
幕
末
維
新
期
の
日
本
が
生
ん
だ
思
想
家
、
横
井
小
楠
（
文
化
六
年
ｌ
明
治
二

年
・
一
八
○
九
’
一
八
六
九
年
）
は
、
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
い
て
、
多
大

な
影
響
を
与
え
た
儒
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
同
時
代
の
他
の
思

想
家
よ
り
、
自
分
の
政
治
思
想
を
実
践
で
き
る
よ
う
な
幾
つ
か
の
機
会
を
得
た

と
思
わ
れ
る
。
彼
は
幕
末
の
変
革
期
に
幕
府
の
最
高
顧
問
と
し
て
選
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
明
治
の
新
政
府
は
彼
の
す
ぐ
れ
た
経
締
論
を
重
要
と
し
、
彼
を
新

政
府
の
参
与
と
し
て
任
命
し
た
。

幕
府
と
新
政
府
の
両
側
に
認
め
ら
れ
、
両
側
に
も
強
力
な
提
案
や
建
言
を
し

て
い
た
政
治
思
想
家
と
し
て
の
小
楠
は
、
実
際
に
如
何
な
る
立
場
に
あ
っ
て
、

如
何
な
る
国
家
を
理
想
と
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
如
何
な
る
国
家
体
制
を
望

ま
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
は
、
横
井
小
楠
の
政
治
思
想
研

究
に
お
い
て
、
重
大
な
問
題
点
と
し
て
今
日
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
分
析

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
私
は
小
楠
の
政
治
思
想
を
改
め
て
分
析
す
る

つ
も
り
は
な
い
が
、
彼
の
新
国
家
像
に
つ
い
て
論
じ
て
ふ
る
こ
と
に
す
る
。

横
井
小
楠
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
年
）
頃
に
「
時
務
策
」
と
い
う
は

一

横
井
小
楠
に
お
け
る
新
国
家
像じ

め
て
の
著
作
を
執
筆
し
て
か
ら
、
明
治
二
年
に
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
の
二
五
年

間
に
渡
っ
て
、
一
貫
し
て
理
想
的
な
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
た
と
思
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
想
国
家
を
現
実
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
、
彼
は
積

極
的
に
行
動
し
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
彼
に
は
、
提
案
や
建
言
を
提
出
す
る
こ

と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
最
初
に
彼
は
松
平
春
嶽
（
一
八
二
八
’
一
八
九
○

年
）
を
通
じ
て
幕
府
に
い
ろ
い
ろ
な
建
言
を
し
た
。
そ
の
後
、
幕
藩
体
制
が
倒

れ
る
と
、
ま
た
、
春
嶽
を
通
じ
て
新
政
府
に
も
同
じ
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
楠
は
幕
府
側
に
も
、
尊
王
擢
夷
派
の
側
に
も
偏
る
こ

と
も
な
く
、
た
だ
時
勢
を
見
て
、
自
分
の
理
想
を
実
現
で
き
る
側
に
期
待
を
か

け
て
提
案
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

小
楠
の
提
案
を
含
ん
だ
手
紙
や
対
話
記
録
、
彼
の
著
作
に
現
わ
れ
て
く
る
国

家
像
は
、
や
は
り
最
終
的
に
「
富
国
」
、
「
強
兵
」
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
国
家
形
勢
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
提
案
で
あ
る
。

二
百
数
十
年
も
つ
づ
い
た
幕
藩
体
制
は
文
政
ｌ
天
保
年
間
に
必
然
的
に
自
壊

作
用
が
お
こ
り
、
同
時
に
体
質
改
善
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
は
じ
め
、
日
本
の
社

会
は
大
き
く
揺
れ
た
。
加
え
て
、
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
を
起
点
に
、
西

欧
列
強
の
圧
力
が
日
本
に
及
び
は
じ
め
た
。
い
わ
ゆ
る
幕
末
政
局
の
胎
動
期
で

イ
サ
ム
。
Ｒ
・
ハ
ム
ザ
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あ
っ
た
。
そ
の
国
家
形
勢
に
つ
い
て
は
、
小
楠
の
著
作
の
所
々
に
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
二
百
年
前
に
は
乱
世
に
次
た
る
比
な
れ
ば
衣
食
住
を
始
萬
事
質
素
易
簡

に
し
て
、
事
物
を
乱
世
に
思
ひ
比
ぷ
る
故
人
事
も
穏
に
し
て
不
足
も
な
か

り
し
な
れ
共
、
太
平
年
久
敷
に
随
ひ
願
箸
に
成
行
も
自
然
の
勢
に
て
、
日

本
国
中
諸
大
名
の
手
前
漸
々
に
騎
傲
鄭
重
に
な
り
て
参
勤
交
代
を
初
今
日

の
諸
用
に
付
金
銀
の
費
は
次
第
に
多
く
な
れ
共
金
銀
は
増
す
方
な
く
、
国

中
の
人
口
は
増
多
に
及
べ
ど
も
土
地
は
古
昔
の
儘
な
れ
ば
費
す
虚
多
く
し

て
出
す
虚
少
く
」
（
国
是
三
論
）
・
さ
ら
に
、
幕
末
期
の
国
民
の
状
態
に

つ
い
て
は
、

「
今
日
本
如
レ
此
の
貧
国
と
な
り
た
り
。
今
日
本
三
千
五
百
萬
の
生
霊
其

衣
し
帛
食
レ
肉
の
族
は
五
六
百
萬
に
過
べ
か
ら
ず
、
其
餘
は
大
抵
凍
鰻
の
民

な
る
べ
し
。
」
（
沼
山
対
話
）
と
、
小
楠
が
具
体
的
に
国
民
の
悲
酸
な
生

活
を
訴
え
て
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
国
民
の
便
利
を
計
ろ
う
と

も
せ
ず
に
、
た
だ
徳
川
家
の
利
益
を
営
む
の
み
で
あ
っ
た
。
小
楠
か
ら
見
れ

ば
、
幕
府
支
配
下
の
日
本
は
、
政
府
の
な
い
国
だ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
使
節
、
ペ

リ
ー
の
意
見
に
同
意
し
て
い
る
。

「
日
本
全
国
の
形
勢
如
レ
斯
区
々
分
裂
し
て
統
一
の
制
あ
る
こ
と
な
け
れ

ば
、
癸
丑
の
墨
使
彼
理
が
日
本
紀
行
に
無
政
事
の
国
と
看
破
せ
し
は
實
に

活
眼
洞
視
と
云
く
し
。
当
今
忌
諄
を
犯
し
て
論
ず
る
時
は
幕
府
の
諸
侯
を

待
つ
国
初
の
制
度
兵
力
を
殺
ん
事
を
欲
す
る
に
よ
り
て
、
参
勤
交
代
を

初
大
小
に
随
て
造
営
の
助
功
、
両
山
其
他
の
火
防
・
関
門
の
守
衛
且
近
年

に
至
っ
て
は
邉
警
の
防
守
等
最
労
役
を
極
め
て
各
国
の
疲
弊
民
庶
に
被
る

事
を
顧
ず
、
又
金
銀
貨
弊
の
事
よ
り
諸
般
の
制
度
天
下
に
布
告
施
行
す
る

所
覇
府
の
権
柄
に
よ
り
徳
川
御
一
家
の
便
利
私
営
に
し
て
絶
て
天
下
を
安

ん
じ
庶
民
を
子
と
す
る
の
政
教
あ
る
こ
と
な
し
。
彼
理
が
無
政
事
と
い
へ

る
も
墓
に
然
り
・
」
（
国
是
三
論
）
・
こ
う
し
た
小
楠
の
判
断
が
徳
川
封
建

制
二
百
六
十
年
の
支
配
を
一
括
し
て
清
算
勘
定
に
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

小
楠
に
よ
る
と
、
国
家
形
勢
の
改
善
、
い
わ
ゆ
る
「
富
国
」
、
「
強
兵
」
と
い

う
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
、
古
代
三
代
の
道
、
す
な
わ
ち
古
代
聖
人
の
経
倫

論
を
適
用
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

「
其
經
総
窮
理
の
学
民
生
日
用
を
利
す
る
こ
と
、
甚
だ
廣
大
に
て
、
先
は

聖
人
の
作
用
を
得
候
。
全
躰
聖
人
の
作
用
利
世
安
民
の
事
業
二
典
三
謨
に

て
粗
見
得
可
レ
致
候
。
皐
陶
謨
に
六
府
三
事
允
又
と
有
し
之
、
六
府
は
水
・

火
・
木
・
金
・
士
・
穀
の
六
物
を
指
候
て
民
生
日
用
の
財
用
不
し
可
レ
欠
者

な
り
。
聖
人
上
に
在
て
民
生
日
用
の
世
話
を
い
た
さ
れ
右
の
六
府
を
叉
め

て
其
用
を
壷
し
、
物
産
を
仕
立
て
器
用
を
造
作
し
許
大
の
生
道
を
建
立
せ

ら
れ
た
り
」
（
沼
山
対
話
）
と
、
い
わ
ゆ
る
「
利
世
安
民
」
と
い
う
方
策

を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
方
策
は
、
経
済

改
革
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
改
革
の
第
一
歩
と
し
て
、
聖
人
は
工

業
を
興
し
、
全
国
各
地
間
に
お
い
て
の
産
物
の
交
換
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
国
内
貿
易
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
聖
人
が
舟
を
作
っ
て
川
や
海
を
利

用
し
て
い
た
。
小
楠
は
、
そ
の
古
代
聖
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い

ブ
（
》
Ｏ

「
叉
一
篇
の
禺
貢
を
讃
候
に
禺
の
水
利
を
順
導
い
た
さ
れ
候
功
業
西
洋
人

も
是
を
見
て
甚
だ
其
作
用
の
廣
大
な
る
を
嘆
感
す
と
云
。
又
禺
貢
は
至
て

簡
古
の
文
躰
な
れ
ど
も
九
州
の
物
産
を
ぱ
逐
一
記
載
し
て
、
其
士
宜
を
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察
し
以
て
有
無
交
換
の
法
制
基
本
を
立
て
ら
れ
た
り
。
先
是
に
て
聖
人
の

事
業
を
知
べ
く
候
。
其
他
舟
揖
交
易
の
道
理
易
に
も
見
え
た
れ
ば
乃
聖
人

の
始
め
ら
れ
し
こ
と
に
候
。
」
（
同
上
）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
代
の

業
績
は
、
近
代
に
な
っ
て
、
西
洋
人
に
知
ら
れ
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
、
西
洋
人
は
、
古
代
三
代
の
聖
人
が
作
用
し
た
「
利
世
安
民
」
の
方
策
を
発

展
さ
せ
、
自
国
民
の
利
益
の
た
め
に
様
女
な
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
行

し
、
産
業
社
会
を
興
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、
国
家
の
レ
ベ
ル
を
超

え
た
国
際
的
な
事
業
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
万
国
に
交
通
し
て
、
貿
易
の
利

益
を
増
や
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
が
富
み
、
軍
事
力
も
増
大
に
な
り
、
国
民

も
安
定
し
た
豊
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
小
楠
が
理
解
し
て
い
る
。

「
今
洋
人
の
所
爲
を
み
る
に
火
輪
船
・
蒸
気
車
・
傳
信
器
・
水
車
木
綿

等
を
始
と
し
て
民
生
日
用
に
便
利
の
こ
と
皆
講
究
造
作
し
て
其
至
極
を
究

め
、
近
來
又
紅
海
の
海
峡
を
堀
り
ぬ
き
海
路
と
す
る
等
の
こ
と
誠
に
莫
大

の
利
な
り
。
其
上
に
萬
国
に
交
通
し
て
交
易
の
利
を
廣
く
す
る
故
に
渠
等

国
富
兵
強
民
用
の
利
厚
く
し
て
租
税
等
も
至
て
寛
な
る
こ
と
を
得
た
り
。

之
其
經
倫
の
功
業
聖
人
の
作
用
を
得
た
る
も
の
と
可
レ
申
候
」
（
同
上
）
、

，
シ
」
Ｏ

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
幕
末
日
本
を
圧
迫
し
て
国
家
の
独
立
を
威
脅
し
た
欧

米
の
軍
艦
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
一
方
、
古
代
三
代
の
道
を
伝
統
文
化
と
し
て

い
る
日
本
に
は
、
そ
の
経
総
論
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日

本
人
と
し
て
の
小
楠
が
欧
米
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
富
強
国
を
興
す
べ
き
と
訴
え

て
い
る
こ
と
に
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼

は
、
早
速
そ
れ
ら
に
取
り
掛
か
れ
ば
、
大
い
に
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。

「
西
洋
の
前
代
は
總
て
商
買
を
以
て
国
を
立
て
候
も
の
と
み
え
候
。
近
来

に
至
り
許
大
の
經
続
を
発
明
し
た
り
。
船
も
本
支
那
作
り
に
て
、
蒸
気
船

に
な
り
し
は
近
百
年
の
こ
と
な
り
。
蒸
気
船
の
軍
艦
に
な
り
た
る
は
抑
も

三
十
年
来
の
こ
と
に
て
、
各
国
如
し
是
の
富
強
に
な
り
た
る
は
會
以
て
前

代
よ
り
の
遺
業
に
あ
ら
ず
候
。
（
中
略
）
日
本
に
し
て
も
今
一
新
法
制

を
設
け
規
模
を
立
候
は
壁
乍
に
海
外
を
威
服
し
諸
国
の
暴
横
な
る
を
ぱ
制

唾
す
る
に
足
る
に
至
る
べ
く
候
。
」
（
同
上
）
、
と
近
代
日
本
の
建
国
に

希
望
を
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
国
家
と
し
て
国
を
興
す
に
は
、
国
民
全

体
の
努
力
、
労
働
力
が
必
要
で
あ
る
。
一
藩
、
一
国
の
し
。
ヘ
ル
で
の
工
業
・
国

内
の
貿
易
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
豊
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
小

楠
は
述
べ
て
い
る
。

「
今
日
本
全
国
十
の
三
は
溝
な
れ
ば
如
レ
此
の
貧
弱
国
と
な
り
た
る
こ
と

誠
に
道
理
な
り
。
是
畢
寛
地
々
の
物
産
諸
物
を
仕
立
べ
し
、
物
産
を
仕
立

つ
る
に
は
物
の
さ
ば
き
口
を
流
通
さ
せ
て
餘
計
の
物
産
涌
出
る
様
に
出
来

す
と
も
少
も
滞
る
こ
と
な
き
様
に
す
べ
し
。
右
の
法
制
を
立
へ
る
は
交
易

の
道
を
開
く
こ
と
畢
寛
の
便
利
な
り
。
交
易
の
道
開
け
な
ぱ
何
一
つ
餘
る

も
の
な
く
自
由
に
捌
け
可
レ
申
候
。
」
（
同
上
）
と
。

こ
う
し
て
小
楠
が
、
西
洋
人
の
業
績
を
目
標
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
政

策
を
全
面
的
に
評
価
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
彼
の
理
想
に
お
い

て
、
根
本
的
に
あ
る
の
は
、
三
代
の
聖
人
で
あ
る
。
彼
は
、
聖
人
の
道
理
を
背

景
と
し
な
が
ら
、
時
代
に
適
用
す
る
形
と
し
て
、
西
洋
の
近
代
社
会
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
聖
人
の
道
の
中
心
で
あ
る
「
仁
」
を
主
張
し
て
い

ブ
（
》
Ｏ

「
大
凡
仁
の
用
は
利
を
以
て
人
に
及
ぼ
す
に
あ
る
こ
と
に
候
。
臂
へ
ぼ
子

た
る
も
の
坐
孝
道
は
十
分
心
を
親
の
身
に
懸
け
て
、
只
々
親
の
心
を
安
ん
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ず
る
様
に
致
す
こ
と
に
候
。
人
君
愛
民
の
道
は
是
又
専
ら
民
を
気
に
付
け

て
、
民
の
便
利
を
は
か
り
世
話
致
す
事
に
候
。
天
日
の
恩
と
申
て
も
専
ら

萬
物
を
媛
め
養
ふ
て
是
を
育
つ
る
に
あ
る
こ
と
に
候
。
是
皆
己
を
捨
て
人

を
利
す
る
の
こ
と
な
り
。
故
に
利
の
字
己
に
私
す
る
と
き
は
不
義
の
名
た

り
、
是
を
以
て
人
を
利
す
る
と
き
は
仁
の
用
た
り
。
仁
の
躰
は
固
よ
り
己

に
在
て
、
仁
の
用
は
利
し
物
に
あ
る
こ
と
に
候
。
」
（
同
上
）
と
、
小
楠
が

「
仁
」
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
小
楠
が
希
望
と
し
て
い
る
の
は
、

精
神
、
理
念
と
し
て
の
「
仁
」
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
型
の
産

業
社
会
で
あ
る
。

そ
の
思
考
を
具
体
的
に
現
わ
す
の
は
、
小
楠
の
指
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
越

前
福
井
藩
の
藩
政
改
革
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
福
井
藩
に
招
か
れ
た
安
政
五

年
以
来
、
藩
の
財
政
の
繁
栄
を
目
指
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
門
弟
を
人
材
と
し
て

教
養
し
、
彼
ら
を
中
心
と
し
て
、
藩
内
の
殖
産
、
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
運
動
が

活
発
的
に
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
契
約
を
取
り
付

け
、
そ
の
貿
易
事
業
に
成
功
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い

て
、
小
楠
は
、

「
今
交
易
の
道
開
け
た
れ
ば
外
国
を
目
的
と
し
て
信
を
守
り
義
を
固
し
て

通
商
の
利
を
興
し
財
用
を
通
ぜ
ぱ
君
仁
政
を
施
す
事
を
得
て
臣
民
賊
た
る

事
を
免
か
る
べ
し
。
」
（
国
是
三
論
）
と
、
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小

楠
に
と
っ
て
外
国
と
の
貿
易
は
「
仁
政
」
へ
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
が

実
行
で
き
る
に
は
、
勿
論
、
開
港
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
外
国
を
相

手
に
し
て
増
大
な
利
益
を
得
る
た
め
に
は
、
第
一
級
の
産
物
を
大
量
に
生
産
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
小
楠
の
提
案
と
し
て
、
藩
庁
は
、
民
間
の
工

場
建
設
や
、
産
業
活
動
の
維
持
や
発
展
の
た
め
に
資
金
を
貸
出
し
、
生
産
能
力

の
た
め
に
、
機
械
や
技
術
に
関
す
る
指
導
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
藩

庁
は
国
民
か
ら
利
子
を
得
て
は
な
ら
ず
、
藩
庁
の
利
益
は
あ
く
ま
で
も
、
外
国

と
の
貿
易
に
よ
る
も
の
に
限
る
と
し
て
い
る
。

「
民
間
所
産
の
生
育
、
製
法
等
に
付
簡
便
の
方
法
器
械
等
あ
る
は
先
づ
官

に
試
み
其
實
験
を
經
て
是
を
民
に
施
し
教
へ
導
く
に
側
担
の
良
心
を
以
て

す
べ
し
。
（
中
略
）
、
官
府
よ
り
貸
出
し
利
息
を
取
事
な
く
、
相
對
に
高
利

の
金
銀
を
借
の
冗
費
を
免
れ
し
む
。
惣
て
官
府
の
貸
出
し
は
元
金
を
損
せ

ざ
る
迄
に
て
利
を
見
る
事
な
か
る
く
し
。
官
府
の
利
は
外
国
よ
り
取
る
べ

し
。
」
（
同
上
）
と
い
う
の
が
、
小
楠
の
提
案
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
そ
れ
よ
り
一
歩
前
進
し
て
、
社
会
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
重

視
し
て
い
た
。
女
性
に
対
し
て
彼
は
、

「
専
ら
養
薫
の
道
を
教
へ
、
其
他
好
む
虚
に
陸
て
紡
績
・
織
紐
皆
其
物
品

を
與
へ
て
其
力
に
食
し
む
く
し
。
（
中
略
）
一
藩
の
婦
女
を
し
て
養
薫
の

術
を
な
さ
し
め
ば
各
自
の
富
足
を
得
る
而
巳
な
ら
ず
、
遂
に
国
用
を
稗

益
す
る
の
偉
績
を
な
す
べ
し
。
」
（
同
上
）
と
述
べ
て
、
一
藩
の
女
性
に
、

い
わ
ゆ
る
内
職
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
収
入
が
増
え
、
国
の
利
益

に
も
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
楠
の
思
考
を
み
る
と
、
国
家
の
利
益
と
国
民
の
利
益
は
同
一
の

事
柄
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
国
が
富
め
ば
、
そ
の
富

は
社
会
福
祉
と
し
て
国
民
に
普
及
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
。

「
於
レ
是
官
府
其
富
を
群
黎
に
散
じ
窮
を
救
ひ
孤
を
伽
承
刑
罰
を
省
き
税

敞
を
薄
し
教
ゆ
る
に
孝
悌
の
義
を
以
て
せ
ぱ
、
下
も
好
生
の
徳
に
懐
ひ
て

上
を
仰
ぐ
事
は
父
母
の
如
く
な
る
に
至
ら
ぱ
教
化
暖
か
に
行
は
れ
て
何
事

を
か
為
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
推
て
天
下
に
及
ぽ
す
も
の
亦
難
か
ら
ざ
る
べ
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し
。
」
（
同
上
）
と
、
述
べ
て
い
る
。

勿
論
、
小
楠
に
と
っ
て
、
越
前
福
井
藩
は
天
下
の
模
型
に
す
ぎ
ず
、
「
仁
政
」

に
基
づ
い
た
近
代
的
な
豊
か
な
国
家
の
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
仁
政
」
実
現
へ
の
彼
の
方
法
を

見
る
と
、
そ
れ
は
幕
藩
体
制
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
方
針
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
そ
の
体
制
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
小
楠
に
と
っ
て
、
長

期
間
に
続
い
た
封
建
的
な
制
度
は
、
も
は
や
、
そ
の
時
勢
に
適
用
し
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
小
楠
の
意
図
に
は
、
そ
の
体
制
を
破
壊
す
べ
き
な
ど
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
小
楠
の
「
仁
政
」
論
を
実

行
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
開
国
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
国
民
全
休

が
主
と
な
っ
て
国
家
を
興
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
君
主

の
み
の
国
家
、
武
士
中
心
の
社
会
と
い
う
封
建
的
な
構
造
が
解
体
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
小
楠
は
あ
く
ま
で
も
、
時
勢
に
適
用
で
き
る
姿
勢
、
「
仁
政
」
の
実

行
に
よ
っ
て
、
理
想
的
富
国
社
会
が
実
現
で
き
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ

は
、
た
と
え
封
建
的
体
制
の
解
体
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
倒
幕
論
で

は
な
い
。
小
楠
は
、
後
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
が
維
新
令
を
下
し
て
、

自
ら
の
姿
勢
を
時
勢
に
適
用
す
る
よ
う
に
し
て
、
「
仁
政
」
を
実
行
す
る
こ
と

を
、
最
後
ま
で
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
「
富
国
」
に
関
す
る
小
楠
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
た
。
他
方
、
「
強

兵
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
重
大
な
課
題

と
し
て
海
軍
の
設
立
が
あ
る
と
小
楠
は
考
え
た
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
時
の

課
題
で
あ
っ
た
ゆ
え
、
幕
府
の
施
策
と
し
て
海
軍
の
設
立
を
勧
め
た
の
で
あ

る
。
欧
米
の
軍
事
力
に
よ
る
圧
迫
が
国
家
の
独
立
を
威
脅
し
、
国
民
に
恐
怖
感

を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
楠
が
富
国
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
の
「
利
世

安
民
」
な
い
し
「
仁
政
」
の
実
行
が
困
難
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
海
軍

を
興
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

「
幕
府
も
し
維
新
の
令
を
下
し
固
有
の
鋭
勇
を
鼓
舞
し
全
国
の
人
心
を
固

結
し
其
軍
制
を
定
め
其
威
令
を
明
か
に
せ
ば
、
外
国
の
恐
る
上
に
足
ら
ざ

る
の
ゑ
な
ら
ず
、
時
あ
っ
て
は
海
外
の
諸
州
に
渡
航
し
我
義
勇
を
以
て
彼

が
兵
争
を
鐸
か
ば
、
数
年
な
ら
ず
し
て
外
国
却
て
我
仁
風
を
仰
ぐ
に
到

ら
ん
。
」
（
同
上
）
と
、
海
軍
設
立
の
目
的
と
役
割
が
説
か
れ
て
い
る
。

情
勢
の
安
定
を
富
国
実
現
に
必
要
と
し
て
い
る
小
楠
に
お
け
る
海
軍
設
立
の
意

義
は
、
外
国
の
軍
艦
を
攻
撃
し
て
戦
渦
を
招
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
外
来
者

に
対
し
て
、
自
国
の
軍
事
力
な
い
し
「
鋭
勇
」
が
不
足
で
な
い
こ
と
を
表
明
す

れ
ば
、
暴
力
的
な
侵
略
な
ど
の
危
難
を
免
れ
、
国
民
も
安
心
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
。
海
軍
設
立
の
目
的
は
、
相
手
（
外
夷
）
と
の
和
親
を
も
た
ら
し
て
情
勢
を

安
定
さ
せ
る
た
め
だ
と
小
楠
は
考
え
た
。
さ
ら
に
、
将
来
で
は
、
そ
の
海
軍
が

海
外
に
渡
航
し
て
、
各
国
に
日
本
の
「
仁
義
の
風
」
を
明
白
に
す
る
よ
う
に

と
、
国
防
と
ほ
か
に
外
交
的
な
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

「
軍
艦
十
艘
に
も
及
び
な
ぱ
代
る
代
る
海
外
に
乗
り
出
し
各
国
を
巡
観
す

る
と
き
は
聰
明
を
開
き
脂
気
を
壯
に
し
、
彼
が
長
を
取
り
て
我
短
を
補
ひ

我
長
を
以
て
彼
が
短
を
制
し
、
十
年
を
待
た
ず
し
て
全
国
の
人
心
奪
勵
発

動
し
、
外
夷
の
恐
る
上
に
足
ら
ざ
る
の
承
な
ら
ず
却
て
萬
国
を
呑
む
の
正

気
を
発
生
す
る
に
至
り
、
今
日
恐
怖
の
人
情
に
比
す
る
に
真
に
需
夜
明
暗

の
鍵
ず
る
が
如
く
な
る
可
し
。
方
今
海
外
の
各
国
英
夷
尤
も
強
大
と
称

す
。
其
国
た
る
や
地
球
の
西
北
に
偏
す
る
一
孤
島
な
れ
共
環
海
の
便
利
に

因
て
今
日
の
盛
大
を
爲
す
に
至
る
。
本
邦
は
地
球
の
中
央
に
位
し
環
海
の

便
利
四
通
八
達
英
に
勝
る
こ
と
萬
々
な
る
の
み
な
ら
ず
、
人
質
の
聰
明
に
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し
て
勇
鋭
な
る
こ
と
更
に
叉
外
国
の
比
類
す
可
に
非
れ
ぱ
、
盛
運
年
を
逐

に
随
て
非
常
聰
明
の
人
傑
輩
出
し
我
が
大
道
を
明
に
し
我
が
義
勇
を
盛

し
、
外
夷
を
し
て
理
屈
し
鋒
挫
け
盆
に
我
が
仁
義
の
風
を
仰
ぐ
に
至
ら
し

む
こ
と
今
日
海
軍
を
起
す
に
本
づ
く
に
非
ら
ん
や
。
」
（
海
軍
問
答
書
）

と
、
海
軍
を
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
地
理
的
に
す
ぐ
れ
た
位
置
を
利
用

し
て
然
る
可
き
国
際
的
地
位
を
獲
得
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
他
国
が
日
本

の
政
治
、
倫
理
上
の
主
張
、
い
わ
ゆ
る
「
仁
義
の
風
」
へ
の
理
解
を
得
る
立
場

に
な
る
。
こ
う
し
て
小
楠
は
、
普
遍
性
の
あ
る
伝
統
思
想
圏
の
日
本
人
と
し
て

の
誇
り
を
も
っ
て
日
本
の
対
外
主
権
的
な
姿
勢
を
海
軍
に
掛
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
重
大
な
役
割
を
果
た
せ
る
海
軍
の
兵
士
に
な
る
若
者
は
、
単

な
る
戦
術
が
で
き
る
の
承
で
は
な
く
、
小
楠
は
、
広
い
視
野
を
持
ち
、
国
際
的

な
感
覚
を
得
る
こ
と
を
そ
の
人
材
育
成
の
条
件
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

彼
は
、

「
幕
府
の
命
に
拠
ら
ざ
れ
ぱ
分
国
限
り
の
こ
と
な
れ
ば
海
軍
と
称
す
る
程

の
事
は
出
来
ま
じ
け
れ
ど
も
、
先
づ
士
分
の
内
当
勤
は
勿
論
弟
子
の
航
海

に
志
あ
る
も
の
に
は
其
才
に
よ
っ
て
多
少
の
月
俸
を
與
へ
衣
食
の
急
を
免

か
れ
し
め
海
濱
に
居
住
せ
し
め
、
初
め
は
手
寄
能
き
漁
船
に
乗
て
猟
業
を

な
し
或
は
商
船
に
乗
組
て
他
国
に
航
し
海
上
の
風
波
に
馴
し
む
く
し
。

（
中
略
）
、
士
人
常
に
他
邦
に
往
来
し
て
見
聞
を
廣
め
襟
懐
を
宏
に
し
、

或
は
腿
風
怒
涛
に
逢
ひ
一
船
心
力
を
合
せ
て
相
救
ふ
の
報
険
に
習
ひ
、
勇

義
自
ら
奮
発
し
て
海
を
視
る
こ
と
平
地
の
如
く
な
る
に
到
ら
ぱ
、
幕
府
新

令
の
日
を
待
て
必
海
軍
の
用
に
供
す
べ
き
な
り
。
」
（
国
是
三
論
）
、
と

新
海
軍
兵
の
然
る
べ
き
訓
練
を
記
し
て
い
る
。

以
上
、
「
富
国
強
兵
」
を
目
的
と
し
て
い
る
小
楠
の
国
家
像
を
描
こ
う
と
し

た
。
次
第
に
、
そ
の
国
家
を
治
め
る
に
は
、
如
何
な
る
体
制
が
適
用
さ
れ
る
べ

き
か
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
小
楠
の
幕
府
へ
の
建

白
書
を
み
れ
ば
、
彼
が
理
想
と
し
た
体
制
を
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

小
楠
が
文
久
二
年
に
春
嶽
を
通
じ
て
建
言
し
た
「
国
是
七
條
」
は
、
幕
府
の
改

革
案
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
政
府
内
部
の
改
正
と
し
て
、
外
藩
・
譜
代

に
限
ら
ず
、
才
能
の
す
ぐ
れ
た
者
を
選
ん
で
、
行
政
上
の
官
職
に
つ
け
る
こ

と
。
さ
ら
に
、
言
論
を
大
い
に
開
い
て
国
家
全
体
に
し
て
、
公
共
の
利
益
を
図

る
政
事
の
実
行
。
ま
た
、
海
軍
設
立
、
軍
事
力
の
強
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

も
し
幕
府
の
勢
力
が
そ
れ
ら
に
及
ば
な
け
れ
ば
、
諸
侯
と
合
体
し
て
実
行
す
べ

き
な
ど
の
提
案
で
あ
る
。

「
大
将
軍
上
洛
謝
二
列
世
之
無
禮
一
・

止
二
諸
侯
参
勧
一
爲
二
述
職
一
。

歸
二
諸
侯
室
家
一
・

不
し
限
二
外
藩
譜
代
一
撰
レ
賢
爲
二
政
官
一
・

大
開
二
言
路
一
、
興
二
天
下
一
爲
二
公
共
之
政
一
・

興
二
海
軍
一
強
一
兵
威
一
・

止
二
相
對
交
易
一
、
爲
二
官
交
易
一
・
」
、
こ
の
「
国
是
七
條
」
に
は
小
楠
の

根
本
的
な
思
考
が
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
小
楠
に
と
っ
て
国
家
の
統
一

が
第
一
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
国
家
の
独
立
を
外
敵
か
ら
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
意
味
で
、
軍
事
力
の
強
化
、
海
軍
設
立
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
富
強
国
家
が
内
外
と
も
に
安
定
し
た
情
勢
で
な

二
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け
れ
ば
、
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
国
内
情
勢
を
整
え
る
た
め
に
、
幕

府
は
時
勢
の
変
化
を
承
認
し
て
、
封
建
的
な
体
制
そ
の
も
の
を
自
ら
解
体
す
べ

き
。
ゆ
え
に
そ
の
体
制
の
も
と
で
生
じ
た
制
度
、
い
わ
ゆ
る
諸
侯
の
参
勧
交
替

な
ど
は
、
も
は
や
時
勢
に
相
反
す
る
も
の
と
し
て
、
廃
止
す
べ
き
。
そ
の
代
り

に
、
全
国
か
ら
の
人
材
を
登
用
し
、
言
路
を
開
く
べ
き
と
い
う
近
代
民
主
主
義

の
基
礎
に
従
っ
て
、
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
体
制
を
成
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
が
、
小
楠
の
建
言
で
あ
る
。

し
か
し
、
五
年
後
、
幕
府
の
政
策
が
失
敗
に
終
り
、
倒
れ
る
寸
前
の
幕
府
を

目
視
し
て
い
た
小
楠
は
、
慶
応
三
年
に
改
め
て
「
国
是
十
二
條
」
と
い
う
建
白

書
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
、
春
嶽
に
提
出
し
た
。

．
、
不
し
關
二
天
下
之
治
乱
一
、
一
国
以
二
独
立
一
爲
レ
本
。

自
然
の
天
理
に
則
り
自
然
の
人
事
を
壼
し
利
害
得
喪
一
切
度
外
に
付

す
。
此
の
大
條
理
明
な
れ
ば
吉
凶
禍
福
凡
そ
外
事
の
変
熊
人
心
を
動
す

に
足
ら
ず
。
其
理
に
臆
て
順
應
し
信
義
を
し
て
天
下
に
明
か
な
ら
ん
事

を
欲
す
。

一
、
尊
二
天
朝
一
、
敬
二
幕
府
一
・

誠
心
奉
戴
非
心
を
正
し
非
政
を
匡
し
、
必
ず
皇
国
を
し
て
治
平
な
ら
ん

こ
と
を
欲
す
。

一
、
正
二
風
俗
一
・

風
俗
の
正
し
か
ら
ざ
る
、
法
制
禁
令
固
よ
り
廃
す
可
か
ら
ず
と
雛
も
終

に
是
れ
末
政
数
ふ
る
に
足
ら
ず
。
君
臣
一
徳
治
教
明
な
れ
ば
風
俗
自
然

に
正
に
歸
す
。
所
し
謂
民
免
而
無
し
趾
、
有
し
趾
且
格
、
何
等
の
道
理
ぞ
、

人
を
し
て
感
動
せ
し
む
。

一
、
挙
二
賢
才
一
、
退
二
不
肖
一
・

一
、
開
二
言
路
一
、
通
二
上
下
之
情
一
・

一
、
興
二
学
校
一
・

唐
虞
三
代
の
大
道
を
明
に
し
推
て
西
洋
芸
業
の
課
に
及
ぼ
す
。
其
要
は

人
君
躬
行
心
得
に
発
し
て
測
感
の
化
に
本
づ
く
。

一
、
仁
二
士
民
一
・

一
、
信
賞
必
罰
。

一
、
富
国
。

一
、
強
兵
。

一
、
親
二
列
藩
一
。

凡
彼
に
嫌
疑
あ
ら
ば
分
明
に
正
言
し
、
理
あ
れ
ば
止
む
、
改
む
れ
ば

止
、
或
は
欺
に
其
の
道
を
以
て
す
れ
ば
止
む
。
孟
子
葛
伯
仇
餉
の
言
其

理
甚
分
明
な
り
。

一
、
交
二
外
国
一
。

右
十
二
條
試
に
国
是
の
目
を
定
め
、
儘
付
す
る
に
愚
意
を
以
て
君
子
の
需

に
應
ず
、
妄
言
の
罪
逃
る
些
所
な
し
、
幸
に
之
を
恕
せ
よ
。
」
。
こ
の
建

白
書
の
内
容
は
、
「
国
是
七
條
」
と
同
様
に
近
代
国
家
構
造
の
た
め
の
根
本
的

な
条
件
、
い
わ
ゆ
る
「
挙
二
賢
才
一
・
開
二
言
路
一
、
通
二
上
下
之
情
一
」
、
「
興
二
学

校
一
・
」
、
「
富
国
・
強
兵
・
交
二
外
国
」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
上
に
、
全
国
の

動
乱
を
招
い
た
幕
府
と
尊
王
援
夷
派
と
の
対
立
に
お
け
る
小
楠
の
政
治
的
な
立

場
が
明
白
に
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
幕
府
に
期
待
し
た
近
代
国
家
が
も
は
や
実

現
さ
れ
な
い
と
判
り
、
朝
廷
に
そ
の
期
待
を
か
け
る
外
は
な
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
と
く
に
、
国
内
情
勢
の
安
定
を
重
視
す
る
小
楠
は
、
そ
の
動
乱
を
治
め

る
た
め
に
、
「
必
ず
皇
国
を
し
て
治
平
な
ら
ん
事
を
欲
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
は
「
尊
二
天
朝
一
、
敬
二
幕
府
一
」
、
「
仁
二
士
民
一
」
、
「
親
二
列
藩
一
」
を
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提
案
し
て
幕
府
側
と
朝
廷
派
側
と
の
和
解
を
勧
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
楠

の
政
治
的
な
立
場
は
如
何
に
中
立
的
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
小
楠
の
近
代
国
家
像
を
よ
り
具
体
的
に
表
わ
し
た
の
は
、
彼
が
新

政
府
に
つ
い
て
春
嶽
に
提
出
し
た
建
白
書
で
あ
る
。
慶
応
三
年
十
月
十
四
日
、

徳
川
第
十
五
代
将
軍
慶
喜
が
大
政
奉
還
の
儀
を
奏
請
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
朝
廷

を
中
心
と
す
る
新
政
権
が
誕
生
す
る
と
い
う
情
報
を
得
た
小
楠
は
（
当
時
彼
は

肥
後
藩
の
沼
山
津
に
居
住
し
て
い
た
）
、
同
年
十
一
月
三
日
に
早
速
そ
の
新
政

府
に
つ
い
て
建
言
し
た
。
最
初
に
彼
は
、
新
政
権
に
よ
る
情
勢
の
安
定
と
国
家

国
民
の
統
一
を
期
待
し
て
い
る
。

「
幕
廷
御
悔
悟
御
良
心
被
し
爲
レ
発
、
誠
に
恐
悦
の
至
也
。
四
藩
の
御
方
一

日
も
早
く
御
登
京
御
誠
心
一
致
の
御
申
談
、
朝
廷
輔
佐
に
相
成
候
へ
ぼ
皇

国
の
治
平
根
本
此
に
相
立
申
候
。
幕
公
彌
以
御
滞
京
に
て
大
久
保
殿
初
正

議
の
人
々
御
挙
用
、
御
良
心
御
培
養
是
第
一
の
所
し
希
也
。

一
統
の
諸
候
早
速
に
御
登
京
は
如
何
、
一
と
先
重
役
被
二
差
出
一
候
方
多
分

可
し
有
し
之
、
新
政
の
初
別
て
御
大
事
に
て
、
四
藩
の
内
御
登
京
の
上
は
大

赦
大
號
令
被
一
一
仰
出
一
・

但
、
朝
廷
も
御
自
反
御
自
責
被
し
遊
、
天
下
一
統
人
心
洗
濯
所
し
希
也
。
」
と
、

小
楠
が
正
義
の
あ
る
人
材
を
登
用
し
て
朝
廷
の
新
政
権
の
加
勢
に
す
る
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
次
第
に
近
代
国
家
の
政
治
規
範
で
あ
る
議
会
制
度
と
、
内
閣
制

案
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
二
院
制
度
の
議
会
と
具
体
的
に
そ
の

設
立
案
を
述
べ
て
い
る
。

．
大
変
革
の
御
時
節
な
れ
ば
議
事
院
被
し
建
候
筋
尤
至
當
也
。
上
院
は

公
武
御
一
席
、
下
院
は
廣
く
天
下
の
人
才
御
挙
用
。
四
藩
先
執
政
職
被
二

仰
付
一
、
其
餘
は
諸
侯
賢
名
相
聞
へ
候
上
追
々
御
登
用
。
」
と
、
上
院
は

公
武
、
下
院
は
国
民
一
般
の
人
材
登
用
に
よ
っ
て
設
立
す
べ
き
と
し
て
、
い
わ

ゆ
る
近
代
的
な
民
主
主
義
体
制
の
基
礎
作
り
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
以
後
、

小
楠
は
、
新
し
い
皇
国
政
府
が
成
立
し
た
以
上
、
旧
体
制
が
残
し
た
封
建
制
度

を
廃
止
し
、
国
家
財
政
を
改
善
す
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

「
皇
国
政
府
相
立
候
上
は
金
穀
の
用
度
一
日
も
無
ん
ぱ
有
る
可
か
ら
ず
。

勘
定
局
を
被
し
建
（
此
人
選
大
切
也
）
差
し
よ
り
五
百
萬
雨
位
の
紙
幣
出

来
、
皇
国
政
府
の
官
印
を
押
し
通
用
可
二
相
成
一
事
。
皇
国
中
の
知
行
に
課

し
高
壹
萬
石
に
百
石
と
定
め
、
政
府
の
貢
米
に
可
レ
被
二
仰
付
一
事
。

但
、
幕
府
御
辮
職
な
れ
ば
莫
大
の
用
度
を
被
し
省
、
諸
侯
室
家
歸
国
参
勤

相
止
江
戸
引
佛
に
て
是
叉
莫
大
の
省
減
な
り
。
十
分
一
の
貢
米
は
営
然
な

り
。
紙
幣
は
此
貢
米
よ
り
漸
々
取
り
収
之
事
。
」
と
、
通
貨
改
革
、
イ
ン

フ
ィ
レ
対
策
に
お
い
て
小
楠
は
独
特
の
実
学
的
な
経
総
論
を
発
揮
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
新
政
府
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
よ
り
主
張
し
て
き
た
富

国
強
兵
論
が
実
行
段
階
に
進
む
べ
き
と
彼
が
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
、

外
国
と
の
貿
易
を
富
国
財
政
の
基
礎
と
す
る
小
楠
は
、
二
つ
の
条
件
を
付
け
て

具
体
策
を
建
言
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
以
前
の
強
制
開
港
に
伴
っ
た
不
平

等
条
約
を
改
正
し
、
以
後
の
条
約
を
公
平
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
国
体
名
分
改
正
の
初
な
れ
ば
蕾
来
の
條
約
明
白
適
中
せ
ざ
る
は
一
々
改

正
し
、
公
共
正
大
百
年
不
易
の
條
約
を
定
む
く
し
。
唯
恐
く
は
事
件
に
よ

っ
て
は
忌
嫌
無
き
に
し
も
あ
ら
ざ
る
く
し
。
是
等
後
日
の
大
悔
と
な
る
べ

き
を
慮
り
公
平
の
判
談
あ
ら
ん
事
を
欲
す
」
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
は
、

国
際
商
法
学
に
従
え
、
広
大
な
範
囲
で
公
平
な
貿
易
を
積
極
的
に
行
な
う
べ
き

と
し
て
い
る
。

「
外
国
の
交
易
、
商
法
の
学
有
り
て
世
界
産
物
の
有
無
を
し
ら
べ
物
債
の
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尊
下
を
明
に
し
廣
く
萬
国
に
通
商
し
、
更
に
叉
商
社
を
結
び
互
に
相
影
響

を
爲
す
。
如
レ
此
練
熟
を
以
て
我
が
拙
劣
の
人
に
對
す
。
殆
ど
大
人
と
小

児
と
の
如
し
、
是
彼
が
大
好
を
爲
す
所
以
な
り
、
十
餘
年
来
三
港
の
交
易

我
に
於
て
一
人
の
富
を
爲
さ
ず
、
彼
は
總
て
大
富
有
の
商
と
爲
れ
り
。
此

現
實
に
て
是
迄
の
交
易
我
が
大
損
た
る
事
分
明
な
り
。
要
し
之
我
よ
り
外

国
に
乗
り
出
さ
■
る
の
大
弊
に
て
今
日
是
を
改
め
ん
こ
と
を
欲
す
。
西
洋

に
於
て
は
魯
・
英
・
佛
・
墨
・
蘭
の
五
国
漢
土
に
て
は
天
津
・
定
海
・
廣

東
の
三
港
に
日
本
商
館
を
設
け
建
つ
可
し
。
さ
て
内
地
に
於
て
商
社
を
建

て
、
兵
庫
港
な
れ
ば
五
畿
内
・
四
国
・
南
海
道
の
大
名
は
申
に
不
し
及
、

商
人
・
百
姓
た
り
共
望
に
因
て
は
其
社
に
入
れ
、
同
心
一
致
い
た
し
相
共

に
船
を
仕
立
乗
り
出
し
交
易
す
べ
し
。
他
の
三
港
は
是
に
准
じ
て
略
す
。

唯
妄
に
出
入
を
禁
じ
、
必
ず
其
港
の
鎮
臺
の
印
艦
を
受
け
、
行
く
先
き
日

本
商
舘
に
達
す
べ
し
。
歸
帆
も
又
同
様
な
り
。
如
レ
此
な
れ
ば
自
然
に
熟

し
、
其
利
を
得
る
こ
と
分
明
な
り
。
内
地
も
又
自
然
に
彼
等
が
好
を
制
し

公
平
の
交
易
に
歸
す
べ
し
。
」
と
、
全
国
的
な
規
模
で
の
交
易
に
お
け
る

技
法
が
説
か
れ
、
日
本
の
国
際
的
な
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
い

ず
（
》
◎

一
方
、
強
兵
論
の
基
盤
で
あ
る
海
軍
の
設
立
と
役
割
に
つ
い
て
、
小
楠
は
こ

う
述
べ
て
い
る
。

「
海
軍
局
を
兵
庫
に
可
し
被
し
建
、
関
東
諸
侯
の
軍
艦
御
取
り
寄
、
十
萬
石

以
上
の
大
名
に
仰
せ
て
高
に
應
じ
人
数
を
定
め
兵
士
を
出
さ
し
め
、
西
洋

よ
り
航
海
師
井
指
揮
官
乞
ひ
受
け
専
ら
傳
習
せ
し
め
、
年
々
艦
数
を
増
し

熟
練
の
上
は
人
心
一
致
士
気
盛
興
、
萬
国
の
形
勢
と
可
二
並
立
一
事
必
然
な

り
。
其
總
督
官
は
大
名
の
内
其
器
に
被
し
當
候
人
々
被
し
命
、
以
下
の
士
官

は
関
東
諸
藩
當
時
熟
練
の
士
を
挙
用
す
可
し
。
總
て
用
度
は
先
づ
勘
定
局

よ
り
出
し
、
外
国
交
易
盛
行
の
時
に
至
れ
ば
諸
港
の
運
上
交
易
の
商
税
を

以
て
之
に
當
つ
可
し
。
此
費
用
莫
大
な
れ
ば
貨
財
運
用
の
妙
は
議
事
院
中

の
人
傑
必
ず
能
く
是
を
辨
ず
る
も
の
あ
ら
ん
。
」
と
、
外
国
交
易
に
よ
る

商
税
を
西
洋
式
の
海
軍
設
立
の
費
用
に
当
て
、
日
本
の
軍
事
力
が
欧
米
諸
国
と

立
ち
並
ぶ
こ
と
を
必
然
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
軍
な
い

し
軍
事
力
の
強
化
は
、
富
国
策
の
結
果
で
あ
り
、
断
じ
て
そ
の
使
用
に
よ
っ
て

富
む
こ
と
で
は
な
い
。
以
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
楠
が
、
海
軍
設
立
、
軍
事

力
の
強
化
を
主
張
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
の
独
立
を
確
保
す
る
た
め
で

あ
る
。
し
か
も
、
幕
藩
体
制
、
い
わ
ば
、
軍
事
体
制
に
お
け
る
海
軍
に
、
日
本

の
「
仁
義
の
風
」
を
世
界
に
明
分
す
る
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
小
楠
は
、
国
際
社
会
に
対
し
て
、
外
交
を
以
て
自
国

の
主
張
を
明
白
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
国
家
の
国
際
的
な
地
位
を
高
め
る
と
考
え

た
。
従
っ
て
、
新
政
府
に
お
い
て
も
、
国
体
の
方
針
を
世
界
に
明
示
す
る
よ
う

に
、
然
る
べ
く
外
交
機
関
を
結
成
す
る
よ
う
に
建
言
し
た
。

「
外
国
公
使
奉
行
井
諸
港
鎮
臺
等
の
御
役
人
、
關
東
御
辞
職
と
い
へ
共
諸

侯
の
長
に
て
候
へ
ぱ
、
其
職
一
人
は
旗
下
の
士
よ
り
撰
び
用
に
定
め
、
其

餘
は
下
院
中
よ
り
撰
挙
、
大
小
監
察
・
右
筆
等
の
類
無
用
に
属
す
、
廃
職

な
る
べ
し
。
記
録
・
布
告
等
は
下
院
に
て
爲
す
べ
し
。
加
レ
此
な
れ
ば
簡

易
の
政
事
に
歸
也
。

国
体
改
正
に
因
て
各
国
に
公
使
を
被
し
立
布
告
可
し
有
し
之
事
。
」
と
、
述
べ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
小
楠
は
新
政
府
に
つ
い
て
の
建
白
書
に
、
議
会
制
度
を
は

じ
め
と
し
て
、
行
政
の
設
立
と
役
割
を
詳
し
く
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
司
法
の
設
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立
を
、「

刑
法
局
を
可
し
被
し
建
事
。
」
と
要
求
し
て
、
述
べ
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
国

家
に
必
要
と
す
る
統
治
の
三
権
が
そ
こ
に
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
建
白

書
の
終
り
に
、
小
楠
は
、
以
上
の
提
案
を
急
務
と
し
て
指
摘
す
る
と
共
に
、
「
学

校
」
の
設
立
を
要
求
し
て
い
る
。

「
右
等
件
々
即
今
の
御
急
務
か
と
奉
レ
存
候
。
学
校
を
初
御
改
政
の
諸
事

愚
存
御
座
候
へ
ど
も
政
府
の
御
基
本
相
立
候
上
御
取
り
興
の
事
に
奉
ｒ
存

候
。
」
と
、
学
校
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
朝
廷
を
中
心

と
す
る
新
政
府
に
つ
い
て
の
こ
の
建
白
書
は
、
天
皇
の
権
限
な
ど
の
重
大
な
こ

と
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
小
楠
の
理
想
国

家
像
の
特
徴
を
最
も
明
白
に
す
る
点
で
あ
る
。
彼
が
建
言
し
た
二
院
制
度
の
議

会
設
立
提
案
に
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
諸
国
や
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
会

制
度
を
思
い
浮
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
ら
を
意
識
し
て
い
た

と
し
て
も
、
単
な
る
真
似
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
天

下
の
人
材
が
国
家
の
運
営
す
な
わ
ち
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
古
代
聖
人
に

よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
近
代
的
な
型
と
し
て
議
会
制
度
に
現
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
天
下
の
政
治
を
救
う
た
め
の
唯
一
の
道

で
あ
る
。
彼
は
、

「
今
日
之
大
急
務
之
御
虚
置
、
天
下
人
才
之
悉
名
顯
候
者
總
て
江
戸
に
被
二

召
寄
一
、
天
下
之
政
事
當
今
之
急
務
御
誠
心
を
御
打
明
し
、
老
公
を
初
諸

閣
老
三
奉
行
に
至
り
候
迄
責
を
忘
て
御
講
習
被
し
成
候
へ
ぱ
天
下
の
人
言

を
求
め
天
下
之
人
心
を
通
じ
天
下
之
利
病
得
失
を
得
候
事
は
此
一
挙
に

有
し
之
候
。
（
中
略
）
是
則
舜
之
開
二
四
門
一
達
二
四
聰
之
道
一
に
し
て
天
下

之
人
才
と
天
下
之
政
事
を
共
に
致
し
、
公
平
正
大
此
道
を
天
下
に
明
に
す

る
は
此
外
に
道
は
無
障
之
候
。
」
（
安
政
二
年
十
一
月
三
日
、
立
花
壹
岐
へ

の
手
紙
よ
り
）
と
述
て
、
そ
の
思
考
を
明
か
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
小
楠
に

と
っ
て
、
新
政
府
に
お
け
る
天
皇
の
権
限
の
事
な
ど
よ
り
、
そ
の
行
政
や
議
会

に
登
用
さ
れ
る
人
材
の
質
や
思
考
と
学
識
し
。
ヘ
ル
が
重
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
何
故
な
ら
国
家
全
体
の
方
針
は
彼
ら
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
横
井
小
楠
の
新
国
家
像
に
お
い
て
、
最
も
重
大
な
要
素
は
、
登

用
す
べ
き
人
材
と
、
そ
の
育
成
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
彼
が
学
校
を
興

す
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
の
は
、
彼
に
と
っ
て
学
問
と
政
治
は
一
致
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
学
校
は
い
つ
で
も
国
家
に
役

立
つ
人
材
を
養
成
し
て
送
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
楠
が
言
う
よ

う
に
、

「
一
国
第
一
等
之
人
才
用
ら
れ
候
へ
ぱ
必
ず
第
一
等
之
治
を
爲
す
べ
き
こ

と
に
候
。
若
其
勢
不
〆
可
レ
爲
候
へ
ぱ
身
を
退
き
道
を
溝
じ
天
地
之
常
經
を

立
る
事
に
候
。
第
一
等
之
人
被
レ
用
候
て
、
第
一
等
之
治
を
為
す
こ
と
不
し

能
」
（
安
政
三
年
五
月
十
五
日
、
柳
河
の
家
老
立
花
壱
岐
あ
て
の
手
紙
よ

り
）
で
あ
る
。

以
上
、
小
楠
の
理
想
国
家
像
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
彼
の
理
想
国
家
像

は
、
皇
国
の
新
政
府
に
如
何
程
、
実
行
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
明
治
国
家
構
造
過

程
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
が
、
今
後
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ

る
。
な
お
、
小
楠
の
近
代
国
家
像
は
、
当
時
の
政
治
過
程
だ
け
で
完
成
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
後
世
に
か
け
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
注
」
こ
の
文
章
中
の
引
用
箇
所
は
全
て
、

山
崎
正
董
編
『
「
横
井
小
楠
」
遺
稿
篇
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
十
三

年
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
・
院
生
）
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