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辺
利
夫
精
選
著
作
集
第
6
巻
　
福
澤
諭
吉
と
後
藤
新
平
─
─
ま
え
が
き

　
第
6
巻
に
は
『
決
定
版
・
脱
亜
論
』（
育
鵬
社
）
と
『
後
藤
新
平
の
台
湾
』（
中
央
公
論
新
社
）
を
収
録
す
る
。
前
者
は
明
治
維
新

期
の
日
本
近
代
史
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
方
を
平
易
に
述
べ
て
、
大
学
で
の
講
義
テ
キ
ス
ト
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
幕
末
・
維
新
期

の
日
本
の
近
代
の
あ
り
よ
う
を
解
説
し
、
こ
れ
に
福
澤
が
ど
ん
な
意
見
を
開
陳
し
た
の
か
を
章
末
に
書
き
込
ん
で
や
や
特
異
な
形
の

福
澤
論
に
仕
立
て
て
み
た
。

　
明
治
維
新
が
成
っ
た
も
の
の
、
政
権
の
主
導
権
は
薩
長
人
士
が
握
り
、
そ
の
専
制
政
治
（「
有
司
専
制
」）
に
対
す
る
、
国
民
の
批

判
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
を
背
に
、
板
垣
退
助
ら
は
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
政
府
に
提
出
し
た
。
明
治
13

年
（
1

8

8

0
）
に
は
「
国
会
期
成
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
、
自
由
民
権
運
動
と
し
て
知
ら
れ
る
改
革
主
義
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
朝

野
を
覆
い
、「
国
権
論
」
と
「
民
権
論
」
を
軸
と
す
る
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
国
権
論
と
は
、
国
家
権
力
が
強
け
れ
ば
こ
そ
、
国
民
の
権
利
・
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
基
本
と
し
、
対
す
る
に
、
民

権
論
は
、
国
民
の
権
利
・
自
由
が
保
障
さ
れ
、
初
め
て
国
権
も
強
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
幼
い
論
争
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
よ
う
が
、
平
成
27
年
9
月
に
成
立
し
た
「
平
和
安
全
法
制
」
を
め
ぐ
る
与
野
党
間
の
論
戦
や
、
法
案
に
反
対
す
る
憲
法
学
者
の
い

か
に
も
生
硬
で
猛
々
し
い
「
立
憲
主
義
論
」
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
と
、
日
本
の
政
治
思
想
は
明
治
の
初
年
以
来
、
ま
る
で
成
熟
す
る

こ
と
な
く
、
む
し
ろ
劣
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
の
感
さ
え
抱
か
さ
れ
る
。
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福
澤
諭
吉
は
、
自
由
民
権
運
動
を
め
ぐ
る
論
争
を
み
つ
め
て
、
明
治
13
年
に
『
時
事
小
言
』
な
る
警
世
の
書
を
刊
行
し
た
。
天
賦

人
権
説
や
社
会
契
約
説
の
主
唱
者
の
福
澤
は
、
と
か
く
民
権
論
者
だ
と
捉と
ら

え
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
ん
な
ふ
う
に
記
し
て
い
る
概
説

書
が
い
ま
も
あ
る
ほ
ど
だ
が
、
不
勉
強
も
甚
だ
し
い
。
私
（
福
澤
）
は
も
と
よ
り
民
権
論
に
反
対
す
る
者
で
は
な
い
。
国
会
開
設
も

必
要
な
こ
と
だ
と
は
思
う
が
、
民
権
の
伸
長
を
図
っ
て
い
か
な
る
「
国
柄
」
の
国
家
を
創
る
べ
き
か
を
論
じ
な
い
民
権
論
な
ど
に
、

与く
み

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
民
権
伸し
ん

暢ち
ょ
うす
る
を
得
た
り
、
甚は
な
は
だ
愉
快
に
し
て
安
堵
し
た
ら
ん
と
雖い
え
ど
も
、
外
面
よ
り
国
権
を
圧
制

す
る
も
の
あ
り
、
甚
だ
愉
快
な
ら
ず
」。
国
権
そ
の
も
の
が
、
外
国
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
ら
れ
か
ね
な
い
帝
国
主
義
的
な
国
際
環
境

に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
顧
慮
す
る
こ
と
の
な
い
内
治
重
視
の
民
権
論
は
、
ナ
イ
ー
ブ
に
過
ぎ
て
、
到
底
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
福
澤
は
、「
正し
ょ
う
ど
う
道
」
と
「
権け
ん

道ど
う

」
と
い
う
用
語
法
を
も
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
論
理
を
鮮
明
に
示
す
。
民
権
論
は
純
理
に
お

い
て
は
天
然
の
正
道
で
あ
り
、
国
権
論
は
人
為
を
加
え
て
造
ら
れ
た
便
宜
上
の
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
権
論
は
権
道
で
あ
る
。

権
道
と
は
“
手
段
や
方
法
は
道
義
か
ら
外
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
正
道
に
適
う
政
治
選
択
で
あ
る
”
と
い
っ
た

意
味
合
い
の
概
念
で
あ
る
。

　
帝
国
主
義
勢
力
が
、
ア
ジ
ア
に
着
々
と
勢
力
拡
大
を
謀
る
こ
の
「
西
力
東と
う

漸ぜ
ん

」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
正
道
を
顧
み
る
い
と
ま
は
日

本
に
は
な
い
。
権
道
と
い
う
べ
き
人
為
の
国
権
論
に
「
我
輩
は
従
う
者
な
り
」
と
福
澤
は
宣
言
す
る
。
そ
し
て
「
眼
を
海
外
に
転
じ

て
国
権
を
振
起
す
る
方
略
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
我
輩
畢ひ
っ

生せ
い

の
目
的
は
唯
こ
の
一
点
に
在
る
の
み
」
と
喝
破
し
た
の
で
あ
る
。

　“
青さ
ざ
え螺

が
殻
の
中
に
収
ま
り
す
っ
か
り
安
堵
し
て
い
た
の
だ
が
、
急
に
外
の
方
が
騒
が
し
く
な
っ
た
の
で
、
こ
っ
そ
り
頭
を
殻
か

ら
出
し
て
周
辺
を
う
か
が
え
ば
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
、
何
と
自
分
の
身
は
殻
と
一
緒
に
魚
市
場
の
俎
ま
な
い
たの

上
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
”
と
い
う
た
と
え
話
を
引
き
合
い
に
、
福
澤
は
こ
う
い
う
。「
国
は
人
民
の
殻
な
り
。
そ
の
維
持
保
護
を
忘
却
し
て
可か
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な
ら
ん
や
。
近
時
の
文
明
、
世
界
の
喧
嘩
、
誠
に
異
常
な
り
。
或あ
る
いは

青
螺
の
禍
わ
ざ
わ
いな

き
を
期
す
べ
か
ら
ず
。」

　
現
在
の
中
国
は
、
国
際
法
秩
序
を
無
視
し
て
、
力
に
よ
る
海
洋
の
現
状
変
更
に
強
硬
な
態
度
を
崩
さ
な
い
。
ハ
ー
グ
の
常
設
仲
裁

裁
判
所
は
中
国
の
強
硬
な
態
度
に
抗
議
し
た
の
だ
が
、
中
国
は
国
連
常
任
理
事
国
に
あ
る
ま
じ
き
ま
こ
と
に
野
卑
な
言
動
を
も
っ
て

こ
れ
に
応
じ
た
。
中
国
が
信
奉
す
る
も
の
は
力
の
み
で
あ
り
、
力
に
よ
っ
て
新
勢
力
圏
を
創
出
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
真
意
で

あ
る
。
北
朝
鮮
が
核
実
験
を
次
々
と
敢
行
し
、
か
く
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
技
術
的
成
熟
に
よ
り
核
兵
器
の
小
型
化
・
弾
頭
化
の
可

能
性
が
高
ま
り
、
韓
国
、
日
本
は
も
と
よ
り
、
米
国
を
射
程
に
入
れ
た
核
搭
載
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
掌
中
に
す
る
の
は
、
時
間
の
問
題

だ
と
専
門
家
は
み
な
す
。

　
明
治
11
年
（
1

8

7

8
）
の
『
通
俗
国
権
論
』
に
お
い
て
福
澤
は
、「
大
砲
弾
薬
は
以も
つ

て
有あ

る
道
理
を
主
張
す
る
備そ
な
え
に
非あ
ら

ず
し
て

無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
」
と
い
う
。

　「
無
き
道
理
を
造
」
ろ
う
と
し
て
い
る
中
国
と
北
朝
鮮
に
、
国
際
法
を
遵
守
せ
よ
と
い
っ
て
も
、
所
詮
は
“
蛙
の
面つ
ら

に
水
”
で
あ

る
。「
苟
い
や
し
くも
独
立
の
一
国
と
し
て
、
徹
頭
徹
尾
、
外
国
と
兵
を
交ま
じ

ゆ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
せ
ば
、
猶な
お

一
個
人
が
畳
の
上
の
病
死
を
覚

悟
し
た
る
が
如
く
、
即
日
よ
り
独
立
の
名め
い

は
下く

だ
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。

　
外
交
が
重
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
弓
を
「
引ひ
き

て
放
た
ず
満
を
持
す
る
の
勢
を
張
る
」
国
民
の
気
力
と
兵
力
を
後
ろ

盾
に
も
た
な
い
政
府
が
、
交
渉
を
通
じ
て
外
交
を
決
す
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
、
と
福
澤
は
い
う
。
極
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
的

リ
ス
ク
が
、
開
国
・
維
新
期
の
そ
れ
に
酷
似
す
る
極
度
の
緊
迫
状
況
に
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、
往
時
の
最
高
の
知
識
人
が
、

何
を
も
っ
て
国
を
守
ろ
う
と
語
っ
た
の
か
、
真
剣
な
眼
差
し
で
こ
の
こ
と
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。

　
後
藤
新
平
は
、
内
務
省
衛
生
局
長
に
就
任
以
来
、
初
代
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
、
初
代
満
鉄
総
裁
、
内
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
東
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京
市
長
な
ど
い
く
つ
も
の
要
職
を
務
め
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
て
、
変
幻
自
在
な
政
策
の
建
議
・
立
案
・
施
行
を
指
揮
し
た
稀

有
の
官
僚
政
治
家
で
あ
る
。
多
彩
な
政
治
的
経
歴
を
後
藤
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
し
た
人
物
は
、
日
本
の
近
代
史
の
中
で
も
そ

う
は
い
な
い
。
後
藤
の
縦
横
無
尽
の
人
生
に
は
一
個
の
信
条
が
貫
い
て
い
た
。
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
信
条
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
自
在
な

人
生
で
あ
っ
た
。

　
後
藤
の
信
条
は
衛
生
局
長
の
時
代
、
明
治
22
年
（
1

8

8

9
）、
32
歳
の
時
に
著
し
た
『
国
家
衛
生
原
理
』（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
の
中
に
顕
現
さ
れ
る
。
こ
の
著
作
の
執
筆
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
の
思
考
が
言
語
化
さ
れ
て
思
想
と
な
り
信
条
と
な

り
、
こ
れ
が
後
藤
の
人
生
を
方
向
づ
け
た
。
後
藤
は
政
治
家
に
し
て
は
多
作
の
人
だ
が
、
こ
の
著
作
ほ
ど
自
身
の
人
間
観
、
国
家
観
、

世
界
観
を
力
動
的
に
説
い
た
も
の
は
他
に
な
い
。

　
著
作
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
の
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
称
さ
れ
、
一
世
を
風
靡
し
た
社
会
進
化
論
で
あ
る
。
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
に
よ
っ
て
説
き
明
か
さ
れ
た
生
存
競
争
、
適
者
生
存
を
基
礎
概
念
と
す
る
生
物
学
的
進
化
論

が
、
生
物
学
の
域
を
超
え
て
社
会
思
想
に
ま
で
深
甚
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
生
命
体
と
し
て
の
個
体
が
次
世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
環
境
に
う
ま
く
適
応
し
よ
う
と
個
体

相
互
の
間
で
競
争
が
生
ま
れ
、
こ
の
生
存
競
争
の
過
程
で
環
境
に
適
用
で
き
た
個
体
が
生
き
延
び
、
適
応
で
き
な
か
っ
た
個
体
は
自

然
淘
汰
さ
れ
、
か
く
し
て
生
命
体
は
進
化
を
つ
づ
け
る
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
説
い
た
。
こ
の
生
物
学
的
進
化
論
を
社
会
進
化
論
と
し
て

提
起
し
た
の
が
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
適
者
生
存
と
い
う
の
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
造
語
で
あ
る
。

　
社
会
が
進
歩
す
る
と
い
う
思
想
は
ス
ペ
ン
サ
ー
以
前
に
あ
っ
て
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
欧
米
諸
国
を
巻
き
込
ん
だ

技
術
革
新
と
産
業
革
命
の
波
は
社
会
に
大
き
な
変
動
を
も
た
ら
し
、
こ
の
社
会
変
動
に
は
何
か
説
明
さ
る
べ
き
固
有
の
方
向
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
に
い
た
っ
た
。
後
藤
を
深
く
捉
え
た
の
も
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
社
会
進
化
論
で
あ
っ
た
。
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後
藤
は
こ
う
い
う
。“
生
存
競
争
の
道
は
瞬
時
た
り
と
も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
適
者
生
存
の
道
理
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
や
し
く
も
生
を
授
け
ら
れ
た
者
は
競
争
の
攻
撃
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
克
服
し
、
み
ず
か
ら
を
養
い
、
生
殖
を
つ

づ
け
な
け
れ
ば
生
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
間
も
生

物
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　「
人
類
も
亦ま
た

実
に
生
物
の
一ひ
と
つな

り
」。
こ
う
見
定
め
た
こ
と
が
後
藤
の
出
発
点
で
あ
り
、
到
達
点
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
文
章
に
つ
づ

い
て
後
藤
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
目
的
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。“
生
体
を
傷
つ
け
る
も
の
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
克
服
し
、

公
正
を
保
ち
な
が
ら
給
養
と
生
殖
を
営
み
、
心
と
体
を
健
全
に
発
達
さ
せ
る
の
に
十
分
な
生
活
状
態
、
す
な
わ
ち
「
生
理
的
円
満
」

を
確
保
す
る
こ
と
こ
そ
が
人
間
の
生
の
目
的
に
他
な
ら
な
い
。”

　
人
間
も
生
物
の
一
つ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
装
を
す
べ
て
取
り
払
っ
て
最
終
的
に
な
お
残
る
人
間
生
存
の
究
極
的
な

目
的
は
、
生
理
的
円
満
の
確
保
に
あ
る
。
そ
し
て
人
間
が
こ
の
生
理
的
円
満
を
求
め
る
の
は
、
人
間
の
中
に
本
来
的
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
「
生
理
的
動
機
」
の
ゆ
え
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
に
「
固
有
セ
ル
一
種
ノ
天
性
」
だ
と
も
い
う
。
生
理
的
動
機
に
も
と
づ
い

て
生
理
的
円
満
を
求
め
、
こ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
が
人
生
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
。
正
邪
と
か
善
悪
と
か
い
う
倫
理
は
、
こ
の
最

終
的
目
的
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
仮
称
」
に
過
ぎ
な
い
。
後
藤
は
こ
う
い
う
。“
社
会
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
正
邪
だ
と
か
正
不
正

だ
と
い
う
の
は
、
実
は
健
全
な
る
生
活
を
営
む
の
に
そ
れ
が
適
正
で
あ
る
の
か
否
か
、
つ
ま
り
は
生
理
的
円
満
に
資
す
る
の
か
否
か

だ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。”

　
価
値
の
徹
底
的
な
相
対
化
で
あ
る
。

　
後
藤
の
唱
え
る
「
衛
生
」
の
概
念
は
通
例
の
も
の
よ
り
は
広
い
。
人
間
の
生
存
を
保
障
す
る
社
会
的
機
能
、
法
や
制
度
や
組
織
、

医
療
、
上
下
水
道
を
含
む
イ
ン
フ
ラ
全
体
を
指
す
。
人
間
の
生
理
的
円
満
を
満
た
す
た
め
の
法
や
制
度
、
組
織
の
こ
と
ご
と
く
が
衛
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生
に
関
わ
り
、
国
家
と
は
実
は
衛
生
を
保
障
す
る
た
め
の
「
衛
生
団
体
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
。
人
間

の
生
理
的
円
満
は
個
々
の
人
間
の
力
で
は
到
底
確
保
で
き
な
い
。
個
々
の
人
間
の
力
を
超
え
た
「
公
共
ノ
力
」
が
欠
か
せ
な
い
。

各
々
が
生
理
的
円
満
を
放
縦
に
追
求
し
て
も
こ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
人
間
の
生
理
的
円
満
を
満
た
す
に
は
公

共
的
秩
序
が
不
可
欠
で
あ
る
。
公
共
的
秩
序
の
形
成
者
が
つ
ま
り
は
国
家
な
の
だ
と
後
藤
は
い
う
。
人
間
に
内
在
す
る
生
理
的
円
満

へ
の
欲
求
が
国
家
の
存
在
を
必
然
的
に
求
め
る
、
そ
う
い
う
思
考
の
回
路
が
後
藤
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
藤
の
国
家
起
源
説
で
あ
る
。

　
個
々
人
の
私
的
利
益
の
追
求
が
自
己
運
動
を
重
ね
て
い
っ
て
最
適
解
に
い
た
る
と
い
っ
た
予
定
調
和
的
な
世
界
観
と
は
き
わ
だ
っ

て
対
照
的
な
世
界
観
が
後
藤
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
界
観
を
現
実
の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
試
図
が
後
藤
の
台
湾
開
発
で
あ
っ

た
。

　
後
藤
は
台
湾
住
民
が
生
理
的
円
満
を
得
よ
う
と
ど
の
よ
う
な
慣
行
の
中
で
生
き
て
き
た
の
か
、
ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
徹
底
調
査
す

る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
児
玉
か
ら
総
督
就
任
に
際
し
て
の
施
政
方
針
演
説
の
た
め
の
草
稿
を
認し
た
ため
よ
と
命
じ

ら
れ
た
際
、
後
藤
が
あ
の
児
玉
に
対
し
て
、
今
は
施
政
方
針
を
表
明
す
る
時
期
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
述
べ
た
と
い
う
。
総
督
が
ま

ず
や
る
べ
き
こ
と
は
、
総
督
が
そ
の
統
治
を
委
任
さ
れ
た
台
湾
の
住
民
生
活
の
あ
り
よ
う
、
台
湾
社
会
の
グ
ラ
ス
ル
ー
ツ
に
古
く
か

ら
伝
わ
る
慣
行
、
つ
ま
り
は
「
旧
慣
」
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
「
生
物
学
の
原
理
」
に
も
と
づ
く
統
治
を
開
始
し

よ
う
で
は
な
い
か
と
諄
々
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
個
々
の
生
物
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
生
態
的
条
件
の
中
で
生
き
て
い
る
。
一
国
の
生
物
を
他
国
に
移
植
し
て
も
う
ま
く
は
い
か
な
い
。

個
人
や
集
団
の
中
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
固
有
の
習
慣
、
制
度
を
無
視
し
て
権
力
を
一
方
的
に
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
「
場
」
の
習
慣
、
制
度
を
十
分
に
尊
重
し
、
こ
れ
と
で
き
る
だ
け
齟そ

齬ご

を
き
た
さ
な
い
よ
う
な
政
策
が

必
要
だ
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
、
後
藤
の
思
想
の
練れ
ん

磨ま

が
あ
っ
た
。
後
藤
の
広
く
知
ら
れ
て
い
る
語
り
に
、“
鯛た
い

の
目
と
比ひ

目ら

魚め

の
目
”
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が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
社
会
の
習
慣
と
か
制
度
と
い
う
も
の
は
、
み
な
相
当
の
理
由
が
あ
っ
て
長
い
間
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
て
き
て

い
る
も
の
だ
。
そ
の
理
由
も
弁わ
き
ま

え
ず
に
未
開
国
に
文
明
国
の
文
化
と
制
度
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
の
は
文
明
の
逆ぎ
ゃ
く
せ
い

政
と
い
う
も
の

だ
」
と
い
う
。

　
後
藤
は
第
4
代
総
督
の
児
玉
源
太
郎
と
い
う
権
威
に
お
い
て
比
類
な
き
軍
政
家
に
仕
え
、
そ
の
厚
い
信
頼
を
得
た
。
し
か
も
帝
国

憲
法
や
帝
国
議
会
の
制
約
か
ら
も
離
れ
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
台
湾
の
白
い
キ
ャ
ン
パ
ス
の
う
え
に
年
来
の
思
想
「
生
物
学
の
原
理
」
に

も
と
づ
く
ア
ヘ
ン
漸
禁
策
、
土
匪
招
降
策
、
旧
慣
調
査
、
土
地
制
度
改
革
、
衛
生
事
業
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
な
ど
を
次
々
と
展
開

し
て
い
っ
た
。
台
湾
近
代
化
の
基
盤
形
成
は
後
藤
の
思
想
と
政
策
に
よ
っ
て
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
及
す
る
暇い
と
まが

な
か
っ
た
が
、
諸
事
業
の
た
め
の
人
材
抜
擢
、
抜
擢
さ
れ
た
人
間
へ
の
全
幅
の
信
頼
、
信
頼
に
応
え
る
技
術
者
、
官
僚
の
後
藤
へ
の

献
身
が
台
湾
統
治
成
功
の
物
語
を
彩
っ
て
い
る
。


