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⑩

論

文

ふ

細

川

亀

市

「

徳

川

後

期

の

法

律

思

想

ー

中

井

履
軒
の
刑
事
判
決
批
評
論
に
現
は
れ
た
る
法
律
思
想
史
の
一

繭
ー
~
」
（
『
思
想
』
第
一
六
七
号
・
昭
和
十
一
年
）

本
論
文
は
、
中
井
履
軒
の
著
『
年
成
録
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
こ

か
ら
履
軒
の
思
想
を
日
本
法
律
思
想
史
の
上
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

第
一
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
ま
ず
、
徳
川
時
代
の
封
建
法
は
、
人
民
の

日
常
生
活
を
些
細
な
こ
と
ま
で
規
律
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
封
建
制

度
に
対
す
る
人
民
の
言
説
を
厳
し
く
禁
止
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
更

に
、
そ
の
た
め
当
時
幕
府
や
諸
藩
の
裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
判
決
に

対
し
て
批
評
を
加
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
、

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
井
履
軒
が
『
年
成
録
』
に
お
い
て
判
決
に
対
す
る
忌
憚
な
き
批
判

を
行
な
っ
た
こ
と
を
、
筆
者
は
多
大
の
愉
快
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
高
く
評
価
し
、
そ
こ
に
徳
川
時
代
後
期
に
お
け
る
刑
罰
思
想
の
新
機
運

が
如
何
に
開
展
す
る
に
至
り
つ
つ
あ
っ
た
か
の
一
斑
を
看
取
し
得
る
と
す

る。
加
え
て
築
者
は
、
明
治
以
降
の
近
代
日
本
の
法
律
思
想
は
単
純
に
外
国

法
の
み
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
、
法
制
史
家
と

し
て
の
立
場
か
ら
異
論
を
唱
え
、
日
本
法
律
思
想
史
を
論
ず
る
場
合
に

は
、
履
軒
の
思
想
の
如
き
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
を
強
調
す

る。

次
に
第
二
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
履
軒
の
刑
罰
に
対
す
る
立
場
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
、
履
軒
の
立
場
は
、
言
わ
ば
情
状

酌
絨
主
義
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
犯
人
の
犯
意
に
重
心
を
置
き
、

杓
子
定
規
的
な
刑
の
適
用
を
極
力
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
思
想
は
、
今
日
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
当
時
の
封
建
法
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
革
新
的
意
義
を
有
し
て
い
た

と
す
る
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
履
軒
が
刑
名
法
術
思
想
を
厳
し
く
論
難
し
て
い
る
点

に
特
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
偏
学
者
の
間
に
は
、
中
国
思
想
を

崇
拝
し
て
刑
名
法
術
を
唱
禅
す
る
者
が
あ
り
、
ま
た
裁
判
官
に
お
い
て

も
、
少
な
か
ら
ず
こ
の
刑
名
法
術
思
想
に
影
薯
さ
れ
て
い
る
者
が
い
た
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
思
想
家
や
裁
判
官
た
ち
は
、
犯
人
の
改
過
遷
善
（
社

会
人
化
）
よ
り
も
む
し
ろ
害
悪
刑
・
応
報
刑
の
思
想
を
強
く
意
識
し
、
か

つ
実
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
履
軒

が
行
な
っ
た
批
評
は
、
近
代
的
刑
罰
思
想
お
よ
び
判
例
批
評
の
一
先
駆
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
日
本
法
律
思
想
史
上
、
甚
だ
大
き
な
意
義
を
有
す

る
、
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
第
三
節
か
ら
第
六
節
に
至
る
ま
で
、
筆
者
は
『
年
成
録
』
に
著

さ
れ
た
五
つ
の
具
体
的
な
事
件
と
判
決
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
履
軒

の
判
決
批
評
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
対
す
る
履
軒

の
批
評
の
立
場
が
、
情
状
酌
最
主
義
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
刑
名
法

術
思
想
を
厳
し
く
論
難
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

加
え
て
筆
者
は
、
履
軒
の
判
決
批
評
に
は
、
幼
稚
な
形
で
は
あ
る
が
、

現
代
に
お
け
る
教
育
刑
の
思
想
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
点
に
注
目
す
る
。
す

な
わ
ち
履
軒
は
、
刑
罰
の
極
意
を
、
刑
を
以
て
人
民
を
教
え
育
み
、
彼
ら

七
八



を
社
会
人
と
し
て
社
会
生
活
に
堪
え
得
る
も
の
た
ら
し
む
る
こ
と
と
考

え
て
い
た
。
筆
者
は
こ
う
し
た
履
軒
の
思
想
を
、
応
報
刑
か
ら
教
育
刑

へ
、
と
い
う
行
刑
思
想
の
流
れ
と
考
え
あ
わ
せ
、
高
く
評
価
す
る
の
で
あ

る。
最
後
に
第
七
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
『
年
成
録
』
に
現
わ
れ
た
中
井
履

軒
の
刑
事
判
決
批
評
論
を
総
括
す
る
。
そ
し
て
ま
ず
初
め
に
、
履
軒
の
論

述
が
、
一
貫
し
た
系
統
的
・
組
織
的
学
問
体
系
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

く
、
雑
駁
な
評
論
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の

原
因
は
、
履
軒
の
学
問
が
、
経
世
済
民
を
講
ず
る
中
に
法
律
論
を
も
含
ん

で
い
た
、
当
時
の
非
系
統
的
な
学
問
観
の
影
響
下
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

と
す
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
股
軒
の
思
想
は
近
世
末
期
に
お
い
て
出
色
の
も
の

で
あ
っ
た
、
と
筆
者
は
重
ね
て
強
調
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
事
情
を
全
く

酌
盤
せ
ず
、
無
雑
作
に
極
刑
を
科
し
て
い
た
当
時
の
法
律
思
想
な
い
し
制

度
に
対
し
て
、
大
胆
な
論
評
を
加
え
た
点
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
論
証
が
、

人
命
の
尊
重
お
よ
び
犯
人
の
社
会
人
化
を
内
容
と
し
て
い
る
点
は
、
疑
い

も
な
く
封
建
的
法
律
思
想
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
で
あ
る
と
言
い
得
る
、

と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
箪
者
は
結
論
と
し
て
、
近
世
末
期
は
鎖
国
捩
夷
の
一
点
に
お
い

て
の
み
で
は
な
く
、
法
律
思
想
史
上
に
お
い
て
も
ま
た
新
時
代
が
開
展
し

つ
つ
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
中
井
履
軒
の
思
想
は
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
る
、
と
述
べ

る。

恨
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
同

七
九

⑬
論
文
＂
神
田
喜
一
郎
「
中
井
竹
山
と
細
合
半
斎
」
（
『
日
本

に
お
け
る
中
国
文
学
I
|
—
日
本
填
詞
史
話
上
—
|
』
ニ

玄
社
、
昭
和
四
十
年
）

本
論
文
は
、
中
国
の
文
学
を
日
本
人
が
い
か
に
受
容
し
且
つ
移
植
し
た

か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
填
詞
（
漠
詩
の
一
種
で
詞
、
あ
る
い
は
詩

余
と
も
い
う
。
楽
譜
に
合
わ
せ
て
字
句
を
填
入
し
た
も
の
）
と
い
う
一
っ

の
中
国
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
日
本
人
の
作
品
を
歴
史
的
に
跡
づ
け

よ
う
と
す
る
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
中
井
竹
山
と
細
合
半
斎
と
を
取
り
上

げ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
ま
ず
、
中
井
竹
山
の
詩
集
『
奨
陰
略
稿
』
が
、
上
は
風
雅
に
擬

し
た
四
言
古
詩
か
ら
下
は
七
言
絶
句
に
至
る
ま
で
、
古
今
体
詩
の
各
体
に

わ
た
る
様
々
な
作
品
を
収
め
た
上
、
最
後
に
「
詩
余
」
と
題
し
て
狽
詞
五

け
つ関

を
収
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
竹
山
が
こ
れ
ら
の
填
詞
を
試
み
た
年
代

は
、
『
奨
陰
略
稿
』
の
巻
首
に
あ
る
自
序
（
安
永
癸
巳
〈
二
年
〉
）
か
ら
大

体
推
定
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
五
関
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
寿
外
祖
母
七
十
詞
二
関
」
、
「
寿
恭
奄
医
士
六
秩
詞
二
関
」
、
及
び
「
子

常
子
寅
昆
弟
。
初
久
無
嗣
。
伯
氏
中
年
而
得
男
。
今
弦
仲
冬
。
叔
氏
亦
挙

児
。
因
歌
梅
花
詞
一
関
寄
賀
。
」
と
題
さ
れ
た
も
の
の
計
五
関
で
あ
る
。

ま
た
以
上
の
五
関
の
外
、
明
治
の
末
に
新
た
に
復
興
し
た
懐
徳
堂
で
上

梓
し
た
『
奨
陰
集
』
巻
四
に
、
「
題
洞
庭
図
」
と
題
す
る
填
詞
一
関
が
見

え
、
筆
者
は
こ
れ
も
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
『
莫
陰
略
稿
』

以
後
の
作
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

続
い
て
筆
者
は
、
そ
も
そ
も
竹
山
は
洛
間
の
学
を
奉
じ
、
特
に
経
世
実

用
を
主
と
し
た
学
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
反
面
詩
文
を
好
み
、
当
時
の
浪



懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
回

華
の
地
に
お
け
る
鬱
然
た
る
重
鎮
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
田
能
村
竹
田
が
『
詩
話
』
の
中
に
「
克
実
有

余
。
風
趣
梢
乏
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
適
評
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、

専
門
詩
人
を
し
て
後
に
睦
若
せ
し
め
る
作
品
も
少
な
く
な
い
と
す
る
。
加

え
て
、
さ
す
が
に
竹
山
は
学
者
だ
け
あ
っ
て
、
詩
学
を
研
鑽
す
る
こ
と
が

深
く
、
今
体
詩
の
声
律
を
論
じ
た
『
詩
律
兆
』
の
よ
う
な
名
著
も
残
し
て

い
る
こ
と
、
更
に
填
詞
に
つ
い
て
も
一
往
の
研
究
を
試
み
て
い
た
こ
と

が
、
『
詩
律
兆
』
巻
十
一
の
附
録
に
収
め
る
「
論
」
の
第
四
か
ら
窺
い
う

る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
竹
山
の
填
詞
六
関
に
つ
い
て
筆
者
は
、
当
時

斯
学
が
猶
お
草
昧
に
属
し
た
時
代
の
作
品
と
し
て
は
相
当
な
も
の
で
あ

る
、
と
評
価
す
る
。
た
だ
し
、
お
そ
ら
く
は
明
人
の
影
響
に
よ
っ
て
寿
賀

の
作
が
多
い
こ
と
、
ま
た
一
闘
は
失
調
で
あ
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
、
と

述
べ
る
。

竹
山
に
続
き
、
こ
の
頃
浪
華
の
地
に
は
あ
る
程
度
塙
詞
趣
味
が
勃
興
し

て
い
た
た
め
か
、
竹
山
よ
り
三
歳
年
長
で
や
は
り
浪
華
の
地
に
住
み
、
詩

文
の
外
書
法
に
も
秀
で
た
文
人
・
細
合
半
斎
も
填
詞
を
作
っ
て
い
る
、
と

筆
者
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
安
永
四
年
に
刊
刻
さ
れ
た
『
小
草
初
筐
』

の
う
ち
の
『
寓
津
集
』
に
見
え
る
半
斎
の
填
詞
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ

ち
、
「
題
堅
田
千
仏
閣
図
。
調
応
天
長
第
六
体
。
」
、
「
南
祠
子
第
一
体
」
、

「
蒼
梧
謡
」
、
「
漬
湘
神
」
、
「
采
蓮
曲
」
、
及
び
「
荷
葉
杯
第
一
体
」
の
計

六
関
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
填
詞
が
作
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
筆
者
は
『
小
草
初
餃
』

の
自
序
に
「
生
れ
て
十
有
五
、
浪
華
に
寓
す
」
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、

そ
の
没
年
か
ら
逆
算
し
て
、
寛
保
元
年
以
後
、
安
永
四
年
以
前
に
相
違
な

い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
半
斎
が
填
詞
を
作
っ
た
時

期
は
竹
山
が
墳
詞
を
作
っ
た
時
期
と
重
な
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

こ
か
ら
、
或
い
は
竹
山
と
半
斎
と
は
互
い
に
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
対
抗
意
識

を
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
竹
山
と
半
斎
の
填
詞
を
紹
介
し
た
後
、
筆
者
は
二
人
の

作
品
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
、
公
平
に
い
っ
て
、
竹
山
は
半
斎
に
一
薔
を

輸
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
半
斎
の
方
を
評
価
す
る
。
も
っ
と
も
、
半
斎

の
作
も
梢
々
体
を
具
え
る
程
度
で
、
決
し
て
填
詞
と
し
て
上
品
と
は
い
え

ず
、
ま
た
一
部
脱
字
が
あ
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者

に
よ
れ
ば
、
半
斎
の
オ
気
は
竹
山
の
上
に
在
り
、
填
詞
の
本
質
的
な
も
の

を
当
時
と
し
て
は
い
く
ら
か
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
筆
者
は
、
半
斎
の
長
子
で
、
わ
ず
か
十
八
を
以
て
夭
折
し
た
張

庵
に
も
填
詞
の
作
が
一
関
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
「
為
張
伯
龍
祝
凍

梨
翁
五
十
詞
」
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
少
年
の

作
で
あ
り
、
も
と
よ
り
巧
拙
を
論
ず
べ
き
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
さ

す
が
に
庭
訓
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
評
価
す
る
。

⑫
論
文
晶
但
良
亨
「
中
井
履
軒
」
（
『
近
世
の
儒
教
思
想
ー
ー

「
敬
」
と
「
誠
」
に
つ
い
て
ー
』
塙
書
房
、
昭
和
四
十
一

年）
本
論
文
は
、
近
世
の
儒
者
の
思
想
を
材
料
と
し
な
が
ら
日
本
倫
理
思
想

史
を
考
察
す
る
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
中
井
履
軒
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
徳
川
時
代
前
半
の
儒
教
思
想
界

に
は
、
一
方
に
外
在
的
な
礼
楽
を
重
視
す
る
傾
向
（
「
敬
」
中
心
の
偏
学
）

八
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が
成
長
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
一
方
に
は
心
情
を
重
視
す
る
傾
向
（
「
誠
」

中
心
の
儒
学
）
が
お
し
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
前
者
が
そ
の
極
ま
っ

た
形
に
お
い
て
説
か
れ
、
そ
の
行
き
過
ぎ
が
批
判
さ
れ
、
や
が
て
衰
退
し

は
じ
め
た
時
、
後
者
が
い
よ
い
よ
思
想
界
の
表
面
に
お
し
出
さ
れ
る
時
を

む
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
「
帰
一
の
風
」
が
な
か
っ
た

た
め
、
代
表
的
な
儒
者
は
存
在
し
な
い
が
、
中
で
も
お
も
だ
っ
た
儒
者
の

一
人
と
し
て
、
筆
者
は
中
井
履
軒
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
筆
者
は
、
既
に
武
内
義
雄
氏
（
「
日
本
の
偏
教
」
〈
『
易
と
中
庸

と
の
研
究
』
所
収
〉
）
に
よ
っ
て
特
筆
さ
れ
た
よ
う
に
、
履
軒
が
誠
を
重

視
す
る
思
想
に
文
献
学
的
基
礎
を
与
え
た
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す

る
。
つ
ま
り
、
履
軒
は
経
害
の
な
か
で
誠
を
強
く
説
く
も
の
で
あ
る
『
中

庸
』
に
は
錯
箇
が
あ
る
と
主
張
し
、
伊
藤
仁
斎
（
『
中
庸
発
揮
』
）
に
よ
っ

て
説
か
れ
た
、
『
中
庸
』
の
う
ち
の
誠
を
説
く
部
分
は
後
人
の
挿
入
で
あ

る
と
す
る
説
を
批
判
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
履
軒
は
、
誠
を
と

く
『
中
庸
』
の
信
依
性
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
履
軒
が
霞
視
し
た
誠
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
ま
ず
履
軒
の
著
『
中
附
逢
言
』
の
一
節
を
引
き
、

誠
は
『
中
庸
』
の
著
者
・
子
思
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
弛
調
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
、
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
子
思
に
よ
っ
て
古
の
聖
人
の
精
神
と
は
全
く
異
質
的
な
も
の
が

持
ち
込
ま
れ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
既
に
あ
っ
た
も
の
、

具
体
的
に
は
忠
信
の
字
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
子
思
に
お
い

て
誠
と
し
て
お
し
出
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
履
軒
は
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
履
軒
の
忠
信
に
対
す
る
理
解
が
問
題
と
な
る
が
、
履
軒
は
そ

懐
徳
堂
関
係
研
究
文
献
提
要
四
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れ
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
忠
を
「
心
を
つ
く
し
て
誠
を

呈
す
る
の
義
」
と
し
、
「
愛
敬
の
外
に
あ
り
、
混
ず
べ
か
ら
ず
」
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
、
と
筆
者
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
愛
敬
と

忠
と
を
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
の
履
軒
の
理
解
は
、
誠
の
理
解
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。

続
い
て
筆
者
は
、
『
大
学
』
の
「
所
謂
誠
其
意
者
母
自
欺
也
。
如
悪
悪

臭
、
如
好
好
色
、
此
之
謂
自
嫌
、
故
君
子
必
慎
其
独
也
」
の
註
釈
（
『
大
学

雑
議
』
）
か
ら
、
履
軒
の
説
く
誠
の
内
容
は
、
自
ら
を
欺
か
ぬ
こ
と
、
ま

た
他
人
を
欺
か
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は

言
動
に
「
内
外
無
問
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

更
に
筆
者
は
、
履
軒
が
誠
を
「
善
を
え
ら
ん
で
固
く
執
る
」
と
こ
ろ
に

形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
何

が
仁
で
あ
り
何
が
義
で
あ
る
か
は
、
「
学
問
思
弁
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
陽
明
の
徒
の
ご
と
く
「
固
有
の
善
」
だ
け

を
考
え
る
だ
け
で
は
妄
行
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
も
考
え
て
い

た
こ
と
を
確
認
す
る
。
と
す
れ
ば
、
履
軒
は
「
学
問
思
弁
」
に
よ
っ
て
客

観
的
に
価
値
を
判
断
し
、
そ
こ
に
誠
を
形
成
せ
ん
と
考
え
て
い
た
か
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
履
軒
に
お
け
る
「
学
問
思
弁
」
は
、
結
局
倫

理
の
客
観
的
把
握
を
煮
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
筆

者
は
履
軒
の
格
物
に
対
す
る
解
釈
な
ど
か
ら
指
摘
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
履
軒
の
思
想
に
お
け
る
誠
は
特
に
個
性
的

な
理
解
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
孝
な
る
も
の
未
だ

誠
あ
ら
ざ
れ
ば
喚
ん
で
孝
と
な
す
べ
か
ら
ず
」
、
「
性
徳
誠
に
よ
っ
て
立

つ
」
な
ど
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
と
も
か
く
履
軒
が
誠

を
重
視
す
る
思
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
結
論
す



懐
徳
堂
研
究
新
刊
紹
介

る
。
誠
を
そ
の
核
心
に
お
く
『
中
庸
』
の
権
威
を
文
献
学
的
に
う
ら
づ
け

よ
う
と
し
た
彼
の
仕
事
そ
の
も
の
が
、
な
に
よ
り
誠
の
榛
頭
の
象
徴
的
な

意
味
を
十
分
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
筆
者
は
、
こ
う
し
た
誠
を
倫
理
の
基
本
と
す
る
傾
向
の
顕
著
に

現
れ
て
き
た
時
代
が
、
至
誠
に
生
き
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
理
想
と
す
る
志

士
た
ち
の
活
躍
し
た
幕
末
に
先
行
し
た
こ
と
、
そ
の
上
、
そ
の
誠
が
、
幕

末
の
志
士
に
み
る
よ
う
な
革
命
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
日
常
的

な
レ
ベ
ル
で
の
、
他
者
に
対
す
る
無
私
性
の
行
為
に
お
け
る
実
現
を
求
め

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す

る

。

（

竹

田

健

二

）

懐
徳
堂
研
究
の
新
刊
紹
介

懐
徳
堂
の
研
究
は
、
最
近
の
記
念
会
や
友
の
会
の
活
動
も
あ
っ
て
か
、

か
な
り
進
ん
で
い
ま
す
。
『
恢
徳
』
五
三
号
に
寄
稿
さ
れ
た
シ
カ
ゴ
大
学

の
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
氏
の
懐
徳
堂
研
究
も
本
と
し
て
ま
と
ま
り
、
目
下
印

刷
中
で
近
く
刊
行
さ
れ
る
運
び
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
阪
大
学
に
留

学
中
の
上
海
・
復
旦
大
学
の
陶
徳
民
氏
も
こ
れ
を
研
究
の
主
題
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
国
際
的
に
も
大
阪
が
生
ん
だ
学
問
・
思
想
が
問
わ
れ
て
い
る
と

申
し
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
懐
徳
堂
と
大
阪
の
研
究
に
と
っ

て
、
関
係
の
深
い
書
物
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

（
中
尾
松
泉
堂
書
店
刊

水
田
紀
久
『
近
世
浪
華
学
芸
史
談
』

六
五
二
頁
定
価
六
千
円
）

水
田
氏
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い
近
世
上
方
学
芸
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者
で

す
が
、
本
年
、
還
暦
を
お
迎
え
に
な
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
、
か
ね
て
書

か
れ
た
文
章
を
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
わ
り
あ
い
小
品
が
多
い
の
で
す
が
、

懐
徳
堂
は
も
ち
ろ
ん
泊
園
書
院
・
混
沌
詩
社
・
梅
花
社
が
と
り
あ
げ
ら

れ
、
仲
基
・
蝠
桃
・
兼
殴
堂
・
三
島
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
は
新
資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
主
人
公
を
う
か
び
あ
が
ら
せ

る
な
ど
、
な
か
な
か
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
す
。
含
翠
堂
の

こ
と
は
、
私
ど
も
の
研
究
室
に
土
橋
文
庫
が
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
私

も
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
水
田
氏
は
「
摂
津
名
所
図
会
」
に
あ

る
「
伊
藤
東
涯
先
生
講
筵
を
闘
く
の
図
」
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
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