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〜
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
と
現
代
〜

経
済
発
展
の
原
動
力
と
し
て
の
宗
教

漆

畑

春

彦

は
じ
め
に

Ⅰ
．
宗
教
改
革
が
も
た
ら
し
た
職
業
聖
化
の
思
想

1
．
ル
タ
ー
の
職
業
観

2
．「
合
理
化
」
と
職
業
聖
化

Ⅱ
．
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
「
近
代
資
本
主
義

の
精
神
」

1
．
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
下
の
職
業
労
働
観

2
．
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
予
定
説

3
．
人
々
の
内
面
的
孤
立
化
と
天
職
概
念

4
．
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
宗
教
認
識
の
独
自
性

5
．
神
の
利
益
に
適
う
職
業
選
択
と
労
働

6
．「
勤
勉
が
富
を
生
む
」
新
た
な
経
済
サ
イ
ク
ル

Ⅲ
．
新
大
陸
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
拡
大

1
．
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
人
生

2
．
経
済
ル
ー
ル
の
転
換

お
わ
り
に
〜
現
代
社
会
へ
の
示
唆
〜



平成法政研究 第25巻第2号 76

は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
政
権
交
代
に
伴
い
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
に
よ
る
国
家
財
政
の
粉
飾
の
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ

危
機
に
端
を
発
し
た
経
済
危
機
の
連
鎖
は
ユ
ー
ロ
危
機
に
発
展
し
、
経
済
・
金
融
の
混
乱
は
欧
州
全
土
に
拡
大
し
た
。
特
に
深
刻
な
信
用

不
安
に
さ
い
な
ま
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
（Portugal

）、
イ
タ
リ
ア
（Italy

）、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（Ireland

）、
ギ
リ
シ
ャ
（G

reece

）、
ス
ペ
イ

ン
（Spain

）
は
、
そ
の
頭
文
字
を
集
め
て
「
ピ
ッ
グ
ス
（PIIG

S

）」と
称
さ
れ
た
。
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｓ
諸
国
の
財
政
再
建
は
な
お
途
上
に
あ
り
、

（
少
な
く
と
も
コ
ロ
ナ
禍
前
ま
で
は
）
健
全
財
政
で
知
ら
れ
た
ド
イ（

１
）ツ、
ス
イ
ス
な
ど
と
の
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ｉ

Ｇ
Ｓ
諸
国
は
い
ず
れ
も
産
業
大
国
と
は
い
い
難
い
が
、
ド
イ
ツ
は
自
動
車
、
電
機
、
化
学
、
製
薬
と
い
っ
た
分
野
で
多
く
の
世
界
的
企
業

を
有
す
る
産
業
大
国
で
あ
り
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
も
小
国
な
が
ら
、
多
く
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
、
大
規
模
金
融
機
関
を
擁
し
、
国
民
生

活
も
豊
か
と
さ
れ
て
い（

２
）る。

と
こ
ろ
で
、
国
家
財
政
、
経
済
・
産
業
の
状
況
と
は
別
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｓ
諸
国
に
は
あ
る
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
主

な
宗
派
を
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｓ
諸
国
は
い
ず
れ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ギ
リ
シ
ャ

正
教
の
信
者
が
国
民
の
多
数
派
を
占
め
る
国
々
で
あ
る
。
一
方
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
渡
り
英
国
は
、
い

ず
れ
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
勢
な
国
と
さ
れ
て
い
る
。
造
語
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
優
勢
と
さ
れ
る
国
の
財
政

や
経
済
は
芳
し
い
と
は
い
え
な
い
一
方
で
、
近
年
金
融
危
機
や
経
済
危
機
に
等
し
く
晒
さ
れ
た
と
は
い
え
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
勢
な

国
の
そ
れ
は
危
機
的
で
は
な
く
、
な
お
健
全
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

宗
教
と
経
済
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
根
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底
に
あ
る
倫
理
は
異
な
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
秩
序
が
重
ん
じ
ら
れ
、
社
会
が
安
定
し
て
動
か
な
い
こ
と
を
望
む
。
一
方
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
は
社
会
の
発
展
を
望
む
。
働
く
こ
と
に
誠
実
で
あ
れ
、
毎
日
正
し
く
出
勤
し
て
勤
勉
に
働
く
こ
と
、
他
者
の
利
益
に
も
献
身

的
で
あ
れ
、
と
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
な
思
想
だ
が
、
そ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
人
間
・
自
然
を
超
越
す

る
観
念
を
説
く
宗
教
と
利
潤
追
求
と
い
う
人
間
ら
し
い
活
動
が
動
か
す
経
済
、
両
者
の
関
連
性
を
考
え
る
こ
と
は
一
見
奇
妙
に
見
え
る
。

し
か
し
、
宗
教
が
彼
岸
で
の
救
い
だ
け
で
な
く
、
現
世
で
の
倫
理
を
教
え
る
も
の
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
と
経
済
活
動
と
の
関
係
を

考
え
る
こ
と
に
特
段
の
違
和
感
は
な
か
ろ
う
。
経
済
が
適
切
に
発
展
す
る
に
は
、
適
切
な
倫
理
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
著
名
な
社
会
学
者
・
経
済
学
者
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
〜
一
九
二
〇
年
）
は
、
こ
の
問
題
、
宗
教
と
経
済

の
関
連
性
に
つ
い
て
深
く
考
察
を
行
っ
た
。
彼
は
、
思
想
と
信
仰
が
人
々
に
与
え
た
影
響
に
関
心
を
持
ち
、
宗
教
が
個
人
の
富
の
水
準
を

決
定
す
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
深
い
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
近
代
の
大
企
業
に
お
け
る
資
本
の
所
有
や
経
営
、
高
等
・
高

級
な
労
働
に
携
わ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
数
が
相
対
的
に
多
く
、
さ
ら
に
経
済
発
展
し
た
地
方
で
宗
教
改
革
が
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
事

実
に
着
目
し（

３
）た。
そ
し
て
、
一
九
〇
五
年
に
刊
行
し
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
（D

ie
protestantische

E
thik
und
der
'G
eist'

des
K
apitalism

us

）」に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
職
業
観
こ
そ
が
、「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」
を
支
え

た
と
主
張
し
た
。
宗
教
と
経
済
（
彼
の
い
う
「
資
本
主
義
」）と
い
う
、
一
見
無
縁
と
も
見
え
る
両
者
の
関
係
性
を
見
出
し
た
書
は
、「
社

会
学
の
金
字
塔
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
六
世
紀
の
初
め
、
ド
イ
ツ
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
行
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
改
革
に
よ
り
、
新
た
な
宗
派
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
（
抵
抗
者
）
は
誕
生
し
た
。
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
独
善
的
で
も
利
己
的
で
も
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
営
利
を
敵
視
さ
え

し
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
で
も
厳
格
な
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
」
の
影
響
を
受
け
て
先
鋭
化
し
た
英
国
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
清
教

徒
）
や
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
ら
は
、
金
融
業
者
と
両
替
商
、
英
仏
の
国
王
や
議
会
に
庇
護
さ
れ
て
暴
利
を
貪
る
独
占
的
な
豪
商
、
投
機
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業
者
、
銀
行
家
に
対
し
、
激
烈
な
闘
争
を
行
っ（
4
）た。
そ
う
し
た
新
教
徒
の
倫
理
が
、
な
ぜ
営
利
を
追
求
す
る
「
近
代
資
本
主
義
」
に
と
っ

て
有
力
な
促
進
剤
と
な
っ
た
の
か
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に
お
い
て
、
そ
の
一

見
不
可
解
な
逆
説
の
論
理
を
明
快
に
解
明
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
主
著
で
示
し
た
成
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
欧
米
社
会
に
お
い
て
、「
近
代
資
本
主
義
」
が
ど
の
よ
う

な
営
み
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
か
、
特
に
宗
教
改
革
に
伴
う
ど
の
よ
う
な
精
神
が
欧
米
社
会
に
お
け
る
経
済
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
か
、

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ
．
宗
教
改
革
が
も
た
ら
し
た
職
業
聖
化
の
思
想

1
．
ル
タ
ー
の
職
業
観

一
六
世
紀
に
始
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
改
革
の
契
機
は
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
寺
院
大
聖
堂
の
修
繕
資
金

を
集
め
る
た
め
に
発
行
し
た
贖
宥
状
（
贖
宥
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
証
書
）
で
あ
っ（
5
）た。
人
々
は
、
自
ら
犯
し
た
罪
に
対
す
る
罰
が
帳

消
し
に
な
る
と
さ
れ
た
贖
宥
状
を
購
入
す
る
こ
と
で
、
い
つ
自
ら
の
人
生
の
幕
が
下
り
よ
う
と
も
、
安
心
し
て
天
国
に
行
け
る
と
考
え
た
。

し
か
し
、「
罪
の
許
し
が
金
銭
で
買
え
る
」
と
い
う
理
不
尽
な
、
本
来
あ
る
ま
じ
き
教
会
の
教
え
、
そ
の
腐
敗
ぶ
り
を
批
判
し
、
ド
イ
ツ

の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
（
一
四
八
三
〜
一
五
四
六
年
）
は
宗
教
改
革
を
起
こ
し
た
。
改
革
の
流
れ
は
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
へ
と
受
け

継
が
れ
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
は
主
に
欧
州
北
西
部
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
改
革
後
に
新
教
徒
と
な
っ
た
人
々
の
職
業
観
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
を
認
め
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の

と
し
て
、
ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳
で
「
職
業
」
に
あ
て
ら
れ
た
言
葉
に
注
目
し（
6
）た。
ル
タ
ー
が
用
い
た
ド
イ
ツ
語
の
「
ベ
ル
ー
フ
（B

eruf

）」
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に
は
、「
職
業
」
の
ほ
か
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
召
命
」、「
使
命
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
や
が
て
こ
こ
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
間
に
は
、
自
分
が
従
事
す
る
世
俗
的
な
業
務
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
天
職
」
と
し
て
意
識
す
る
生
活
態
度
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
ル
タ
ー
の
職
業
観
に
由
来
し
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
で
は
、
神
の
国
の
労
働
者
と
し
て
祈
り
つ
つ
働
く
修

道
士
の
生
活
は
、
世
俗
の
職
業
生
活
よ
り
上
位
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
一
般
の
常
識
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、（
使
徒
パ
ウ
ロ
に
発

し
た
、）
人
は
善
行
や
儀
式
に
よ
ら
ず
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
す
る
思
想
を
深
め
る
に
つ
れ
、
ル
タ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶
生
活
を

「
現
世
の
義
務
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
利
己
的
な
愛
の
欠
如
の
産
物
」
と
見
な（
7
）し、
世
俗
の
職
業
労
働
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て

の
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
こ
そ
、「
隣
人
愛
」
の
具
体
的
な
現
わ
れ
、
神
に
喜
ば
れ
る
唯
一
の
道
で
あ
り
、
許
容
さ
れ
る
世
俗
的
職
業
は

全
て
、
神
の
前
に
同
等
の
価
値
を
持
つ
と
主
張
し
た
の
で
あ（
8
）る。

2
．「
合
理
化
」
と
職
業
聖
化

教
会
聖
職
者
の
行
為
を
否
定
し
た
ほ
か
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
は
「
日
常
生
活
の
聖
化
」
の
思
想
を
世
に
も
た
ら
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
、
宗
教
改
革
後
に
宗
教
の
新
た
な
解
釈
が
進
ん
だ
過
程
を
、「
合
理
化
」
と
称
し
て
い
る
。
彼
が
い
う
「
合
理
化
」
と
は
、「
人
間
を
非

合
理
的
な
衝
動
の
力
と
現
世
及
び
自
然
へ
の
依
存
か
ら
引
き
離
し
て
計
画
的
意
思
の
支
配
に
服
従
さ
せ
、
彼
の
行
為
を
普
段
の
自
己
審
査

と
倫
理
的
意
義
の
熟
慮
の
下
に
お
く
こ
と
を
目
指
す
」
こ
と
に
よ
り
、「
脱
呪
術
化
」
し
聖
な
る
領
域
を
独
占
す
る
聖
職
者
・
修
道
士
の

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ（
9
）る。
こ
の
「
合
理
化
」
に
よ
り
、
聖
職
者
が
独
占
・
専
有
し
た
神
の
救
済
と
そ
れ
に
伴
う
禁
欲
的
・
倫
理
的

な
生
活
は
、
一
般
の
信
徒
ま
で
拡
張
（
世
俗
化
）
さ
れ
、
信
徒
自
身
が
担
う
こ
と
に
な
っ（
10
）た。

そ
れ
に
伴
い
、
信
徒
、
民
衆
の
生
活
は
、
神
の
救
済
を
得
る
に
相
応
し
い
倫
理
的
生
活
に
再
構
築
さ
れ
る
（
合
理
化
さ
れ
る
）
必
要
が

あ
る
と
の
考
え
方
が
生
ま
れ
た
。
伝
統
的
祭
礼
や
儀
礼
な
ど
呪
術
的
な
非
合
理
性
を
排
除
し
、
民
衆
の
個
々
が
神
と
向
か
い
合
い
、
そ
の
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救
い
を
個
々
の
倫
理
的
な
生
活
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
と
い
う
考
え
方
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
の
救
済
を
目
指
し
倫
理
的

に
生
き
る
こ
と
は
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
般
信
徒
が
、「
合
理
化
」
以
降
、
聖
職
者
・
修
道
士
が
行
っ
た
禁
欲
生
活
を
要

求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
信
者
は
、
神
に
救
済
さ
れ
る
た
め
に
自
ら
を
厳
し
く
律
し
倫
理
的
生
活
を
心
が
け

た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
日
々
内
的
外
的
な
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
宗
教
的
な
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
日
々
の
宗
教
的
・
倫
理
的
生
活
に
お
い
て
、
信
者
が
従
事
す
る
生
業
（
世
俗
業
）
が
、
救
済
・
修
行
の
手
段
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
実

践
す
る
場
と
な
っ（
11
）た。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
天
職
思
想
」
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
し
た
の
が
「
職
業
聖
化
」
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

職
業
は
信
者
の
人
生
の
目
標
と
す
る
価
値
が
な
い
と
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
は
労
働
を
通
じ
て
聖
な
る
人
生
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
担
い
手
と
し
て
、
大
き
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
、
敬
虔
派
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
、
洗
礼
派
運
動
か
ら
発
生
し
た
諸
信
団
（
バ
プ
テ
ス
ト
派
、
ク
エ
ー
カ
ー
派
な
ど
）
が
存
在
し
た（
12
）が、
そ

れ
ら
の
信
者
は
近
代
の
経
済
発
展
に
巧
み
に
対
応
し
た
。
特
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
や
そ
の
流
れ
を
く
む
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
人
々
は
職
業
聖
化

の
思
想
を
強
く
支
持
し
、
そ
の
生
活
態
度
は
ひ
た
す
ら
に
救
い
を
も
と
め
る
が
故
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
合
理
化
」、
救
い
を
得
る

た
め
の
倫
理
的
生
活
が
徹
底
し
て
実
践
さ
れ（
13
）た。

Ⅱ
．
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」

1
．
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
下
の
職
業
労
働
観

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
近
代
資
本
主
義
」
の
始
ま
り
を
、
ル
タ
ー
か
ら
宗
教
改
革
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
フ
ラ
ン
ス
人
、
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
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ヴ
ァ
ン
（
一
五
〇
九
〜
一
五
六
四
年
）
に
見
い
出
し（
14
）た。
自
ら
の
職
業
を
「
神
の
召
命
に
応
え
る
た
め
の
義
務
」
と
考
え
る
ル
タ
ー
の
天

職
概
念
は
、
神
の
絶
対
的
権
威
を
極
限
ま
で
強
調
し
「
神
に
の
み
栄
光
を
」
と
唱
え
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
厳
格
化
し
て

い
っ
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
人
々
（
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
）
は
、
富
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
禁
欲
主
義
者
と
同
じ
よ
う
な
嫌
悪
感
を
示
し
て
き
た
。

し
か
し
、
彼
ら
の
抱
い
た
嫌
悪
感
は
、
富
を
得
る
こ
と
自
体
に
対
し
て
で
は
な
く
、
富
に
よ
る
享
楽
や
富
に
伴
う
身
体
的
な
誘
惑
に
対
し

て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
片
時
も
休
む
こ
と
な
く
働
け
ば
、
そ
う
し
た
誘
惑
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
働
き
そ
の
結
果

と
し
て
富
を
得
る
こ
と
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
、
と
理
解
さ
れ
た
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
で
も
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
発
し
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
、
そ
の
流
れ
を
く
み
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
な
ど
経
済

先
進
国
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
ル
タ
ー
の
説
い
た
思
想
や
形
式
を
は
る
か
に
上
回
る
、
厳
格
な
生
活
全
般

に
わ
た
る
規
律
か
ら
な
る
専
制
的
支
配
の
様
相
を
帯
び
て
い（
15
）た。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
は
、「
支
配
的
社
会
層
で
あ
る
と
き
に
も
被
支
配
的

社
会
層
に
あ
る
と
き
に
も
、
ま
た
多
数
者
の
地
位
に
あ
る
と
き
に
も
少
数
者
の
地
位
に
あ
る
と
き
に
も
、
特
有
な
経
済
合
理
主
義
へ
の
愛

着
を
示
し
て
き
た
」
が
、
こ
れ
に
反
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
ど
の
立
場
に
あ
る
時
で
も
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
経
済
的
合
理
主
義
に
向
か

う
こ
と
は
な
か
っ（
16
）た。

そ
う
し
た
精
神
を
ま
と
っ
た
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
労
働
者
、
資
本
家
に
は
独
特
の
特
質
が
備
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
職

業
活
動
に
熱
心
に
打
ち
込
み
、
生
産
性
を
高
め
結
果
的
に
非
常
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
ら
の
金
銭
欲
や
享
楽
欲
を
動
機
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、
労
働
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
富
を
享
楽
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
慎
重
に
避
け
た
。
そ
う
し
た
金
銭
欲
、
享
楽
欲
な
ら
、

そ
れ
ま
で
の
ど
の
よ
う
な
時
代
、
社
会
、
地
域
に
も
存
在
し
た
が
、
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
の
内
面
的
特
質
が
育
ん
だ
「
近
代
資
本

主
義
の
精
神
」
は
、
営
利
を
追
求
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
す
る
、「
ま
っ
た
く
超
絶
的
な
お
よ
そ
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
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る
欲
求
」で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
営
利
は
、
人
間
が
物
質
的
生
活
の
要
求
を
充
た
す
た
め
の
手
段
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

（
17
）た。「
明
白
に
資
本
主
義
の
無
条
件
の
基
調
」
で
あ
り
、「
そ
れ
が
た
た
え
る
雰
囲
気
は
一
定
の
宗
教
的
観
念
と
密
接
な
関
連
を
示
す
」
も

の
だ
っ（
18
）た。

こ
う
し
て
労
働
は
神
聖
な
性
質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
情
熱
の
証
が
立
て
ら
れ
る
な
ら
、
労
働
は
救
い
と

な
り
得
る
と
の
意
識
が
広
が
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
労
働
に
宗
教
的
性
格
を
与
え
た
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
な
り
、
労
働
を

「
神
の
召
命
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
人
々
の
労
働
意
欲
を
途
方
も
な
く
増
大
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
で
は
常
に
職
業
活
動
と
金
儲
け
に
対
す
る
一
定
の
罪
悪
感
が
存
在
し
た
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
、
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
は
、
そ
の
や
ま
し
さ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
例
え
ば
、
富
め
る
資
本
家
の
存
在
を
神
学
的
に
肯
定
し（
19
）た。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
で
は
神
学
的
に
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
も
の（
金
銭
を
稼
ぎ
、
富
む
こ
と
、
富
者
と
貧
者
に
格
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
等
）

が
、
新
た
な
教
義
に
よ
り
肯
定
さ（
20
）れ、
従
来
禁
止
あ
る
い
は
貶
め
ら
れ
て
い
た
職
業
や
慣
習
が
、
神
学
的
な
裏
付
け
を
得
る
こ
と
に
な
っ

た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
金
融
も
カ
ト
リ
ッ
ク
が
禁
止
し
て
い
た
利
子
も
、「
全
て
は
神
の
賜
物
」
と
解
釈
す
る
道
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
え
が
一
般
化
す
る
こ
と
で
、
こ
の
考
え
は
さ
ら
に
世
俗
化
し
、
市
民
社
会
を
支
え
る
理
論
と
し
て
活
用
さ
れ（
21
）た。
特
定

の
職
業
に
善
悪
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
て
の
仕
事
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
普
及
し
た
。
そ
の
人
の
生
き
方

を
神
に
召
命
さ
れ
た
も
の
が
、
各
々
の
職
業
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ（
22
）る。

商
工
業
者
の
う
ち
、カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
え
か
ら
福
音
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、一
六
世
紀
に
台
頭
が
著
し
か
っ
た
金
融
業
者
で
あ
る
。一
五

世
紀
末
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
新
大
陸
発
見
以
来
、
欧
州
諸
国
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
植
民
地
化
が
進
ん
だ
が
、

一
六
世
紀
に
か
け
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
中
南
米
か
ら
大
量
の
金
、
銀
を
略
奪
す
る
形
で
欧
州
に
も
た
ら
し
た
。
こ
の
略
奪

の
数
世
紀
の
間
に
、
富
の
形
態
は
領
土
か
ら
貴
金
属
や
貨
幣
な
ど
金
融
資
産
に
移
行
し
た
。
国
王
や
貴
族
が
独
占
す
る
領
土
と
は
違
い
、
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個
人
が
共
有
で
き
る
富
が
一
般
化
す
る
に
従
い
、
貨
幣
経
済
が
著
し
く
発
達
し
、
商
業
、
特
に
金
融
業
が
急
速
に
台
頭
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。カ

ト
リ
ッ
ク
世
界
で
は
、
金
融
業
者
は
金
貸
し
、
高
利
貸
し
と
蔑
ま
れ
て
き
た
が
、
彼
ら
は
事
業
の
拡
大
に
伴
い
、
生
活
の
豊
か
さ
だ

け
で
は
な
く
社
会
的
な
地
位
や
宗
教
的
地
位
も
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
金
融
業
者
は
、
経
済
力
を
背
景
に
新
興
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
を

形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
新
興
階
級
の
多
く
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
特
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
中
心
と
す
る
改
革
派
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
興
階
級
は
、
信
頼
と
信
用
に
足
る
と
い
う
評
判
を
獲
得
し
、
職
業
活
動
に
お
い
て
人
の
役
に
立
と

う
と
す
る
熱
意
で
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
激
し
い
信
仰
心
が
高
度
の
実
業
的
な
感
覚
と
結
び
つ
い
た
こ
と
が
、
莫
大
な
富
を
築
く
基

盤
と
な
っ
た
の
で
あ（
23
）る。

2
．
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
予
定
説

厳
格
な
性
格
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
教
会
の
教
え
に
頼
ら
ず
、
聖
書
を
中
心
に
据
え
た
教
え
を
説
い
た
。
そ
の
う
ち
重
要
な
部
分
を
占
め

る
の
が
「
予
定
説
」
で
あ
る
（
図
表
1
）。
そ
れ
は
、
神
の
救
い
は
信
仰
の
深
さ
や
日
々
の
善
行
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
説
い
た
カ
ト

リ
ッ
ク
と
は
異
な
る
教
え
だ
っ
た
。
同
じ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ル
タ
ー
派
と
比
較
し
て
も
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
「
近
代
資
本
主
義
」
を

主
と
し
て
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
予
定
説
が
歴
史
的
な
影
響
力
を
持
っ
た
か
ら
で
あ（
24
）る。

予
定
説
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
救
済
、
つ
ま
り
最
後
の
審
判
の
後
、
誰
が
天
国
に
行
く
か
、
地
獄
に
行
く
か
は
、
我
々
が
生
ま
れ
る
は
る

か
昔
、
神
が
永
遠
の
予
定
と
し
て
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間
は
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
そ
の
予
定
を
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

ま
た
、
誰
が
救
わ
れ
誰
が
そ
う
で
な
い
か
を
知
る
手
段
も
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
、
神
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
主
導

の
救
済
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
絶
対
性
と
人
間
の
業
の
必
要
性
を
結
び
付
け
る
た
め
、「
救
わ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
の
兆
候
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が
必
ず
現
れ
る
」
又
は
「
あ
た
か
も
神
に
救
わ
れ
て
い
る

者
の
ご
と
く
に
行
動
す
る
」
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
で
き

る
こ
と
が
、
実
質
的
に
救
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
、
と

い
う
論
理
を
用
い
た
。
こ
れ
は
、
神
の
絶
対
性
を
保
障
し

つ
つ
、
か
つ
民
衆
の
倫
理
的
な
行
動
を
保
障
す
る
と
い
う

画
期
的
な
理
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
戒
律
が
厳
格
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
実
践
す
る
者
に
神
に
救
済
さ

れ
る
と
い
う
確
信
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ

そ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
近
代
資
本
主
義
」
を
支
え

た
「
禁
欲
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
」
で
あ
り
、「
近
代

資
本
主
義
」
思
想
の
神
髄
を
な
す
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
な
の

で
あ（
25
）る。

3
．
人
々
の
内
面
的
孤
立
化
と
天
職
概
念

予
定
説
の
影
響
は
、
人
々
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
「
内

面
的
孤
立（
26
）化」
の
感
情
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

神
の
恩
寵
を
受
け
選
ば
れ
た
者
だ
け
が
救
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
以
上
、
何
人
も
、
教
会
さ
え
も
人
を
救
う
こ

図表1 カルヴァンの予定説

（出所）筆者作成
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と
は
で
き
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
一
切
の
被
創
造
物
は
神
か
ら
完
全
に
隔
絶
し
無
価
値
で
あ
る
と
の
峻
厳
な
教
説
」
と
結
び

つ
き
生
ま
れ
た
「
内
部
的
孤
立
化
」
の
思
想
は
、「
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
を
も
つ
諸
国
民
の
『
国
民
性
』
と
制
度
の
中
に
生
き
て

い
る
あ
の
現
実
的
で
悲
観
的
な
色
彩
を
お
び
た
個
人
主
義
の
一
つ
の
根
基
を
形
作
っ
て
い
る
」。
そ
れ
で
は
そ
の
種
の
個
人
主
義
は
、
い

か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
組
織
に
お
け
る
優
秀
性
へ
と
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
唱
え
た
「
神
に
の
み
栄
光

を
」
に
含
意
さ
れ
る
神
中
心
の
教
義
と
関
連
し
て
い
る
。
選
ば
れ
た
信
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
召
命
は
、
現
世
に
お
い
て
各
々
の
能
力
に

応
じ
神
の
誡
め
を
実
行
す
る
こ
と
で
神
の
栄
光
を
増
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な（
27
）い。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
自
ら
を
神
の
「
武
器
」
だ
と
見
な
し
救
わ
れ
る
こ
と
に
確
信
を
持
っ
て
い
た
が
、
人
知
を
は
る
か
に
超
え
た
唯
一
絶

対
の
存
在
と
し
て
畏
れ
敬
う
神
を
信
じ
た
清
教
徒
た
ち
の
胸
中
に
は
、
果
た
し
て
自
分
は
神
の
恩
寵
を
受
け
、
救
い
の
対
象
に
選
ば
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
、
絶
え
ず
恐
ろ
し
い
戦
慄
を
伴
っ
て
去
来
し
て
い
た
に
違
い
な（
28
）い。
自
分
は
選
ば
れ
救
わ
れ
る
人
間
な

の
か
、
そ
の
答
え
は
「
神
の
み
ぞ
知
る
」
の
で
あ
る
。
絶
え
間
な
い
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
た
人
々
は
、
日
々
何
に
救
い
を
求
め
る
の
か
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、
信
者
の
苦
悩
を
和
ら
げ
る
た
め
の
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い（
29
）た。
一
つ
は
、
誰
も
が
自
分
が
選
ば
れ
た
人
間
で
あ
る
こ

と
を
確
信
し
、「
全
て
の
疑
惑
は
『
悪
魔
の
誘
惑
』
と
し
て
斥
け
る
よ
う
義
務
付
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
用
い

ら
れ
た
の
が
「
天
職
」
で
あ
り
、
自
己
確
信
を
得
る
た
め
の
最
上
策
と
し
て
、「
絶
え
ま
な
い
職
業
労
働
を
厳
し
く
教
え
込
む
こ
と
」
で

あ
る
。
自
ら
の
仕
事
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
し
、
天
職
で
の
成
功
こ
そ
神
か
ら
選
ば
れ
た
可
能
性
を
示
す
唯
一
の
道
と
考

え
た
（
図
表
2
）。

神
か
ら
の
救
い
を
手
に
入
れ
る
手
段
と
し
て
、
人
々
は
休
み
な
く
働
く
こ
と
が
教
え
込
ま
れ
た
。
こ
の
職
業
労
働
だ
け
が
、
死
後
の
不

安
を
追
い
払
い
神
の
恩
寵
を
与
え
ら
れ
救
わ
れ
て
い
る
と
の
確
信
を
得
ら
れ
る
方
法
と
さ
れ
た
。
労
働
の
意
欲
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
神
の
恩
寵
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
財
産
を
持
つ
人
で
あ
っ
て
も
、
働
か
ず
に
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
全
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超
越
的
な
神
を
戴
い
た
か
ら
こ
そ
の
厳
格
な
職
業
倫
理
が
、

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

4
．
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
宗
教
認
識
の
独
自
性

次
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
い
っ
た
改

革
派
の
宗
教
的
感
覚
が
持
つ
独
自
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お

く
。
ル
タ
ー
派
の
信
仰
が
「
最
高
の
宗
教
的
体
験
」
と
し

て
追
求
し
た
の
は
、
神
自
身
と
の「
神
秘
的
合
一
」だ
っ（
30
）た。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
実
体
的
な
神
感
情
、

つ
ま
り
信
仰
者
の
霊
魂
に
神
性
が
入
り
込
む
と
い
う
感

覚
」
で
あ
り
、「
神
に
お
け
る
憩
い
へ
の
渇
望
の
充
足
を

求
め
る
受
動
的
な
性
格
と
純
粋
に
感
情
的
な
内
面
性
を
特

徴
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
神
秘

的
傾
向
を
持
つ
宗
教
意
識
」
は
、
現
世
に
対
す
る
態
度
と

い
う
点
に
お
い
て
、「
外
面
的
な
活
動
の
積
極
的
評
価
に

欠
け
て
い
る
」
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
指
摘
す
る
。「
神
秘
的

合
一
」
は
「
原
罪
に
よ
る
人
間
の
無
価
値
と
い
う
深
い
感

情
」
と
結
び
つ
き
、
こ
れ
が
罪
の
許
し
を
得
る
の
に
必
要

図表2 天職の概念

（出所）筆者作成
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な
謙
遜
と
単
純
さ
を
維
持
す
る
の
で
あ
り
、
ル
タ
ー
派
信
徒
の
「
日
毎
の
悔
い
改
め
」
を
注
意
深
く
育
む
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ

と
同
じ
時
代
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
、
労
働
な
ど
こ
の
世
の
一
切
の
営
み
を
自
ら
の
道
徳
的
無
価
値

の
ご
ま
か
し
の
た
め
の
「
慰
戯
」
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
も
い（
31
）た。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
う
し
た
考
え
方
を
「
静
寂
主
義
的
な
隠
匿
」
と
呼

ん
だ
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
な
ど
改
革
派
の
宗
教
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
派
の
情
感
的
な
信
仰
や
パ
ス
カ
ル
ら
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
」

の
隠
遁
的
な
態
度
は
激
し
く
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

ル
タ
ー
派
の
信
仰
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
で
は
、「
神
的
な
も
の
が
人
間
の
霊
魂
の
中
に
現
実
に
入
り
こ
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

全
被
造
物
に
対
す
る
神
の
絶
対
的
超
越
性
か
ら
し
て
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
事
」と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
有
限
は
無
限
を
包
容
し
え
ず
」

で
あ
っ
て
、
神
と
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
信
徒
と
の
間
の
交
わ
り
は
、「
神
が
彼
ら
（
信
徒
）
の
う
ち
に
働
き
、
そ
れ
が
彼
ら
の
意
識
に
の

ぼ
る
」、
つ
ま
り
「
彼
ら
の
行
為
が
神
の
恩
恵
の
働
き
に
よ
る
信
仰
か
ら
生
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
の
正
し
さ
に
よ
っ
て
信
仰
が
ま
た

神
の
働
き
で
あ
る
こ
と
が
証
し
（
証
明
）
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
信
仰
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
中
心
的
教
義
が

培
っ
た
宗
教
的
感
覚
に
よ
っ
て
、
改
革
派
信
者
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
隠
遁
主
義
に
陥
る
こ
と
も
な
か
っ（
32
）た。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
よ

う
な
対
比
に
お
い
て
は
、「
実
践
的
な
宗
教
意
識
を
分
類
す
る
際
に
一
般
に
通
用
す
る
よ
う
な
、
救
い
の
究
極
状
態
に
お
け
る
根
本
的
な

差
が
明
確
に
表
れ
る
」
と
述
べ
て
い（
33
）る。
つ
ま
り
、
現
世
に
お
い
て
、「
救
い
の
表
象
」
と
し
て
は
不
可
欠
で
は
あ
る
も
の
の
、
ル
タ
ー

的
な
信
仰
で
求
め
ら
れ
る
善
行
を
重
ね
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
救
い
に
与
か
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
救
い
の
手
段
と
し

て
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
よ
う
に
救
い
を
あ
る
代
償
の
下
に
贖
い
取
る
の
で
は
な
く
、
救
い
を
受
け
ら
れ
る

か
否
か
と
い
う
不
安
を
除
く
た
め
の
技
術
的
手
段
と
い
う
こ
と
で
し
か
な（
34
）い。

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
下
、
人
々
が
救
い
に
与
か
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、「
神
の
栄
光
を
高
め
る
」
た
め
の
倫
理
的
で
勤
勉
な
労

働
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
ル
タ
ー
が
説
い
た
よ
う
な
、
自
ら
の
罪
を
悔
い
改
め
て
ひ
た
す
ら
神
を
信
仰
す
る
謙
虚
な
罪
人
（
義
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人
）
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
職
業
に
つ
い
て
も
ル
タ
ー
派
が
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
に
順
応
し
て
大
人
し
く
従
う
べ
き
受
動
的
な
摂
理

に
よ
る
も
の
で
は
な（
35
）く、
神
の
栄
光
を
高
め
る
た
め
に
た
ゆ
む
こ
と
な
く
働
く
こ
と
が
、
個
々
人
の
能
動
性
を
促
す
積
極
的
な
命
令
に
変

わ
っ
た
の
で
あ
っ（
36
）た。
こ
の
命
令
に
よ
っ
て
、
勤
勉
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
者
、
鋼
鉄
の
よ
う
な
信
念
を
持
つ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
商
人
、
自
己

革
新
に
満
ち
た
数
々
の
聖
徒
が
経
済
の
世
界
に
続
々
と
生
ま
れ
育
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
職
業
観
念
の
相
違
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
心
理
的
効
果
は
広
範
囲
に
及
び
、
中

世
の
ス
コ
ラ
哲
学
も
熟
考
し
た
経
済
秩
序
の
摂
理
の
発
展
に
も
関
わ
っ（
37
）た。
ス
コ
ラ
哲
学
を
大
成
し
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
社
会

に
お
け
る
分
業
と
職
業
構
成
を
、
神
の
宇
宙
計
画
の
直
接
的
な
発
言
と
し
た
。
ル
タ
ー
は
そ
こ
か
ら
、
神
に
与
え
ら
れ
た
地
位
と
限
界
の

う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
「
個
々
人
の
宗
教
的
義
務
」
と
し
た
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
英
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
全
般
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
牧
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
の
説
は
、
彼
が
活
躍
し
た
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
〇
〇
年
後
に
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
が
「
国
富
論
」
で
唱
え
た
分
業
シ
ス
テ
ム
を
想
起
さ
せ
る
点
が
少
な
く
な（
38
）い。

5
．
神
の
利
益
に
適
う
職
業
選
択
と
労
働

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
唱
え
た
予
定
説
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
宿
命
論
に
至
り
や
す
い
論
理
だ
っ
た
が
、
人
々
へ
の
心
理
的
影
響
と
し
て
は
、

「
救
い
の
確
証
」
と
い
う
思
想
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
宿
命
論
的
な
帰
結
を
拒
否
す
る
動
機
を
生
む
こ
と
に
な
っ（
39
）た。
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
い
っ
た
改
革
派
信
徒
は
、
宿
命
で
は
な
く
、
自
ら
が
選
択
し
た
職
業
に
よ
っ
て
「
職
務
に
忠
実
に
な
ら
し
め
ら
れ

た
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
自
ら
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
が
、
世
俗
的
な
職
業
労
働
の
実
践
に
お
い
て
理
想
と
し
た
の
は
、
人
間
を
神

の
計
画
的
意
思
に
服
さ
せ
、
自
ら
の
行
為
を
絶
え
ず
自
己
審
査
と
倫
理
的
熟
慮
に
照
ら
し
暮
ら
し
た
修
道
士
の
生
活
だ
っ
た
。
厳
格
な
清

教
徒
は
、
自
ら
が
救
わ
れ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
た
め
、
自
ら
の
罪
悪
と
誘
惑
と
信
仰
の
進
歩
と
を
、
継
続
的
に
毎
日
記
帳
し
、
あ
る
い
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は
一
覧
表
と
し
て
作
成
し（
40
）た。

後
期
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
、
自
ら
の
行
動
ば
か
り
で
な
く
、
神
の
行
動
を
も
審
査
し
、
生
涯
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
う
ち
に
神
の
指
示
を

読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
の
教
説
を
逸
脱
し
、
神
の
行
う
処
置
の
理
由
（
神
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は

あ
の
よ
う
に
導
き
給
う
の
か
）
ま
で
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
日
常
生
活
の
聖
化
は
、
ほ
と
ん
ど
事
業
経
営
の
性
格
を
帯
び

る
よ
う
に
な
っ（
41
）た。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
者
の
生
活
信
条
は
そ
の
者
に
と
っ
て
道
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
高
善
は
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
、
金
銭
を
得

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
年
の
豊
か
な
生
活
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
利
益
の
追
求
、
金
銭
を
稼
ぐ
こ
と
だ
け
を
人
生
の
目
的
と

し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
な
ぜ
、
金
銭
を
得
る
こ
と
に
執
着
し
、
そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
勤
勉
に
働
き
得
た
金

銭
の
額
こ
そ
が
、
来
世
の
救
い
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
の
証
、
そ
の
可
能
性
を
高
め
る
証
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
生
を
幕
引
き
し
最
後

の
審
判
の
後
に
天
国
に
行
く
た
め
、
日
々
禁
欲
的
に
労
働
し
金
銭
を
得
る
よ
う
努
め
た
。
ま
ず
神
は
、
人
間
の
社
会
的
な
営
み
の
全
て
が
、

神
の
計
画
・
目
的
に
適
っ
て
い
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
人
間
の
職
業
労
働
も
当
然
に
神
の
栄
光
を
高
め
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
的
精
神
を
も
っ
て
職
業
の
選
択
を
行
う
時
、
よ
り
神
に
喜
ば
れ
る
職
業
、
有
益
な
職
業
が
選
ば
れ
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
神
に
計
画
・
目
的
が
あ
る
以
上
、
天
職
と
し
て
各
人
に
命
じ
ら
れ
た
職
業
労
働
も
、
合
理
的
に
遂
行
し
有
益
な
も
の
で
な
い

と
神
か
ら
の
評
価
は
受
け
ら
れ
な
い
。
神
の
意
思
に
適
う
よ
う
に
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
た
か
否
か
の
評
価
基
準
は
、
そ
の
職
業
労
働
が
、
①

神
が
望
む
道
徳
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
か
（
道
徳
性
の
基
準
）、
②
神
の
栄
光
を
高
め
る
た
め
に
有
用
だ
っ
た
か
（
有
益
性
の
基
準
）、
③
そ

れ
ら
が
で
き
た
証
と
し
て
利
益
を
積
み
上
げ
ら
れ
た
か
（
収
益
性
の
基
準
）
の
三
つ
で
あ（
42
）る。
特
に
③
の
基
準
は
重
要
で
あ
っ
た
。
カ
ト

リ
ッ
ク
は
、
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
い
か
が
わ
し
く
、
金
銭
や
富
は
誘
惑
の
源
泉
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
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ン
派
信
者
に
と
っ
て
は
、
利
益
が
生
ま
れ
る
の
は
神
の
意
図
に
沿
っ
た
労
働
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
故
に
そ
れ
は
良
い
こ
と
、
神
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
上
記
三
つ
の
基
準
の
全
て
に
適
い
つ
つ
禁
欲
・
勤
勉
的
に
職
業
労
働
に
従
事
し
、
利
益
を
積
み
重
ね
る
ほ
ど
に
神
に
よ
る
救

い
の
確
証
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
利
益
を
追
求
し
利
潤
を
増
や
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
消
費
の
抑
制
と
禁
欲
と
い
う

手
段
で
、
節
約
に
勤
し
む
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、「
神
か
ら
委
託
さ
れ
た
財
産
を
管
理
す
る
下
僕
」
と
し
て
の
役
割
を
全
う

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ（
43
）る。さ
ら
に
、職
業
労
働
に
没
頭
す
る
こ
と
は
、禁
欲
生
活
を
実
現
す
る
最
も
効
果
的
な
手
段
で
も
あ
っ

た
。
飲
酒
、
賭
け
事
と
い
っ
た
富
が
も
た
ら
す
清
浄
な
ら
ざ
る
生
活
へ
の
誘
惑
か
ら
、
わ
が
身
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。

一
方
で
は
、
人
間
は
自
分
に
預
け
ら
れ
た
財
貨
を
自
己
の
享
楽
の
た
め
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
人
は
多

く
働
く
が
少
し
し
か
消
費
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
貯
蓄
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
貯
蓄
は
常
に
新
し
い
投
資
を
追
求
す
る
。
倫
理
的
な
生
活

の
下
で
節
約
さ
れ
、
労
働
に
よ
っ
て
利
益
が
生
ま
れ
蓄
積
し
た
資
本
は
、
計
画
的
に
投
資
に
回
さ
れ
る
こ
と
で
、
豊
か
な
者
は
い
っ
そ
う

豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
職
業
的
禁
欲
こ
そ
が
、「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」
で
あ
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
結
論
付
け（
44
）た。
そ

し
て
、
こ
の
精
神
が
、「
近
代
資
本
主
義
」
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
核
心
を
な
す
部
分
で
あ
っ
た
。

6
．「
勤
勉
が
富
を
生
む
」
新
た
な
経
済
サ
イ
ク
ル

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
以
降
、
人
々
の
伝
統
的
な
労
働
観
は
、「
生
き
る
た
め
に
働
く
」
か
ら「（
死
後
の
救
い
を
求
め
）
稼
ぐ

た
め
に
働
く
」
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
た
。
人
々
は
、
厳
し
い
規
律
の
下
で
消
費
す
る
よ
り
も
利
益
を
増
や
し
蓄
財
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。

あ
り
あ
ま
る
富
は
教
会
へ
寄
付
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
違
い
、
富
を
蓄
え
て
よ
い
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え

は
、
新
興
の
商
工
業
者
た
ち
に
熱
烈
に
歓
迎
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
生
き
た
時
代
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
は
、
資
本
家
、
企
業
経
営
者
、
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近
代
的
な
企
業
の
ス
タ
ッ
フ
は
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
々
が
ス
イ
ス
で
起
こ
し
た
産
業
の
一
つ
に
時
計
産
業
が
あ
る
。
四
〇
〇
年
以
上
の
伝
統
を
持
つ
こ
の
産
業
は
、

一
六
世
紀
、宗
教
弾
圧
か
ら
逃
れ
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
職
人
た
ち
に
よ
っ
て
、農
閑
期
の
副
業
と
し
て
広
ま
っ（
45
）た。

ア
ル
プ
ス
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
、
そ
の
勤
勉
な
働
き
ぶ
り
は
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
、
伝
統
産
業
と
し
て
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
き
た
。
厳
格
な
倫
理
の
下
で
の
勤
勉
と
蓄
財
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
経
済
的
繁
栄
を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

カ
ト
リ
ッ
ク
が
優
勢
の
国
で
、
際
立
っ
た
経
済
的
繁
栄
を
成
し
遂
げ
た
国
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
経
済
社
会
で
始
動
し
始
め
た
の
は
、
マ
ク
ロ
的
に
見
れ
ば
、
様
々
な
こ
と
が
起
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
新
大
陸
ア

メ
リ
カ
が
発
見
さ
れ
貿
易
取
引
が
広
範
囲
に
行
わ
れ
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
タ
リ
ア
で
は
活
発
な
交
易
が
行
わ
れ
、
経
済

的
に
豊
か
に
な
っ
た
人
々
に
消
費
へ
の
欲
望
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ

イ
ン
な
ど
欧
州
中
の
移
民
が
都
市
に
押
し
寄
せ
た
。彼
ら
の
有
り
余
る
労
働
力
は
、何
か
新
し
い
形
で
経
済
に
組
み
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
認
め
た
蓄
財
の
絶
好
の
投
資
先
と
な
っ
た
。「
富
を
蓄
え
た
ら
己
に
使
う
の
で
は
な
く
、
投
資
せ
よ
」、

そ
こ
で
は
可
能
な
限
り
生
産
的
な
投
資
先
が
選
ば
れ
た
。
新
た
な
技
術
開
発
な
ど
資
本
を
増
や
す
分
野
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
た
め
に
お

金
を
使
う
の
で
は
な
く
、
投
資
に
よ
っ
て
雇
用
を
生
ん
だ
り
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
富
を
還
元
す
る
こ
と
が
、「
人
と
し
て
正
し
い
こ

と
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
富
裕
層
と
な
っ
て
も
、
投
資
す
る
と
い
う
役
割
を
も
っ
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
斬
新
な
考
え
方
だ
っ
た
。
富
を
持
つ
こ
と
は
や
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誇
り
に
思
っ
て
よ
い
と
社
会
の
意

識
が
変
わ
り
始
め
た
。

勤
勉
か
ら
蓄
財
、
そ
し
て
投
資
に
よ
っ
て
富
が
さ
ら
に
増
殖
す
る
、
す
な
わ
ち
、「
勤
勉
が
富
を
生
む
」
と
い
う
経
済
サ
イ
ク
ル
が
誕

生
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
職
業
倫
理
自
体
が
そ
れ
を
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
結
果
的
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
見
出
し
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た
「
近
代
資
本
主
義
」
の
芽
生
え
と
な
っ
た
。
国
家
の
力
を
背
景
に
商
人
が
独
占
的
に
富
を
築
く
重
商
主
義
の
時
代
が
ま
だ
明
け
て
い
な

い
中
世
に
お
い
て
、
勤
勉
が
新
し
い
職
業
労
働
の
価
値
観
と
し
て
台
頭
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
新
大
陸
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
拡
大

1
．
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
人
生

さ
ら
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
注
目
し
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
勤
勉
性
が
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
英
国
、
さ
ら
に
大
西
洋
を
渡
り
、
新
大
陸

ア
メ
リ
カ
に
波
及
し
て
い
く
流
れ
だ
っ
た
。
近
現
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
先
進
的
な
自
由
主
義
の
象
徴
的
な
存
在
だ
っ
た
が
、
米
国

社
会
で
展
開
さ
れ
る
経
済
活
動
も
合
衆
国
建
国
か
ら
続
く
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
英
国
教
会
の
信
仰
と
慣
行
に
反
対
し
、
徹
底
し
た
宗
教
改
革
を
主
張
し
た
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
諸
教
派
の
一
つ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ（
46
）り、
そ
の
一
部
が
一
六
二
〇
年
に
英
国
か
ら
出
港
、
米
国
に
渡
り
築
い
た
植
民
地
プ

リ
マ
ス
が
、
現
在
の
米
国
の
起
源
と
な
っ
て
い（
47
）る。「
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
」
は
、
宗
教
的
な
理
想
郷
を
求
め
大
西
洋
を
渡
っ

た
が
、
そ
の
た
め
に
資
本
家
か
ら
莫
大
な
負
債
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
過
酷
な
負
債
の
返
済
の
た
め
に
多
大
な
労
苦
を
重
ね
、

そ
れ
と
と
も
に
一
層
純
粋
化
し
、
負
債
を
返
済
す
る
た
め
に
粉
骨
砕
身
の
努
力
を
し
た
。
勤
労
の
重
視
、
経
済
活
動
の
徹
底
し
た
義
務
感

は
、
米
国
社
会
の
根
本
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
米
国
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
の
父
」
と
い
わ
れ
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
そ
の
根
源
か
ら
米
国
の
精
神
を
ま
と
っ
た
人
物

と
い
え
よ
う
。
米
国
の
政
治
家
に
し
て
、
凧
を
用
い
た
実
験
で
雷
が
電
気
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
気
象
学
者
、
物
理
学
者
と
し
て
も
知
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ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
典
型
的
な
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
、
印
刷
業
経
営
者
を
経
て
政

治
家
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
、
欧
州
大
国
の
重
商
主
義
政

策
の
下
、
植
民
地
ア
メ
リ
カ
は
重
税
に
喘
い
で
い
た
。
鬱

屈
し
た
市
民
感
情
が
爆
発
し
、
つ
い
に
一
七
七
六
年
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
フ

ラ
ン
ク
リ
ン
は
そ
の
草
案
作
り
に
参
加
、「
建
国
の
父
」

と
呼
ば
れ
、
今
日
の
米
国
の
礎
を
築
い
た
。

印
刷
所
を
経
営
し
て
い
た
二
五
歳
の
時
、
向
学
心
に
燃

え
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
友
人
と
と
も
に
読
書
ク
ラ
ブ
を
立

ち
上
げ
る
。
書
物
を
読
み
漁
る
う
ち
に
社
会
へ
の
貢
献
を

思
い
立
ち
、
後
に
米
国
で
初
の
公
立
図
書
館
を
設
立
す
る

（
こ
れ
が
現
在
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
図
書
館
の
礎
と

な
っ
た
）。フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
富
を
築
く
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
が
二
六
歳
の
時
、
毎
日
徳
目
を
掲
げ
て
い
た
カ
レ
ン

ダ
ー
、「
貧
し
き
リ
チ
ャ
ー
ド
の
暦
（Poor

R
ichard's

A
lm
anack

）」の
出
版
で
あ
る
。「
時
は
金
な
り
」、「
天
は

自
ら
助
け
る
者
を
助
く
」、「
ち
り
も
積
も
れ
ば
山
と
な

図表3 ベンジャミン・フランクリンの十三徳（Thirteen Virtues）

1．節制：飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。
2．沈黙：自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。
3．規律：物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。
4．決断：なすべきことをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。
5．節約：自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち、浪費するなかれ。
6．勤勉：時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いは

すべて断つべし。
7．誠実：詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出

だすこともまた然るべし。
8．正義：他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべ

からず。
9．中庸：極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎む

べし。
10．清潔：身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。
11．平静：小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。
12．純潔：性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これに耽りて頭脳を

鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときこ
とあるべからず。

13．謙譲：イエスおよびソクラテスに見習うべし。

（出所）ベンジャミン・フランクリン「フランクリン自伝」松本慎一・西川正身訳 岩波文庫
1957年1月、137―138頁
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る
」
な
ど
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
自
ら
考
え
出
し
た
格
言
や
こ
と
わ
ざ
を
書
い
た
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
自
ら
課
し
て
い
た
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
節
制
、
沈
黙
、
勤
勉
、
誠
実
、
正
義
な
ど
一
三

項
目
に
上
り
、「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
十
三
徳
」
と
呼
ば
れ
た
（
図
表（
48
）3）。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
カ
レ
ン
ダ
ー
に
毎
日
一
つ
の
項
目
を
掲
げ
、

実
践
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
は
、
倫
理
的
な
日
々
の
暮
ら
し
の
原
則
が
あ
っ
た
。

「
十
三
徳
」
の
第
一
三
ヶ
条
目
に
は
、「
謙
譲
、
イ
エ
ス
及
び
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
見
習
う
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、「
神
は
智
慧
の
泉
で
あ
る
か
ら
、
智
慧
を
得
る
た
め
に
神
の
助
け
を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
の
信
仰
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
を
通
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
々
人
が
神
と
直
接
結
び
つ
く
市
民
社
会
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
に
寄
っ
た
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か（
49
）る。
だ
か
ら
こ
そ
、
勤
勉
は
当
然
と
し
て
も
、
他
者
へ
の
奉
仕
や
材
の
社
会
還
元
に
積
極
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
他
者
を
助
け
る
た
め
、
病
院
、
教
育
機
関
を
設
立
、
現
在
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
前
身
と
な
る
大

学
の
創
設
に
も
尽
力
し
た
。
財
を
な
し
た
後
も
、
科
学
実
験
や
慈
善
事
業
な
ど
八
面
六
臂
の
活
躍
を
し
た
。

米
国
の
議
員
時
代
、
合
衆
国
の
独
立
の
契
機
と
な
る
七
年
戦
争
（
一
七
五
六
―
一
七
六
三
年
）
が
勃
発
す
る
。
列
強
と
の
勢
力
争
い
に

明
け
暮
れ
る
英
国
は
、
膨
大
な
戦
費
を
賄
う
た
め
、
印
紙
税
法
を
導
入
し
て
、
植
民
地
米
国
へ
の
課
税
を
強
化
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は

英
国
に
赴
き
、
粘
り
強
い
交
渉
の
末
に
印
紙
税
法
を
廃
止
へ
追
い
込
ん
だ
。
不
当
な
政
策
を
廃
止
し
、
権
利
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

と
自
信
を
つ
け
た
米
国
は
、
や
が
て
反
旗
を
翻
し
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
（
一
七
七
五
―
一
七
八
三
年
）
を
起
こ
し
た
。
そ
し
て
一
七
七

六
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
独
立
を
宣
言
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
策
定
に
関
わ
っ
た
宣
言
文
に
は
、「
全
て
の
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
平
等
に
作
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
り
、
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
の
権
利
を
高
ら
か
に
謳
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
体
現
し
て
見
せ
た
勤
勉
性
は
、
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
手
段
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
倫
理
的
な
生
活
の
ル
ー
ル
と
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蓄
財
を
自
己
目
的
化
し
た
生
き
方
、
そ
れ
こ
そ
が
、
時
代
を
画
す
る
「
資
本
主
義
の
精
神
」
だ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン

の
「
精
神
」
に
つ
い
て
、「
商
人
的
冒
険
心
と
、
道
徳
と
は
無
関
係
の
個
人
的
な
気
質
の
表
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

場
合
に
は
倫
理
的
な
色
彩
を
も
つ
生
活
の
原
則
と
い
う
性
格
を
お
び
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、「（
本
書
で
は
、）『
資
本
主
義
の
精
神
』
と

い
う
概
念
を
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
意
味
合
い
で
使
う
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。（
中
略
）『
資
本
主
義
』
は
中
国
に
も
、
イ
ン
ド
に
も
、

バ
ビ
ロ
ン
に
も
、
ま
た
古
代
に
も
中
世
に
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
『
資
本
主
義
』
に
は
独
自
の
エ
ー
ト
ス
（
精
神
）
が
欠
け

て
い
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い（
50
）る。
単
に
利
益
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
な
生
き
方
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
的
な

精
神
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
見
出
し
た
「
資
本
主
義
の
精
神
」
は
ま
さ
に
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
生
き

方
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2
．
経
済
ル
ー
ル
の
転
換

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
独
立
を
宣
言
し
、
自
由
社
会
へ
の
歩
み
を
始
め
た
一
七
七
六
年
、
奇
し
く
も
英
国
で
は
、「
経
済
学
の
父
」
と
い

わ
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
が
出
版
さ
れ
た
。「
各
々
の
自
己
利
益
の
追
求
と
そ
の
集
積
が
、（
神
の
）
見
え
ざ
る
手
に
よ
っ

て
社
会
全
体
の
利
益
に
な
る
」
と
い
う
教
義
を
記
し
た
書
は
、
自
由
競
争
、
自
由
主
義
経
済
学
の
源
流
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
英
国
は

繁
栄
を
謳
歌
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
。
欧
州
の
七
年
戦
争
（
一
七
五
四
〜
一
七
六
三
年
）
と
北
米
で
の
フ
レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争

（
一
七
五
五
〜
一
七
六
三
年
）
で
勝
利
を
収
め
、
大
英
帝
国
は
重
商
主
義
政
策
で
さ
ら
に
勢
力
拡
大
し
、
イ
ン
ド
な
ど
植
民
地
を
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
英
国
は
、
軍
事
力
を
背
景
に
欧
州
諸
国
と
熾
烈
な
競
争
を
繰
り
広
げ
、
植
民
地
と
の
貿
易
で
莫
大
な
富
を
得
て
い

た
。
し
か
し
、
植
民
地
を
増
や
そ
う
と
競
争
し
、
収
益
を
増
や
し
、
貿
易
黒
字
を
目
指
す
過
程
で
戦
争
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。

ス
ミ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
重
商
主
義
に
は
限
界
が
見
え
始
め
て
い
た
。
ス
ミ
ス
が
説
い
た
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
に
よ
っ
て
富
を
獲
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得
す
る
欲
望
の
あ
り
方
か
ら
の
脱
却
だ
っ
た
。
労
働
に
よ
っ
て
価
値
を
生
み
、
工
場
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
人
々
の
活
動
の
場
で
富
を
増
大

さ
せ
る
べ
き
だ
と
説
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
国
内
で
の
足
場
を
固
め
る
、
大
胆
な
政
策
の
転
換
だ
っ
た
。
土

地
を
改
良
し
分
業
を
進
め
生
産
性
を
上
げ
る
、
そ
の
上
で
価
値
あ
る
商
品
を
自
由
に
売
買
し
富
を
得
る
と
い
う
経
済
ル
ー
ル
へ
の
転
換
を

目
指
し
た
。
ス
ミ
ス
の
主
張
は
産
業
革
命
が
本
格
化
す
る
英
国
で
支
持
さ
れ
る
。
重
商
主
義
か
ら
自
由
主
義
へ
、
経
済
ル
ー
ル
が
書
き
換

え
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
顕
著
な
状
況
だ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
独
立
・
建
国
し
、
欧
州
で
は
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
自
由
主
義
に
基
づ
く
経
済
シ
ス
テ
ム
が
台
頭
し
た
。
そ
れ
は

近
代
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
自
ら
の
勤
勉
性
を
存
分
に
発
揮
し
、
経
済
的
繁
栄
を
追
い
求
め
る
格
好
の
場
と
な
っ
た
に
違

い
な
い
。

お
わ
り
に
〜
現
代
社
会
へ
の
示
唆
〜

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
は
、
宗
教
に
よ
っ
て
堅
固
に
形
成
さ
れ
た
人
格
が
、
富
の

創
造
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
得
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
い
っ
た
諸
国
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」
は
普
及
し
、
勤
勉
で
誠
実
な

労
働
者
、
資
本
家
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
経
済
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
健
全
な
経
済
発
展
は
、
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
な
消
費
主
義

で
は
な
く
、
資
源
の
適
切
な
利
用
に
よ
る
富
の
創
造
に
よ
っ
て
実
現
し
得
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」
は
、
そ

れ
を
改
め
て
思
い
直
さ
せ
る
。
健
全
な
経
済
発
展
と
富
の
創
造
は
、
人
々
の
倫
理
と
勤
勉
性
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

富
を
生
む
ル
ー
ル
を
時
代
の
精
神
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
は
現
代
で
も
古
び
る
こ
と
は
な
い
。
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一
方
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
視
点
の
見
直
し
も
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
経
済
発
展

と
倫
理
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
も
た
ら
し
た
職
業
聖
化
の
思
想
は
、
奴
隷
や
麻
薬
の
売
買
な
ど
非
人
道

的
な
行
為
、
英
国
や
オ
ラ
ン
ダ
が
東
南
ア
ジ
ア
で
行
っ
た
大
規
模
で
組
織
的
、
そ
し
て
残
忍
な
植
民
地
支
配
、
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル

が
中
南
米
で
行
っ
た
金
銀
の
略
奪
行
為
も
職
業
行
為
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
非
人
道
的
な
職
業
行
為
に
宗
教
倫
理
が
備
わ
っ
て

い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ひ
と
た
び
倫
理
が
欠
落
す
れ
ば
、
経
済
行
為
は
経
済
合
理
性
の
名
の
下
に
剥
き
出
し
の
欲
望
と
な
っ
て
暴
走
し

か
ね
な
い
。

一
八
世
紀
後
半
、
自
由
放
任
思
想
を
も
っ
て
「
生
産
の
経
済
学
」
を
説
い
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
自
由
の
行
き
過
ぎ
を
肯
定
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
近
年
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
世
界
的
な
規
制
緩
和
の
な
か
、
個
人
、
企
業
や
金
融
機
関
に
よ
る
欲

望
の
暴
走
が
、
欧
米
諸
国
や
日
本
で
経
済
バ
ブ
ル
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
崩
壊
と
経
済
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
。
経
済
が
悪
化
す
れ
ば
、
企

業
に
よ
る
不
正
事
件
が
そ
れ
に
追
随
し
て
明
る
み
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
以
降
顕
著
と
な
っ
た
「
発
展
一
辺
倒
」
の
経
済
社
会
の

あ
り
方
に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
倫
理
が
欠
如
し
て
お
り
、
現
代
の
経
済
社
会
や
そ
の
「
資
本
主
義
の
精
神
」
は
、
本
来

の
宗
教
的
動
機
を
失
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
に
、
経
済
的
価
値
観
が
変
わ
る
な
か
、「
発
展
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
近
年
の
金
融
危
機
以
降
、
経
済
発
展
を

是
と
す
る
価
値
観
や
そ
れ
を
前
提
と
し
た
経
済
シ
ス
テ
ム
を
見
直
す
動
き
が
あ
る
。
例
え
ば
、
企
業
価
値
と
株
主
利
益
の
最
大
化
を
目
指

す
経
営
は
、
格
差
の
拡
大
、
環
境
問
題
へ
の
対
応
の
遅
れ
、
従
業
員
の
疲
弊
な
ど
人
間
社
会
に
多
く
の
副
作
用
を
も
た
ら
し
た
。「
発
展

一
辺
倒
」
の
価
値
観
の
形
成
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
が
貢
献
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
と
と
も
に
、
そ
の

思
想
自
体
が
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
唯
物
主
義
的
で
「
営
利
へ
の
衝
動
」
が
大
き
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
利
益
や
財
産
の
獲
得
よ
り
も
安
定
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し
た
生
活
を
望
む
カ
ト
リ
ッ
ク
と
見
な
し
た（
51
）時、
今
後
の
経
済
シ
ス
テ
ム
で
は
、
い
ず
れ
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ロ
ボ
ッ
ト

や
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
労
働
の
多
く
を
代
替
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、人
々
は
よ
り
人
間
ら
し
い
生
活
を
志
向
す
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
の
時
人
々

の
関
心
は
、
経
済
、
政
治
、
技
術
革
新
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
精
神
や
幸
福
を
重
視
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
芸
術
、
文
学
、
宗
教
と

い
っ
た
分
野
に
移
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
猪
突
猛
進
型
の
「
働
き
者
」
よ
り
も
、
多
趣
味
で
人
生
を
謳
歌
す
る
人
の
方
が
尊
敬

を
集
め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
経
済
や
財
政
の
好
不
調
に
よ
っ
て
国
の
良
し
悪
し
を
測
る
こ
と
も
な
く
な
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
産
業
大
国
で
は
な
い
に
せ
よ
、
多
く
の
芸
術
、
文
学
、
宗
教
遺
産
を
擁
し
、
人
間
の
精
神
や
幸
福
を
重
視
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
が

優
勢
な
諸
国
が
、
そ
う
し
た
役
割
を
も
っ
て
国
の
あ
り
方
を
確
立
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

第
三
に「
勤
勉
性
」の
中
身
は
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
化
す
る
現
代
、
人
々
の
労
働
が
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
や
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
代
替
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
単
純
に
勤
勉
性
だ
け
で
は
な
く
、
数
学
的
思
考
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
駆
使
で
き
る
能
力
、
社
会
に
共
感
し
て
働
く
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
使
わ
な

い
職
業
、
ル
ー
テ
ィ
ン
を
繰
り
返
す
勤
勉
さ
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
で
は
最
も
存
在
を
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

無
資
源
国
な
が
ら
、
持
ち
前
の
勤
勉
性
と
知
識
・
技
術
力
に
よ
っ
て
戦
後
の
焦
土
か
ら
わ
が
国
は
立
ち
上
が
り
、
敗
戦
か
ら
わ
ず
か
二

〇
年
余
で
米
国
に
次
ぐ
経
済
大
国
に
の
し
上
が
っ
た
（
一
九
六
八
年
に
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
第
二
位
に
な
っ
た
）。
一
九
八
〇
年
代
ま

で
続
い
た
高
度
経
済
成
長
は
、
日
本
人
の
勤
勉
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。
し
か
し
現
在
、
世
界
で
最
も
豊
か
な
は
ず
の
こ
の
国
で
、
過

労
死
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
人
や
経
済
は
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
に
も
似
た
考
え

に
起
因
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
果
た
し
て
幸
せ
な
こ
と
な
の
か
。
人
類
が
成
長
す
べ
き
分
野
は
職
業
や
経
済
だ
け
で
は
な
く
、

数
字
で
表
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。
芸
術
、
友
情
、
精
神
面
な
ど
で
も
っ
と
別
の
成
長
を
す
る
こ
と
も
、
人
間
の
行
為
と
し
て
は
必
要
で
あ

る
。
そ
う
し
た
豊
か
さ
よ
り
も
、
た
だ
働
く
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
や
残
念
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
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【
参
考
文
献
】

﹇
邦
文
﹈

今
野
元
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

主
体
的
人
間
の
悲
喜
劇
」
岩
波
新
書

二
〇
二
〇
年
五
月

梅
津
順
一
「
バ
ク
ス
タ
ー
と
ス
ミ
ス
―
宗
教
的
人
間
と
経
済
的
人
間
の
あ
い
だ
―
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
七
四
巻
第
二
号

慶
應
義
塾
経
済
学
会

一

九
八
一
年

漆
畑
春
彦
「
近
代
経
済
思
想
史
に
お
け
る
市
場
経
済
〜
ケ
イ
ン
ズ
と
ハ
イ
エ
ク
の
経
済
思
想
上
の
対
立
を
軸
に
〜
」『
平
成
法
政
研
究
』
第
二
五
巻
第
一

号

平
成
法
政
学
会

二
〇
二
〇
年
一
一
月

大
西
直
樹
「
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
と
い
う
神
話
」
講
談
社
選
書

一
九
九
八
年
五
月

野
口
雅
弘
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

近
代
と
格
闘
し
た
思
想
家
」
中
公
新
書

二
〇
二
〇
年
五
月

長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新
潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月

久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月

深
井
智
朗
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

宗
教
改
革
か
ら
現
代
政
治
ま
で
」
中
公
新
書

二
〇
一
七
年
三
月

保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月

﹇
翻
訳
書
﹈

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
伝
」
松
本
慎
一
・
西
川
正
身
訳

岩
波
文
庫
、
二
〇
一
四
年
一
二
月

Ｄ
・
Ｋ
・
マ
ッ
キ
ム
「
魂
の
養
い
と
思
索
の
た
め
に

「
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
」
を
読
む
」
出
村
彰
訳

教
文
館

二
〇
一
三
年
一
一
月

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月

ト
ム
・
バ
ト
ラ
ー＝

ボ
ー
ト
ン
「
世
界
の
経
済
学
五
〇
の
名
著
」
大
間
知
知
子
訳

デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン

二
〇
一
八
年
一
〇
月

【
注
】

（
1
）
二
〇
一
五
年
度
に
歳
出
・
歳
入
が
均
衡
し
財
政
再
建
を
達
成
し
た
。
二
〇
一
九
年
度
は
三
九
五
億
ユ
ー
ロ
の
大
幅
黒
字
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
二
〇
一
九
年
の
国
民
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
国
別
ラ
ン
キ
ン
グ
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
）
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
勢
と
さ
れ
る
国
の
数
値

及
び
順
位
は
、
ス
イ
ス：

八
二
、
四
八
四
ド
ル
（
第
二
位
）、
米
国：

六
五
、
二
五
四
ド
ル
（
第
七
位
）、
オ
ラ
ン
ダ：

五
二
、
六
四
六
ド
ル
（
第
一
二

位
）、
ド
イ
ツ：

四
六
、
四
七
三
ド
ル
（
第
一
八
位
）、
英
国：

四
二
、
三
七
九
ド
ル
（
第
二
二
位
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は
四
〇
、
二
五
六
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ド
ル
で
第
二
五
位
。https://statisticstim

es.com
/econom

y/projected-w
orld-gdp-capita-ranking.php

小
国
な
が
ら
、
ス
イ
ス
に
は
、
ア
セ
ア
・
ブ

ラ
ウ
ン
・
ボ
ベ
リ
（
Ａ
Ｂ
Ｂ
、
電
力
・
重
工
業
）、
チ
バ
（
特
殊
化
学
）、
グ
レ
ン
コ
ア
（
鉱
業
・
商
社
）、
ネ
ス
レ
（
食
品
）、
オ
メ
ガ
（
時
計
、
精

密
機
器
）、
ロ
シ
ュ
（
製
薬
）
と
い
っ
た
大
企
業
の
ほ
か
、
Ｕ
Ｂ
Ｓ
、
ク
レ
デ
ィ
ス
イ
ス
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
保
険
と
い
っ
た
世
界
的
金
融
機
関
の
本
社

が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
も
、
ハ
イ
ネ
ケ
ン
（
食
品
・
飲
料
）、
ユ
ニ
リ
ー
バ
（
消
費
財
製
造
）、
ア
ク
ゾ
ノ
ベ
ル
（
化
学
）、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（
電
気

機
器
）
と
い
っ
た
大
企
業
の
ほ
か
、
Ａ
Ｂ
Ｎ
ア
ム
ロ
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
世
界
的
金
融
機
関
の
本
社
が
あ
る
。

（
3
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
六
―

一
七
頁

一
八
九
五
年
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
領
邦
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
総
人
口
の
う
ち
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
三
七
・
〇
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
六

一
・
三
％
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
・
五
％
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
五
―
一
八
九
一
年
の
小
学
校
よ
り
上
の
義
務
教
育
に
属
さ
な
い
上
位
学
校
の
生
徒

た
ち
の
信
仰
種
別
を
見
る
と
、
高
等
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
四
三
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
四
六
％
と
拮
抗
し
て
い
た
が
、
実
業
高
等
学
校
は
各
々
六
九

％
、
三
一
％
、
高
等
実
業
学
校
五
二
％
、
四
一
％
で
あ
る
な
ど
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
数
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
。

（
4
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
一
六

頁

（
5
）
わ
が
国
で
は
、「
贖
宥
状
」
と
い
う
よ
り
、「
免
罪
符
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
こ
こ
で
免
じ
ら
れ

る
の
は
、
罪
で
は
な
く
過
ち
の
た
め
に
科
せ
ら
れ
た
罰
で
あ
り
、
贖
宥
状
は
そ
の
罰
を
代
行
し
た
こ
と
の
証
書
で
あ
る
。
深
井
智
朗
「
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム

宗
教
改
革
か
ら
現
代
政
治
ま
で
」
中
公
新
書

二
〇
一
七
年
三
月
、
一
五
―
一
六
頁

（
6
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
〇
九
―

一
一
〇
頁

（
7
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
一
〇

頁

（
8
）
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新
潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
一
五
頁
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
一
〇
―
一
一
一
頁
、
一
二
一
―
一
二
二
頁

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
世
俗
の

職
業
生
活
に
道
徳
的
性
格
を
与
え
た
こ
と
が
宗
教
改
革
の
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
ル
ッ
タ
ー
の
業
績
の
う
ち
で
、
後
代
へ
の
影
響
が
最
も
大
き
か
っ

た
も
の
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
疑
問
の
余
地
が
な
く
、
も
は
や
常
識
だ
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
五
三
―

六
二
頁
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（
10
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
三
〇
―
三
一
頁

（
11
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
三
一
―
三
二
頁

（
12
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
三
八

頁

（
13
）
そ
の
思
想
に
は
、
①
進
歩
の
精
神
、
②
労
働
自
体
を
目
的
と
す
る
勤
勉
な
労
働
へ
の
愛
着
、
③
規
律
正
し
さ
、
時
間
に
対
す
る
正
確
さ
、
正
直
さ
、

④
無
益
な
つ
き
あ
い
や
無
駄
な
お
し
ゃ
べ
り
、
睡
眠
、
性
交
渉
、
贅
沢
に
よ
っ
て
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
、
⑤
完
全
な
自
己
抑
制
、
そ
し

て
無
邪
気
な
喜
び
に
対
す
る
反
感
、
⑥
よ
り
大
き
な
利
益
の
獲
得
と
い
う
形
で
表
さ
れ
る
、
資
源
の
最
も
生
産
的
な
利
用
に
対
す
る
熱
心
さ
、
そ
し

て
、
⑦
天
職
と
い
う
概
念
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
ト
ム
・
バ
ト
ラ
ー＝

ボ
ー
ト
ン
「
世
界
の
経
済
学
五
〇
の
名
著
」
大
間
知
知
子
訳

デ
ィ
ス
カ

ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン

二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁

（
14
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
二
八
―

一
二
九
頁

（
15
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
一
五
四
一
年
か
ら
一
四
年
間
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
市
政
の
実
権
を
握
り
、「
神
権
政
治
」
と
呼
ば
れ
る
厳
格
な
教
会
及
び
政
治
改

革
を
断
行
し
た
。
市
民
の
生
活
を
厳
格
な
道
徳
規
範
で
拘
束
し
、
法
律
・
政
治
を
聖
書
に
従
う
よ
う
要
求
し
た
。
市
民
は
徹
底
し
た
禁
欲
生
活
を
強

い
ら
れ
、
違
反
者
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
た
。
ま
た
、
神
権
政
治
の
反
対
者
を
捕
ら
え
火
刑
に
処
す
る
な
ど
厳
し
い
宗
教
統
制
を
行
っ
た
。

（
16
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
二
四
頁

（
17
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
四
七
―

四
八
頁

（
18
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
こ
れ
は
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
か
ら
見
れ
ば
、『
自
然
の
』
事
態
を
倒
錯
し
た
お
よ
そ
無
意
味
な
こ
と
と
言

え
よ
う
が
、
ま
た
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
明
白
に
無
条
件
の
基
調
で
あ
っ
て
、
そ
の
空
気
に
触
れ
な
い
者
に
は
ち
ょ
っ
と
理
解
し
え
な
い
も
の
だ
。

が
ま
た
、
同
時
に
、
そ
れ
が
た
た
え
て
い
る
雰
囲
気
は
一
定
の
宗
教
的
観
念
と
密
接
な
関
連
を
示
し
て
い
る
」と
述
べ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
四
八
頁

（
19
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
富
め
る
資
本
家
の
存
在
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。「
私
の
も
つ
も
の
は
み
な
神
の
手
か
ら
得
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
欠
乏
や
貧
困
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
は
助
け
を
必
要
と
す
る
人
々
を
私
の
能
う
か
ぎ
り
助
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中

略
）
そ
し
て
神
が
私
た
ち
に
与
え
た
賜
物
す
べ
て
に
お
い
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
私
た
ち
が
願
う
な
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
規
則
を
用
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
だ
れ
も
離
れ
て
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
、
神
が
富
む
者
も
貧
し
い
者
も
と
も
に
い
る
よ
う
に
し
て
、
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善
を
行
う
機
会
を
与
え
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す（『
共
観
福
音
書
説
教
』
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
三
章
一
〇
節
）」。
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知

的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
―
四
一
頁

（
20
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、「（
教
会
の
）
各
員
は
賜
物
と
必
要
性
の
度
合
い
に
応
じ
て
た
が
い
に
交
流
す
る
。
こ
の
相
互
協
力
は
き
わ
め
て
よ
く
つ
り
合
い

の
と
れ
た
も
の
で
あ
り
、
美
し
い
調
和
を
保
っ
て
い
る
。
あ
る
者
た
ち
は
よ
り
多
く
所
有
し
、
あ
る
者
た
ち
は
よ
り
少
な
く
所
有
し
、
賜
物
は
不
平

等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も（『
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
註
解
』
八
章
一
四
節
）」と
述
べ
て
い
る
。
各
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
賜
物
は
不

平
等
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
職
業
も
神
の
召
命
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
も
の

と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
一
頁

（
21
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
三
三
―
三
五
頁

（
22
）
「
召
命
と
は
呼
び
か
け
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
の
呼
び
か
け
と
は
、
神
が
指
で
さ
し
示
し
て
各
人
に
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
あ
な
た
は

か
く
か
く
の
よ
う
に
生
き
な
さ
い
』
と
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
『
身
分
』
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。（『
共
観
福
音
書
説
教
』
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
三
章
一
一
―
一
二
節
）」久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
二
頁

（
23
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
二
五
―
二
七
頁

（
24
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
五
一
―

一
五
二
頁

（
25
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
三
五
頁

（
26
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
内
面
的
孤
立
化
」
に
つ
い
て
、「（
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
）
教
会
や
聖
礼
典
に
よ
る
救
済
を
完
全
に
廃
棄
し
た
と
い
う
こ
と

（
ル
タ
ー
ト
ゥ
ム
で
は
こ
れ
は
ま
だ
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
そ
が
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
比
較
し
て
、
無
条
件
に
異
な
る
決
定
的
な
点
だ
。
世
界
を

呪
術
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
宗
教
史
上
の
あ
の
偉
大
な
過
程
、
す
な
わ
ち
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
と
と
も
に
は
じ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
の
科
学
的
思

考
と
結
合
し
つ
つ
、
救
い
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
呪
術
的
方
法
を
迷
信
と
し
邪
悪
と
し
て
排
斥
し
た
あ
の
呪
術
か
ら
の
解
放
の
過
程
は
、
こ
こ
に
完
結

を
み
た
の
だ
っ
た
。
真
の
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
は
埋
葬
に
さ
い
し
て
も
一
切
の
宗
教
的
儀
式
を
排
し
、
歌
も
音
楽
も
な
し
に
近
親
者
を
葬
っ
た
が
、
こ
れ

は
い
か
な
る
『
迷
信
』
を
も
、
つ
ま
り
呪
術
的
聖
典
礼
的
な
も
の
が
何
ら
か
の
救
い
を
も
た
ら
し
う
る
と
い
う
よ
う
な
信
頼
の
心
を
、
生
ぜ
し
め
な

い
た
め
だ
っ
た
。
神
が
拒
否
し
よ
う
と
定
め
給
う
た
者
に
神
の
恩
恵
を
与
え
う
る
よ
う
な
呪
術
的
な
方
法
な
ど
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
お
よ
そ
ど

ん
な
方
法
も
存
在
し
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄

訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
五
七
頁

（
27
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
四
―
四
〇
五
頁
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（
28
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
七
三

頁

（
29
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
七
八
―

一
七
九
頁

（
30
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
八
二
―

一
八
三
頁

（
31
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
五
頁
。
パ
ス
カ
ル
を
は
じ
め
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス

ト
」
た
ち
は
、
予
定
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
場
合
は
全
被
造
物
を
無
価
値
な
、
む
な
し
い
も
の
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
現
世
を

断
念
し
黙
想
に
励
む
べ
き
と
考
え
た
。

（
32
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
七
頁
、
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新

潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
四
〇
五
頁

（
33
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
八
三

頁
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
宗
教
的
達
人
が
自
分
の
救
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
う
る
か
た
ち
は
、

自
分
を
神
の
力
の
容
器
と
感
じ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
道
具
と
感
じ
る
か
、
そ
の
何
れ
か
で
あ
る
。
前
者
の
ば
あ
い
に
は
彼
の
宗
教
生
活
は
神
秘
的

な
感
情
の
培
養
に
傾
き
、
後
者
の
ば
あ
い
に
は
禁
欲
的
な
行
為
に
傾
く
。
ル
ッ
タ
ー
は
第
一
の
類
型
に
よ
り
近
か
っ
た
し
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
第

二
の
類
型
に
属
し
て
い
た
。
改
革
派
の
信
徒
も
ま
た
『
信
仰
の
み
』
に
よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
欲
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
意
見
に

よ
っ
て
も
、
す
べ
て
単
な
る
感
情
や
気
分
は
ど
ん
な
に
崇
高
に
み
え
て
も
欺
瞞
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
信
仰
は
『
救
い
の
確
か
さ
』
の
確

実
な
基
礎
と
し
て
役
立
ち
う
る
に
は
、
客
観
的
な
働
き
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
信
仰
は
『
有
効
な
信
仰
』
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
救
い
へ
の
召
命
は
『
有
効
な
召
命
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
進
ん
で
改
革
派
の
信
徒
に
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
成
果
に
よ
っ

て
真
の
信
仰
を
確
実
に
識
別
で
き
る
の
か
と
問
う
な
ら
、
そ
の
答
え
は
こ
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
神
の
栄
光
を
増
す
た
め
に
役
立
つ
よ
う
な
キ
リ
ス
ト

者
の
生
き
ざ
ま
だ
、
と
」。

（
34
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
七
頁

（
35
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
ル
ッ
タ
ー
の
場
合
、
天
職
概
念
は
結
局
伝
統
主
義
を
脱
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
世
俗
的
職
業
な
る
も
の
は
神
の
導
き
と

し
て
人
が
甘
受
し
、
こ
れ
に
『
順
応
す
る
』
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
色
調
の
か
げ
に
か
く
れ
て
、
職
業
労
働
は
（
天
職
と
し
て
）
神
か
ら
与
え

ら
れ
た
使
命
、
否
む
し
ろ
使
命
そ
の
も
の
だ
と
す
る
彼
の
い
ま
一
つ
の
思
想
は
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
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「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
一
二
五
頁

（
36
）
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新
潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
二
四
頁

（
37
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
三
〇
五

―
三
〇
六
頁
、
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新
潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
二
四
―
二
五
頁

（
38
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
三
〇
七

―
三
〇
八
頁

（
39
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
七
頁
、
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新

潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
四
〇
七
頁

（
40
）
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新
潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
一
九
―
二
〇
頁
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
伝
」

松
本
慎
一
・
西
川
正
身
訳

岩
波
文
庫
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
一
三
九
―
一
四
一
頁
。
後
述
す
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
自
ら
の
一

つ
一
つ
の
徳
性
に
お
け
る
進
歩
に
つ
い
て
、
統
計
的
な
表
示
の
形
で
行
っ
た
記
帳
も
、
そ
の
典
型
的
な
一
例
と
い
え
る
。

（
41
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
七
頁
、
長
部
日
出
雄
「
仏
教
と
資
本
主
義
」
新

潮
社

二
〇
〇
四
年
四
月
、
二
〇
―
二
一
頁

（
42
）
久
米
あ
つ
み
「
人
類
の
知
的
遺
産
二
八

カ
ル
ヴ
ァ
ン
」
講
談
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
、
四
〇
八
頁

（
43
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
三
三
九

頁

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
人
間
は
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
財
貨
の
管
理
者
に
す
ぎ
ず
、
聖
書
の
譬
話
に
あ
る
僕
の
よ
う
に
、
一
デ
ナ
リ
に

い
た
る
ま
で
委
託
さ
れ
た
貨
幣
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
、
神
の
栄
光
の
た
め
で
な
く
、
自
分
の
享
楽
の
た
め
に
支
出
す
る
な

ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
危
険
な
こ
と
が
ら
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
44
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
三
三
九
―

三
四
三
頁

（
45
）
一
六
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
支
持
者
は
ユ
グ
ノ
ー
と
呼
ば
れ
た
。
ユ
グ
ノ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
で
宗
教
的
迫
害
を
受
け
て
い
た
た
め
、
や

が
て
各
国
へ
亡
命
し
て
い
く
。
ス
イ
ス
へ
亡
命
し
た
ユ
グ
ノ
ー
に
は
手
工
業
者
が
多
く
、
時
計
製
造
技
術
を
持
つ
も
の
も
い
た
。
一
方
ス
イ
ス
で
は
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
改
革
に
よ
り
贅
沢
品
が
規
制
さ
れ
た
た
め
、
宝
飾
細
工
職
人
が
仕
事
を
探
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ユ
グ
ノ
ー
と
地
元
宝
飾
細
工
職
人

の
協
業
が
始
ま
っ
た
。

（
46
）
そ
の
起
源
は
、
一
六
世
紀
英
国
に
お
け
る
メ
ア
リ
ー
女
王
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
復
興
政
策
と
徹
底
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
弾
圧
か
ら
逃
れ
た
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人
々
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
神
学
校
に
学
び
、
そ
の
後
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
（
一
五
三
三
〜
一
六
〇
三
年
）
の
時
代
に
帰
国
し
て
始
め
た
地

下
活
動
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
英
国
教
会
の
改
革
を
目
指
し
、
当
時
非
合
法
と
さ
れ
た
信
仰
を
基
礎
に
強
靭
な
信
仰
を
形
成
し
て
き
た
。
保
坂
俊
司

「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
三
九
頁

（
47
）
大
西
直
樹
氏
の
「
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
と
い
う
神
話
」（
講
談
社
選
書
）
に
は
、
米
国
の
精
神
の
根
源
と
も
い
う
べ
き
次
の
一
節
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。「
一
七
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
宗
教
弾
圧
を
逃
れ
、
信
仰
の
自
由
を
求
め
た
宗
教
的
な
一
団
が
イ
ギ
リ
ス
の
プ
リ
マ
ス
を
出

発
し
、（
中
略
）
文
字
通
り
信
仰
に
命
を
か
け
た
ピ
ル
グ
リ
ム
の
人
び
と
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
な
や
か
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
捨
て
、
あ
え
て
ア
メ

リ
カ
の
荒
野
を
選
ん
だ
我
ら
の
父
祖
。
こ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
国
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
信
仰
の
起
源
が
あ
る
。
ま
た
、
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
・
コ
ン
パ

ク
ト
は
、
近
代
社
会
を
形
成
す
る
市
民
契
約
の
原
型
で
あ
る
。（
中
略
）
ア
メ
リ
カ
が
覇
権
国
家
と
し
て
超
大
国
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
起
源
と
し

て
の
プ
リ
マ
ス
へ
の
思
い
は
深
ま
っ
て
い
く
。
退
廃
、
欲
望
、
贅
沢
、
悪
意
や
妬
み
な
ど
か
ら
自
由
な
、
純
粋
な
営
み
の
再
出
発
、
あ
た
か
も
楽
園

に
お
け
る
堕
落
前
の
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
よ
う
に
、
健
気
で
、
つ
つ
ま
し
い
原
初
的
な
再
出
発
が
そ
こ
で
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
」。
大
西
直
樹
「
ピ

ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
と
い
う
神
話
」
講
談
社
選
書

一
九
九
八
年
五
月
、
九
―
一
〇
頁

（
48
）
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
伝
」
松
本
慎
一
・
西
川
正
身
訳

岩
波
文
庫

一
九
五
七
年
一
月
、
一
三
七
―
一
三
八
頁

（
49
）
保
坂
俊
司
「
宗
教
の
経
済
思
想
」
光
文
社
新
書

二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
四
三
―
四
四
頁

（
50
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
四
四
―

四
五
頁

（
51
）
こ
の
点
に
関
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
奉
ず
る
人
々
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
生
活
態
度
の
禁
欲

的
理
想
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
方
は
こ
れ
に
答
え
て
、『
唯
物
主
義
』
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
生
活

内
容
全
体
の
世
俗
化
の
結
果
だ
と
非
難
す
る
。
現
代
の
あ
る
学
者
も
、
営
利
生
活
に
対
す
る
両
派
の
信
者
の
態
度
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
対
立
は
、

次
の
よ
う
に
定
式
化
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。『
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
も
の
静
か
で
、
営
利
へ
の
衝
動
が
少
な
い
た
め
に
、
危
険
と
刺
激
に
充
ち
て
い

て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
名
誉
と
財
産
を
獲
得
し
う
る
、
と
い
う
よ
う
な
生
涯
よ
り
は
、
た
と
い
所
得
は
ず
っ
と
僅
少
で
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
安
定

し
た
生
活
の
方
を
大
切
に
す
る
。
う
ま
い
も
の
を
食
わ
な
い
の
な
ら
寝
て
暮
ら
せ
と
い
う
ざ
れ
言
葉
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

は
進
ん
で
う
ま
い
も
の
を
食
お
う
と
す
る
の
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
寝
て
暮
ら
そ
う
と
す
る
の
だ
』
と
」。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
大
塚
久
雄
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
一
月
、
二
七
頁


