
考
え
た
。
こ
こ
で
は
家
族
の
交
際
と
世
上

の
交
際
と
の
関
係
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
者
に
対
し
て
は
、
国
家
に
よ
る
法
が
矯

正
の
役
目
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
福
沢
に
と
っ

て
「
国
の
制
度
」
と
は
、
「
人
の
強
弱
智
愚
に
拘
は
ら
ず
、
各
各
其
生
命
を

安
ん
じ
其
私
有
を
保
た
し
め
ん
と
す
る
趣
旨
」
で
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
法
は
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
(
同
、
一
の
四
二
ハ
)

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
国
家
聞
に
も
適
用
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
の
関

係
を
統
率
す
る
も
の
と
し
て
万
国
公
法
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
(
問
、
一
の

四
一
二
)
こ
の
時
期
の
福
沢
の
議
論
に
は
、
文
明
の
現
状
と
、
あ
る
べ
き

姿
の
混
同
が
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
文
明
の
有
様
に
対
す
る
オ
プ
テ
イ
ミ

ズ
ム
が
各
所
に
顔
を
だ
し
て
い
る
。

福
沢
は
文
明
の
具
体
像
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
た
。
「
文
明
開
化
と
は
、

都
会
を
聞
き
市
町
を
立
て
、
住
居
の
処
を
定
め
安
楽
の
家
に
居
り
、
事
々

物
々
に
順
序
を
違
へ
ず
、
心
を
労
し
身
を
役
し
、
礼
を
重
ん
じ
義
を
貴
ぶ

も
の
を
い
ふ
。
L

(

世
界
国
室
、
二
の
六
六
三
)
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た

寸
文
明
L

を
体
現
し
て
い
る
の
は
、
欧
米
の
諸
国
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
彼

は
、
中
で
も
ア
メ
リ
カ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
寸
抑
も
亦
開
化
文
明
の
国

と
難
ど
も
、
其
教
化
を
被
る
に
白
か
ら
厚
薄
の
差
別
な
き
に
非
ら
ず
。
(
ア
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メ
リ
カ
は
)
律
を
立
て
て
権
を
制
し
、
国
民
一
様
に
教
化
を
被
て
、
一
様

に
自
由
を
得
、
善
を
行
ふ
者
は
幸
多
く
、
徳
を
修
る
者
は
身
安
し
。
こ
れ

を
開
化
文
明
の
真
境
と
称
す
べ
し
。
L

(

掌
中
万
国
一
覧
、
二
の
四
六
四
)

「
亜
米
利
加
合
衆
国
は
建
国
以
来
未
だ
百
年
に
満
た
ず
と
雄
ど
も
文
化
既

に
あ
ま
ね
く
凡
俗
既
に
敦
し
。
高
間
を
勤
め
工
を
励
み
、
国
中
富
強
の
勢
、

こ
れ
を
英
国
に
比
し
て
難
兄
難
弟
。
但
し
其
政
体
に
至
て
は
国
王
を
立
て

ず
し
て
大
統
領
の
官
を
設
げ
、
天
下
を
公
に
し
て
天
下
を
家
に
せ
ず
。
衆

庶
会
議
、
公
私
一
視
、
人
々
白
か
ら
政
を
為
し
て
、
弱
白
か
ら
制
し
、
天

下
一
夫
も
所
を
得
ざ
る
者
な
し
。
其
体
裁
の
美
な
る
こ
と
、
英
国
寛
大
の

政
治
と
雛
ど
も
こ
れ
に
三
舎
を
譲
る
可
し
。
」
(
世
界
国
室
、
二
の
六
六
五
)

こ
れ
ら
の
著
作
は
、
福
沢
自
身
が
多
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
の
書

物
に
よ
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
短
い
表
現
の
な
か
に
、
彼
の
め
ざ
そ
う
と

し
た
社
会
の
全
体
像
が
垣
間
見
え
る
で
は
な
い
か
。
人
間
の
あ
り
方
、
経

済
の
問
題
、
法
律
、
そ
し
て
政
治
の
あ
り
方
に
ま
で
わ
た
っ
て
、
こ
こ
で

は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
欧
米
の
書
物
を
借
り
な
が
ら
、
彼
は
、
こ
れ
か
ら

取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
テ

l
マ
を
こ
の
段
階
で
既
に
認
識
し
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
日
本
の
現
状
に
つ
い
て
の
分

析
に
ま
で
は
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
彼
の
い
う
「
文
明
L

に
は
、
欧

米
の
文
明
国
の
有
様
と
文
明
の
あ
る
べ
き
社
会
像
の
間
の
混
同
が
見
ら
れ

た
。
そ
れ
を
整
理
し
、
文
明
史
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
な
お
し
た
の

が
『
文
明
論
之
概
略
』
で
あ
っ
た
。

第
二
章

『
文
明
論
之
概
略
』

に
お
け
る
転
換

(
1
)
西
洋
文
明
の
相
対
化

『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
福
沢
は
、
初
め
て
文
明
史
と
い
う
観
点

を
打
出
し
た
。
そ
れ
は
、
「
日
本
に
お
い
て
文
明
を
寸
始
造
L

す
る
た
め
の

前
提
作
業
と
し
て
寸
文
明
詳
細
」
を
「
始
造
L

す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と

し
L

た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
寸
西
洋
文
明
の
相
対
化
と
い

う
視
点
を
お
し
だ
し
」
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
前
は
文
明
と
い
う
語
に

よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
西
洋
の
文
明
を
、
文
明
と
い
う
歴
史
の
流
れ

の
な
か
に
位
置
付
げ
る
こ
と
で
相
対
化
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
文
明

化
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
明
史
と
い
う
枠

組
み
は
、
『
概
略
』
以
後
福
沢
の
思
考
の
基
本
を
な
す
も
の
と
な
る
が
、
歴

史
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
は
大
き
な
広
が
り
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
日
本
と
い
う
平
地
に
立
っ
て
西

洋
と
い
う
山
を
見
て
い
た
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
空
の
高
見
か
ら
下
を
見

渡
し
た
鳥
の
如
く
、
遠
く
の
風
景
ま
で
も
見
渡
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
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「
文
明
L

と
い
う
景
色
の
壮
大
さ
の
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
文
明
社
会
の
理

想
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
西
洋
文
明
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
な

お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
概
略
』
に
お
い
て
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
事
物
の
軽
重
是
非
は

相
対
し
た
る
語
な
り
と
一
五
へ
り
。
き
れ
ば
文
明
開
化
の
字
も
亦
相
対
し
た

る
も
の
な
り
。
今
世
界
の
文
明
を
論
ず
る
に
、
(
欧
米
)
を
以
て
最
上
の
文

明
固
と
為
し
、
(
ア
ジ
ア
な
ど
の
)
諸
国
を
以
て
半
開
の
国
と
称
し
、
(
ア

フ
リ
カ
な
ど
を
)
目
し
て
野
蛮
の
国
と
云
ひ
、
こ
の
名
称
を
以
て
世
界
の

通
論
と
な
し
、
西
洋
諸
国
の
人
民
独
り
自
ら
文
明
を
誇
る
の
み
な
ら
ず
、

-
(
そ
れ
は
)
世
界
の
通
論
に
し
て
世
界
人
民
の
許
す
所
な
り
。
L

(

四

の
二
ハ
)
し
か
し
な
が
ら
、
「
西
洋
諸
国
を
文
明
と
云
ふ
と
錐
ど
も
、
正
し

く
今
の
世
界
に
在
て
こ
の
名
を
下
す
可
き
の
み
。
:
:
:
今
後
数
千
百
年
に

し
て
世
界
人
民
の
智
徳
大
に
進
み
太
平
安
楽
の
極
度
に
至
る
こ
と
あ
ら
ば
、

今
の
西
洋
諸
国
の
有
様
を
見
て
感
然
た
る
野
蛮
の
歎
を
為
す
こ
と
も
あ
る

可
し
。
是
に
由
て
こ
れ
を
観
れ
ば
文
明
に
は
限
な
き
も
の
に
て
、
今
の
西

洋
諸
国
を
以
て
満
足
す
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。
」
(
四
の
一
八
)

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
「
今
の
」
と
い
う
限
定
の
言
葉
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
文
明
社
会
の
典
型
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
西
洋
諸
国
の
文

明
を
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
「
西
洋
の
文
明
は
我
国
の
右
に
出
る
こ
と
必
ず
数
等
な
ら
ん
と
雌
ど
も
、

決
し
て
文
明
の
十
全
な
る
も
の
に
非
ず
。
」
(
学
問
の
す
す
め
、
三
の
一
二

五
)
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
平
地
に
立
っ
て
見
て
い
た
西
洋
と
い
う

高
い
山
も
、
空
か
ら
見
れ
ば
、
た
い
し
た
高
さ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
の
だ
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
相
対
化
は
、
さ
ら
に
高
い
山
の
存
在
を
認
識
す
る

こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
福
沢
は
、
空
高
く
か
ら
文
明
と
い

う
景
色
を
見
る
と
き
に
、
遠
く
の
方
に
ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
る
が
、
「
太
平

安
楽
の
極
度
」
と
い
う
途
方
も
な
く
高
い
峰
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
西

洋
文
明
と
い
う
山
を
越
え
、
た
ゆ
ま
ず
歩
い
て
い
け
ば
あ
の
峰
を
征
服
す

る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
遥
か
先
「
今
後
数

千
百
年
」
の
夢
の
よ
う
な
話
で
あ
っ
た
。
「
今
」
は
そ
の
時
で
は
な
い
。
今

の
日
本
は
と
り
あ
え
ず
西
洋
文
明
と
い
う
山
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
概
略
』
に
お
い
て
福
沢
が
力
説
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼

が
寸
議
論
の
本
位
を
定
め
る
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
今
」
と
い
う
文
字
に
と

く
に
注
意
を
促
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
を
常
に
認
識
し
な
が

ら
、
現
在
最
も
重
要
な
こ
と
を
見
定
め
る
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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(2)
文
明
の
歴
史
の
本
質
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そ
れ
で
は
、
福
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
文
明
の
歴
史
の
本
質
を
、
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
『
概
略
』
の
「
文

明
の
本
旨
を
論
、
ず
」
と
い
う
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
文
明

と
は
、
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
を
云
ふ
な
り
、
衣
食
を

僚
に
し
て
人
品
を
貴
く
す
る
を
云
ふ
な
り
。
或
は
身
の
安
楽
の
み
を
以
て

文
明
と
云
は
ん
か
。
人
生
の
目
的
は
衣
食
の
み
に
非
ず
。
:
:
:
こ
れ
を
天

の
約
束
と
云
ふ
可
ら
ず
。
或
は
心
を
高
尚
に
す
る
の
み
を
以
て
文
明
と
云

は
ん
か
。
:
:
:
こ
れ
を
天
命
と
云
ふ
可
ら
ず
。
故
に
人
の
身
心
両
な
が
ら

其
所
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
文
明
の
名
を
下
だ
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
り

市
し
て
、
人
の
安
楽
に
は
限
あ
る
可
ら
ず
、
人
心
の
品
位
に
も
亦
極
度
あ

る
可
ら
ず
。
其
安
楽
と
一
五
ひ
高
尚
と
云
ふ
も
の
は
、
正
に
其
進
歩
す
る
時

の
有
様
を
指
し
て
名
け
た
る
も
の
な
れ
ば
、
文
明
と
は
人
の
安
楽
と
品
位

と
の
進
歩
を
云
ふ
な
り
。
又
こ
の
人
の
安
楽
と
品
位
と
を
得
せ
し
む
る
も

の
は
人
の
智
徳
な
る
が
故
に
、
文
明
と
は
結
局
、
人
の
智
徳
の
進
歩
と
云

て
可
な
り
。
」
(
四
の
四
二

こ
こ
で
は
文
明
に
つ
い
て
ふ
た
つ
の
要
素
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
「
身
の
安
楽
L

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ

は
、
寸
心
を
高
尚
に
す
る
L

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
聞
に
お
い
て
、

物
質
的
な
安
楽
さ
と
精
神
に
お
け
る
高
尚
さ
の
両
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

文
明
の
名
に
値
し
な
い
と
彼
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
福
沢
は

文
明
を
人
間
の
安
楽
と
品
位
を
進
め
る
こ
と
だ
と
と
ら
え
た
が
、
そ
れ
を

可
能
に
す
る
の
は
、
人
の
智
徳
で
あ
る
が
故
に
、
寸
文
明
と
は
結
局
、
人
の

智
徳
の
進
歩
と
云
て
可
な
り
。
」
と
結
論
し
た
。
こ
こ
で
、
文
明
と
は
智
徳

の
進
歩
で
あ
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
軸
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
普
遍
主
義
の
時
代
に
お
り
る
人
間
観
と

比
べ
、
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ

て
寸
万
物
の
霊
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
人
間
の
姿
は
、
あ
く
ま
で
も

経
済
的
な
独
立
を
主
体
と
し
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
範
囲
で
そ
の
権

利
を
行
使
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
な
る

と
、
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
は
ふ
た
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
「
人
の
心
身
の
働
を
細
に
見
れ
ば
こ
れ
を
分
て
二
様
に
区
別
す
可
し
。

第
一
は
人
た
る
身
に
つ
い
て
の
働
な
り
。
第
二
は
人
間
交
際
の
仲
間
に
居

り
、
其
交
際
の
身
に
就
て
の
働
な
り
。
第
一
心
身
の
働
を
以
て
衣
食
住

の
安
楽
を
至
す
も
の
、
こ
れ
を
一
人
の
身
に
就
て
の
働
と
云
ふ
。
(
し
か
し
)

こ
の
事
を
成
せ
ば
と
て
敢
て
誇
る
可
き
に
非
ず
。
:
:
:
此
教
は
僅
に
人
を

し
て
禽
獣
に
劣
る
こ
と
莫
ら
し
む
る
の
み
。
:
:
:
唯
蟻
の
門
人
と
云
ふ
可

き
の
み
。
万
物
の
霊
た
る
人
の
目
的
を
達
し
た
る
も
の
と
云
ふ
可
ら
ず
。
」

(
学
問
の
す
す
め
、
三
の
八
五
)
こ
う
し
て
、
経
済
的
独
立
は
単
に
「
他
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人
を
害
せ
ざ
る
の
み
、
他
人
を
益
す
る
に
非
ず
。
」
一
(
問
、
三
の
八
九
)
と

し
て
、
蟻
に
比
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

彼
は
、
第
二
の
人
間
交
際
に
お
け
る
働
き
こ
そ
、
人
間
を
人
間
た
ら
し

め
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
彼
は
ま
ず
「
人
の
性
は
群
居
を
好
み
決
し
て
独

歩
孤
立
す
る
を
得
ず
。
」
(
同
、
三
の
八
九
)
と
述
べ
て
、
人
聞
は
本
来
集

団
の
な
か
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
放
に
、

他
の
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
の
義
務
を
は
た
す
こ
と
|
|

「
人
間
交
際
の
義
務
」
|
|
が
重
要
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
『
概

略
』
に
お
い
て
「
元
来
、
人
類
は
相
交
る
を
以
て
其
性
と
す
。
独
歩
孤
立

す
る
と
き
は
其
才
智
発
生
す
る
に
由
な
し
。
家
族
相
集
る
も
未
だ
人
間
の

交
際
を
尽
す
に
足
ら
ず
。
世
間
相
交
り
人
民
相
触
れ
、
其
交
際
愈
広
く
其

法
愈
整
ふ
に
従
て
、
人
情
愈
和
し
智
識
愈
聞
く
可
し
。
」
と
述
べ
、
「
文
明

と
は
人
間
交
際
の
次
第
に
改
り
て
良
き
方
に
赴
く
有
様
を
形
容
し
た
語
」

(
概
略
、
四
の
三
十
八
)
で
あ
る
と
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
人

間
交
際
の
義
務
」
と
は
、
単
に
今
の
世
の
な
か
に
益
す
る
こ
と
だ
け
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
文
明
史
の
な
か
に
生
き
る
人
聞
が
果
た
す
べ
き
人

間
と
し
て
の
営
み
の
重
要
性
を
意
味
し
て
い
た
。
個
々
の
人
間
の
営
み
は
、

大
き
く
流
れ
る
文
明
を
引
き
継
ぎ
、
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
歴
史
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
。
「
古
よ
り
世
に
斯
る
人
物
な
か
り
せ
ば
、
我
輩
今
日
に

生
れ
て
今
の
世
界
中
に
あ
る
文
明
の
徳
津
を
蒙
る
を
得
ざ
る
可
し
。
・
:

世
の
文
明
は
:
:
:
世
界
中
の
古
人
を
一
体
に
見
倣
し
、
こ
の
一
体
の
古
人

よ
り
今
の
世
界
中
の
人
な
る
我
輩
へ
譲
渡
し
た
る
遺
物
な
れ
ば
、
其
洪
大

な
る
こ
と
地
面
家
財
の
類
に
非
ず
。
L

(

同
、
三
の
八
七
)
寸
古
の
時
代
よ
り

有
力
の
人
物
、
心
身
を
労
し
て
世
の
た
め
に
事
を
為
す
者
少
な
か
ら
ず
。

:
:
:
今
の
学
者
は
此
人
物
よ
り
文
明
の
遺
物
を
受
け
て
、
正
し
く
進
歩
の

先
鋒
に
立
た
る
も
の
な
れ
ば
、
其
進
む
所
に
極
度
あ
る
可
ら
ず
。
今
よ
り

数
十
の
星
霜
を
経
て
後
の
文
明
の
世
に
至
れ
ば
、
又
後
人
を
し
て
我
輩
の

徳
津
を
仰
ぐ
こ
と
、
今
我
輩
が
古
人
を
崇
む
が
如
く
な
ら
し
め
ざ
る
可
ら

ず
。
」
(
問
、
三
の
八
八
)
壮
大
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
今
の
人
間
と

し
て
果
た
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
に
対
す
る
謙
虚
さ
と
気
負
い
が
、

見
て
取
れ
る
で
は
な
い
か
。
以
前
は
同
時
代
に
お
け
る
横
の
つ
な
が
り
を

意
味
し
て
い
た
「
人
間
交
際
L

は
、
歴
史
的
観
点
の
導
入
に
よ
り
こ
こ
ま

で
の
深
み
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
智
徳
の
歴
史
性

さ
て
、
こ
う
し
て
福
沢
は
、
文
明
を
人
間
の
安
楽
と
品
位
を
進
め
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
智
徳
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
、
ま
た
、
文

明
と
は
人
間
交
際
が
改
良
さ
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
た
こ
と
を
示
し
た
が
、

彼
は
『
概
略
』
の
以
下
回
章
を
か
け
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
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に
な
っ
た
。
彼
は
ま
ず
、
一
国
の
文
明
の
発
達
の
為
に
は
、
一
国
人
民
全

体
の
智
徳
の
発
達
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、

智
徳
を
、
徳
と
智
、
公
私
の
軸
を
使
っ
て
四
つ
に
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、

私
徳
、
公
徳
、
私
智
、
公
智
で
あ
る
。

徳
と
は
、
「
心
の
行
儀
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
英
語
で
「
モ
ラ
ル
」
を

意
味
す
る
。
こ
れ
は
文
明
の
本
質
の
な
か
で
寸
心
を
高
尚
に
す
る
こ
と
」

に
あ
た
る
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
精
神
的
側
面

に
関
す
る
働
き
で
あ
る
。
智
と
は
、
「
事
物
を
考
へ
事
物
を
解
し
事
物
を
合

点
す
る
働
」
(
四
の
八
三
)
で
あ
り
、
英
語
で
「
イ
ン
テ
レ
ク
ト
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
天
下
の
人
心
を
導
き
一
般
に
富
有
の
源
を
深
く

す
る
こ
と
あ
る
は
、
智
恵
の
働
の
最
も
至
れ
る
も
の
と
云
ふ
可
し
」
(
四
の

八
四
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
人
間
の
寸
身
の
安
楽
L

を
保
証
す
る
よ
う
な
物
質
的
側
面
に
関
す
る
働
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
福
沢
の
人
間
像
を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
、

「
私
」
と
は
人
の
一
身
に
の
み
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
公
」
と
は
人
間
交

際
の
領
域
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
)
。
さ
ら
に
私
か
ら

公
へ
と
智
徳
を
鉱
げ
る
働
き
を
す
る
と
さ
れ
る
「
聡
明
叡
知
の
働
」
が
考

え
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
こ
の
よ
う
な
区
分
を
し
た
後
す
ぐ
に
、
今
の
日
本
に
お
い
て
ど
れ

が
重
要
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
四
分
法
は
、

文
明
に
関
す
る
彼
の
歴
史
観
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
福
沢
は
文

明
の
歴
史
を
、
智
徳
の
発
達
で
あ
り
、
人
間
交
際
が
改
ま
る
こ
と
で
あ
る

と
と
ら
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
段
階
を
お
っ
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
明
の
発
展
段
階
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
確

認
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
思
考
の
な
か
で

は
、
後
の
第
七
章
寸
智
徳
の
行
は
る
可
き
時
代
と
場
所
と
を
論
ず
L

に
お

い
て
論
じ
ら
れ
る
歴
史
的
分
析
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
ま
ず
歴
史
的
分
析
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

徳
と
智
の
発
達
段
階
の
歴
史
的
考
察
に
お
い
て
は
「
公
私
」
の
軸
が
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
彼
は
歴
史
を
「
野
蛮
の
太
平
」
か
ら
「
文
明

の
太
平
L

に
至
る
一
連
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
発

展
段
階
を
、
智
恵
の
働
き
に
注
目
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
「
野
蛮
の
太
平
」
で
は
、
「
人
民
の
智
力
未
だ
発
生
せ
ず
し
て
其
趣

恰
も
小
児
に
異
な
ら
ず
、
内
に
存
す
る
も
の
は
唯
恐
怖
と
喜
悦
の
心
の
み
。
」

(
四
の
一
一
ム
ハ
)
人
々
は
身
の
回
り
の
事
象
を
全
く
理
解
で
き
ず
、
そ
れ

に
対
し
て
な
す
す
べ
を
知
ら
な
い
の
で
、
受
動
的
に
そ
れ
を
受
げ
入
れ
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
的
な
事
象
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
な
事

象
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
腕
力
に
よ
る
支
配
が
行
な
わ

れ
で
も
「
理
L

に
よ
っ
て
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
「
こ
の
時
代
の
人
民
に
向
て
は
、
共
に
智
恵
の
事
を
語
る
可
ら
ず
、
共
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に
規
則
を
定
め
難
し
、
共
に
約
束
を
守
り
難
し
。
」
(
四
の
一
一
八
)
な
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
畢
寛
野
蛮
不
文
の
時
代
に
在
て
は
、
人
間
の
交
際

を
支
配
す
る
も
の
は
唯
一
片
の
徳
義
の
み
に
て
、
此
外
に
用
ゆ
可
き
も
の

あ
ら
ざ
る
の
明
証
な
り
。
L

(

四
の
一
一
九
)

「
人
文
漸
く
開
化
し
智
力
次
第
に
進
歩
す
る
に
従
て
:
・
:
物
の
働
を
見

れ
ば
其
働
の
原
因
を
求
め
ん
と
し
・
・
・
・
・
・
人
事
に
就
て
も
亦
其
働
と
働
の
源

因
と
を
探
索
し
て
軽
軽
看
過
す
る
こ
と
な
し
。
」
(
四
の
一
二

O
)
す
な
わ

ち
、
支
配
者
の
「
恩
威
」
の
み
に
基
づ
い
て
人
間
交
際
が
行
な
わ
れ
、
智

恵
の
働
き
の
全
く
入
る
余
地
の
な
か
っ
た
「
野
蛮
の
世
」
か
ら
、
少
し
進

歩
す
る
と
、
人
々
は
、
智
恵
を
働
か
せ
て
物
事
の
源
因
ゃ
、
規
則
性
を
知

ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
に
な
っ
て
「
既
に
人
力
を
以
て
白

か
ら
地
位
を
得
る
の
術
を
知
れ
ば
、
天
災
を
恐
怖
す
る
の
痴
心
は
次
第
に

消
散
し
て
」
(
四
の
二
一

O
)
い
く
の
だ
。
福
沢
は
、
西
洋
の
文
明
を
例
と

し
て
あ
げ
、
「
身
外
の
万
物
」
の
性
質
や
働
き
を
知
る
事
で
「
今
世
の
人
力

の
及
ぶ
所
は
尽
き
ざ
る
こ
と
な
し
。
L

と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ

る。
こ
れ
は
社
会
的
な
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
智
恵
が
進
展
す
る

こ
と
に
よ
り
、
「
腕
力
漸
く
権
を
失
し
て
智
力
次
第
に
地
位
を
占
め
:
:
:
世

間
に
強
暴
を
恋
に
す
る
者
あ
れ
ば
道
理
を
以
て
之
に
応
じ
、
理
に
伏
せ
ざ

れ
ば
衆
庶
の
力
を
合
し
て
之
を
制
す
可
し
。
L

(

四
の
一
一
一
一
)
と
い
う
関

係
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
「
天
地
の
聞
に
一
物
以
て
我
心
の
自
由
を
妨
る

も
の
な
き
に
至
る
可
し
。
既
に
精
神
の
自
由
を
得
た
り
、
又
何
ぞ
身
体
の

束
縛
を
受
け
ん
。
」
(
四
の
一
一
一
一
)
と
い
う
状
況
に
な
る
の
だ
。
こ
こ
で

は
徳
治
主
義
は
通
用
し
な
い
。
物
事
は
「
道
理
」
に
も
と
づ
く
法
や
約
束

に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
合
理
的
支
配
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
の
文
明
段
階
に
お
い

て
、
智
徳
共
に
独
立
し
た
人
聞
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
と
福
沢
は

考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
可
能
く
白
か
ら
其
身
を
支
配
し
、
恰
も
一
身
の
内

に
恩
威
を
行
ふ
が
故
に
、
他
の
恩
威
に
依
頼
す
る
を
要
せ
ず
。
:
:
:
善
を

為
す
可
き
の
理
を
知
る
が
故
に
、
白
か
ら
善
を
為
す
な
り
。
:
:
:
悪
を
為

せ
ば
心
に
恥
る
の
罰
あ
り
て
、
悪
を
為
す
可
か
ら
ざ
る
の
理
を
知
る
が
故

に
悪
を
為
さ
ざ
る
な
り
。
」
(
四
の
一
一
一
一
)
と
い
う
人
間
類
型
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
人
聞
は
智
恵
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
物
事
の
道
理
を
理
解
し
、

そ
の
道
理
に
も
と
づ
い
て
、
自
己
の
行
為
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
福
沢
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
明
の
歴
史
は
こ
こ
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
「
徳
義
は
文
明

の
進
む
に
従
て
次
第
に
権
力
を
失
ふ
と
雄
ど
も
、
世
に
徳
義
の
分
量
を
減

ず
る
に
非
ず
、
文
明
の
進
む
に
従
て
智
徳
も
共
に
量
を
増
し
、
私
を
拡
て

公
と
為
し
、
世
間
一
般
に
公
智
公
徳
の
及
ぶ
所
を
広
く
し
て
次
第
に
太
平

に
赴
、
」
(
四
の
一
二
三
)
く
が
、
こ
の
太
平
の
い
き
つ
い
た
と
こ
ろ
が
「
文
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明
の
太
平
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
世
界
の
人
民
は
恰
も
礼
譲
の
大
気
に
擁

せ
ら
れ
て
徳
義
の
海
に
浴
す
る
も
の
と
云
ふ
可
」
(
四
の
二
一
四
)
き
状
態

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
夢
中
の
想
像
L

で
あ
っ
て
、
今
の
世
の
中
で
は
と

て
も
実
現
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
今
の
文
明
の
有
様
に
て
徳
義
の
行

は
る
可
き
場
所
と
行
は
る
可
ら
ざ
る
場
所
と
を
区
別
す
る
は
、
文
明
の
学

問
に
於
て
最
も
大
切
な
る
要
訣
な
り
。
」
(
四
の
二
一
四
)
と
、
こ
こ
で
の

論
点
を
絞
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
智
徳
の
歴
史
的
考
察
を
終
わ
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る

O

寸
私
徳
は
、
野
蛮
草
昧
の
時
代
に
於
て
其
効
能
最
も
著
し
く
、

文
明
の
次
第
に
進
む
に
従
て
漸
く
権
力
を
失
ひ
其
趣
を
改
て
公
徳
の
姿
と

為
り
、
遂
に
数
千
万
年
の
後
を
推
し
て
文
明
の
極
度
を
夢
想
す
れ
ば
、
又

一
般
に
其
徳
津
を
見
る
可
き
な
り
。
」
(
四
の
一
一
一
四
)
そ
し
て
、
そ
の
後
、

「
右
は
徳
義
の
行
は
る
る
時
代
を
論
じ
た
る
も
の
な
り
。
L

(

同
)
と
し
め

く
く
っ
て
い
る
。
彼
は
「
野
蛮
の
太
平
L

か
ら
「
文
明
の
太
平
」
へ
の
歴

史
の
流
れ
を
、
智
恵
の
発
達
と
い
う
点
か
ら
論
じ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ

は
、
徳
義
の
行
な
わ
れ
る
時
代
を
論
じ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
彼
が

き
口
う
智
恵
の
発
達
と
、
「
私
徳
L

か
ら
「
公
徳
L

へ
の
拡
大
と
は
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
沢
は
そ
も
そ
も
「
私
徳
」
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
。
「
外
に
見

は
る
る
働
よ
り
も
内
に
存
す
る
も
の
を
徳
義
と
名
る
の
み
に
て
、
西
洋
の

語
に
て
言
え
ば
「
パ
ッ
シ

l
ウ
」
と
て
、
我
よ
り
働
く
に
は
非
ず
し
て
物

に
対
し
て
受
身
の
姿
と
為
り
、
唯
私
心
を
放
解
す
る
の
一
事
を
以
て
要
領

と
為
す
が
如
し
。
」
(
四
の
八
十
五
)
「
(
日
本
で
い
う
)
徳
行
と
は
:
:
:
唯

受
身
の
私
徳
に
て
、
其
結
局
は
一
身
の
私
欲
を
去
り
、
財
を
愛
ま
ず
、
名

を
貧
ら
ず
、
盗
む
こ
と
な
く
詐
る
こ
と
な
く
、
精
心
を
潔
白
に
し
て
誠
の

た
め
に
は
一
命
を
も
郷
つ
も
の
を
指
し
て
云
ふ
こ
と
」
(
四
の
一

O
こ
な

の
で
あ
っ
た
。

人
聞
は
、
無
知
の
時
代
に
は
、
す
べ
て
を
自
分
の
外
側
に
あ
る
も
の
に

よ
り
支
配
さ
れ
る
他
律
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
社
会
的
な
関
係
も
「
酋
長
」

に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
一
人
一
人
の
為
す

べ
き
こ
と
も
、
個
々
人
の
外
側
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
人
間
の
「
私
徳
し
は
他
の
人
聞
に
よ
り
決
め
ら
れ
、
押
し
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
智
恵
が
未
発
達
で
あ
っ
た
人
々
は
、
そ

れ
に
従
う
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
「
蓋
し
国
民
の
精
神
未
だ
発
達
せ
ず
し
て

禽
獣
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
の
時
代
に
於
い
て
は
、
先
ず
:
:
:
一
身
の

内
を
緩
和
し
、
人
類
の
放
心
を
求
め
し
む
る
に
忙
は
し
け
れ
ば
、
人
間
交

際
の
入
組
み
た
る
関
係
に
就
て
は
之
を
顧
る
に
遠
あ
ら
ず
。
」
(
四
の
八
十

六
)
他
か
ら
強
制
さ
れ
た
基
準
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
よ
う

な
人
々
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
人
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
作
り
出

し
て
い
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
時
代
は
、
自
分
一
身
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の
徳
に
だ
け
気
を
配
る
「
私
徳
」
の
時
代
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

文
明
が
発
達
し
、
智
恵
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
人
聞
は
、
次
第
に
そ
の

支
配
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
い
く
。
自
然
に
お
け
る
規
則
性
を
理
解
し
、
さ

ら
に
社
会
関
係
に
お
い
て
も
道
理
に
よ
る
支
配
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
の
善
悪
の
判
断
、
行
動
の
準
則
も
、
人
々
は
道
理
に
も
と
づ
い
て
、

自
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
人
聞
を
、
福
沢

は
独
立
し
た
人
間
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
々
は
、
他

か
ら
強
制
さ
れ
た
「
受
身
の
私
徳
L

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
己
の
判
断

に
基
づ
き
、
自
己
を
規
律
で
き
る
独
立
し
た
一
個
の
人
間
と
し
て
徳
を
修

め
、
そ
の
う
え
で
、
自
立
し
た
人
間
同
士
の
交
際
を
考
え
た
。
す
な
わ
ち

人
聞
は
、
ま
ず
自
分
個
人
に
関
わ
る
徳
だ
け
を
考
え
る
時
代
を
過
ご
す
。

時
代
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
人
々
は
智
恵
を
発
達
さ
せ
、
物
事
の
道
理
を

理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
は
人
間
交
際
の
仕
組
み
を
理
解
し
、
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
配
慮

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
彼
は
「
私
徳
」

か
ら
「
公
徳
」
へ
の
拡
大
と
呼
ん
で
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
福
沢
の
人
間
観
に
お
い
て
は
、
人
間
交
際
に
関
わ
る
徳
の
発

達
、
拡
大
は
、
人
間
個
人
の
知
的
な
発
達
と
関
連
し
て
い
た
。
こ
こ
で
言

う
「
私
徳
」
か
ら
「
公
徳
」
へ
の
拡
大
と
は
、
単
に
徳
の
及
ぽ
さ
れ
る
領

域
が
量
的
に
拡
が
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
人
間
内

部
に
お
け
る
智
恵
の
質
的
な
発
達
と
大
き
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
「
私

徳
」
は
智
恵
の
発
達
を
媒
介
と
し
て
、
「
公
徳
」
へ
と
そ
の
性
質
を
転
換
し

て
い
く
。
そ
れ
を
背
後
か
ら
保
証
す
る
の
は
、
智
恵
の
発
達
に
支
え
ら
れ

た
物
質
的
な
豊
か
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
福
沢
は
文
明
の

発
達
を
智
徳
の
発
達
で
あ
り
、
ま
た
人
間
交
際
が
改
ま
る
こ
と
で
あ
る
と

定
義
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
沢
は
文
明
の
本
質
を
「
身
の
安
楽
」
と
「
心
の
高
尚
し

き
だ
と
規
定
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
智
徳
の
進
歩
で
あ
る
と
考

え
た
。
そ
れ
は
、
文
明
の
歴
史
の
発
展
に
伴
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
智
恵
の
発
達
に
よ
っ
て
人
聞
は
物
事
の
道
理
を

理
解
し
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
物
質
的
な
豊
か
さ
を
実
現
し
て
い

く
。
さ
ら
に
道
理
を
知
る
こ
と
で
人
間
の
自
己
支
配
が
可
能
に
な
り
、
そ

の
う
え
で
、
独
立
し
た
人
聞
は
、
他
人
と
の
交
際
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
成
立
す
る
の
が
、
徳
に
よ
る
交
際

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
人
間
の
文
明
は
そ
こ
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
の
先

に
「
文
明
の
太
平
」
を
想
像
し
た
。
寸
無
限
の
精
神
を
以
て
有
定
の
理
を
窮

め
、
遂
に
は
有
形
無
形
の
別
な
く
、
天
地
聞
の
事
物
を
悉
皆
人
の
精
神
の

内
に
包
羅
し
て
洩
す
も
の
な
き
に
至
る
可
し
。
」
(
四
の
一
一
四
)
と
い
う

「
文
明
の
太
平
」
は
、
智
徳
の
極
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
物
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質
的
な
豊
か
さ
が
実
現
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
争
い
は
無
く
な
る
。
人
々
は
徳

を
修
め
、
人
間
交
際
に
お
い
て
は
礼
儀
を
重
ん
じ
て
、
全
国
が
一
家
の
如

く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

(
4
)
智
恵
の
必
要
性

福沢諭吉における文明と家族 序説

こ
の
よ
う
な
文
明
史
の
流
れ
を
前
提
に
し
て
、
福
沢
は
、
今
の
日
本
に

お
い
て
何
が
重
要
で
あ
る
か
を
論
じ
た
。
彼
は
ま
ず
、
当
時
の
日
本
で
「
徳
」

と
い
え
ば
「
私
徳
」
の
み
を
指
す
と
い
う
状
況
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

こ
こ
で
の
議
論
を
寸
私
徳
L

と
智
恵
と
の
比
較
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
徳
治
主
義
の
世
の
中
で
は
、
「
徳
義
は
百
事
の
大

本
、
人
間
の
事
業
、
徳
に
由
ら
ざ
れ
ば
成
る
可
き
も
の
な
し
」
(
四
の
九
八
)

と
い
う
主
張
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
議
論
は
「
徳
」

U

「
私
徳
L

は
文
明
を
め
ざ
す
日
本
に
充
分
存
在
し
て
お
り
、
欠
け
て
い
る

の
は
智
恵
で
あ
る
と
い
う
点
に
し
ぽ
ら
れ
る
。
彼
は
今
の
日
本
で
寸
私
徳
」

を
以
て
文
明
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
は
智
恵
に
よ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
執
助
な
ま
で
に
論
証
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
私
徳
の
人
心
に
於
け
る
は
耳
目
鼻
口
の
人
身
に
於
け
る

が
如
し
。
:
:
:
有
も
人
の
名
あ
れ
ば
必
ず
是
れ
な
か
る
可
ら
ず
。
」
(
四
の

八
七
)
「
私
徳
を
無
用
な
り
と
し
て
棄
る
に
は
非
ぎ
れ
ど
も
、
之
を
勤
め
る

の
外
に
又
大
切
な
る
智
徳
の
働
あ
る
と
の
事
を
示
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
」

す
な
わ
ち
、
人
聞
に
と
っ
て
私
徳
は
、
人
間
で
あ
る
た
め
の
必
要
最
低
限

の
条
件
で
あ
っ
て
、
人
間
の
存
在
意
義
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
智
恵
と
徳
義
と
は
恰
も
人
の
心
を
両
断
し
て
各
其
一
方
を
支
配
す
る
も

の
な
れ
ば
、
執
れ
を
重
し
と
為
し
執
れ
を
軽
し
と
為
す
の
理
な
し
。
二
者

を
兼
備
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
十
全
の
人
類
と
云
ふ
可
ら
ず
。
」
(
四
の
八

八
)そ

し
て
、
福
沢
は
、
私
徳
と
智
恵
と
を
い
く
つ
か
の
点
に
わ
た
っ
て
比

較
す
る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
私
徳
は
一
身
に
の
み
関
わ
り
、

歴
史
的
な
発
展
性
が
な
い
の
に
比
し
て
、
智
恵
は
、
多
く
の
人
に
影
響
を

与
え
、
限
り
な
く
発
展
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
私
徳
の
み
を
修
め
る
こ
と
で
、
文
明
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

0

1

然
る
に
今
孜
々
と
し
て
私
徳
の
一
方
を
教
へ
、
万
物
の
霊
た
る
人
類
を

し
て
僅
に
此
人
非
人
の
不
徳
を
免
か
れ
し
め
ん
こ
と
を
勉
め
、
之
を
免
か

る
る
を
以
て
人
生
最
上
の
約
束
と
為
し
、
此
教
の
み
を
施
し
て
一
世
を
寵

絡
せ
ん
と
し
て
却
て
人
生
天
菓
の
智
力
を
退
縮
せ
し
む
る
は
、
畢
寛
人
を

蔑
視
し
人
を
圧
制
し
て
其
天
然
を
妨
る
の
挙
動
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
」
(
四

の一

O
一
己
悪
人
が
い
な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
、
文
明
と
は
言
え
な
い
と

い
う
の
が
、
福
沢
の
主
張
で
あ
る
。
「
私
徳
は
智
恵
に
由
て
其
光
明
を
生
ず

る
も
の
な
り
。
智
恵
は
私
徳
を
導
て
其
功
用
を
確
実
な
ら
し
む
る
も
の
な
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り
。
智
徳
両
な
が
ら
備
は
ら
ざ
れ
ば
世
の
文
明
は
期
す
可
ら
ざ
る
な
り
。
」

(
四
の
一

O
五
)
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
智
徳
の
関
係
を
考
察
し
た
あ
と
で
、
い
よ
い
よ
日
本
の
状

況
に
つ
い
て
の
議
論
に
入
っ
て
い
く
。

Jmし
て
日
本
の
文
明
は
、
西
洋
諸

国
の
も
の
に
及
ば
ず
と
の
こ
と
も
普
く
人
の
許
す
所
な
り
。
然
ば
則
ち
日

本
の
未
だ
文
明
に
達
せ
ざ
る
は
、
其
人
民
の
智
徳
に
不
足
す
る
所
あ
り
て

然
る
も
の
な
れ
ば
、
此
文
明
を
達
せ
ん
と
す
る
に
は
智
恵
と
徳
義
と
を
求

め
ざ
る
可
ら
ず
。
:
:
:
故
に
文
明
の
学
者
は
広
く
日
本
国
中
を
見
渡
し
て

此
二
者
の
分
量
を
計
り
、
執
か
多
く
し
て
執
か
少
な
き
を
察
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、
其
求
の
前
後
緩
急
を
明
に
弁
ず
可
ら
ず
。
知
何
な
る
不
明
者
と
雄

ど
も
、
日
本
全
体
の
人
民
を
評
し
て
徳
義
は
不
足
す
れ
ど
も
智
恵
は
余
あ

り
と
云
ふ
者
は
な
か
る
可
し
。
」
(
四
の
一

O
六
)
日
本
に
お
い
て
智
と
徳

を
比
べ
た
場
合
、
徳
の
方
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

「
徳
の
分
量
は
仮
令
ひ
我
国
に
不
足
す
る
こ
と
あ
る
も
焦
眉
の
急
須
に
非

ざ
る
こ
と
明
な
り
。
智
恵
の
事
は
全
く
之
に
異
な
り
。
日
本
人
の
智
恵
と

西
洋
人
の
智
恵
と
を
比
較
す
れ
ば
、
:
:
:
一
よ
り
計
へ
て
百
に
至
る
も
又

千
に
至
る
も
、
一
と
し
て
彼
の
右
に
出
る
も
の
あ
ら
ず
。
」
(
四
の
一

O
七
)

「
方
今
我
朋
至
急
の
求
は
智
恵
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
」
(
四
の
一

O
七
)

こ
う
し
て
福
沢
は
、
今
の
世
界
に
お
い
て
日
本
の
文
明
を
発
達
さ
せ
る

た
め
に
は
、
私
徳
で
は
な
く
智
恵
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
。
す

な
わ
ち
福
沢
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
は
、
人
々
が
私
徳
だ
け
に

気
を
配
る
「
野
蛮
の
太
平
」
か
ら
、
道
理
に
よ
り
物
事
を
理
解
す
る
時
代

へ
と
転
換
す
べ
き
時
期
な
の
で
あ
っ
た
。
智
恵
は
、
人
々
の
経
済
的
独
立

を
達
成
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
物
質
的
基
礎
を
確
立
す

る
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
元
来
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
れ
、

僅
に
一
身
の
始
末
を
す
れ
ば
と
て
、
未
だ
人
た
る
の
職
分
を
終
れ
り
と
す

る
に
足
ら
ず
:
:
:
況
や
世
の
文
明
次
第
に
進
め
ば
其
便
利
唯
衣
服
飲
食
の

み
な
ら
ず
。
蒸
気
電
信
の
利
あ
り
、
政
令
商
売
の
使
あ
る
に
於
い
て
を
や
。

皆
是
れ
智
恵
の
賜
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
L

(

四
の
一
二
三

こ
こ
で
福
沢
は
、
日
本
の
文
明
化
の
為
に
智
恵
を
重
視
す
る
こ
と
を
選

択
し
た
。
こ
れ
以
後
の
福
沢
の
議
論
に
は
、
如
何
に
日
本
に
お
い
て
智
恵

を
拡
大
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
設
定
が
、
一
貫
し
て
存
在
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。(

5
)
文
明
の
な
か
の
家
族

先
に
福
沢
は
、
智
徳
の
歴
史
的
分
析
を
終
わ
る
に
あ
た
っ
て
、
今
の
文

明
に
お
い
て
は
、
徳
が
世
界
中
に
行
き
渡
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
、
「
今
の
文
明
の
有
様
に
て
徳
義
の
行
は
る
可
き
場
所
と
行
は
る
可
ら

ざ
る
場
所
と
を
区
別
す
る
は
、
文
明
の
学
問
に
於
て
最
も
大
切
な
る
要
訣
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な
り
。
」
と
述
べ
た
こ
と
を
論
じ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
今
の
文
明
状
態
に
お

い
て
徳
義
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
場
所
は
ど
こ
か
。
彼
は
言
う
。
寸
徳
義
の
力

の
十
分
に
行
は
れ
て
一
一
曇
も
妨
な
き
場
所
は
唯
家
族
の
み
。
L
(

四
の
二
一
七
)

丸
山
真
男
は
、
こ
の
部
分
を
、
あ
く
ま
で
も
儒
教
的
な
徳
義
を
家
族
の
な

か
に
限
ろ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。

福沢諭吉における文明と家族一序説

福
沢
は
こ
の
結
論
を
、
徳
義
情
合
に
も
と
づ
く
交
際
の
段
階
的
な
考
察

か
ら
導
い
て
い
る
。
そ
の
は
じ
め
が
家
族
で
あ
る
。
「
家
族
の
間
は
情
を
以

て
交
を
結
び
、
:
:
:
規
則
を
要
せ
ず
、
約
束
を
要
せ
ず
、
況
や
智
術
策
略

を
や
、
こ
れ
を
用
ひ
ん
と
す
る
も
用
ゆ
可
き
場
所
な
く
、
智
恵
の
事
は
僅

に
世
帯
整
理
の
一
部
に
用
を
為
す
の
み
に
て
、
一
家
の
交
際
は
専
ら
徳
義

に
依
て
風
化
の
美
を
尽
せ
り
。
L

(

四
の
一
二
四
)
こ
う
し
て
、
家
族
の
な

か
で
は
道
理
に
よ
る
交
際
が
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
は
、

徳
義
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
福
沢
は
、
こ
う
も
述
べ
て

い
る
。
「
抑
も
徳
義
は
情
愛
の
在
る
処
に
行
は
れ
て
規
則
の
内
に
行
は
る
可

ら
ず
。
」
(
四
の
二
一
七
)

「
情
愛
L

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
福
沢
が
『
西
洋
事
情
』
に
お
い
て
寸
家

族
の
問
、
親
愛
慈
情
を
主
と
し
て
相
争
う
の
心
な
き
は
、
老
幼
小
弱
を
助

け
し
め
ん
が
為
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
独
立
し
た
人

間
だ
け
で
は
な
く
、
人
の
助
け
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
よ
う
な
子
供

や
老
人
を
も
思
い
や
る
こ
と
の
で
き
る
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
に
独
立
し
て
生
き
ら
れ
な
い
人
を
助
け
る
の
は
、
健
康
な
人
の
本
来
的

な
「
職
分
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
司
西
洋
事
情
』
に
お

い
て
は
、
そ
の
原
理
論
は
単
に
述
べ
ら
れ
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
一
切
の

説
明
な
し
に
、
そ
れ
が
家
族
の
中
だ
け
で
し
か
成
立
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
競
争
社
会
と
家
族
が
、
並
立
し
て
叙
述
さ

れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
文
明
史
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

が
整
理
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、
「
情
愛
」
に
も
と
づ
く
交

際
を
寸
徳
義
L

に
よ
る
交
際
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
、
今
の
世
の
な
か
は

人
間
交
際
全
体
に
わ
た
っ
て
徳
を
及
ぼ
せ
る
時
期
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

寸
徳
義
の
力
の
十
分
に
行
は
れ
て
事
も
妨
な
き
場
所
は
唯
家
族
の
み
。
L

と

結
論
し
た
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
こ
の
「
徳
」
が
今
の
と
こ
ろ
家
族
に
お
い
て
の
み
行
な
わ
れ

る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、
「
人
の
説
に
家
族
の
交
は
天
下
太
平
の
雛
形
な

り
と
云
ふ
こ
と
あ
れ
ば
、
数
千
万
年
の
後
に
は
世
界
中
一
家
の
如
く
な
る

の
時
節
も
あ
ら
ん
欺
。
L

(

四
の
一
二
七
)
と
予
想
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

福
沢
に
お
い
て
は
、
家
族
に
お
け
る
徳
の
交
際
は
、
丸
山
の
言
う
よ
う
に

儒
教
的
な
モ
ラ
リ
ズ
ム
を
そ
こ
だ
け
に
限
る
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
も
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
望
ま
し
い
人
間
交
際
の
姿
な

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
恩
威
に
よ
る
徳
治
主
義
の
行
な
わ
れ
て
い
た
「
野
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蛮
の
太
平
」
の
名
残
と
し
て
で
は
な
く
、
「
文
明
の
太
平
」
の
先
駆
け
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
普
遍
主
義
時
代
の
福
沢
は
、
こ
の
よ
う

な
「
情
愛
」
に
基
づ
く
人
間
交
際
と
、
「
規
則
」
に
基
づ
く
大
人
同
士
の
、

「
他
人
の
L

つ
き
あ
い
の
双
方
と
も
を
肯
定
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、

文
明
史
の
相
の
も
と
に
、
前
者
を
、
文
明
の
よ
り
進
ん
だ
段
階
に
お
げ
る

人
間
交
際
の
形
と
し
て
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
福
沢
は
、
人
々
に
対
し
ま
ず
独
立
を
訴
え
た
が
、
そ
の
独

立
は
経
済
的
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
な
も
の
を
も
含
む
も
の
だ
っ
た
。
人
間

は
独
立
し
、
自
分
自
身
を
修
め
る
こ
と
で
自
己
の
主
体
性
を
確
立
す
る
。

そ
の
よ
う
に
独
立
し
た
人
聞
は
、
他
人
と
の
交
際
を
考
え
、
作
り
出
す
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
極
ま
る
と
、
他
の
弱
い
者
、
小
さ

な
者
に
対
す
る
配
慮
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
行
為

は
「
情
愛
」
と
い
う
感
情
に
も
と
事
つ
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た

人
間
同
士
の
人
間
交
際
の
あ
り
方
は
「
公
徳
L

に
よ
る
交
際
と
呼
ん
で
い

い
だ
ろ
う
。
福
沢
は
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
は
そ
れ
が
家
族
の
中

だ
け
で
し
か
成
立
し
得
な
い
と
考
え
た
が
、
こ
う
し
た
人
間
交
際
の
あ
り

方
が
社
会
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
、
「
公
徳
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
が
広
く
な
る

こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
私
徳
」
か
ら
「
公
徳
」
へ

の
転
換
は
、
智
恵
の
発
達
を
媒
介
に
し
た
質
的
な
発
展
と
、
量
的
な
拡
大

の
両
者
を
含
む
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
明
の
太
平
の
雛
型
と
し
て
の
家
族
は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
情
愛
を
媒

介
と
し
た
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
期
待
で
き
な
い
と
き
、
そ
う

し
た
自
発
的
な
関
わ
り
に
代
わ
っ
て
外
か
ら
枠
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
野
蛮
の
太
平
」
に
お
け
る
寸
恩
威
」
で
あ
り
、

今
の
世
界
に
お
い
て
は
「
規
則
」
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
規
則
の

効
能
を
見
れ
ば
よ
く
情
愛
の
事
を
成
す
と
雄
ど
も
、
:
:
:
規
則
と
徳
義
と

は
正
し
く
相
反
し
て
両
な
が
ら
相
容
れ
ざ
る
も
の
の
如
し
。
」
(
四
の
二
一

七
)
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
の
規
則
と
徳
義
と
の
比
較
も
「
今
」
と
「
文

明
の
太
平
」
と
が
比
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
彼
は
、
規
則
を
情
愛
に
代
わ
る
べ
き
次
善
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
規
則
の
み
を
以
て
相
会
す
る
も
の
は
之
を
徳
義
の
交
際
と
云

ふ
可
ら
ず
。
L

(

四
の
一
二
九
)
そ
し
て
、
「
人
心
の
賎
む
可
き
斯
の
如
く
、

規
則
の
無
情
な
る
斯
の
如
し
。
:
:
:
今
一
歩
を
進
め
て
此
規
則
の
起
る
所

以
の
源
因
と
、
之
に
由
て
得
る
所
の
功
徳
と
を
察
す
れ
ば
、
決
し
て
無
情

な
る
に
非
ず
、
之
を
今
の
世
界
の
至
善
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
:
:
:
今
日

の
有
様
に
て
世
の
文
明
を
進
る
の
具
は
規
則
を
除
て
他
に
方
便
あ
る
こ
と

な
し
。
L

(

四
の
一
一
二

O
)
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
智
徳
が
個
人
に
お
い
て
も
人
間
相
互
に
も
い
き
わ

た
っ
た
状
態
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
今
の
世
界
を
見
た
。
そ
こ
で
は
西
洋

も
日
本
も
、
智
徳
の
全
き
状
態
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
足
り
な
い
部
分
を

北法40(5-6・I.1264) 2406 



福沢諭吉におりる文明と家族 序説

補
う
の
が
規
則
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
は
、
智
徳
の
論
を
終
わ
る
に

あ
た
っ
て
、
万
国
公
会
を
評
価
し
て
、
こ
れ
を
「
全
世
界
の
太
平
を
謀
ら

ん
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
規
則
を
以
て
大
徳
の
事
を
行
ふ
も
の
と
云
ふ

可
し
」
(
四
の
二
三
ニ
)
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
広
大

な
文
明
史
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
は
、
西
洋
と
日
本
の
文
明
の
違
い
な
ど

ほ
ん
の
僅
か
な
も
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

文
明
史
観
の
導
入
は
、
福
沢
に
、
そ
れ
ま
で
湾
然
一
体
と
し
て
理
解
し

て
い
た
文
明
の
あ
る
べ
き
姿
と
、
西
洋
文
明
の
現
状
と
を
峻
別
し
、
そ
れ

を
歴
史
の
流
れ
の
う
え
に
位
置
付
り
な
お
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
た
。
そ

の
上
で
彼
は
今
の
文
明
を
相
対
化
し
、
今
の
西
洋
文
明
を
め
ざ
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
福
沢
は
、
『
概
略
』
に
お

い
て
宣
言
し
た
「
西
洋
文
明
を
目
的
と
す
る
事
L

に
、
彼
の
全
知
性
を
か

た
む
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
常
に
歴
史

の
究
極
状
態
と
し
て
の
「
文
明
の
太
平
」
が
引
照
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
よ
己
と
い
う
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
自
由
自

在
に
そ
の
主
張
を
操
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
彼
の
著

作
は
、
常
に
文
明
史
の
中
で
の
現
在
の
位
置
を
計
り
な
が
ら
書
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
と
考

え
た
の
は
、
自
国
の
独
立
と
い
う
テ
!
マ
で
あ
り
、
女
と
男
の
関
係
は
非

常
に
差
し
迫
っ
た
問
題
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
福
沢
が
再

び
女
性
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
女
性
と
男
性
の
関
係
が
、

日
本
の
文
明
化
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
と
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

(
1
)
福
沢
の
女
性
論
を
主
と
し
て
論
じ
た
も
の
に
は
、
中
江
和
恵
「
福

沢
諭
吉
の
家
族
論
」
『
都
立
大
人
文
学
報
』
一
一
一
一
号
、
(
一
九
七
七

年
)
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
福
沢
諭
吉
の
婦
人
論
に
ふ
れ
て
」
『
岡
山
大

法
文
学
部
学
術
紀
要
』
三
九
号
(
一
九
七
九
年
)
が
あ
る
。
中
江
は
、

福
沢
の
婦
人
論
が
、
結
局
は
国
家
主
義
の
文
脈
に
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、
ひ
ろ
た
は
、
福
沢
の
婦
人
論
は
原

理
的
に
は
普
遍
性
を
も
ち
な
が
ら
、
明
治
国
家
の
帝
国
主
義
的
近
代

化
の
路
線
に
そ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
鹿
野

政
直
は
、
資
本
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て
福
沢
の
婦
人
論
を
論
じ
て

い
る
。
鹿
野
守
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
(
新
評
論
社
、
一
九
五
六

年
)
。
同
「
解
説
L

『
福
沢
諭
吉
選
集
第
九
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八
一

年
)
も
参
考
に
な
る
。

(
2
)
本
論
で
は
、
福
沢
の
論
説
と
政
治
史
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
論

じ
な
い
。
さ
ら
に
彼
の
一
連
の
主
張
に
対
す
る
西
洋
の
思
想
お
よ
び

儒
教
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
扱
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
彼
が
書
き
表
わ

し
た
論
理
の
み
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
文
明
観
を
検
討
し
よ
う
と
す
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る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
分
析
は
、
福
沢
の
寸
個
人
主
義
」
が
ど
の
よ
う
な

内
容
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
家
族
を
含
ん
だ
社
会
関

係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
絞
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
家
族
史
再
考
|
l
1
ア

ラ
ン
・
マ
ク
フ
ァ

l
リ
ン
紹
介
|
|
〕
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻

三
号
ご
九
九

O
年
)
、
特
に
注
(
部
)
(
お
)
(
お
)
参
照
。

(3)
ひ
ろ
た
ま
さ
き
『
福
沢
諭
吉
研
究
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六

年)。

(
4
)
松
沢
弘
陽
、
『
社
会
契
約
か
ら
文
明
史
へ
』
『
北
大
法
学
論
集
』
本

号
所
収
。

(5)
以
下
福
沢
の
著
作
に
付
す
る
番
号
は
、
す
べ
て
福
沢
全
集
の
巻
と

頁
で
あ
る
。

(6)

「
万
物
の
霊
」
の
出
血
(
は
『
書
』
「
泰
誓
上
篇
」
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
「
惟
人
万
物
之
霊
」
と
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
は
、
人
と
物
は

同
じ
天
地
に
よ
っ
て
、
寸
気
」
の
自
己
運
動
の
過
程
か
ら
生
ま
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
聞
は
、
と
く
に
す
ぐ
れ
た
「
気
」

の
凝
集
と
し
て
出
現
し
た
た
め
、
他
の
万
物
以
上
に
霊
的
で
あ
り
、

す
ぐ
れ
た
能
力
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
島
田
慶
次
守
朱
子
学

と
陽
明
学
』
(
岩
波
、
一
九
八
七
年
)
四
二

1
四
三
頁
。

(
7
)
こ
れ
ら
の
著
作
の
も
と
に
な
っ
た
欧
米
の
原
典
に
お
い
て
、
男
と

女
が
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と

で
、
さ
ら
に
福
沢
の
思
想
の
特
徴
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

(8)
松
沢
寸
文
明
論
に
お
け
る
「
始
造
L

と
寸
独
立
L

L

H

『
北
大
法

学
論
集
』
コ
二
巻
三
・
四
号
、
一
七
四
六
頁
。

(9)
松
沢
寸
解
説
」
『
福
沢
諭
吉
選
集
、
第
一
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八

O

年
)
二
九
九
頁
。

(
叩
)
『
概
略
』
四
の
二

O
九。

(
日
)
福
沢
の
「
公
私
L

の
軸
は
、
単
に
そ
れ
が
妥
当
す
る
領
域
の
区
別

で
は
な
く
、
質
的
な
変
化
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

(
ロ
)
「
文
明
の
太
平
L

と
い
う
概
念
も
、
福
沢
の
晩
年
ま
で
一
貫
し
て

彼
の
思
想
の
な
か
に
存
在
し
続
け
た
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
解
釈

で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
関
し
て

は
、
福
沢
の
晩
年
の
思
想
を
扱
う
論
考
に
お
い
て
展
開
し
た
い
。

(
日
)
丸
山
真
男
『
「
文
明
論
之
概
略
L

を
読
む
、
中
』
(
岩
波
、
一
九
八

六
年
)
第
一
三
講
。
特
に
二
六
回
、
二
六
五
頁
。

(
M
)
福
沢
の
思
想
の
近
代
主
義
的
な
側
面
に
の
み
注
目
し
、
彼
の
い
う

「
家
族
」
や
「
徳
」
を
彼
の
合
理
性
に
捉
わ
れ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
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文
明
史
の
中
で
彼
が
家
族
や
徳
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
を
わ
か
り

に
く
く
す
る
。
丸
山
の
解
釈
に
は
、
そ
の
点
か
ら
の
疑
問
が
存
在
す

る
。
丸
山
は
あ
く
ま
で
も
福
沢
の
近
代
性
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
、

「徳
L

を
当
時
の
儒
教
道
徳
に
お
け
る
徳
で
あ
る
と
解
釈
し
、
否
定

的
評
価
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
福
沢
が
『
概
略
』

に
お
い
て
論
じ
た
「
徳
L

や
「
家
族
」
の
形
は
、
近
代
社
会
を
越
え

た
と
こ
ろ
で
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
。

国
家
に
関
し
て
近
代
を
越
え
る
形
を
描
い
て
い
た
福
沢
は
、
家
族
に

つ
い
て
も
、
近
代
を
越
え
る
形
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

関
連
し
て
、
福
沢
が
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
家
族
を
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
い
い
き
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
論
じ
た
家
族
の
な
か
の
人
間
関

係
を
、
詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
福

沢
の
女
性
論
を
扱
う
論
考
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い

る。

(
日
)
こ
こ
で
論
じ
た
「
情
」
と
い
う
概
念
は
、
福
沢
に
お
い
て
、
理
想

状
態
に
お
け
る
人
間
間
の
感
情
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
彼
の
著
作
の
中
に
は
同
じ
「
情
L

と
い
う
語
を
使
い
な
が
ら
、
非
合
理
的
な
内
容
を
も
っ
た
感
情
に
つ

い
て
の
一
言
及
が
次
第
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
福
沢
は
、
文

明
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
人
間
の
行
為
が
、
非
合
理
的
な
情
↓
規

則
↓
合
理
的
な
情
に
も
と
づ
い
た
も
の
へ
変
化
す
る
と
考
え
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
こ
こ
で
論
じ
た
「
公
私
」
と
い
う
語

も
、
後
に
な
っ
て
、
単
に
領
域
的
区
分
を
意
味
す
る
だ
け
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。
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Civilization and Family in Fukuzawa Yukichi's Theory 

Toshiko N AKAMURA本

Introduction 

Chapter 1 The Period of Universalism 

Chapter 2 The Turning Point一一一一一“TheGeneral Theory of Civilization" 

(1) Comparative View of Civilization 

(2) Essence of the History of Civilization 

(3) Historical Nature of Reason and Virtue 

(4) Necessity of Reason in ]apan 

(5) Family in Civilization 

Fukuzawa Yukichi is well known to have thought about women's 

rights in the Meiji period. But there are few articles or books which 

analyse his theory of family in relation to the total structure of his 

theory. Here， 1 intend to analyse his theory of family in his theory of 

civilization which is the core of his thought. 

“The General Theory of Civilization" has a very important meaning 

in his theory. He changed his perspective to an historical one based on 

civilization in the book. He thought that the development of civilization 

meant the development of reason and virtue in human beings. It also 

contained the improvement of social relations. He dreamed of “The 

Peaceful Wor1d of Civilization" where the virtue and reason of human 

beings reached to the highest point. He imagined that the social relations 

in such a wor1d would be like “the family'¥ 

Such an historical perspective enabled him to see western civiliza. 

tion relatively， and he insisted that ]apan should reach to the level of 

western civilization. For the purpose， he changed his statement from time 

to time， as ]apanese civilization developed. 

But the relations between ]apanese men and women were never 

improved despitεthe development of civilization. Fukuzawa very much 
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worried about the situa~ion because he thought that there ought to have 

been a kind of civilized relationship between men and women in J apan. 

He tried to persuade Japanese people to develop such a relationship in 

]apan twice or three times in his life. As family was the most 

underdeveloped area in the progress of J apanese civilization， we can see 

the ideal-type of civilization of Fukuzawa in his discussions on the 

family 
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