
〔付
記
〕

小
論
は
日
本
思
想
史
学
会
平
成
人
年
度
大
会

〔
一
九
九
六
年
十
月
二
十
六
～
二
十
七
日
国
際
基
督
教
大
学
で
開
催
〕
で
発
表

し
た
研
究
報
告
を
基
に
加
筆
し
、

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
作
成
に
あ
た

っ
て
、

指
導
教
官
玉
懸
博
之
先
生
か
ら
多
大
な
ご
指

導
や
ご
示
峻
を
頂
い
た
。

厚
く
お
礼
中
し
上
げ
る
。
ま
た
束
北
大
学
文
字
部
日
本
思
想
史
研
究
室
助
手
の
中
村
安
宏
さ
ん
、
日
本
学

術
振
興
会
特
別
研
究
員
の
末
永
恵
子
さ
ん
に
も
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
こ
と
を
記
し
、

深
く
感
謝
し
た
い
。

福
沢
諭
吉
に
お
け
る
拝
外
と
排
外

洋

は
じ
め

に

福
沢
諭
吉
に
関
す
る
研
究
は
す
で
に
汗
牛
充
棟
の
感
が
あ
る
。

九
山
真
男
の
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
日
本
政
治
思
想
史
に

お
い
て
福
沢
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
れ
ば
、

坂
野
潤
治
に
よ
る
福
沢
の
対
外
観
の
変
遷
を
追

っ
た
研
究
、

ま
た
、

蔵

書

へ
の
書
き
込
み
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
そ
の
思
想
と
ミ
ル

（甘
ヨ

脅
馬
二

〓
≡

臣
８

も
ｅ

や
バ

ツ
ク
ル

（工
８
電

弓
丁
日
≫

∞
馬
斥
Ｆ

猛
時
Ｔ
鸞
）
、

ギ
ゾ
ー

（甲
営
８
冴
可
一ｑ
る

命
ユ
一営
ヨ
つ
ｏ
ｃ
一営
〔」
謎
ギ
猛
ざ
）
ら
の
思
想
と
の
連
関
を
解
き

あ
か
そ
う
と
し
た
安
西
敏
三
の
研
究
も
あ
る
。

論
者
が
こ
の
論
文
で
試
み
た
い
こ
と
は
、

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え

つ
つ
、

福
沢
に
お
い
て
西
欧
を
肯
定
し
受
容
し
よ
う

と
す
る
あ
り
か
た

（拝
外
）
と
、

批
判
し
否
定
し
よ
う
と
す
る
あ
り
か
た

⌒排
外
）
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ

つ
た
か
を
あ
き
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
排
外
の
立
場
だ
か
ら
と
い
つ
て
、

近
世
の
日
本
に
お
い
て
す
で
に
普
遍
化
し
て
い
た
儒
学

・
回

学

・
仏
教
思
想
の
立
場
か
ら
西
欧
の
思
想
や
現
実
を
批
判
し
た
の
だ
、

と
か
、

拝
外
だ
か
ら
と

い
つ
て
、

西
欧
思
想
と
い
う
当
時

に
あ

つ
て
は
特
殊
な
立
場
か
ら
日
本
の
文
化
や
思
想
を
否
定
し
た
の
だ
、

と
か
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
議
論
を
し
よ
う
と
い
う

平

lll
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の
で
は
な
い
。

お
い
お
い
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

欧
化
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
福
沢
が
西
洋
の
思
想
や
文
化
を
批
判
す

る
場
合
、

そ
の
論
拠
と
な

っ
て
い
る
の
は
儒
学
で
も
国
学
で
も
仏
教
で
も
な
い
。

で
は
い
っ
た
い
何
を
基
準
に
し
て
、

あ
る
時
は

拝
外
の
立
場
を
と
り
、

あ
る
時
は
排
外
の
意
見
を
述
べ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
に
光
を
あ
て
る
の
が
本
論
の
日
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず

一
で
は
福
沢
の
生
澁
と
彼
の
思
想
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

二
で
は
彼
の
拝
外
観
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三
で
は
彼
の
拝
外
観
と
排
外
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
容
す
る
。

一
、

福

沢

の
生
涯

と

そ

の
評
価

福
沢
の
拝
外
観
と
排
外
観
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、

ま
ず
彼
の
生
涯
を
ご
く
簡
単
に
た
ど

っ
て
み
た
い
。

編
沢
諭
吉
は

一
人
三
五
年

一
月
に
大
坂
の
中
津
藩

（現
大
分
県
）
蔵
屋
敷
で
生
ま
れ
た
ｃ

父
百
助
は
藩
の
会
計
を
担
当
す
る
部

署
の
下
僚
で
あ

っ
た
。

翌
年
百
助
が
病
死
し
た
の
に
伴

っ
て
母
子
六
人
は
帰
郷
し
、

諭
吉
も
ま
た
そ
こ
で

一
般
的
な
漢
学
の
素
養

を
身
に
つ
け
た
。

五
四
年
に
は
長
崎
に
出
て
蘭
学
を
学
び
、

さ
ら
に
翌
年
大
坂
の
結
方
洪
庵
の
適
塾
に
入
門
し
た
。
こ
こ
で
生
理

学

。
医
学

・
物
理
学

・
化
学
な
ど
を
学
ん
だ
。

五
八
年
秋
に
藩
命
に
よ
り
よ
戸
に
出
て
、

築
地
鉄
砲
洲
の
中
津
藩
中
屋
敷
で
蘭
学

塾
を
開
い
た
。

翌
年
、

開
港
し
た
ば
か
り
の
横
浜
を
見
物
し
た
と
き
オ
ラ
ン
グ
語
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
知
り
、

英
学
に
転
向

し
た
。

六
〇
年
初
め
威
臨
丸
に
乗
船
し
て
米
国
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
な
ど
を
訪
問
し
、

同
年
夏
に
帰
国
後
は
幕
府
外
国
方
翻
訳
方
に

一犀
わ
れ
た
。

六
二
年
に
は
幕
府
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
遣
使
節
の
随
員
と
し
て
約

一
年
に
わ
た

っ
て
フ
ラ
ン
ス

・
イ
ギ
リ
ス

・
オ
ラ
ン

ダ

・
プ
ロ
シ
ア

・
ロ
シ
ア

・
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
を
視
察
し
た
。

六
四
年
幕
府
外
国
方
翻
訳
局
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
り
、

六
六
年

に
は
欧
米
で
の
経
験
を
も
と
に
し
た
最
初
の
著
書

『西
洋
事
情
」
初
編
を
出
版
し
た
。

六
七
年
初
め
に
幕
府
の
軍
艦
受
取
委
員
随

員
と
し
て
再
度
渡
米
し
、

東
部
諸
州
の
都
市
を
訪
問
し
て
多
く
の
原
書
を
購
入
し
た
。

六
八
年
四
月
自
ら
の
塾
を
正
式
に
慶
磨
義
塾
と
命
名
し
、

同
年

一
〇
月
の
明
治
維
新
以
後
も
新
政
府
か
ら
の
再
〓
の
依
頼
に
も

か
か
わ
ら
ず
官
途
に
就
く
こ
と
は
せ
ず
教
育
と
著
述
に
専
念
し
た
。

七
二
年
二
月
か
ら
七
六
年

一
一
月
に
か
け
て

『学
問
の
す

ヽ

め
』
全

十
七
桶
を
発
表
し
た
が
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
変
な
売
れ
行
き
と
な
り
、

ま
た
そ
の
中
の
い
わ
ゆ
る
赤
穂
不
義
士
論
や

楠
公
権
助
論
等
は
世
間
に
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
。

七
三
年
、

日
本
最
初
の
学
会
で
あ
る
明
六
社
に
参
加
し
、

七
五
年
八
月
に
は

今
日
で
は
代
表
作
と
日
さ
れ
て
い
る

『文
明
論
之
概
略
』
を
■
梓
し
た
。
こ
の
時
期
が
学
者
と
し
て
の
福
沢
の
最
盛
期
で
あ

っ
た
。

人
二
年
、

獲
ほ
義
塾
出
版
社
か
ら
新
聞

『時
事
新
報
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
、

そ
の
社
説
欄
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
。

八
五
年
三

月
に
発
表
さ
れ
た

「脱
亜
論
」
も
そ
う
し
た
諸
評
論
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
年
齢
を
重
ね
る
と
と
も
に
福
沢
は
徐
々
に
後
進
に
道
を
譲

つ
て
い
つ
た
。

そ
し
て
九
六
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て

『福

翁
百
話
』
『ｖ福
翁
百
余
話
』
『福
翁
自
伝
』
な
ど
を
執
筆
し
た
後
、　

一
九
〇

一
年
二
月
に
六
人
歳
で
永
眠
し
た
。

今
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

福
沢
の
生
涯
は

一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
に
よ

つ
て
工
分
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て

彼
の
名
が
人
口
に
惰
矢
さ
れ
た
の
も
、
『西
洋
事
情
』
か
ら

『文
明
論
之
概
略
』
ま
で
の
維
新
を
中
心
と
す
る
約

一
〇
年
間
な
の

で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
の
福
沢
に
関
す
る
評
価
は
研
究
者
に
お
い
て
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

三
度
の
外
遊
に
よ

っ
て

欧
米
に
つ
い
て
熟
知
す
る
よ
う
に
な

っ
た
福
沢
は
、

西
洋
思
想
と
い
う
特
殊
な
立
場
か
ら
そ
れ
ま
で
普
通
化
し
て
い
た
日
本
の
伝

統
を
批
判
し
、

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
文
明
開
化
を
推
進
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

福
沢
に
お
け
る
拝
外
と
排
外
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、

こ
こ
で
日
本
の
思
想
家
の
外
国
思
想
や
文
化
に
対
す
る
態
度

の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

一
般
に
日
本
の
思
想
家
の
拝
外
と
排
外
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

Ｏ
西
洋
の
文
明
に
つ
い
て
は
尊
重
す
る
が
、

束
洋
の
思
想
に
つ
い
て
は
近
代
化
を
遅
ら
せ
る
要
因
と
し
て
排
除
す
る
。
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②
国
家
の
独
立
が
最
大
課
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、

外
来
思
想
は
全
て
排
除
す
る
。

０
国
家
の
独
立
は
大
切
で
は
あ
る
が
、

外
国
を
尊
ま
す
る
こ
と
は
そ
れ
と
は
別
で
、

拝
外
心
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
常
に
幾

分
か
は
保
持
す
る
。

④
西
洋
文
化
は
野
蛮
な
も
の
な
の
で
排
す
る
が
、

東
洋
文
化
は
崇
高
な
も
の
と
し
て
拝
す
る
。

ま
ず
①
の
立
場
が
従
来
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
幕
末
維
新
期
の
福
沢
の
ス
タ
ン
ス
と
さ
れ
て
き
た
。

②
の
立
場
に
つ
い
て
は
、

本
居
宣
長
に
は
じ
ま
り
平
田
篤
胤
へ
と
い
た
る
同
学
者
の
流
れ
は
も
と
よ
り
、

幕
末
長
州
の
思
想
家
吉
田
松
蔭
や
そ
の
弟
子
た
ち

が
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

③
の
立
場
は
今
日
の
文
化
相
対
主
義
に
通
じ
る
考
え
方
で
、

ど
の
文
化
も
等
し
く
そ
の
価
値
を
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

た
だ
し

一
九
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
立
場
で
あ

っ
た
。

④
は

近
世
の
儒
者
に
共
通
す
る
立
場
で
あ

っ
て
、

福
沢
が

「漢
学
者
流
」
と
い
つ
て
批
判
す
る
の
は
こ
う
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

さ
て
、

繰
り
返
し
に
な
る
が
、

従
来
ま
で
の
研
究
史
で
は
、

福
沢
に
お
け
る
拝
外
と
排
外
の
関
係
は
①
の
立
場
を
徹
底
化
す
る

こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
の
学
問
で
主
流
を
占
め
て
い
た
④
の
立
場
を
合
定
し
た
、

と
捉
え
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た

研
究
が
描
く
福
沢
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

地
方
の
小
落
の
低
い
身
分
の
武
士
階
級
に
生
ま
れ
た
福
沢
は
儒
学
や

武
士
道
を
憎
み
、

自
ら
の
意
見
を
も
世
間
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
自
由
で
平
等
な
世
界
を
め
ざ
し
た
。

彼
は
欧
米
旅
行
を

通
し
て
、

国
家
と
個
人
の
独
立
の
重
要
性
を
認
識
し
、

日
本
を
洋
風
な
文
明
国
に
す
る
べ
く
努
力
し
著
作
を
書
い
た
、

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

は
た
し
て
こ
う
し
た
福
沢
像
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
二
で
は
、

福
沢
の
著
作
に
お
け
る
西
洋
文
明
や
文
化
に
対
す
る

評
価
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

二
、

拝
外

主
義
者
と

し

て
の
福

沢

『文
明
論
之
肌
略
』
は
、

す
で
に
福
沢
の
代
表
作
と
し
て
評
価
が
定
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は

『学
問
の
す

ヽ
め
』
が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う
な

「文
明

一
節
ず

つ
の
切
充
」
を
止
め
て
、

彼
自
身
の
文
明
論
を
ま
と
ま

っ
た
形
で
残
す
た
め
に
構
想
さ
れ
た
大

作
で
あ
る
。　

一
人
七
五
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
。　

一
〇
キ
に
わ
た

っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
概
略
と
日
本
文
明
の
独
自
性
が
詳
述

さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
第
二
章
は

「西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す
る
事
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

今
、

世
界
の
文
明
を
論
す
る
に
、

欧
羅
巴
諸
国
並
に
亜
米
利
加
の
合
衆
国
を
以
て
最
上
の
文
明
同
と
為
し
、

土
耳
古
、

支
那
、

日
本
等
、

亜
細
亜
の
話
田
を
以
て
半
開
の
国
と
称
し
、

阿
非
利
加
及
び
喚
太
利
亜
寺
を
日
し
て
野
蛮
の
回
と
云
ひ
、

此
名
称

を
以
て
世
界
の
通
論
と
な
し
、

西
洋
諾
日
の
人
民
、

独
り
白
か
ら
文
明
を
誇
る
の
み
な
ら
ず
、

彼
の
半
開
野
蛮
の
人
民
も
、

白
か
ら
こ
の
名
称
の
赴
ひ
ざ
る
に
服
し
、

自
か
ら
半
開
野
蛮
の
名
に
安
ん
じ
て
、

敢
て
自
回
の
有
様
を
誇
り
西
洋
諸
国
の
右

に
出
る
と
思
ふ
者
な
し
。

雷
に
こ
れ
を
思
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

補
や
事
物
の
理
を
知
る
者
は
、

其
理
を
知
る
こ
と
念
深
き

に
従
ひ
、

念
自
‐１こ‐
の
有
様
を
明
に
し
、

念
こ
れ
を
明
に
す
る
に
従
ひ
、

怠
西
洋
諸
円
の
及
ぶ
可
ら
ざ
る
を
悟
り
、

こ
れ
を
患

ひ
、

こ
れ
を
悲
み
、

成
は
彼
に
学
て
こ
れ
に
歓
は
ん
と
し
、

或
は
白
か
ら
勉
て
こ
れ
に
対
立
せ
ん
と
し
、

亜
細
亜
諸
国
に
於

て
、

識
者
終
身
の
憂
は
、

唯
此

一
事
に
在
る
が
如
し
。

こ
こ
で
は

一
般
に
半
開
の
国

（発
展
途
上
回
）
の
知
識
人
が
西
洋
文
明
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
福

沢
自
身
の
考
え
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
『学
問
の
す

ヽ
め
』
第
三
編

「
一
身
独
立
し
て

一
回
独
立
す
る
事
」

■

八
七
三
年

一
二
月
）
で
は
、

戦
国
時
代
の
日
本
と

一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
が
比
較
さ
れ
て
い
て
、

個
人
の
独
立
と
国
家
の
独
立
と
は
同

一
線
■
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
あ
ら
ま
し
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

桶
狭
間
の
戦
い
で
織
田
信
長
が
今
川
義
元
に
勝
利
し
た
と
き
、

駿
河
の
今
川
勢

は
蜘
味
の
子
を
散
ら
す
よ
う
に
逃
げ
去

っ
て
、

そ
の
政
府
は
減
亡
し
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
旨
仏
戦
争
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
阜

帝
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
拘
束
さ
れ
た
後
も

フ
ラ
ン
ス
は
懸
命
に
戦
い
続
け
、

和
陸
に
及
ん
で
か
ら
も
そ
の
政
府
は
そ
の
ま
ま
存
続
し

て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
が

つ
い
た
か
と
い
え
ば
、

駿
河
の
人
民
は
義
元

一
人
に
依
り
す
が

つ
て
い
た
だ
け
で
、

彼
ら
に
は

本
国
を
思
う
心
が
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
は
報
円
の
士
民

（愛
回
者
）
が
多
か

っ
た
の
で
、

進
ん

で
戦
争
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
由
て
考
ふ
れ
ば
、

外
国

へ
対
し
て
自
口
を
守
る
に
当
り
、

共
国
人
に
独
立
の
気
力
あ
る
者
は
田
を
思
ふ
こ
と
深
切
に

し
て
、

独
立
の
気
力
な
き
者
は
不
深
切
な
る
こ
と
推
て
知
る
可
き
な
り
。

さ
ら
に
韓
阿
や
中
国
と
の
関
係
で
何
か
と
取
り
■
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多

い

「脱
亜
論
」

ｉ

八
八
五
年
三
月
）
の
中
で
、

福
沢
は
、

日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
よ
り
も
優
れ
て
い
る
決
定
的
要
因
と
し
て
、

日
本
が
真

っ
先
に
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。

彼
に
よ
れ
ば
、

維
新
前
夜
に
は
徳
川
幕
府
を
存
続
さ
せ
る
か
西
洋
文
明
を
導
入
し
て
国
家
の
独
立
を
計
る
か
の
二
者
択

一
を

迫
ら
れ
る
状
況
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

是
に
於
て
か
我
日
本
の
士
人
は
、

国
を
重
し
と
し
政
府
を
軽
し
と
す
る
の
大
義
に
基
き
、

又
幸
に
帝
主
の
神
聖
尊
厳
に
依
頼

し
て
、

断
じ
て
旧
政
府
を
倒
し
て
新
政
府
を
立
て
、

国
中
朝
野
の
別
な
く
、　

一
切
万
事
西
洋
近
時
の
文
明
を
採
り
、

独
り
日

本
の
旧
套
を
脱
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、

亜
細
亜
全
洲
の
中
に
在
て
新
に

一
機
軸
を
出
し
、

主
義
と
す
る
所
は
唯
脱
亜
の
二
年

に
在
る
の
み
。

我
日
本
の
回
土
は
亜
細
亜
の
東
辺
に
在
り
と
難
ど
も
、

其
国
民
の
精
神
は
、

既
に
亜
細
亜
の
国
腫
を
脱
し
て
、

西
洋
の
文
明

に
移
り
た
り
。

然
る
に
菱
に
不
幸
な
る
は
、

近
隣
に
国
あ
り
、　

一
を
支
那
と
云
ひ
、　

一
を
朝
鮮
と
云
ふ
。

ま
た
日
本
の
女
性
が
不
当
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た

「
日
本
婦
人
論
」

全

人
八
五
年
ニハ
月
）
で
も
、

西
洋
で
は
離

婚
に
お
い
て
妻
の
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
あ
ら
ま
し
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

西

洋
諸
国
で
は
離
婚
の
法
律
な
ど
は
非
常
に
厳
重
で
あ

っ
て
、

そ
の
民
法
は
容
易
に
離
婚
を
許
さ
な
い
。

い
わ
れ
も
な
く
妻
を
放
逐

す
る
こ
と
を
禁
じ
る
だ
け
で
な
く
、

た
と
え
や
む
を
え
な
い
事
情
が
あ
る
者
で
も
、

離
婚
を
出
願
す
れ
ば
ま
ず
別
居
を
命
じ
て
、

一
両
年
も
試
み
て
、

い
よ
い
よ
和
解
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
て
か
ら
、

は
じ
め
て
離
婚
を
許
可
す
る
。
ま
た
離
婚
の

権
利
は
夫
婦
平
等
で
、

大
が
浮
気
を
し
た
り
外
に
愛
人
を
囲

っ
た
り
、

ま
た
妻
を
ほ

っ
た
ら
か
し
に
す
る
場
合
は
妻
の
ほ
う
か
ら

離
縁
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
彼
は
続
け
る
。

回
よ
り
是
等
の
法
は
各
国

一
様
な
ら
ず
し
て
、

大
同
中
小
異
な
き
に
非
ず
。

其
詳
な
る
は
西
洋
話
回
の
法
律
書
を
見
て
知
る

可
し
と
難
ど
も
、

詰
る
所
、

夫
婦
の
権
利
正
し
く
平
等
に
位
す
る
丈
け
は
明
白
な
る
事
実
な
れ
ば
、

彼
の
回
々
の
婦
人
が
、

日
本
の
慣
行
に
て
離
婚
の
権
は
大
の

一
方
に
帰
し
、

三
行
半
の

一
片
紙
、

以
て
借
老
の
交
際
を
瞬
間
に
断
絶
す
可
し
な
ど
聞

た
ら
ば
、

其
驚
き
如
何
な
る
可
き
や
。

仮
令
ひ
束
洋
異
回
の
事
と
は
云
ひ
な
が
ら
、

容
易
に
之
を
信
ぜ
ざ
る
程
の
こ
と
な
ら

ん
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
福
沢
は
何
で
も
か
で
も
西
洋
の
通
り
に
す
れ
ば
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
受
け
取
れ
る
。

も
と
よ
り
西
洋
と
い
っ
て
も
範
囲
は
広
い
の
で
あ
る
が
、

具
体
的
に
は
政
治
上
の
話
制
度
は
立
憲
君
主
制
の
イ
ギ
リ
ス
を
、

人
間

の
気
概
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
を
手
本
に
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

福
沢
の
手
沢
本
に
み
ら
れ
る
書
き
込
み
と
と
完
成
さ
れ
た
著
作
と
の
思
想
的
連
関
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
行

っ
た
安
西
微
三

は
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

（∽
千
〓
ま
申
ヨ

”
一ф
酔
の付目
Ｏ
Ｓ
穏
あ
ｏ

の

『イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
を
重
要
祝
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

福
沢
に
と

っ
て
は
、

彼
の
そ
れ
以
前
の
人
権
な
り
自
由
の
概
念
が
見
聞
に
よ
る
も
の
や
読
本
な
い
し
歴
史
書
に
依
拠
し
て
い

た
が
故
に
法
学
的
思
考
に
劣
り
、

ま
た
論
理
的
整
合
性
に
欠
け
る
面
が
あ

っ
た
の
に
比
し
て
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の

『イ
ン
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グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
は
法
学
的
か
つ
論
理
的
整
合
性
‐―
　
ベ
ン
タ
ム
の
批
判
と
は
違

っ
た
意
味
で
―
―
が
あ
り
、
し
か
も
政

治
的
自
由
の
問
題
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
た
め
に
、

福
沢
の
そ
の
後
の
自
由
な
り
人
権
な
り
に
つ
い
て
の
思
想
的
展

開
の

一
つ
の
確
同
た
る
糧
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
思
想

〈だ
け
〉
に
よ
つ
て
福
沢
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
だ
、

と
は

論
者
は
考
え
な
い
。
し
か
し
福
沢
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
ら
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
を
日
本
に

導
入
す
る
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
安
西
の
研
究
に
よ

っ
て
も
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
人
の
気
概
を
重
要
祝
し

て
い
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば

『学
問
の
す

ヽ
め
』
の
有
名
な
冒
頭
の

一
句

《
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、

人
の
下
に
人
を
造
ら

ず
と
云
へ
り
》
が
ア
メ
リ
カ
独
立
貨
言
の
引
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

南
北
戦
争
の
結
果
奴
隷
が
解
放
さ
れ
て
か

ら

一
〇
年
ほ
ど
し
か
た

つ
て
い
な
か

っ
た
ア
メ
リ
カ
に

『西
洋
事
情
』
初
編
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

《
国
法
寛
に
し
て
人

を
束
縛
せ
ず
、

人
々
自
か
ら
其
所
好
を
為
し
、

士
を
好
む
も
の
は
士
と
な
り
、

農
を
好
む
も
の
は
農
と
な
り
、

士
農
工
商
の
間
に

少
し
も
区
別
を
立
て
ず
、

同
よ
り
門
岡
を
論
ず
る
こ
と
な
》
き
社
会
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
福
沢
自
身
も
考
え
て
い
な
か

っ
た

ろ
う
が
、

ア
メ
リ
カ
は
そ
の
よ
う
に
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

封
建
時
代
が
終
わ

っ
た
ば
か
り
の
時
代
を
生
き
て
い
た
日
本
人
に
と

っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
と
ア
メ
リ
カ
の
精
神
を
規

範
に
す
る
べ
き
だ
、

と
い
う
主
張
は
、

確
か
に
新
し
く
映

つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、

福
沢
は
単
に

西
洋
思
想
の
紹
介
者
に
し
か
す
ぎ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

い
っ
た
い
福
沢
の
思
想
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
．

そ
う
だ
と
し
た
な
ら

一
九
九
〇
年
代
後
半
の
現
在
に
あ

っ
て
な
お
、

彼
の
著
作
、

と
り
わ
け

『字
間
の
す

ヽ
め
』
と

『文
明
論
之

概
略
』
が
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
続
け
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
時
代
を
推
進
す
る
啓
蒙

書
の
寿
命
は
短
く
、

時
代
が
そ
の
書
物
を
必
要
と
し
な
く
な
れ
ば
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

福
沢
の
弟
子
の
世
代
に
あ
た
る
評
論
家
の
徳
富
蘇
峰
は
そ
う
し
た
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
の

一
人
で
あ
る
。

少
々
わ
き
道
に
そ
れ

る
が
、

こ
こ
で
対
比
の
た
め
に
蘇
峰
に
触
れ
て
み
た
い
。

彼
は
福
沢
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
時
代
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
た

こ
ろ
に

『新
日
本
之
青
年
』
■

人
八
七
年
）
と
い
う
評
論
を
発
表
し
た
。

そ
こ
に
は
啓
家
の
時
代
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な

っ
て
、

こ
れ
か
ら
は
啓
蒙
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
た
明
治
の
青
年
が
単
に
西
洋
の
真
似
だ
け
の
近
代
化
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、

日
本
に

根
づ
い
た
近
代
化
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
作
品
中
の
有
名
な
標
語
に

「
天
保

の
老
人
、

明
治
の
青
年
」
と
い
う

一
句
が
あ
る
じ

桁
沢
は
天
保
五
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、

彼
が

「
人
保
の
老
人
」
の
代
表
格

と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
新
た
な
時
代
を
告
げ
た

「
明
治
の
青
年
」
蘇
峰
の
思
想
は

も
は
や
古
く
さ
い
も
の
と
さ
れ
て
誰

一
人
見
向
き
も
せ
ず
、

反
面
蘇
峰
に
時
代
遅
れ
と
批
判
さ
れ
た

「
天
保
の
老
人
」
福
沢
の
思

想
の
方
が
命
脈
を
保

っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、

歴
史
の
皮
肉
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
た
ん
な
る
啓
家
思
想
家
に
す
ぎ
な
か

っ
た
蘇
峰
は
す

っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

つ
た
。

そ
こ
で
本
論
の
課
題
は
、

で
は
な
ぜ
桐
沢
の
思
想
は
未
だ
に
有
効
で
あ
る
か
、

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

〓
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

三
、

拝
外

と
排

外

、
そ
し

て
そ

れ
ら
を
超
え

て

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

福
沢
が
単
に
西
洋
賛
夫
を
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
な
ら
、

彼
が
日
本
を
代
表
す
る
私
立
学
校
の
創
始

者
で
あ

っ
た
に
も
せ
よ
、

そ
の
思
想
が
今
回
ま
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

実
際
拝
外
主
義
者
と
し
て
知

ら
れ
る
福
沢
の
評
論
の
な
か
に
は
西
洋
批
判
も
ま
た
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば

『文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
、

彼
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
回
の
建
回
の
精
神
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、

一
方
で
民
主
ｉ

義
の
も

つ
欠
点
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。

合
衆
国
の
政
治
は
、

独
立
の
人
民
、

其
気
力
を
運
ふ
し
、

思
ひ
の
ま

ヽ
に
定
め
た
る
も
の
な
れ
ば
、

其
風
俗
純
精
無
雑
に
し
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て
、

真
に
人
類
の
止
る
可
き
所
に
止
り
、

安
楽
回
上
の
哀
境
を
模
し
出
し
た
る
が
如
く
な
る
可
き
筈
な
る
に
、

今
日
に
至
て

事
実
を
見
れ
ば
、

決
し
て
然
ら
ず
。

合
衆
政
治
は
人
民
合
衆
し
て
暴
を
行
ふ
可
し
、

其
暴
行
の
寛
厳
は
、

立
君
独
裁
の
暴
行
に
異
な
ら
ず
と
難
ど
も
、

唯

一
人
の

意
に
出
る
も
の
と
、

衆
人
の
手
に
成
る
も
の
と
、

其
趣
を
果
に
す
る
の
み
。

そ
し
て
、

こ
の
引
用
に
続
け
て
、

ア
メ
リ
カ
の
風
俗
は
簡
易
を
尊
ぶ
と
は
い
え
、

実
際
に
は
そ
の
影
に
隠
れ
た
不
正
が
横
行
し
て

お
り
、

賄
賂
を
禁
止
す
る
法
律
が
数
多
く
あ
る
の
は
そ
う
し
た
不
Ｉ
が
嫌
ん
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
西
洋
の
文
化
全
体
に
つ
い
て
も
、

福
沢
は

『学
問
の
す

ヽ
め
』
第

一
五
編

（
一
人
七
六
年
七
月
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
批
判

し
て
い
る
。

今
の
改
革
者
流
が
、

日
本
の
旧
習
を
厭
ふ
て
西
洋
の
事
物
を
信
ず
る
は
、

金
く
解
信
軽
疑
の
談
を
免
る
可
き
も
の
と
云
ふ
可

ら
ず
。

所
認
旧
を
信
ず
る
の
信
を
以
て
新
を
信
じ
、

西
洋
の
文
明
を
慕
ふ
の
余
り
に
、

米
て
其
響
盛
、

朝
寝
の
雅
を
も
学
ぶ

も
の
と
云
ふ
可
し
ｃ
…
…
西
洋
の
文
明
回
よ
り
来
ふ
可
し
、

之
を
慕
ひ
、

之
に
徴
は
ん
と
し
て
、

日
も
亦
足
ら
ず
と
難
ど
も
、

軽
々
之
を
信
ず
る
は
、

信
ぜ
ざ
る
の
優
に
若
か
ず
。

彼
の
富
強
は
誠
に
羨
む
可
し
と
難
ど
も
、

共
人
民
の
貧
富
不
平
均
の
弊

を
も
、

兼
て
之
に
徴
ふ
可
ら
ず
。
日
本
の
租
税
寛
な
る
に
非
ざ
れ
ど
も
、

英
同
の
小
民
が
地
主
に
虐
せ
ら
る

ヽ
の
苦
痛
を
思

へ
ば
、

却
て
我
農
民
の
有
様
を
祝
せ
ざ
る
可
ら
ず
。

西
洋
諸
同
、

婦
人
を
重
ん
ず
る
の
風
は
人
間
世
界
の

一
美
事
な
れ
ど
も
、

無
頼
な
る
細
君
が
阪
巳
し
て
良
人
を
箸
め
、

不
順
な
る
牧
が
父
け
を
軒
蔑
し
て
醜
行
を
遇
ふ
す
る
の
俗
に
心
酔
す
可
ら
ず
。

同
じ
よ
う
に

『文
明
論
之
概
略
』
で
も
西
洋
文
明
全
般
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

西
洋
諸
国
を
文
明
と
云
ふ
と
雛
ど
も
、

正
し
く
今
の
世
界
に
在
て
こ
の
名
を
下
だ
す
可
き
の
み
。

細
に
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
足

ら
ざ
る
も
の
甚
だ
多
し
。

戦
争
は
世
界
無
上
の
禍
な
れ
ど
も
、

西
洋
諸
国
、

常
に
戦
争
を
事
と
せ
り
。

盗
蛾
殺
人
は
人
間
の

一
大
悪
事
な
れ
ど
も
、

西
洋
諸
国
に
て
物
を
盗
む
者
あ
り
人
を
殺
す
者
あ
り
。

国
内
に
党
与
を
結
て
権
を
争
ふ
者
あ
り
、

権

を
失
ふ
て
不
平
を
唱
る
者
あ
り
。

況
や
其
外
国
交
際
の
法
の
如
き
は
、

権
謀
術
数
至
ら
ぎ
る
所
な
し
と
云
ふ
も
可
な
悔
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
福
沢
は
現
実
の
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
、

さ
ら
に
は
現
実
の
西
洋
文
明
が
も
つ
欠
点
に
盲
日
で
あ

つ
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、

福
沢
が
、

西
洋
の
文
明
を
円
的
に
す
る
、

と
い
う
と
き
の
西
洋
文
明
と
は
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
論
者
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、

福
沢
が
目
的
に
し
て
い
た
西
洋
の
文

明
と
い
う
も
の
は
現
実
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、

西
洋
が
理
想
と
し
て
い
る
文
明
の
こ
と
で
あ
る
、

と
，

現
実
の
西
洋
文
明
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
欠
点
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

西
洋
が
理
想
と
し
、

め
ざ
し
て
い
る
文
明
は
目
的
と
す
る
に
足
る
、

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、

西
洋
が
理
想
と
す
る
文
明
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
．

理
想
そ
の
も
の
を
定
義
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

福
沢
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
の
影
響
の
も
と
、

文
明
を

恒
常
的
に
進
歩
す
る
な
に
も
の
か
、

と
し
て
提
え
る
。

今
日
の
文
明
は
未
だ
其
半
途
に
も
至
ら
ず
、

せ
遊
に
清
明
純
夫
の
時
を
望
む
可
け
ん
や
≡

此
無
智
無
徳
の
人
は
即
是
れ
文
明

の
世
の
疾
病
な
り
．

今
の
世
界
に
向
て
文
明
の
紅
度
を
促
す
は
、

こ
れ
を
讐
え
ば
世
に
十
全
健
康
の
人
を
求
る
が
如
し
。

世

界
の
蒼
生
多
し
と
難
も
、

身
に

一
点
の
所
忠
な
く
、

生
れ
て
死
に
至
る
ま
で
些
少
の
病
に
も
憾
ら
ざ
る
者
あ
る
可
き
や
。

決

し
て
あ
る
可
ら
ず
。

病
理
を
以
て
論
ず
れ
ば
、

今
世
の
人
は
仮
令
ひ
健
康
に
似
た
る
も
の
あ
る
も
、

こ
れ
を
帯
忠
健
康
と
云

は
ざ
る
を
得
ず
。

同
も
亦
猶
こ
の
人
の
如
し
。

仮
令
ひ
文
明
と
称
す
と
雖
ど
も
、

必
ず
許
多
の
欠
典
な
か
る
可
ら
ざ
る
な
り
。

こ
の
よ
う
に
福
沢
は
そ
の
時
点
で
進
歩
の
最
先
瑞
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
う
る
西
洋
文
明
に
も
多
く
の
欠
典
‐‐
点
が
あ
る
こ
と
は
認

め
て
い
る
。

で
は
、

あ
る
こ
と
が
よ
く
な
い
と
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
丸
山
真
男
は
、

あ
る
と
こ
ろ
で
は
西
洋
文
明
を
賛
夫
し
な
が
ら
別
な
箇
所
で
は
批
判
す
る
福
沢
の
あ
り
か

た
は
複
眼
的
思
考
方
法
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
。
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丸
山
は
ま
ず

「福
沢
に
於
け
る

『実
学
』
の
転
回
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

福
沢
は
そ

れ
ま
で
の
儒
学
者
た
ち
と
は
違

っ
て
自
然
現
象
に
倫
理
的
な
価
値
判
断
を
持
ち
込
ま
な
い
、

そ
う
で
は
な
く
教
育
の
根
氏
に
数
学

と
物
理
学
を
置
く
こ
と
で
、

原
理
に
よ

っ
て
行
動
し
、

日
常
生
活
を
予
測
と
計
画
に
基
づ

い
て
律
し
、

試
行
錯
誤
を
通
じ
て
無
限

に
新
し
い
生
活
領
域
を
開
拓
し
て
い
く
奮
闘
的
人
間
の
育
成
を
志
し
た
、

と
。

そ
し
て
さ
ら
に

「福
沢
諭
吉
の
哲
学
」
で
、

多
方

面
に
わ
た
る
言
論
著
作
を
通
じ
て
福
沢
の
基
底
に

一
貫
し
て
流
れ
る
思
惟
方
法
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

す

な
わ
ち
、

客
観
的
真
理
そ
の
も
の
を
合
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
は
前
も

っ
て
固
定
し
た
存
在
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
個
別
的
な
状
況
の
な
か
に
絶
え
ず
具
体
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

こ
の
哲
学
は
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
近
い
も
の
で
、

常
に

「惑
湯
」
と
表
現
さ
れ
る
固
定
的
で
硬
直
し
た
考
え
方
を
し
り
ぞ
け
つ
つ
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
判
断
を
導
く
の
で
あ
る
、

と
。

丸
山
の
こ
う
し
た
見
解
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

論
者
は
福
沢
に
は
や
は
り

一
本
志
の
通

っ
た
判
断
基
準
が
あ

っ
た
と

考
え
る
。

彼
に
と

っ
て
そ
の
判
断
の
基
準
と
は
論
者
の
見
る
と
こ
ろ

「
天
理
人
道
」
あ
る
い
は
端
的
に

「
理
」
と
称
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

日
本
と
て
も
西
洋
諸
国
と
て
も
、

同
じ
天
地
の
間
に
あ
り
て
、

同
じ
日
輪
に
照
ら
さ
れ
、

同
じ
月
を
眺
め
、

海
を
共
に
し
、

空
気
を
共
に
し
、

情
合
相
同
じ
き
人
民
な
れ
ば
、

こ

ヽ
に
余
る
も
の
は
彼
に
渡
し
、

彼
に
余
る
も
の
は
我
に
取
り
、

互
い
に

相
教

へ
■
に
相
学
び
、

恥
る
こ
と
も
な
く
誇
る
こ
と
も
な
く
、

上
に
使
利
を
達
し
、

互
に
其
幸
を
祈
り
、

天
理
人
道
に
従
て

互
の
交
を
結
び
、

理
の
た
め
に
は
ア
フ
リ
カ
の
黒
奴
に
も
恐
入
り
、

道
の
た
め
に
は
英
吉
利
、

亜
米
利
加
の
軍
艦
を
も
恐
れ

ず
、

回
の
恥
辱
と
あ
り
て
は
、

日
本
国
中
の
人
民
、　

一
人
も
残
ら
ず
命
を
棄
て

ヽ
回
の
威
光
を
落
さ
ヾ
る
こ
そ
、　

一
回
の
自

由
独
立
と
申
す
べ
き
な
り
．

こ
の
引
用
文
中
に
あ
る

「
天
理
人
道
」
「理
」
「道
」
と
い
っ
た
用
語
は
、

と
も
す
る
と
そ
れ
ま
で
の
儒
学
の
文
脈
で
捉
え
ら
れ

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の

「
天
理
人
道
」
は
朱
子
〕字
的
な
自
然
と
人
事
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
。

な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
の

「
天
理
人
道
」
は
朱
子
字
の
よ
う
に
人
種
的

・
民
族
的

・
階
級
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
た
か
も
自
然

で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
は
な
く
、

か
え

っ
て
そ
れ
ら
の
平
等
を
指
し
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
場
合
人
間
の
内
面
に
お

け
る

「
理
」
は
、

自
然
や
社
会
の
秩
序
と
は
ま

っ
た
く
独
立
に
彼
の
思
考
や
行
動
を
規
定
す
る
。

す
な
わ
ち
西
洋
的
な

「良
心
」

を
意
味
し
て
い
る
。

福
沢
は
文
明
の
段
階
を
決
定
す
る
の
は
究
極
的
に
は
自
己
の
良
心
に
照
ら
し
て
み
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
、

と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

福
沢
の
場
合
、

そ
の
良
心
に
よ
る
決
断
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
は
、

当
時
の
西
洋
文
明
の
い

か
な
る
文
脈
の
中
に
も
存
在
し
て
は
い
な
い
ほ
ど
ま
で
徹
底
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

《
理
の
た
め
に
は
ア
フ
リ
カ
の
黒
奴
に
も

恐
入
り
》
と
書

い
た
福
沢
が
、

今
日
な
お
も
多
く
の
人
の
心
を
支
配
し
て
い
る
人
極
的

・
民
族
的
な
偏
見
か
ら
自
由
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
彼
の
文
明
観
は
次
の
よ
う
に
帰
結
す
る
。

然
ば
則
ち
何
事
を
指
し
て
文
明
と
名
る
や
。

云
く
、

文
明
と
は
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
を
去
ふ
な
り
、

衣

食
を
錠
に
し
て
人
品
を
貴
く
す
る
を
去
ふ
な
り
。
…
…
然
り
而
し
て
、

人
の
安
楽
に
は
限
り
あ
る
可
ら
ず
、

人
心
の
品
位
に

も
亦
極
度
あ
る
可
ら
ず
ｓ

其
安
楽
と
云
ひ
高
尚
と
去
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
。

文
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
。

こ
の
よ
う
に
福
沢
は

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
た
ん
な
る
欧
化
論
者
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

経
済
的
な
側
面
を
重
要

視
す
る
近
代
化
論
者
で
も
な
く
、

究
極
的
に
は
精
神
の
進
歩
を
文
明
発
達
の
根
底
に
置

い
た
の
で
あ

っ
た
。
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お
わ
り

に

坂
野
潤
治
は
、
「福
沢
諭
吉
に
み
る
明
治
初
期
の
内
政
と
外
交
」
に
お
い
て
、

《
明
治
十
年
代
の
福
沢
の
対
外
論
は
、

当
時
の
他

の
政
治
家

・
思
想
家

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
く
ら
べ
て
、

特
に
き
わ
だ

つ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
》
と
し
、

お
お
む

ね
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、　

一
人
人
三
年
こ
ろ
の
福
沢
は

『文
明
論
之
概
略
』
で
国
家
の
独
立
の
重
要
性

と
文
明
の
進
歩
を
唱
え
て
い
た
時
期
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
朝
鮮
内
政
干
渉
論
を
主
張
し
、

そ
れ
ま
で
の
立
場
を
捨
て
て
し
ま

っ

た
、

谷
」
の

一
事
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、

明
治

一
〇
年
代
の
福
沢
の
対
外
論
は
、

思
想
家
福
沢
論
吉
の
評
価
を
お
と
し
め
る
た
め

に
は
絶
好
の
素
材
で
あ
る
》
と
っ

今
日
の
視
点
か
ら
見
る
か
ぎ
り
福
沢
の
朝
鮮
内
政
干
渉
論
に
弁
解
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
福
沢
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
り
、

「惑
湯
」
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
当
時
の
朝
鮮
が
福
沢
の
考
え
る
文
明
進
歩
の
軌
道
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
上
に
乗

つ
て
い
た
な
ら
ば
、

彼
は
内
政
干
渉
論

を
書
か
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
．

朝
鮮
が
理
想
の
文
明
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
と
捉
え
た
か
ら
こ
そ
、

そ
う
し
た
主
張
を
な

し
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
惑
湯
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
彼
自
身
と
し
て
は
音
意
を
貫
い
た
の
で
あ

っ
た
し
、

良
心
に
と
が
め
る
こ
と
を
し
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
。

そ
う
し
た
意
味
で
論
者
は
、

福
沢
は
考
え
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
く
、

む

し
ろ
朝
鮮
内
政
干
渉
論
の
主
張
さ
え
も

『文
明
論
之
概
略
』
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
理
想
の
文
明
を

追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
福
沢
の
思
想
は

一
貫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

福
沢
の
思
想
は
し
ば
し
ば
、

拝
外
と
排
外
の
四
分
類
の
う
ち
の
①
西
洋
文
明
尊
重
の
立
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
に

対
す
る
論
者
の
考
え
は
、

福
沢
は
①
の
さ
ら
に
延
長
上
に
あ
る
西
洋
文
明
の
理
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
め
ざ
し
て
い
た
の
だ
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
福
沢
の
思
想
は

一
世
紀
を
経
た
現
在
に
あ

っ
て
も
な
お
古
び
る
こ
と
な
く
命
脈
を

保

っ
て
い
る
の
で
あ
る
．

註（１
）

「福
沢
に
於
け
る

『実
学
』
の
転
ｌｒ‐―
―
―
福
沢
諭
十
の
哲
学
研
究
序
説
」
、

初
出

『束
洋
文
化
研
究
』

ｉ
サ

（
一
九
四
七
年
一

日
光
書
院
）
。

お
よ
び

「福
沢
諭
吉
の
哲
学
」
、

初
出

『回
家
学
会
雑
誌
』
第
六

一
巻
二
号

（
一
九
四
七
年
九
月
）
。

た
だ
し
論
者
は

山
真
男
集
』
第
二
巻

（
一
九
九
二
年
九
月
、

岩
波
書
店
）
所
収
の
当
該
論
文
を
用
い
た
。

（２
）

『明
治

・
思
想
の
実
像
』
（叢
書
身
体
の
思
想
８
、　

一
九
七
七
年

一
〇
月
、

創
文
社
）
第

一
章

「壬
午

・
甲
中
事
変
期
の
対
外
論
」

お
よ
び

『近
代
日
本
の
外
交
と
政
治
』
ｎ

九
八
五
年
二
月
、

研
文
出
版
）
第

一
部

「征
韓
論

・
脱
主
論
を
め
ぐ
る
外
交
と
政
治
」
。

（３
）

『福
沢
諭
十
と
西
欧
思
想
―
自
然
法

・
功
利
主
義

・
進
化
論
　
』
（
一
九
九
五
年
三
月
、

名
古
座
大
学
出
版
会
）
．

（４
）

『福
沢
諭
吉
選
集
』
第
四
巻

（
一
九
人

一
年
五
月
、

岩
波
書
店
）
二
①
頁
。

以
下

『選
集
』
と
省
略
。

（５
）

『送
条
』
第
二
巻

（
一
九
人
〇
年

一
二
月
）
七
三
頁
．

（６
）

『選
集
』
第
ｔ
巻

（
一
九
人

一
年
三
月
）
三
二
三
頁
。

（７
）

『選
集
』
第
九
巻

（
一
九
人

一
年

一
月
）
四
〇
頁
．

（８
）

安
西
前
掲
著
三
〇
〇
頁
ｃ

（９
）

『選
集
』
第
〓
巻
五
七
東
．

（１０
）

『選
集
』
第

一
巻

（
一
九
八
〇
年

十
一
月
）

一
〇
三
頁
。

（１１
）

『越
実
』
第
四
巻
五
七
頁
．

（‐２
）

『選
集
』
第
〓
巻

一
六
〇
～

一
貫
。

文
中

　

‥
は
中
略
を
示
す
．

以
下
同
様
。

（‐３
）

『選
集
』
第
四
巻
二
二
頁
。

（‐４
）

『選
集
』
第
四
巻
五

一
頁
。

（‐５
）

『選
集
』
第
三
巻
五
九
～
六
①
頁
．

九 用
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『選
集
』
第
四
巻
花
〇
東
．

『近
代
日
本
の
外
交
と
政
治
』
第

一
部
第
二
章
。

同
書
五
五
頁
．

同
書
五
六
東
。

〔付
記
〕
本
論
は

一
九
九
六
年
二
月
二
三
日
米
国
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
で
お
こ
な

っ
た
講
演

．戸
暑
軍
一３

営
Ｑ

刃
ｏ」ｏ
畳
昌

▲
汀

〓
，
ユ
コ

石ヽ

↓
ぎ
仁一的
Ｆ

乳

可
昇
憲
”
〓
ф
く
昇
■
■

を
日
本
語
に
訳
し
さ
ら
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
．

発

表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ

つ
た
同
大
学
燎
史
学
部
の
ル
ー
ク

・
ロ
バ
ー
ツ

（ｒ
昇
●
智
）汀
】伊
）
助
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い

柏
木
義
国
に
お
け
る
二
つ
の

〈普
遍
〉

市

浩

史

人
の
本
心
は
即
ち
神
之
肖
像
所
謂
天
之
命
じ
た
る
性
、

陽
明
の
良
知
良
能
乃
亦
是
也

（Ｅ
毛
教
界
月
報
』
〓
五
号
）

は
じ
め

に

柏
木
義
固

（　
一全
〈
〇
●
万
空
充
～
一
九
一一天

・
昭
和
士
こ

は
、　

一
人
九
七

（明
治

一
十
）
年
か
ら
四
十
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
、

群

馬
県
安
中
の
安
中
教
会
の
牧
師
を
勤
め
た
．

本
稿
で
は
、

柏
木
義
同
の
思
想
に
焦
点
を
当
て
て
、

と
く
に
彼
に
と

っ
て
そ
の
思
想

の
源
泉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理

〈福
音
〉
と
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
思
想
と
し
て
の
儒
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
問
題

を
と
り
あ
げ
る
。

柏
木
は
、

越
後
与
板
の
浄
土
真
宗
大
谷
派
　
柏
木
山
西
光
寺
に
、

第
人
代
住
職
で
あ

っ
た
父
徳
国
、

母
や
う
の
長
男
と
し
て
生

ま
れ
た
。

柏
木
の
す
ぐ
れ
た
伝
記
で
あ
る
、

片
野
真
佐
子

『孤
憤
の
ひ
と
　
楠
木
義
円
　
天
皇
制
と
キ
リ
ス
ト
教
』

（新
教
出
版
社
、

一
九
≧

一）
に
よ
れ
ば
、

柏
木
は
幼
年
時
に
、

義
兄
の
関
大
解
か
ら
漢
文
の
素
読
や
経
典
を
学
ん
だ
と

い
う
。

の
ち
、

同
志
社
卒

業
後
、

草
創
期
の
同
校
で
漢
文
を
教
え
た
経
験
も
あ
る
の
で
、

幕
末
に
生
ま
れ
、

明
治
前
期
に
幼
年
時
代
を
送

っ
た
知
識
人
の
通

例
に
漏
れ
ず
、

彼
に
は
、

漢
文

・
儒
教
の
経
典
に
対
す
る
基
本
的
な
知
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、

柏
木
は
、

幼
少
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