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│
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1
．
は
じ
め
に

今
日
、
社
会
保
障
を
軸
と
し
た
福
祉
重
視
型
の
国
内
政
策
を
な
お
将
来
に
わ
た
っ
て
存
続
・
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
従
来
の
立
法

及
び
行
政
に
流
れ
る
思
想
と
現
代
の
社
会
保
障
の
概
念
に
お
け
る
権
利
論
を
よ
り
接
近
さ
せ
る
た
め
の
研
究
が
従
来
以
上
に
必
要
と
な
る
。

こ
の
認
識
の
基
底
と
し
て
、
理
論
を
構
築
す
る
た
め
の
背
景
を
な
す
歴
史
研
究
に
よ
る
法
律
・
行
政
の
実
体
的
検
証
の
た
め
の
作
業
が
欠

か
せ
な
い
役
割
を
果
た
す
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
の
分
野
で
は
、
デ
ー
キ
ン
や
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
（S

.D
eakin and F

.W
ilkinson　

二
〇
〇
五
）
が
歴
史
分
析
と
し
て
展
開
し
た
よ
う
に
、
賃
金
・
雇
用
関
係
が
雇
用
主
の
独
占
か
ら
離
れ
、
労
働
者
の
個
人
の
権
利
と
し
て

二
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新
た
な
契
約
関
係
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
代
的
雇
用
の
理
論
が
発
生
す
る
（
1
）

。
こ
れ
と
同
様
に
、
福
祉
政
策
が
従
来
の
中
世
の
国
家

行
政
な
い
し
教
会
勢
力
に
よ
る
パ
タ
ー
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
給
付
の
提
供
者
と
受
給
者
と
の
間
に
従
来
と
異
な

る
比
較
的
対
等
な
関
係
が
発
生
し
、
定
着
す
る
過
程
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
政
策
分
野
の
法
制
度
的
主
体
が

政
変
に
よ
っ
て
急
激
に
影
響
を
受
け
な
い
オ
ー
ト
ノ
マ
ス
な
組
織
体
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
対
象
が
と
も
に
何
ら
か
の
認
知
を
受
け
た

個
人
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
「
社
会
権
」
の
生
成
と
発
展
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
ろ
う
（
2
）

。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
個
人
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
規
範
理
論
と
し
て
の
福
祉
概
念
の
位
置
を
設
定
す
る
た
め
、
歴
史
研
究
に
触
れ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
と
く
に
社
会
保
障
に
お
け
る
法
学
の
学
問
的
発
展
を
分
析
・
検
証
す
る
過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
手
法
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。

こ
の
作
業
を
な
す
背
景
と
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
わ
が
国
の
近
代
福
祉
政
策
の
基
本
を
な
す
法
律
お
よ
び
行
政
の
思
想
が
、
と
り
わ
け

欧
米
各
国
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
成
立
し
た
事
実
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
明
治
維
新
以
降
に
導
入
さ
れ
た
福
祉
に
関
す

る
基
本
思
想
に
つ
い
て
は
、
時
に
は
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
も
と
の
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
や
思
想
か
ら
多
大
な
影

響
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
思
想
の
根
源
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
型
福
祉
行
政
の
特
質
＝
普
遍

性
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
め
ぐ
る
最
近
の
学
界
の
動
向
を
分
析
す
る
中
か
ら
、
わ
が
国
の
法
体
系
を
規
定
づ
け
る

福
祉
思
想
の
基
礎
を
探
求
・
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

社
会
福
祉
（S

ocial W
elfare

）
と
い
う
用
語
は
、
わ
が
国
で
は
敗
戦
時
ま
で
一
般
的
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和
（
日
本

国
）
憲
法
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
条
項
の
翻
訳
語
と
し
て
突
然
登
場
し
て
か
ら
（
3
）

わ
ず
か
半
世
紀
あ
ま
り
を
経
て
急
速
に
普
及
し
、
今
日
で
は
全

国
的
に
普
遍
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
終
了
以
降
、
わ
が
国
の
国
家
目
標
が
大
転
換
し
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
イ
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ギ
リ
ス
や
北
欧
が
政
治
的
に
希
求
し
、
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
「
福
祉
国
家
」
を
目
標
に
設
定
し
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
こ
の
思
想
を
翳
し
た
憲
法
第
二
五
条
は
、
今
日
で
も
な
お
人
々
の
間
で
最
も
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
福
祉
、

な
い
し
社
会
福
祉
と
い
う
概
念
の
発
生
源
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
新
保
守

主
義
の
立
場
か
ら
社
会
福
祉
の
歴
史
研
究
を
行
っ
て
い
る
ヒ
ン
メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
（G

.H
im
m
elfarb

）
は
、
社
会
実
験
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が

「
民
主
主
義
」
の
基
本
形
を
他
の
国
に
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
「
社
会
福
祉
」
の
基
本
形
を
示
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
4
）

。
イ

ギ
リ
ス
は
社
会
福
祉
の
基
本
思
想
を
な
す
法
体
系
及
び
政
治
体
系
、
そ
し
て
社
会
福
祉
対
象
者
に
関
し
て
、
国
内
行
政
施
策
と
し
て
そ
の

救
済
技
法
を
世
界
で
最
も
早
く
進
め
た
国
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
法
的
根
拠
が
救
貧
法
（poor law

）
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
、
お
よ
そ
三
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
を
対
象
に
君
臨
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
が
孤
児
、
高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
の
貧
民
を
救
済
す
る
分
野
を
長
く
宗
教
的
慈
善
活
動
に
委
ね
、
そ
の
結
果
自
国

の
実
定
法
に
よ
る
貧
民
救
済
制
度
の
法
的
確
立
が
遅
れ
た
事
実
と
比
べ
れ
ば
対
照
的
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
国
々
が
、

福
祉
立
法
及
び
行
政
政
策
の
近
代
的
確
立
に
あ
た
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
イ
ギ
リ
ス
を
参
考
に
し
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
見
て
も
、
ヒ
ン

メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
に
よ
る
指
摘
は
正
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
国
内
で
行
わ
れ
た
救
貧
法
の
研
究
に
お
け
る
今
日
ま
で
の
到

達
点
は
、
社
会
政
策
あ
る
い
は
社
会
福
祉
の
分
野
に
し
て
も
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
政
治
色
の
強
い
歴
史
研
究
を
め
ぐ
る
解
釈
と
い
う

極
め
て
限
定
さ
れ
た
領
域
に
集
中
す
る
と
い
う
現
象
を
呈
し
て
き
た
（
5
）

。
こ
の
研
究
の
閉
塞
を
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
す
る
意
味
か
ら
も
、
イ
ギ

リ
ス
救
貧
法
の
権
利
論
的
源
泉
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
の
研
究
水
準
を
考
察
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

二
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第
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十
八
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（
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〇
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月
）

（
二
〇
二
）

2
．
救
貧
法
とright to relief

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
一
六
世
紀
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
時
代
に
法
体
系
の
整
備
に
向
け
た
具
体
的
法
制
化
が
す
す
み
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世

の
治
世
に
、
い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
（
6
）

」
と
し
て
そ
の
完
成
を
み
た
。
そ
の
後
も
救
貧
法
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
名
誉
革
命

等
の
国
内
の
政
治
の
変
遷
の
中
で
存
続
・
発
展
を
遂
げ
、
一
八
三
四
年
の
大
改
正
（
7
）

に
よ
っ
て
救
済
の
対
象
を
労
働
者
階
級
の
下
層
に
ま
で

広
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
巧
み
に
変
え
な
が
ら
、
一
九
四
八
年
ま
で
存
続
し
た
（
8
）

。
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
救
貧

法
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
え
た
理
由
の
一
つ
は
、
一
八
三
四
年
を
境
に
そ
れ
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
た
法
的
処
遇
か

ら
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
行
政
立
法
と
し
て
巧
み
に
転
化
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
救
貧
法
は
大
陸
法
と
は
異
な
る
イ

ギ
リ
ス
法
の
特
徴
を
存
分
に
備
え
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
法
思
想
の
衰
退
後
も
機
能
を
変
化
さ
せ
て
運
用
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

救
貧
法
も
法
で
あ
る
限
り
国
内
の
社
会
政
策
を
規
定
す
る
行
政
的
方
向
付
け
の
役
割
を
担
い
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
貧
民
を
生
活
困
窮
か

ら
救
済
す
る
た
め
の
法
の
定
義
に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
運
用
の
根
本
に
あ
る
思
想
は
、
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
法
律
の
理

念
、
条
項
の
中
に
明
快
に
成
文
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
詳
細
に
突
き
詰
め
れ
ば
、right to relief

と
い
う
こ
と
に
な
る
。right 

to relief

と
は
一
般
に
「
被
救
済
権
」
な
い
し
「
保
護
受
給
権
」
と
理
解
さ
れ
、
旧
救
貧
法
の
時
代
に
は
領
主
と
農
奴
、
支
配
人
と
召
使
、

そ
し
て
職
人
と
徒
弟
等
と
の
間
の
、
封
建
的
身
分
制
に
お
け
る
伝
統
的
救
済
の
慣
例
と
し
て
存
続
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
研
究
に
お
い
て
は
じ
め
て
正
面
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
大
沢
真
理
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本

語
訳
を
せ
ず
、
あ
え
て
原
語
に
よ
る
表
現
を
用
い
た
。
そ
の
理
由
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
用
語
の
独
特
の
構
造
と
理

解
が
、
被
救
済
権
や
生
存
権
の
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
々
に
備
わ
っ
た
固
有
の
権
利
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
的
な
法
の
理
解
と

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
三
）

い
う
道
筋
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
（
9
）

。
英
米
法
で
は
常
識
の
範
囲
に
属
す
る
が
、
成
文
法
の
と
ら
え
方
自
体
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
法
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
大
沢
真
理
は
そ
の
こ
と
に
と
り
わ
け
配
慮
し
た
。
筆
者
も
ま
た
こ
の
立
場
に
立
ち
、
本
研

究
の
主
題
を
翻
訳
語
で
は
な
くright to relief

と
表
現
す
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
大
沢
真
理
が
一
九
八
〇
年
代
の
時
点
で
、
も
っ
ぱ
ら

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
救
貧
法
史
観
を
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
当
時
の
救
貧
法
（
及
び
定
住
法
）
研
究
の
制
約
の
中
で
の

問
題
提
起
、
す
な
わ
ち
「
権
利
の
本
質
、
権
利
者
に
相
対
す
る
者
の
義
務
、
第
三
者
の
地
位
や
制
度
的
保
障
等
々
（
10
）

」
を
、
三
〇
年
を
経
た

救
貧
法
の
今
日
的
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
整
理
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
歴
史
で
、
仮
に
人
々
の
普
遍
的
権
利
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
契
約
の
も
と
で
貧
民
の
保
護
が
行
わ
れ
て
い
れ

ば
、
日
本
国
憲
法
が
享
受
す
る
第
二
五
条
の
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
生
存
権
」
の
起
源
が
、
ま
さ
に
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
通
じ
て
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
と
は
異
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
（
旧
救
貧
法
）
は
、
社
会
契
約
立
法
と

し
て
理
解
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
慣
習
法
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
に
よ
る
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
島
領
地
支
配
で
示
さ
れ
た
法
及
び
行
政
機
構
の
伝
統
と
経
験
を
重
視
す
る
統

治
形
態
が
、
基
本
的
に
ノ
ル
マ
ン
征
服
王
朝
以
降
も
継
続
し
、
さ
ら
に
時
代
と
と
も
に
そ
の
厚
み
を
増
し
て
い
っ
た
結
果
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る
貧
民
救
済
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
お
よ
び
教
会
に
よ
る
統
治
、
そ
し
て
行
政
執
行
に
よ
る
「
慣
習
的
」
原
理
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
救
貧
法
の
概
念
そ
の
も
の
を
生
存
権
に
連
な
る
解
釈
で
推
し
は
か
る
こ
と
が
救
貧
法
の
全
体
像
を
網
羅
す
る
こ
と
に

は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
救
貧
法
は
孤
児
、
夫
を
失
っ
た
女
性
、
生
活
困
窮
者
の
ほ
か
に
病
弱
者
や
失
業
者
な
ど
、
そ
の

適
用
範
囲
が
広
く
、
同
時
に
浮
浪
者
や
犯
罪
者
の
取
り
締
ま
り
の
一
部
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
生
存
権
の
源

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
四
）

流
に
よ
ら
な
い
救
貧
法
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
原
理
か
ら
説
き
起
こ
す
、
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
か
ら

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
哲
学
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
そ
の
発
想
が
遡
る
「
自
然
法
（natural law

）」
に
よ
る
理
解
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
法
学
界
に
定
着
し
て
い
た
。
通
常
の
自
然
法
の
理
解
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
つ
は
自
然
秩
序
す
な
わ
ち
普
遍
的
序
列
に
関
す
る

も
の
で
近
代
国
家
以
前
の
社
会
（
身
分
）
秩
序
も
ま
た
、
こ
の
自
然
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
個
人
は
誰

に
も
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
固
有
の
権
利
を
有
す
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
法
哲
学
に
属
す
る
国
々

は
、
現
在
で
も
な
お
知
的
判
断
の
根
底
に
自
然
法
が
屹
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
彼
ら
の
法
を
深
く
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
権
力
論
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
社
会
契
約
論
の
背
景
を
な
す
基
本
哲
学
も
、
自
然
法
の
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
理
解

が
容
易
に
な
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、right to relief

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
抽
象
的
な
「
権
力
」
な
い
し
「
民
主

主
義
」
が
獲
得
し
た
固
有
の
権
利
の
明
確
な
象
徴
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
が
国
の
憲
法
二
五
条
を
起
点
と
す
る

生
存
権
保
障
の
理
念
は
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
憲
法
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
法
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
こ

と
が
た
と
え
ば
現
行
の
生
活
保
護
法
等
の
運
用
実
態
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
生
存
権
保
障
を
軸
と
し
た
実
定
法

の
出
自
そ
の
も
の
が
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
と
は
縁
が
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
憲
法
二
五
条
第
一
項
は
、
そ
の
運
用
及
び
法
解
釈
に
お
い
て
判

例
や
研
究
の
流
れ
か
ら
福
祉
対
象
者
の
総
合
的
な
権
利
向
上
を
促
す
立
法
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
も
っ
ぱ
ら
「
最
低
生
活
費
保
障
」
の

問
題
へ
と
す
り
替
わ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
主
に
金
銭
の
最
低
保
障
給
付
の
適
切
性
へ
と
収
斂
さ
れ
る
方
向
性
を
持
つ
（
11
）

。
す
な
わ
ち
、

昭
和
憲
法
で
謳
わ
れ
て
い
る
「
生
存
権
」
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
上
位
概
念
を
欠
い
て
い
る
、
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
活

保
護
法
の
法
理
論
は
と
も
か
く
、
実
定
法
上
の
解
釈
と
運
用
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
特
に
自
立
助
長
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
イ
ギ

リ
ス
・
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。
こ
れ
を
単
純
に
言
い
表
せ
ば
、
ド
イ
ツ
法
理
論
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
五
）

ン
的
運
用
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
に
特
徴
的
な
こ
の
英
米
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型
の
法
思
想
の
混
在
は
、
そ
の
論
理
的
矛
盾

を
解
く
よ
り
も
、
何
で
あ
れ
利
用
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
思
想
を
積
極
的
に
吸
収
し
た
と
い
う
、
わ
が
国
特
有
の
外
か
ら
の
学
問
、
文

化
の
導
入
方
法
に
よ
る
歴
史
的
形
成
体
と
し
て
理
解
す
る
ほ
う
が
容
易
で
あ
ろ
う
。

救
貧
法
に
戻
る
と
、
一
般
的
な
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
の
説
明
と
し
て
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
あ
る
よ
う
に
今
日
で
い
う
障
害
者
、

高
齢
者
、
孤
児
、
未
亡
人
等
の
救
済
と
浮
浪
者
、
治
安
を
乱
す
軽
犯
罪
者
の
取
り
締
ま
り
を
主
な
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
族
そ
の
他
が
そ
の
伝
統
と
し
て
組
織
的
に
行
っ
て
い
た
生
活
困
窮
者
救
済
事
業
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
治

安
維
持
総
体
の
国
内
行
政
の
需
要
に
よ
る
法
制
化
で
あ
り
、
金
銭
給
付
の
発
展
は
そ
の
具
体
化
の
一
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
同
時
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
教
区
の
貧
民
監
督
官
に
三
つ
の
権
限
を
与
え
て
い
た
（
13
）

。
す
な
わ
ち
第
一
に
既
婚
で
あ
る
と
否
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
自
立
助
長
の
た
め
の
職
業
あ
っ
せ
ん
を
行
う
権
限
で
あ
る
。
第
二
に
、
今
日
で
い
う
身
体
障
害
者
に
最
低
生
活
を
営
む
た

め
の
現
金
給
付
を
行
う
権
限
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
児
童
の
徒
弟
奉
公
の
あ
っ
せ
ん
や
就
労
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
権
限
で
あ
っ
た
。
救

貧
法
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
社
会
政
策
全
般
を
含
む
広
い
範
囲
の
中
で
行
わ
れ
る
行
政
で
あ
っ
た
。

救
貧
法
とright to relief

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
述
べ
て
み
よ
う
。
一
八
八
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
法
を
解
説
し
た

フ
ォ
ー
ル
（T

.W
.F
ow
le

）
に
よ
れ
ば
、
救
貧
法
は
「
我
々
の
感
覚
で
現
存
す
る
（
窮
乏
状
態
を
救
済
す
る
意
味
で
の
）
法
と
は
全
く
言
え
な

い
。
そ
れ
ら
を
呼
ぶ
な
ら
ば
貧
民
に
対
す
る
法
、
お
よ
び
労
働
権
の
た
め
の
法
と
し
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
（
14
）

、
こ

の
理
解
の
仕
方
を
救
貧
法
史
の
研
究
を
行
っ
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
も
引
用
し
て
い
る
（
15
）

。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
に

お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
々
の
権
利
を
「
社
会
権
」
化
し
て
こ
の
概
念
の
も
と
に
法
的
な
判
断
を
下
す
法
基
準
と
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
を
め
ぐ
る
裁
判
上
の
裁
定
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
六
）

な
解
釈
を
以
て
判
例
の
根
拠
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
貧
民
のright to relief

は
、
主
に
統
治
者
に
よ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
運
用
か
ら
、

長
い
年
月
を
か
け
て
次
第
に
行
政
お
よ
び
教
会
勢
力
の
最
小
行
政
単
位
で
あ
る
教
区
を
通
じ
て
全
体
に
普
及
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
（
16
）

。
ち
な
み
にright to relief

に
つ
い
て
ヒ
ン
メ
ル
フ
ァ
ー
ブ
は
、「
生
存
の
た
め
の
す
べ
て
の
資
産
を
法
的
に
保
障
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
貧
民
に
労
働
の
義
務
か
ら
の
救
済
を
行
っ
た
」
と
述
べ
る
（
17
）

。

と
こ
ろ
で
社
会
福
祉
の
源
流
を
な
す
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
に
は
、
救
貧
法
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
の
立
法
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
一
六
六
二

年
に
制
定
さ
れ
た
定
住
法
（settlem

ent and rem
oval act （18

）
）
で
あ
る
。
定
住
法
は
、
全
国
各
地
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
、
教
区
が
発
行

す
る
定
住
戸
籍
（settlem

ent
）
を
制
度
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
法
律
の
必
要
性
は
、
清
教
徒
革
命
に
よ
る
国
内
混
乱
に
よ
る
人
口
移

動
に
よ
る
治
安
の
不
安
定
化
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
治
安
維
持
的
強
化
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
定

住
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
政
治
変
動
の
補
強
的
役
割
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
救
貧
法
史
研
究
家
バ
ー

ン
（R

.B
urn

）
も
述
べ
る
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
制
定
以
前
の
生
活
困
窮
者
へ
の
救
済
も
ま
た
、
定
住
戸
籍
の
確
定
し
た
も
の
に

対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
（
19
）

。
旧
救
貧
法
研
究
の
権
威
で
あ
る
ス
ラ
ッ
ク
（P

. S
lack

）
は
、
同
法
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

⑴　

 

新
た
に
教
区
に
来
た
も
の
は
、
二
名
の
治
安
判
事
に
よ
っ
て
四
〇
日
以
内
な
い
し
少
な
く
と
も
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
価
値
の
あ
る

家
に
居
住
し
て
い
な
い
場
合
、
住
民
か
ら
苦
情
が
あ
れ
ば
退
去
さ
せ
ら
れ
た
。
例
外
的
に
出
身
の
教
区
が
い
く
つ
か
の
環
境
条
件
に

よ
っ
て
居
住
を
認
め
た
。

⑵　

ロ
ン
ド
ン
貧
民
法
人
に
よ
る
活
動
の
存
続
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
は
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
が
行
う
こ
と
、
と
さ
れ
た
。

⑶　

巨
大
な
北
部
の
教
区
、
街
区
は
、
自
分
た
ち
の
貧
民
監
督
官
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
（
20
）

。

こ
の
よ
う
に
、
定
住
法
は
救
貧
法
と
名
称
が
異
な
る
。
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
救
貧
法
受
給
の
法
関
係
の
明
確
化
で

三
四



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
七
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
救
済
受
給
権
の
教
区
戸
籍
保
持
者
へ
の
明
確
化
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
貧
民
お
よ
び
不
審
者
を
排
除
す
る
権
利
の
明

確
化
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
⑵
、
⑶
の
内
容
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
救
貧
法
を
前
提
と
し
相
互
に
補
完
す
る
役
割
を
有
し
た
法
律
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
ま
で
の
定
住
法
に
よ
る
慣
習
法
的
裁
定
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
定
住
権
を
得
る
（
つ
ま
り
父
方
の
出
自
の
証
明
に
よ
り

出
生
地
が
証
明
さ
れ
る
）
こ
と
と
救
貧
法
に
よ
る
救
済
を
受
給
で
き
る
権
利
と
は
連
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
定
住
法
は
い
く
つ
か
の
改

正
を
経
た
。
た
と
え
ば
一
六
八
五
年
改
正
法
は
一
六
六
二
年
法
の
継
承
だ
が
、
入
来
者
が
到
着
に
つ
い
て
書
面
で
の
通
知
を
教
区
官
吏
ま

た
は
貧
民
監
督
官
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
一
人
に
与
え
た
日
付
か
ら
四
〇
日
ま
で
の
住
居
期
間
に
つ
き
始
ま
る
よ
う
に
定
義
し
た
。
言
い
換

え
れ
ば
、
四
〇
日
の
滞
在
が
、
教
区
官
吏
の
も
と
で
本
人
及
び
そ
の
家
族
が
認
知
し
た
滞
在
期
間
、
と
い
う
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
（
21
）

。
こ
れ
を
受
給
側
か
ら
見
て
み
よ
う
。
生
活
に
困
窮
し
た
人
が
援
助
を
求
め
て
最
初
に
向
か
う
対
象
は
通
常
教
区
官
吏
、
と
り
わ
け
「
貧

民
監
督
官
（overseers of the poor

）」
で
あ
る
。
貧
民
監
督
官
が
援
助
を
必
要
と
認
め
る
基
準
は
、
さ
し
あ
た
り
当
人
が
飢
餓
の
状
態
に

あ
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
飢
餓
と
い
う
緊
急
性
に
よ
る
援
助
の
必
要
性
は
、
貧
民
監
督
官
個
人
の
裁
量
に
よ
り
あ
る
程
度
の
恣

意
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
救
済
決
定
権
は
、
あ
く
ま
で
も
治
安
判
事
が
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
貧
民
監

督
官
が
救
済
の
給
付
を
拒
否
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
決
定
は
治
安
判
事
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
援
助
を
求
め

た
人
が
、
不
服
申
し
立
て
を
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
明
瞭
に
成
文
化
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
個
人
の
権
利
と
し
て
通
常
に
行
わ
れ
て
い
た
手
続
で
あ
っ
た
。
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
の
当
時
一
五
〇
〇
〇
余
に
及
ん
だ
教
区
の
教

会
活
動
を
含
む
行
政
事
務
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
緊
急
的
措
置
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
受
け
入
れ
や
食
事
、
宿
泊
の
世
話
を

行
っ
た
。
つ
ま
り
救
済
は
、
法
的
に
は
救
貧
法
行
政
で
は
あ
る
が
、
一
七
世
紀
の
当
時
は
そ
の
土
地
で
行
わ
れ
た
過
去
の
救
済
に
沿
っ
て

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
〇
八
）

独
自
の
方
式
で
行
う
と
い
う
、
必
ず
し
も
法
執
行
の
厳
格
性
を
重
視
し
な
い
、
比
較
的
緩
や
か
な
仕
組
み
の
下
で
行
わ
れ
た
。
治
安
判
事

や
貧
民
監
督
官
、
そ
れ
に
他
の
事
務
ス
タ
ッ
フ
が
行
う
実
際
の
救
済
に
よ
る
法
の
執
行
に
は
、
個
人
の
裁
量
が
多
く
か
か
わ
る
と
み
な
さ

れ
る
事
例
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
（
22
）

。
し
か
し
こ
の
裁
量
権
は
仮
に
生
活
困
窮
者
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
居
住
証
明
と
し
て
の
定
住
戸
籍

（settlem
ent

）
を
有
す
る
住
民
で
あ
れ
ば
、
定
住
法
に
従
っ
て
必
ず
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
定
住
法
に
つ
い
て
の
彼
ら
に
対
す
る
恣

意
性
は
、
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
23
）

。

定
住
法
は
一
六
九
一
年
に
ま
た
改
正
さ
れ
た
（
24
）

。
改
正
点
は
救
貧
救
済
の
受
領
に
お
い
て
、
教
区
居
住
者
の
登
録
を
導
入
し
、
証
明
書
を

発
行
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

⑴　

 

地
方
税
の
支
払
い
、
徒
弟
奉
公
、
年
季
奉
公
が
定
住
戸
籍
の
資
金
と
な
っ
た
。

⑵　

 

教
区
会
は
年
金
支
払
者
の
証
明
名
簿
を
各
年
作
成
し
、
治
安
判
事
の
権
限
に
よ
る
認
証
が
な
け
れ
ば
名
簿
の
名
前
が
追
加
で
き
な

か
っ
た
（
25
）

。

さ
ら
に
一
六
九
七
年
に
な
っ
て
改
正
が
加
え
ら
れ
た
（
26
）

。
改
正
の
内
容
は
証
明
書
制
度
の
導
入
お
よ
び
教
区
民
へ
の
従
弟
割
当
に
関
す
る

も
の
で
、

⑴　

証
明
書
を
持
っ
た
新
参
者
は
、
理
由
が
あ
る
と
き
に
出
な
け
れ
ば
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

⑵　

救
済
を
受
け
て
い
る
も
の
は
バ
ッ
ジ
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑶　

こ
れ
を
拒
否
す
る
も
の
は
、
過
料
と
し
て
窮
民
徒
弟
奉
公
に
出
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
27
）

。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
最
終
決
定
権
は
、
四
季
巡
回
裁
判
を
通
じ
た
治
安
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
救
済
に
対
す
る
法
的
な
整
備
、

三
六



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
〇
九
）

言
い
換
え
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
及
び
定
住
法
の
適
用
は
、
一
八
世
紀
以
降
に
な
っ
て
順
次
行
わ
れ
、
時
代
が
求
め
る
国
内
行
政
法
的
装

い
を
増
し
な
が
ら
持
続
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
一
六
九
七
年
法
は
、
定
住
法
の
法
的
解
釈
を
さ
ら
に
柔
軟
に
し
た
。
個
人
が

証
明
書
な
い
し
バ
ッ
ジ
を
つ
け
て
定
住
戸
籍
か
ら
認
定
を
受
け
る
と
い
う
行
為
は
、
貧
民
の
汚
名
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
被
受
給
者
に

と
っ
て
限
り
な
くright to relief

の
権
利
獲
得
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
（C

harlesw
orth

）
の
著
述
に
よ
れ

ば
、
内
容
的
に
こ
れ
が
法
律
に
規
定
・
明
文
化
さ
れ
る
の
は
、
一
七
一
四
年
で
あ
る
（
28
）

。
一
七
一
四
年
定
住
法
改
正
法
の
概
要
は
、
援
助
を

申
請
し
た
生
活
困
窮
者
が
貧
民
監
督
官
に
よ
っ
て
救
済
の
給
付
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
治
安
判
事
に
対
し
て
再
審
査
を
請
求
で
き
る
こ
と

を
定
め
た
。
ま
た
定
住
法
で
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
生
活
困
窮
の
状
態
に
あ
る
、
義
務
を
全
く
伴
わ
な
い
立
場
の
部
外
者
に
つ
い
て

も
、
す
べ
て
の
立
法
に
先
ん
じ
て
人
道
的
見
地
か
ら
、
飢
餓
状
態
か
ら
救
う
た
め
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
た
（
29
）

。

同
法
の
内
容
を
み
る
と
、
被
救
済
者
の
権
利
性
の
明
確
化
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
人
民
の
権
利
と
し
て
謳
い
あ
げ
る
も
の
で
は
な
く
、

救
貧
法
適
用
時
に
行
政
上
の
義
務
規
定
の
中
か
ら
現
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
際
の
救
貧
行
政
に
お
け
る
保
護
救
済
の
緊
急
性
に
即
し

て
、
救
貧
法
の
運
用
を
緩
和
す
る
過
程
の
中
か
ら
体
験
的
に
出
現
し
た
施
策
の
結
果
が
法
に
反
映
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
旧
救
貧
法
体
制
の

下
で
、
改
正
定
住
法
を
通
じ
た
生
活
困
窮
者
のright to relief

と
い
う
独
立
し
た
概
念
は
、
一
八
世
紀
前
半
か
ら
認
識
さ
れ
始
め
た
と

考
え
て
よ
い
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
説
明
に
よ
る
一
七
一
四
年
法
の
条
文
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
定
住
法
で
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ

る
生
活
困
窮
の
状
態
に
あ
る
、
義
務
を
全
く
伴
わ
な
い
立
場
の
部
外
者
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
の
立
法
に
先
ん
じ
て
人
道
的
法
の
見
地
か

ら
、
飢
餓
状
態
か
ら
救
う
た
め
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
（
30
）

」。
た
だ
、
定
住
法
に
よ
る
居
住
地
確
認
の
明
瞭
な
受
給
対
象
者
は
、

こ
の
よ
う
な
紛
争
事
例
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、「
生
活
困
窮
者
は
、
彼
が
困
窮
状
態
で
あ
れ

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
〇
）

ば
、
教
区
に
戸
籍
を
持
つ
定
住
者
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
（
31
）

。
と
こ
ろ
で
、
実

際
に
貧
困
救
済
業
務
に
あ
た
る
教
区
官
吏
は
、
当
然
な
が
ら
救
貧
法
の
執
行
業
務
と
同
時
に
、
教
会
の
牧
師
に
よ
る
指
揮
命
令
系
統
に
も

属
し
て
い
た
。
救
貧
法
の
法
的
救
済
は
教
会
の
勢
力
に
よ
る
裁
量
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
も
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
教
会
の
倫
理
観
に

よ
れ
ば
、
特
に
生
活
が
困
窮
し
た
未
婚
の
妊
婦
等
に
対
し
て
の
救
済
は
、
あ
ま
り
資
料
が
明
確
で
は
な
い
。
一
八
世
紀
後
半
ま
で
は
、
教

区
の
中
に
は
イ
ギ
リ
ス
高
等
法
院
に
よ
る
救
貧
法
の
指
令
と
争
う
事
例
も
あ
っ
た
が
、
生
活
困
窮
の
救
済
の
緊
急
性
か
ら
、
ま
た
後
に
述

べ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
法
に
見
ら
れ
る
人
道
主
義
化
の
流
れ
か
ら
、
本
人
の
救
済
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
律
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
者
の
保
護
の
緊
急
性
が
確
立
す
る
と
、
書
類
に
よ
る
申
請
保
護
行
政
に
よ
る
手
続
き
の
遅
れ
と
、
浮
浪
化
す

る
貧
民
の
収
容
の
非
効
率
性
を
挽
回
す
る
た
め
の
動
き
が
顕
著
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
救
貧
施
設
を
建
設
し
、
そ
こ
に
生
活
困
窮
者
を
収

容
す
る
動
き
が
加
速
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
各
地
で
建
設
が
行
わ
れ
て
い
た
「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
」
の
建
設
促
進
が
叫
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
32
）

。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
議
会
で
成
立
し
た
立
法
が
一
七
二
二
年
の
ナ
ッ
チ
ブ
ル
法
（K

natchbull ’s A
ct

）
で
あ
る
（
33
）

。
別

名
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
テ
ス
ト
法
と
も
呼
ば
れ
る
ナ
ッ
チ
ブ
ル
法
は
、
教
区
に
お
け
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
建
設
促
進
と
定
住
法
の
居
住
制
限
を

強
化
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

治
安
判
事
に
よ
っ
て
宣
誓
が
行
わ
れ
た
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
付
加
的
な
救
済
リ
ス
ト
も
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

⑵　

 

教
会
管
財
人
と
貧
民
監
督
官
は
、
教
区
住
民
の
合
意
の
も
と
で
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
お
よ
び
複
数
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
借
り
上
げ
、

そ
こ
に
貧
民
の
生
活
維
持
と
就
労
の
た
め
な
ら
だ
れ
で
も
契
約
を
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶　

こ
れ
ら
を
拒
否
す
る
貧
民
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
入
れ
て
救
済
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑷　

こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
二
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
教
区
が
治
安
判
事
の
合
意
の
も
と
で
連
合
で
き
る
（
34
）

。

三
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イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
一
）

こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
浮
浪
化
の
防
止
に
よ
る
貧
民
の
当
該
居
住
地
へ
の
留
め
置
き
の
た
め
の
施
策
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。

一
八
世
紀
を
通
じ
て
、
判
例
か
ら
貧
民
の
有
す
る
証
明
書
の
有
効
性
が
際
立
っ
た
。
こ
れ
を
チ
ャ
ー
ズ
ワ
ー
ス
か
ら
転
用
す
る
と
、
証

明
書
の
有
効
性
は
技
術
的
に
送
致
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
こ
と
（R

ex v W
ensley

）、
そ
し
て
そ
れ
は
特
定
の
教
区
に
向
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
（R

ex v L
illington

）。
し
か
し
、
も
し
証
明
書
の
あ
る
教
区
、
保
護
を
申
請
し
た
教
区
以
外
の
第
三
の
教
区
へ
移
住
し
そ

こ
で
定
住
戸
籍
を
得
よ
う
と
し
た
生
活
困
窮
者
は
、
ま
た
も
し
元
の
定
住
戸
籍
の
あ
る
教
区
に
二
年
以
上
戻
れ
ば
、
そ
の
定
住
戸
籍
の
法

的
効
力
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（R

ex v N
ew
ington （35
）

）。
ち
な
み
に
証
明
書
の
発
行
は
二
名
の
治
安
判
事
に
よ
る
も
の
で
、
当

然
な
が
ら
自
由
裁
量
の
余
地
は
高
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
教
区
に
は
貧
民
の
移
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
法
的
権
限
は
な
く
、
た
だ
定

住
権
が
な
い
も
の
は
除
去
し
、
定
住
権
を
有
す
る
者
に
証
明
書
を
発
行
し
た
。
し
か
し
定
住
法
に
従
っ
て
治
安
判
事
に
上
程
す
る
判
断
に

つ
い
て
は
、
教
区
会
の
決
定
が
影
響
し
た
。
こ
の
結
果
、
保
守
的
な
教
区
で
は
教
区
の
救
済
費
用
節
約
の
た
め
に
新
た
な
労
働
者
の
流
入

を
制
限
し
、
そ
の
結
果
当
該
地
区
の
近
代
産
業
の
生
成
や
労
働
市
場
形
成
の
速
度
を
鈍
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

旧
救
貧
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
よ
る
法
解
釈
が
動
揺
す
る
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
近
代
法
規
の
装
い
の
も

と
にright to relief

は
次
第
に
具
体
的
な
形
容
と
な
っ
て
表
れ
て
き
た
。
同
時
に
そ
れ
は
、
旧
救
貧
法
及
び
定
住
法
の
再
定
義
を
要
求

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
政
治
的
に
見
れ
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
（W

. P
itt

）、
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
（W

. W
ilberforce

）
等
の
人

道
主
義
的
貧
困
救
済
観
に
よ
る
最
低
賃
金
制
度
の
提
唱
等
に
よ
る
ホ
イ
ッ
グ
的
議
会
の
動
き
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
後
に
は
、
こ

の
時
期
の
穀
物
の
不
作
等
に
よ
る
経
済
不
況
と
物
価
の
高
騰
と
い
う
深
刻
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政

治
的
な
変
化
で
は
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
に
よ
る
政
治
、
ま
た
経
済
不
況
を
背
景
と
し
て
一
七
九
五
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ヤ
ン
グ
法
（W

illiam
 Y
oung A

ct

）
が
制
定
さ
れ
た
（
36
）

。
同
法
は
、
定
住
法
の
さ
ら
に
大
幅
な
緩
和
を
示
す
内
容
で
、
生
活
困
窮
者
が

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
二
）

他
の
教
区
に
移
住
し
た
い
と
思
う
だ
け
で
移
住
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
年
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
ヤ
ン
グ
法
（
37
）

に
よ
っ
て
定
住
法
に
よ

る
居
住
地
制
限
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
救
済
を
申
請
す
る
も
の
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
の
保
持
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
当
該
教
区
で
救
済
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
困
窮
者
を
他
教
区
へ
移
す
、
な
い
し
救

済
を
拒
否
す
る
根
拠
を
な
す
証
明
書
の
保
持
、
と
い
う
法
的
根
拠
は
次
第
に
薄
弱
に
な
っ
た
。

一
七
九
五
年
ヤ
ン
グ
法
の
第
一
章
条
文
は
、
一
六
六
二
年
定
住
法
の
欠
点
を
長
く
論
じ
た
。
そ
の
欠
点
と
は
、
定
住
法
が
以
前
の
定
住

戸
籍
の
あ
る
教
区
に
送
り
届
け
ら
れ
て
、
そ
れ
以
外
の
教
区
へ
移
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
五
二
年
の
パ
シ
ュ
リ
（R

. 

P
ashley

）
の
著
述
（
38
）

に
よ
れ
ば
、
ヤ
ン
グ
法
の
条
文
に
は
窮
乏
の
主
原
因
は
本
人
の
疾
病
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
び
た
び
続
く
の
で
元
の
教
区

へ
帰
還
す
る
際
に
こ
う
む
る
災
害
に
つ
い
て
、
第
二
章
条
文
で
は
『
貧
困
者
は
し
ば
し
ば
退
去
さ
れ
る
か
当
該
教
区
を
通
過
す
る
。
疾
病

に
り
患
し
て
い
な
が
ら
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
生
命
の
危
機
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
（
39
）

。
一
七
九
五
年
法

は
、
こ
う
し
て
従
来
は
移
動
が
不
可
能
だ
っ
た
貧
民
に
つ
い
て
も
、
第
三
の
場
所
に
移
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
さ
ら
に
、
生
活
困

窮
者
を
定
住
戸
籍
の
あ
る
教
区
へ
移
送
す
る
際
の
費
用
は
従
来
相
手
の
教
区
の
支
払
い
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
担
当
教
区
の
支
払
い

と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
区
移
動
の
制
限
に
か
か
わ
る
一
六
六
二
年
定
住
法
の
運
用
は
、
さ
ら
に
緩
和
さ
れ
た
（
40
）

。
だ
か
ら
と
い
っ
て

一
七
九
五
年
ヤ
ン
グ
法
が
生
活
困
窮
を
訴
え
る
貧
困
者
を
定
住
法
の
基
本
で
あ
る
元
の
教
区
に
送
還
す
る
手
続
き
を
や
め
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
後
も
証
明
書
の
発
行
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
的
な
裁
定
は
残
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヤ
ン
グ
法

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
定
住
法
の
適
用
緩
和
の
方
向
は
促
進
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
陸
軍
兵
士
や
海
軍
水
兵
の
予
防
的
移
住
の
仕
組
み
は
す
で

に
一
七
八
四
年
に
終
了
し
て
い
た
し
、
一
七
九
三
年
の
ロ
ー
ズ
法
（
友
愛
組
合
法
）
は
友
愛
組
合
の
会
員
に
は
教
区
移
動
が
及
ば
な
い
、

と
い
う
例
外
事
項
が
設
け
ら
れ
た
（
41
）

。
一
八
〇
九
年
に
は
貧
民
に
関
す
る
定
住
法
の
改
正
法
が
成
立
し
た
（
42
）

。
こ
の
内
容
は
、
疾
病
に
り
患
し

四
〇



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
三
）

て
い
る
生
活
困
窮
者
の
移
動
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
初
期
の
定
住
法
の
効
力
は
さ
ら
に
薄
れ
た
が
、
そ
の
存
在
は
な
お

新
救
貧
法
の
条
項
に
お
い
て
も
残
存
し
た
の
で
あ
る
。

3
．right to relief

具
体
化
の
過
程
に
つ
い
て

救
貧
行
政
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
法
律
の
観
点
か
ら
は
じ
め
て
、
お
そ
ら
く
決
定
的
な
ま
で
に
明
瞭
に
定
義
し
た
の
は

ベ
ン
サ
ム
（J.B

entham
）
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
旧
救
貧
法
の
行
政
手
法
へ
の
問
題
と
財
政
負
担
の
問
題
が
表
れ
た

一
八
〇
〇
年
代
初
頭
は
、
法
学
的
に
は
時
を
同
じ
く
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
懐
疑
が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に

コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
反
論
を
も
っ
と
も
強
力
に
推
し
進
め
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
法
実
証
主
義
と
功
利
主
義
の
体
系
を
打
ち
立
て
た
の
は
ベ

ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
し
て
向
け
た
批
判
的
理
論
の
一
つ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
旧
救
貧
法
の
処
遇
を
め
ぐ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
が
捉
え
た
旧
救
貧
法
は
、
歴
史
主
義
と
権
威
主
義
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
代
表
の
ひ

と
つ
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
残
滓
で
も
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
批
判
、
す
な
わ
ち
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
時
代
の
恩

師
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
学
説
に
対
す
る
権
威
主
義
へ
の
反
発
と
と
も
に
、
功
利
主
義
理
論
に
よ
る
自
ら
の
理
論
確
立
の
た
め
に
も
旧
救

貧
法
に
代
わ
る
（
新
）
救
貧
法
理
論
を
自
ら
の
手
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
救
貧
法
に
関
す
る
考
察
を
始
め
る

き
っ
か
け
は
、
一
九
九
七
年
当
時
の
、
彼
の
友
人
で
あ
る
ピ
ッ
ト
や
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
を
代
表
と
す
る
議
会
の
議
員
た
ち
が
、
人
道

的
見
地
か
ら
最
低
賃
金
や
救
貧
法
適
用
の
緩
和
を
打
ち
出
し
た
動
き
を
見
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
実
際
彼
の
新
救
貧
法
へ
向
け
た
個
人
的
見

解
は
そ
の
内
容
が
公
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
直
弟
子
の
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

. C
hadw

ick

）
に
受
け
継
が
れ
て
、
彼
に
よ
る
法
思
想

と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
（
43
）

。

四
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
四
）

ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
に
関
す
る
書
簡
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
ご
く
一
部
の
者
に
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
指
導
層
が
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
の
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
前
の
救
貧

法
研
究
者
が
検
討
し
た
く
て
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
マ
イ
ケ
ル
・
ク
ウ
ィ
ン
（M

ichael Q
uinn

）
が
編
纂
し
た
ベ

ン
サ
ム
の
救
貧
法
書
簡
集
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ウ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
サ
ム
は
定
住
戸
籍
の
所
在
が
明
確
で

あ
る
以
上
は
救
済
が
与
え
ら
れ
る
権
利
、
す
な
わ
ち
救
貧
法
受
給
権
が
発
生
す
る
、
と
明
瞭
に
述
べ
る
。
ク
ウ
ィ
ン
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、

ベ
ン
サ
ム
はright to relief 

つ
ま
り
救
済
を
受
け
る
権
利
が
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
発
生
す
る
も
の
だ
と
し
、
同
時
に
法
的

根
拠
を
救
貧
法
及
び
定
住
法
と
し
、
そ
の
表
現
をno m
an, settlem

ent or no settlem
ent shall be left to starve

と
し
て
い
る
（
44
）

。
し

た
が
っ
て
生
活
困
窮
に
対
す
る
救
済
の
受
給
権
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
っ
て
も
ま
た
定
住
法
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

実
際
、
救
貧
法
と
定
住
法
の
二
つ
の
法
を
全
体
と
し
て
一
つ
と
み
な
す
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
救
貧
行
政
は
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
た
治
安

判
事
と
貧
民
監
督
官
の
行
政
機
構
に
よ
る
行
政
裁
量
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
救
済
の
申
請
も
給
付
の
決
定
も
、
さ
ら
に
は
荘
園
領

主
や
教
区
内
の
富
裕
な
人
々
か
ら
徴
収
さ
れ
た
地
方
税
も
、
長
い
間
外
部
の
政
治
的
変
動
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
大
き
な
矛
盾
も
な

く
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
は
大
き
い
。
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
政
治

的
な
変
動
が
続
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
成
立
以
降
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
名
誉
革
命
等
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
動
乱
は
決
し
て

小
さ
く
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
国
内
動
乱
に
よ
る
中
央
政
権
の
決
定
的
な
変
更
の
中
で
も
な
お
、
行
政
管
轄
区
と
し
て
の
教
区
に
お
け

る
救
貧
法
行
政
の
執
行
は
、
大
き
な
変
化
を
経
る
こ
と
も
な
く
維
持
さ
れ
た
。
ベ
ン
サ
ム
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
旧
救
貧
法
に
よ
る
法
の
執

行
と
は
、
定
住
法
に
よ
る
戸
籍
の
確
立
に
よ
っ
て
被
救
済
権
も
ま
た
生
じ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
当
時
の
経
済
学

者
の
多
く
が
、
賃
金
基
金
説
を
根
拠
に
救
貧
法
廃
止
の
論
陣
を
張
っ
た
事
実
に
比
べ
て
、
法
学
者
と
し
て
の
彼
の
当
然
の
理
解
と
い
え
る
。

四
二



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
五
）

同
様
に
ス
ネ
ル
（K

.D
.M
 S
nell

）
は
、
定
住
権
を
有
す
る
教
区
に
居
住
す
る
者
の
救
済
は
、「
特
殊
な
特
権
」
言
い
換
え
れ
ば
「
貧
民
の
」

特
殊
な
権
利
と
い
え
る
、
と
述
べ
る
（
45
）

。
し
か
し
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
産
業
革
命
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
そ
し

て
第
二
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
、
人
口
の
増
加
及
び
都
市
化
と
流
動
化
が
、
結
果
と
し
て
定
住
法
を
根
拠
と
し
た
旧
救
貧
法
行
政

の
持
続
を
困
難
に
し
た
（
46
）

。

先
述
の
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
救
貧
法
関
係
書
簡
集
に
従
え
ば
、right to relief

の
内
容
に
つ
い
て
法
律
上
比
較
的
明
瞭
に
し
た
の
は
、

ギ
ル
バ
ー
ト
法
（
47
）

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
法
の
内
容
は
、
自
分
た
ち
の
事
情
に
よ
り
、
居
住
し
て
い
る
地
域
か
ら
す
ぐ
に
生
ま
れ
た

地
域
に
移
動
が
で
き
な
い
居
住
者
が
、
生
活
困
窮
と
い
う
事
由
に
よ
り
救
済
を
要
求
す
る
場
合
、
救
貧
法
に
よ
る
救
済
の
提
供
者
の
責
任

と
し
て
ギ
ル
バ
ー
ト
法
第
三
八
章
を
適
用
す
る
、
と
あ
る
。
ち
な
み
に
ギ
ル
バ
ー
ト
法
第
三
八
章
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
ど

こ
の
教
区
、
街
区
、
場
所
で
も
、
該
当
す
る
と
こ
ろ
に
滞
っ
て
、
公
式
の
定
住
地
を
持
た
ず
、
何
ら
か
の
事
故
に
遭
遇
し
て
、
ま
た
は
危

険
な
病
気
や
身
体
が
疾
患
状
態
に
な
り
、
し
か
も
生
存
の
た
め
の
資
産
を
持
た
ず
、
手
続
き
を
彼
ら
の
定
住
地
に
送
り
え
な
い
貧
困
者
を

扱
う
場
合
は
、
当
該
場
所
の
近
く
の
貧
民
保
護
官
は
要
求
に
基
づ
き
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
察
知
し
て
、
彼
ら
が
安
全
に
移
っ
て
ゆ
け
る

よ
う
に
な
る
ま
で
住
む
場
所
を
提
供
し
、
適
切
な
食
物
を
与
え
、
か
つ
扶
助
（
必
要
な
衣
服
も
）
す
る
べ
き
で
あ
る
（
48
）

。」
こ
の
条
項
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
緊
急
性
を
有
し
か
つ
出
自
が
明
瞭
で
は
な
い
生
活
困
窮
者
で
も
、
従
来
の
定
住
法
に
よ
る
制
限
を
超
え
て
地
元
の
救
貧

資
源
お
よ
び
財
源
に
よ
っ
て
救
済
す
べ
き
だ
と
の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
当
該
居
住
地
に
貧
民
を
固
定
し
よ
う

と
す
る
定
住
法
の
目
的
を
基
本
的
に
は
維
持
し
つ
つ
、
さ
ら
に
運
用
上
は
緩
和
す
る
内
容
で
あ
る
。
実
際
の
救
済
が
そ
こ
に
存
在
す
る
生

活
困
窮
者
の
申
請
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
す
る
法
律
の
観
点
は
、
明
ら
か
に
近
代
的
公
的
扶
助
の
「
緊
急
性
の
原
理
」
を
導
く
も
の
に
な

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ギ
ル
バ
ー
ト
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
地
方
政
府
に
よ
っ
て
広
く
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
六
）

ギ
ル
バ
ー
ト
法
の
趣
旨
の
一
つ
は
、
教
区
の
連
合
に
よ
っ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
大
規
模
に
し
、
有
給
の
管
理
者
を
置
く
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
が
、
実
際
お
よ
そ
一
五
〇
〇
〇
の
教
区
の
う
ち
、
こ
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
も
の
は
九
〇
〇
余
り
、
教
区
連
合
の
設
立
は
六
七
で

し
か
な
か
っ
た
（
49
）

。
ギ
ル
バ
ー
ト
法
成
立
に
象
徴
さ
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
派
に
よ
る
運
動
と
も
連
携
し
た
救
貧
法
の
人
道
主
義
化

は
、
一
八
世
紀
後
半
の
産
業
革
命
の
勃
発
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
新
中
産
階
級
の
台
頭
と
労
働
者
階
級
の
発
展
、
言
い
換
え
れ
ば
貧
民
の
賃
労

働
者
化
の
促
進
の
過
程
で
必
然
的
に
発
生
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
効
果
的
に
機
能
し
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
述
べ
た
よ
う
に
工
場
制
工
業
の
発
展
は
そ
の
前
提
と
し
て
労
働
移
動
の
自
由
化
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ほ
か
な
ら

ぬ
定
住
法
の
存
在
が
、
次
第
に
こ
の
時
代
の
労
働
力
自
由
化
の
阻
害
要
因
と
な
る
、
と
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九

世
紀
初
め
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
を
め
ぐ
る
論
争
で
、
た
と
え
ば
マ
ル
サ
ス
は
貧
民
の
人
口
増
加
を
農
業
に
よ
る
穀
物
生

産
と
工
業
製
品
の
増
加
と
の
関
係
で
説
明
し
、
賃
金
基
金
説
と
し
て
解
明
す
る
中
で
救
貧
法
解
体
論
を
展
開
し
た
。
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ー

ド
ゥ
、
そ
し
て
ナ
ッ
ソ
ウ
セ
ニ
ア
ー
等
の
当
時
の
経
済
学
者
に
し
て
み
れ
ば
、
古
典
的
賃
金
論
の
中
に
貧
民
の
権
利
や
義
務
規
定
が
入
り

込
む
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
法
学
者
ベ
ン
サ
ム
は
貧
困
問
題
を
都
市
化
に
よ
る
人
口
増
加
に
付
随
す
る
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
私
的
所
有
の
多
寡
に
よ
っ
て
人
口
増
加
は
制
限
さ
れ
る
と
い
う
論
拠
に
よ
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
人
口
と
い
う
も
の
は
性
交
へ
の
願
望
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
存
に
必
要
な
資
産
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
（
50
）

」。

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
は
救
貧
法
解
体
論
者
に
は
与
せ
ず
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
施
設
収
容
の
方
法
へ
と
論
を
導
い
て
い
っ
た
。
彼
が

示
し
た
貧
困
（poverty

）
と
生
活
困
窮
（indigence

）
の
区
分
に
よ
る
救
貧
法
の
存
在
論
的
理
解
は
、
そ
の
後
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

. 

C
hadw

ick

）
に
よ
っ
て
（
ベ
ン
サ
ム
の
説
に
よ
ら
な
い
）
救
貧
法
擁
護
論
と
な
る
（
51
）

。
し
か
し
今
日
、
こ
の
区
分
法
に
よ
る
救
貧
法
の
社
会
福

四
四
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祉
立
法
と
し
て
の
再
定
義
の
先
駆
け
を
作
っ
た
の
は
す
で
に
ベ
ン
サ
ム
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
52
）

。

4
． 

新
救
貧
法
とright to relief

に
つ
い
て

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
研
究
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
に
よ
る
と
、
イ
ギ

リ
ス
救
貧
法
に
お
い
て
最
も
鮮
明
に
被
救
済
者
の
権
利
性
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正
の
第
五
四
章
の
表
記
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
教
区
の
官
吏
（
貧
民
監
督
官
な
い
し
救
済
官
等
）
は
「
そ
の
た
び
ご
と
の
ケ
ー
ス
で
一
時
的
な
救
済
が
要
求
さ

れ
た
場
合
、
究
極
的
必
要
の
範
囲
で
」
救
済
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
53
）

。
と
こ
ろ
が
、
法
の
表
記
に
は
肝
心
の
「
生
活
困
窮
」
の
定

義
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
救
済
は
申
請
に
よ
る
が
、
救
済
の
判
定
は
依
然
と
し
て
教
区
委
員
か
貧
民
監
督
官
、
そ
し
て
そ
れ
を
認
定
す

る
地
方
の
治
安
判
事
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
権
利
性
に
関
す
る
明
確
な
規
定
を
伴
わ
な
く
て
も
貧
困
者
処
遇
の
行
政
措
置

を
実
現
で
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
と
い
え
る
。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
で
も
、
定
住
法
の
条
項
は
存
続
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の

貧
民
に
対
す
る
条
項
は
大
幅
に
削
ら
れ
た
（
54
）

。
新
救
貧
法
は
教
区
と
定
住
戸
籍
保
持
者
と
の
個
人
の
権
利
性
、
義
務
と
負
荷
の
関
係
に
つ
い

て
明
瞭
に
認
め
る
、
と
い
う
点
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
離
れ
た
近
代
法
の
様
相
を
整
え
た
。
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
貧
民

救
済
の
対
象
は
個
人
で
は
な
く
、
世
帯
主
を
筆
頭
と
す
る
家
族
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
家
族
と
い
う
集
団
が
救
済
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
「
権
利
性
」
と
し
て
み
な
さ
れ
た
の
は
、
定
住
法
に
よ
る
相
互
補
完
の
機
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
定

住
法
に
よ
る
戸
籍
は
、
婚
姻
及
び
出
産
時
の
戸
主
を
規
定
し
、
ま
た
居
住
地
の
移
動
に
つ
い
て
も
戸
主
の
責
任
を
明
確
に
し
た
。
定
住
戸

籍
の
法
的
根
拠
も
ま
た
、
戸
主
の
配
偶
者
な
い
し
子
供
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
の
判
断
は
定
住
法
に
よ
る

個
人
が
所
有
す
る
権
利
性
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
55
）

。
だ
が
、
新
救
貧
法
に
お
い
て
は
労
働
者

四
五
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の
圧
倒
的
多
数
に
、
こ
の
条
項
が
当
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
新
救
貧
法
は
、
労
働
者
に
対
し
て
定
住
戸
籍
の
相
続
を
断
ち
切
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
が
伝
統
的
に
与
え
て
い
た
定
住
戸
籍
に
よ
る
救
済
権
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
（
56
）

。
こ
れ
は
、
中
世
以
降
維
持
さ
れ
て

き
た
地
方
行
政
の
「
教
区
」
に
よ
る
優
位
性
が
終
焉
を
迎
え
る
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
制
定
に

関
連
し
た
当
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
改
良
者
た
ち
は
、
そ
の
中
央
集
権
制
へ
の
指
向
が
、
地
方
か
ら
た
と
え
反
発
を
受
け
よ
う
と
も
、
そ

の
対
案
の
手
法
と
し
て
旧
救
貧
法
が
獲
得
し
た
権
利
性
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

既
に
考
察
し
て
き
た
と
お
り
、
議
会
や
議
会
外
の
知
的
指
導
者
の
運
動
に
よ
る
旧
救
貧
法
体
制
の
動
揺
と
、
新
救
貧
法
成
立
へ
至
る
過

程
は
、
受
給
者
た
る
貧
困
層
が
自
ら
の
処
遇
に
対
す
る
不
満
を
表
明
す
る
と
い
う
、
受
益
者
お
よ
び
そ
の
利
害
代
表
に
よ
る
強
力
な
意
思

表
示
の
結
果
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
。
議
会
を
流
れ
た
人
道
主
義
（
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義
）
に
よ
る
救
済
強
化
に
よ
る
立
法
の
動
き
は

あ
っ
た
が
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
地
方
税
と
し
て
徴
税
さ
れ
る
当
時
の
支
配
層
の
救
貧

税
負
担
の
耐
え
難
い
重
さ
か
ら
沸
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
貧
民
救
済
に
関
す
る
論
点
は
、
救
貧
法
研
究
と
い
う
名
を
借
り
な

が
ら
、
法
律
と
し
て
の
権
利
や
義
務
を
強
調
す
る
視
点
で
は
な
く
、
経
済
学
お
よ
び
経
済
思
想
史
の
視
点
に
よ
っ
て
の
み
、
論
じ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
上
か
ら
」
の
需
要
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
貧
困
に
対
す
る
社
会
政
策
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
特
徴
的

で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
傾
向
は
お
よ
そ
一
〇
〇
年
後
の
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
行
わ
れ
た
「
貧
困
問
題
」
を
め
ぐ

る
社
会
政
策
が
、
貧
困
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
に
も
発
揮
さ
れ
た
。
問
題
の
設
定
と
社
会
改
良
の
動
き
は
、
貧
困
者
自
身
お
よ
び
仲
間
の

社
会
主
義
に
よ
る
権
利
性
や
団
結
の
問
題
と
し
て
設
定
す
る
階
層
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
対
象
化
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
富
裕

な
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
（
57
）

。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
出
現
し
た
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
に
対
し
て

四
六



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
一
九
）

right to relief

か
ら
の
評
価
を
試
み
よ
う
。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
成
立
は
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
し
た
ベ
ン
サ
マ
イ
ト

と
呼
ば
れ
る
ベ
ン
サ
ム
思
想
信
奉
者
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
、
実
現
し
た
。
思
想
的
指
導
者
の
ベ
ン
サ
ム
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
近
代
法
学
の
確
立
に
寄
与
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
批
判
し
、
各
人
の
持
つ
個
別
の
権
利
を
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
と
い
う
社
会

的
連
続
性
へ
と
押
し
上
げ
た
。
確
か
に
彼
の
基
本
原
理
は
、
功
利
主
義
と
し
て
知
ら
れ
る
幸
福
の
最
大
化
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
自

然
法
解
釈
に
よ
る
王
室
・
旧
貴
族
、
教
会
お
よ
び
領
主
等
伝
統
的
中
産
階
級
の
利
害
擁
護
の
た
め
の
貧
民
抑
圧
な
い
し
放
置
、
す
な
わ
ち

救
貧
法
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
58
）

。

ま
た
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
新
救
貧
法
の
立
法
趣
旨
が
あ
た
か
も
労
働
権
と
の
ト

レ
ー
ド
オ
フ
、
す
な
わ
ち
労
働
テ
ス
ト
と
引
き
換
え
の
生
存
給
付
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
考
え
方
を
容
れ
る
わ
け
に
も
い
か
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
筆
者
が
二
〇
一
一
年
の
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
新
救
貧
法
の
思
想
的
原
則
を
作
っ
た
の
は
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
行
政
や
治
安
判
事
に
関
係
し
た
専
門
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
確
立
し
た
「
劣
等
処
遇
」
や

「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
」
の
原
則
は
、
法
的
に
生
活
困
窮
者
の
個
人
と
し
て
の
権
利
を
認
め
、
そ
の
生
存
を
保
障
す
る
範
囲
内
で
の
取
決

め
で
あ
っ
た
。
新
救
貧
法
の
原
則
を
提
唱
し
た
人
々
は
確
か
に
当
時
の
経
済
思
想
家
の
影
響
は
受
け
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
てright to 

relief

の
原
則
を
放
棄
し
、
救
貧
法
解
体
を
唱
え
た
り
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
（
59
）

。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
に
よ
る
貧
民
抑
制
と
は
、

救
貧
税
負
担
の
効
率
化
を
意
図
す
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
旧
救
貧
法
か
ら
の
基
本
原
理
は
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

定
住
法
の
権
限
の
削
減
に
よ
り
、
権
利
上
の
変
化
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
新
救
貧
法
の
条
文
に
よ
っ
て
貧
困
救
済
に
関

す
る
地
方
の
自
治
裁
量
権
、
言
い
換
え
れ
ば
教
区
の
救
済
権
を
奪
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
個
人
の
救

済
権
を
は
く
奪
し
、
新
た
に
国
内
行
政
法
に
よ
る
貧
民
統
治
に
移
譲
す
る
転
換
点
と
な
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
時
点
か
ら

四
七
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二
〇
）

貧
民
の
救
済
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
し
て
の
「
権
利
」
か
ら
「
行
政
の
寛
大
さ
」
へ
と
変
容
し
た
、
と
述
べ
る
（
60
）

。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
救
貧
法
史
研
究
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
通
じ
た
定
住
法
と
の
一
体
的
分
析
の
視
点
は
、
英
米

を
中
心
と
し
た
研
究
の
水
準
に
お
い
て
、
今
日
で
は
定
説
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
英
米
諸
国
の
研
究
過

程
か
ら
し
て
も
最
近
の
研
究
成
果
に
属
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
視
点
に
つ
い
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、right to relief

の
概
念
に
一
九
七
〇
年
代
か
ら
比
較
的
早
い
時
点
で
着
目
し
、
分
析
を
行
っ
た

の
は
大
沢
真
理
で
あ
っ
た
。
大
沢
真
理
は
自
身
の
著
作
で
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
著
作
やT

.H
.

マ
ー
シ
ャ
ル
の
論
文
を
引
用
し
て
新
救
貧
法

の
「
自
由
主
義
段
階
論
」
に
お
け
るright to relief

の
概
念
を
整
理
し
た
。
こ
の
視
点
の
重
要
さ
は
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

社
会
政
策
に
お
け
る
「
扶
助
請
求
権
否
認
の
自
由
主
義
国
家
像
」
と
し
て
、
経
済
思
想
史
の
中
で
半
ば
「
常
識
的
」
な
解
釈
が
通
っ
て
い

た
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
議
論
の
一
つ
の
重
要
な
立
脚
点
の
た
だ
な
か
で
敢
え
て
提
起
し
た
研
究
視
点
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
作
業
で
大
沢
は
、
ベ
ン
サ
ム
や
後
の
法
学
者
に
よ
る
新
解
釈
が
現
れ
る
は
る
か
以
前
の
当
時
の
文
献
の
制
約
の
中
で
、
膨
大
な
資
料
を

検
討
し
た
う
え
でright to relief

の
概
念
は
明
ら
か
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
誘
導
す
る
方
向
と
は
異
な
る
、
と
見
抜
い
た
（
61
）

。
も
っ
と
も
こ

れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
当
時
の
時
点
で
知
り
う
る
史
料
の
限
界
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
の
隘
路
を
突
く
視
点

と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
今
日
の
救
貧
法
研
究
者
の
間
で
は
「
常
識
」
に
位
置
す
る
定
住
法
とright to relief

の
概
念
と
の
法
的

な
関
係
に
つ
い
て
、
一
八
三
四
年
の
時
代
が
そ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
は
な
い
（
62
）

。
大
沢
真
理
の
分
析
も
、
救
貧
法
委
員
会

が
当
時
よ
う
や
く
用
い
始
め
たright to relief

の
概
念
を
、
必
ず
し
も
定
住
法
の
存
在
と
そ
の
変
遷
に
沿
っ
て
考
察
で
き
る
状
況
に
な

か
っ
た
中
で
の
、
難
解
な
解
釈
に
終
始
し
て
い
る
（
63
）

。
新
救
貧
法
に
お
け
る
定
住
法
の
位
置
は
、
ま
さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
適
用
の
残
滓

と
、
近
代
法
と
の
入
れ
替
わ
り
に
つ
い
て
、
時
間
を
か
け
る
形
で
移
行
さ
せ
る
と
い
う
セ
レ
モ
ニ
ー
の
一
つ
と
し
て
作
用
し
た
と
み
ら
れ

四
八



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
二
一
）

る
。
こ
う
し
て
新
救
貧
法
は
国
内
行
政
法
の
ひ
な
型
を
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
法
体
系
が
さ
ら
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
新
救
貧
法
内
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
側
面
が
次
第
に
消
滅
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

こ
の
分
野
で
はS

im
on D

eakin and F
rank W

ilkinson 

（2005

） Th
e L

aw
 of th

e L
abou

r M
arket : In

d
u

strialization
, E

m
ploym

en
t 

an
d

 L
egal E

volu
tion,O

xford U
niversity P

ress

が
最
も
詳
細
で
あ
る
。

（
2
） 

ド
イ
ツ
連
邦
基
本
法
で
は
、
社
会
権
の
う
ち
個
人
の
尊
厳
に
関
す
る
項
目
が
生
存
権
よ
り
優
位
の
位
置
に
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で

あ
る
。

　
　

ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
条
「
人
間
の
尊
厳
、
基
本
権
に
よ
る
国
家
権
力
の
拘
束
」M

enschenw
ürde, G

rundrechtsbindung der staatlichen 

G
ew
alt

を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） 

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
の
は
憲
法
第
二
五
条
第
二
項
、「
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い

て
、
社
会
保
障
、
社
会
福
祉
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
文
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
項
に
つ
い
て

は
、
原
案
が
我
が
国
の
国
会
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
条
文
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
今
日
の
社
会

福
祉
の
こ
と
を
わ
が
国
で
は
「
社
会
事
業
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　
　

日
本
国
憲
法
第
二
五
条
第
一
項
の
成
立
に
関
す
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
矢
野　

聡
（
二
〇
一
二
）『
日
本
公
的
年
金
政
策
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

五
八－

六
一
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
4
） G

.H
im
m
elfarb 

（1984

）, ’T
he Idea of P

overty ’ F
aber :L

ondon,p.5

（
5
） 

新
救
貧
法
と
古
典
派
経
済
学
と
の
連
関
を
最
も
よ
く
ま
と
め
た
論
考
と
し
て
、
森
下
宏
美
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
わ

が
国
の
救
貧
法
研
究
の
蓄
積
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
経
済
思
想
史
か
ら
の
論
考
で
あ
り
、
新
救
貧
法
と
い
う
法
制
度
を
扱
い
な
が
ら
法

思
想
と
そ
の
運
用
の
変
化
と
発
展
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
は
な
い
。

　
　

森
下
宏
美
（
二
〇
〇
六
）、「
救
貧
法
改
革
と
古
典
派
経
済
学
」、『
北
海
道
大
学　

経
済
学
研
究
』、
第
五
六
巻
第
二
号
、pp.51-62.

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
二
）

（
6
） 1601. 43 E

lizabeth. cap. 2.
（
7
） 1834. P

oor L
aw
 A
m
endm

ent A
ct, 4&

 5 W
illiam

 Ⅳ
. cap. 76.

（
8
） 
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
、
一
九
四
八
年
に
成
立
し
た
「
国
民
扶
助
法N

ational A
ssistance A

ct 1948

：1948 c. 29 

（R
egnal. 11_and_12_

G
eo_6

）
に
よ
っ
て
、
法
制
上
は
最
終
的
に
消
滅
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
遺
構
や
劣
等
処
遇
の
精
神
の
存
続
な
ど
、

救
貧
法
に
付
随
し
た
国
内
の
意
識
は
す
ぐ
に
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。

（
9
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉
国
家
」
東
京
大
学
出
版
社　

は
し
が
き

（
10
） 

同
右
二
頁

（
11
） 

こ
れ
に
つ
い
て
、
最
近
の
個
別
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
社
会
政
策
学
会
第
一
一
九
回
大
会
の
共
通
論
題
、「
最

低
賃
金
制
度
と
生
活
保
護
制
度
」
を
参
照
願
い
た
い
。

　
　

社
会
政
策
学
会
誌
（
二
〇
一
〇
）「
社
会
政
策
」
第
二
巻
第
二
号
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
五－

四
七
頁

（
12
）　

例
え
ば
戦
後
の
生
活
保
護
行
政
を
先
導
し
た
木
村
忠
次
郎
も
、
ま
た
小
山
進
次
郎
も
、
そ
の
解
釈
と
運
用
の
方
針
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
法
に

よ
る
福
祉
国
家
思
想
の
影
響
下
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

小
山
進
次
郎
『
改
訂
増
補
生
活
保
護
法
の
解
釈
と
運
用
（
復
刻
版
）』
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
二
〇
〇
四
年

（
13
） 1601. 43 E

lizabeth. cap. 2. ’F
or the R

lief of the P
oor ’

（
14
） T

.W
.F
ow
le 

（1881

）, ’T
h

e P
oor L

aw
’ L
ondon M

acm
illan and C

o. p.55.

（
15
） S

idney and B
eatrice W

ebb 

（1963

）, ’E
n

glish
 P

oor L
aw

 H
istory P

art 1: T
h

e O
ld

 P
oor L

aw
’ F
rank C

ass and C
o. p.397.

（
16
） 

実
際
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
が
普
遍
的
な
法
律
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
全
体
に
普
及
す
る
の
に
は
一
〇
〇
年
の
歳
月
が
か
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
17
） G
.H
im
m
elfarb, ibid.p.149.

（
18
） 1662. 14 C

harles Ⅱ
. cap. 12.

（
19
） R

.B
urn 

（1764

）, T
h

e H
istory of th

e P
oor L

aw
s, R
eprinted 1973 by A

ugustus M
. K
elly P

ublishers, pp106-111

五
〇



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
二
三
）

（
20
） P

.S
lack 

（1990

）, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw
, 1531-1782, C

am
bridge U

niversity P
ress,p.54.

（
21
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）, W
elfare’s F

orgotten
 P

ast,R
outredge p.52.

（
22
） 
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
最
近
で
はB

edfordshire

の
教
区
の
救
貧
法
運
用
事
例
を
分
析
し
た
、S

am
antha W

illiam
s 

（2011
）, P

overty, G
en

d
er an

d
 L

ife-C
ycle u

n
d

er th
e E

n
glish

 P
oor L

aw
 1760-1834, T

he R
oyal H

istorical S
ociety: T

he B
oydell 

P
ress 

を
参
照
願
い
た
い
。

（
23
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.50

（
24
） 1691. 3 W

illiam
 and M

ary, cap. 11. ’F
or ... supplying the D

efects of the form
er L
aw
s for the S

ettlem
ents of the P

oor ’

（
25
） P

.S
lack 

（1990

）, ibid. p.54.

（
26
） 1696-97. 8&

9 W
illiam

 Ⅲ
. cap. 30. ’F

or supplying som
e D
efects in the law

s for the R
elief of the P

oor ’

（
27
） P

.S
lack 

（1990

）, ibid. p.54.

（
28
） 1714. 1 G

eorge Ⅰ
. S
s 1, 2,C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid.,p.50.

（
29
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., pp.50-51.

（
30
） Ibid.p.51.

（
31
） Ibid.p.51

（
32
） 

こ
の
動
き
に
つ
い
て
は
矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
概
論
⑴
」、『
政
経
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
政
経
研
究
所
、

一－

二
四
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
33
） 1722. 9 G
eorge Ⅰ

. cap. 7. ’F
or A
m
ending the L

aw
s relating to the S

ettlem
ent,E

m
ploym

ent and R
elief of the P

oor  

（W
orkhouse 

T
est A

ct

）’

（
34
） P
. S
lack 

（1990

）, p.55.

（
35
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.54.

（
36
） 1795. 35 G

eorge Ⅲ
. cap. 101. A

n A
ct to prevent the R

em
oval of P

oor P
ersons until they shall becom

e actually C
hargeable

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
四
）

（
37
） 1796. 36 G

eorge Ⅲ
. cap. 10 and 23.

（
38
） P

ashley.R
 

（1852

）, P
au

parism
 an

d
 P

oor L
aw

s, L
ondon: L

ongm
an B

row
n G
reen and L

ongm
ans, by K

essinger P
ublishing ’s 

L
egacy R

eprints 

（
39
） Ibid.,p.253.

（
40
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

） ibid. p.56.

（
41
） J.R

. P
oynter 

（1969

）, S
ociety an

d
 P

au
perism

, E
n

glish
 Id

eas on
 P

oor R
elief 1795-1834, R

outledge and K
egan P

aul 

L
im
ited, p7.

（
42
） 1809. 49 G

eorge Ⅲ
. cap. 14.

（
43
） 

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、A

nthony B
rundage 

（1988

）, E
n

glan
d

’s P
ru

ssian
 M

in
ister: E

d
w

in
 C

h
ad

w
ick an

d
 th

e P
olitics 

of G
overn

m
en

t G
row

th
, 1832-1854, T

he P
ennsylvania S

tate U
niversity P

ress 

邦
訳
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ブ
ラ
ン
デ
イ
ジ　

廣
重
準
四
郎
、

藤
井
徹　

訳
（
二
〇
〇
二
）、『
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク　

福
祉
国
家
の
開
拓
者
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
を
参
照
願
い
た
い
。

（
44
） M

. Q
uinn 

（ed.

） （2001

）, T
h

e C
ollected

 W
orks of Jerem

y B
en

th
am

; W
ritin

gs on
 th

e P
oor L

aw
s,V

ol. I, C
larendon P

ress

・

O
xford

（
45
） K

.D
.M
 S
nell 

（1985

）, A
n

n
als of th

e L
aborin

g P
oor: S

ocial C
h

an
ge an

d
 A

grarian
 E

n
glan

d
 1660-1900, C

am
bridge 

U
niversity P

ress P
.73. 

（
46
） L

ynn H
ollen L

ees 

（1998

）, T
h

e S
olid

arities of S
tran

gers, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw

s an
d

 th
e P

eople, 1700-1948, C
am
bridge 

U
niversity P

ress, pp.73-81.

（
47
） 1782. 22 G

eorge Ⅲ
. cap. 83.

（
48
） A
nno R

egni G
E
O
R
G
II Ⅲ

. V
icesim

oS
ecundo.C

A
P
. 

　
　

L
X
X
X
III.A

n A
ct for the better R

elief　

and E
m
ploym

ent of the P
oor. 

﹇1782.

﹈

　
　

xxxviii. A
nd be it further enacted, T

hat if any poor P
erson shall be retarded on his or her P

assage through any P
arish, 

五
二



イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
るright to relief

の
形
成
に
つ
い
て
（
矢
野
）

（
二
二
五
）

T
ow
nship, or P

lace, in w
hich he or she has no legal S

ettlem
ent, by R

eason of his or her m
eeting w

ith any A
ccident, or being 

affl  icted w
ith any dangerous S

ickness or bodily Infi rm
ity, w

ithout the M
eans of S

ubsistence, or of proceeding to the P
lace of 

his or her S
ettlem

ent, the G
uardian living near the P

lace w
here such distressed O

bject shall be, shall, and is hereby required, 

upon N
otice thereof, forthw

ith to provide L
odging, and suitable N

ourishm
ent and A

ssistance 

（and also C
loathing if necessary

） 

for such P
erson, until he or she can be rem

oved w
ith S

afety; 

（
以
下
略
）

（
49
） E

nglander D
. 

（1998

）, P
overty an

d
 P

oor L
aw

 R
eform

 in
 19

th C
en

tu
ry B

ritain
, 1834-1914  F

rom
 C

h
ad

w
ick to B

ooth, 

L
ongm

an p.120 

（
50
） W

. S
tark 

（ed.

） （1952
）, ”M

an
u

al of P
olitical E

con
om

y” in
 Jerem

y B
en

th
am

’s E
con

om
ic W

ritin
gs, 3vols. L

ondon, p.272

（
51
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
七
六－

八
三
頁

（
52
） M

. Q
uinn 

（ed.

） （2001

）,ibid,. pp.217-263.

（
53
） T

he P
oor-L

aw
 O
ffi  cers ’ Journal 

（ed.

） （1924

）, T
h

e L
aw

 R
elatin

g to th
e R

elief of th
e P

oor, L
on

d
on : P

oor law
 P
ublications 

L
M
D
. p.1.

（
54
） S

ection64-68.

（
55
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid.,p.47.

（
56
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.61

（
57
） 

ブ
ー
ス
（C
.B
ooth

）
と
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
（B

.S
.R
ow
ntree

）
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
研
究
に
よ
っ
て
貧
困
問
題
を

イ
ギ
リ
ス
の
主
要
な
社
会
政
策
課
題
の
押
し
上
げ
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ブ
ー
ス
は
汽
船
会
社
の
社
長
で
、

ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
は
製
菓
会
社
の
社
長
で
あ
り
、
貧
困
問
題
は
自
身
な
い
し
階
級
の
、
存
在
論
的
問
題
と
し
て
と
り
扱
う
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
貧
困
問
題
と
い
う
課
題
を
調
査
研
究
の
対
象
と
し
て
問
題
解
決
の
方
法
を
探
る
際
の
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
独
自
性
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
58
） 

矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）、「
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
思
想
│
旧
救
貧
法
か
ら
近
代
社
会
政
策
へ
」
日
本
大
学
法
学
会
、『
日
本
法
学
』

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
六
）

第
七
四
巻
第
一
号
、
二
七－

五
三
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
59
） 

矢
野　

聡
（
二
〇
一
一
）、「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
原
理
の
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
」　

日
本
大
学
政
経
研
究
所
、『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一

号
、
一－

二
六
頁
を
参
照
願
い
た
い
。

（
60
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.62

（
61
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
一
六
頁

（
62
） C

harlesw
orth L

. 

（2010

）,ibid., p.61.

（
63
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
前
掲
書
一
五
八－

一
六
九
頁

五
四


