
吉
本
隆
明
の
初
期
思
想

-
I
東
京
府
化
学
工
業
学
校
か
ら
米
沢
高
等
工
業
学
校
ま
で
I
-

I

最
初
の
詩
-
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
時
代
1

一
九
四
一
年
(
昭
和
一
六
)
四
月
、
吉
本
隆
明
は
一
六
歳
、
東
京
府
立
化
学

工
業
学
校
(
現
東
京
都
立
化
学
工
業
高
等
学
校
)
の
最
高
学
年
に
進
級
し
た
。
こ

の
年
の
五
月
、
同
校
応
用
化
学
科
の
同
期
生
、
川
端
要
壽
、
深
沢
斌
思
朗
、

本
間
賢
一
、
吉
本
邦
芳
、
中
山
働
叱
ら
と
と
も
に
、
ガ
リ
版
刷
り
の
化
学
工

業
学
校
和
楽
路
会
文
芸
部
編
『
和
楽
路
』
の
創
刊
に
参
画
し
た
。
五
月
号
、

七
月
号
、
八
月
号
、
十
月
号
、
十
二
月
号
の
五
冊
が
残
さ
れ
て
お
り
、
四
月

創
刊
号
、
七
「
胡
号
、
九
月
号
の
三
冊
は
散
逸
し
て
現
在
の
と
こ
ろ
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
号
に
吉
本
は
、
い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
と
小
品
そ
し
て
詩
を

掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
に
は
、
吉
本
の
思
想
の
出
発
点
を

示
唆
す
る
も
の
が
す
で
に
現
れ
て
い
る
。

「
「
哲
」
の
唄
」
は
『
和
楽
路
』
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
(
『
吉
本
隆
明
全

詩
集
』
―
-
以
下
『
全
詩
集
』
-
上
八
五
八
頁
、
二
〇
〇
三
年
、
思
潮
社
)

人
は
み
ん
な
私
を
「
哲
」
と
言
っ
た

「
哲
」
は
泣
く
事
が
大
好
き
だ
っ
た
I
-

葦
の
新
芽
の
み
ず
/
＼
し
い

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
教
授

海
辺
で
も

「
哲
」
は
泣
く
に
違
ひ
な
い
I
I

「
哲
」
の
踏
ん
で
行
く

砂
の
足
く
ぼ
を

真
赤
な
「
べ
ん
け
い
蟹
」
が
懐
し
む
に
違
ひ
な
い

「
哲
」
は
今
日
も

白
々
と
続
く
砂
浜
に
佇
ん
で
ゐ
る

「
哲
」
の
好
き
な
船
は

今
日
も
や
っ
て
来
な
い

「
哲
」
は
明
目
も
そ
の
船
を
待
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う

「
哲
」
の
待
つ
て
ゐ
る
船
は

未
だ
難
破
す
る
も
の
か

「
哲
」
の
待
つ
て
ゐ
る
船
は

難
破
す
る
も
の
か

「
哲
」
は
今
日
も

白
々
と
続
く
砂
浜
に
佇
ん
で
ゐ
る

川
端
要
壽
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
活
宇
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
最
初
の

詩
作
品
で
あ
る
。
当
時
級
友
だ
ち
か
ら
「
哲
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
自
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分
自
身
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
哲
」
は
哲
学
の
哲
で
あ
り
、
何
事
に
も

哲
学
的
な
思
索
を
巡
ら
す
こ
と
を
好
ん
だ
吉
本
の
性
格
に
由
来
す
る
渾
名
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
川
端
要
壽
は
別
の
文
章
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。こ

の
愛
称
は
哲
学
の
哲
か
ら
き
た
も
の
で
、
彼
が
哲
学
書
を
読
ん
で
い

る
の
を
誰
か
が
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
年
期
を
脱
し
き
れ
な
い
私
だ

ち
に
は
、
哲
学
は
雲
上
の
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
を
勉
強
し
て
い
る
吉
本

は
確
か
に
畏
敬
の
存
在
で
あ
っ
た
。
(
『
堕
ち
よ
!
さ
ら
ば
』
二
七
頁
、
一
九

八
一
年
六
月
、
俸
禄
社
)

作
品
の
う
ち
に
は
、
そ
ん
な
「
哲
」
が
か
な
だ
の
沖
か
ら
出
現
す
る
は
ず

の
「
船
」
を
待
ち
わ
び
て
い
る
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
前
半
部
分
は
過
去
形

で
、
後
半
は
現
在
形
、
そ
し
て
未
来
形
で
書
か
れ
て
い
る
。

『
和
楽
路
』
の
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
随
想
(
其
の
こ
)
に
は
、
小

さ
な
造
船
所
を
経
営
し
て
い
た
父
に
連
れ
ら
れ
て
、
小
さ
な
蒸
気
船
を
「
台

場
」
ま
で
走
ら
せ
、
東
京
湾
を
眺
め
な
が
ら
真
っ
赤
な
グ
ミ
の
実
を
食
べ
た

少
年
時
代
の
思
い
出
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

雨
の
日
で
も
、
時
に
は
晴
れ
た
日
で
も
、
台
場
の
青
草
を
踏
み
し
だ
い

て
、
逼
か
の
国
か
ら
流
れ
て
く
る
海
風
と
共
に
「
ぐ
み
」
の
実
を
懐
む

で
見
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
番
人
に
見
つ
か
つ
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
一
杯
に

詰
込
ん
だ
「
ぐ
み
」
の
実
を
抱
込
ん
で
舟
へ
逃
込
む
事
も
あ
っ
た
。
舟

が
岸
を
離
れ
て
か
ら
テ
ン
ト
を
引
被
つ
て
、
お
祖
父
さ
ん
に
も
一
つ
か

み
与
へ
て
は
ゆ
つ
く
り
食
べ
合
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
(
『
吉
本
隆
明
全
著
作

集
』
-
以
下
『
全
著
作
集
』
―
―
第
一
五
巻
、
七
頁
、
一
九
七
四
年
五
月
、
勁
草
書

房
)

「
「
哲
」
の
唄
」
に
お
い
て
、
彼
方
か
ら
や
っ
て
く
る
は
ず
の
船
を
待
ち

な
が
ら
「
哲
」
の
た
た
ず
む
海
岸
は
、
お
そ
ら
く
「
随
想
(
其
の
こ
)
に

描
か
れ
た
「
台
場
」
付
近
の
東
京
湾
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
真
赤
な
「
べ
ん

け
い
蟹
」
」
は
、
お
そ
ら
く
真
っ
赤
な
「
「
ぐ
み
」
の
実
」
と
等
価
で
あ
畝
゛

そ
こ
に
は
楽
し
か
っ
た
少
年
時
代
の
思
い
出
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

二

府
立
化
学
工
業
学
校
の
最
高
学
年
に
進
み
卒
業
を
一
年
後
に
控
え
た
吉
本

は
、
幸
福
な
少
年
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
未
来
へ

を
み
つ
め
て
い
る
。
自
分
を
ど
こ
か
未
知
の
世
界
へ
と
連
れ
て
い
っ
て
く
れ

る
「
そ
の
船
」
は
今
日
も
来
な
い
、
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
う
ち
に
は
、
未
来

へ
の
漠
然
と
し
た
不
安
が
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
哲
」
と
い
う
言
葉
の
繰
り
返
し
の
う
ち
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
を
感
じ

る
が
、
思
う
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
書
き
記
し
た
よ
う
に
自
由
律
で
あ
り
、
と

く
に
技
巧
的
な
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
作
品
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は

そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
や
表
現
の
う
ち
に
は
な
い
。

詩
を
書
き
始
め
る
年
少
者
は
往
々
に
し
て
、
美
し
い
風
景
と
か
恋
の
体
験

な
ど
、
自
ら
に
親
し
い
対
象
や
イ
メ
ー
ジ
を
ま
ず
写
し
取
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
吉
本
は
、
こ
の
お
そ
ら
く
制
作
し
た
最
初
の
詩
篇
に
お
い

て
、
外
側
の
対
象
や
な
に
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
写
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、

お
の
れ
の
胸
の
う
ち
に
わ
だ
か
ま
る
、
あ
る
定
か
な
ら
ぬ
思
い
に
、
言
葉
に

よ
っ
て
形
を
与
え
よ
う
と
模
索
し
て
い
る
。
「
難
破
船
」
は
お
の
れ
の
不
確

か
な
未
来
の
メ
タ
フ
ア
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
詩
心
岫
い
て
古
本
は
詩
人
と

し
て
の
決
定
的
な
資
質
を
示
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
こ
の
詩
は
、
同
じ
頃
に
制
作
さ
れ
た
三
島
由
紀
夫
の
「
十
五

歳
詩
集
」
に
収
め
ら
れ
た
「
凶
ご
と
」
と
題
す
る
作
品
と
よ
く
似
て
い
る
と

い
え
る
。
(
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
三
五
巻
、
五
〇
五
上
八
頁
、
新
潮
社
)

わ
た
く
し
は
夕
な
夕
な

窓
に
立
ち
椿
事
を
待
っ
た
、

凶
変
の
だ
う
悪
な
砂
塵
が

夜
の
虹
の
や
う
に
町
並
の

む
か
う
か
ら
お
し
よ
せ
て
く
る
の
を
。

枯
木
か
れ
木
の

海
綿
め
い
た
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乾
き
の
間
に
は

薔
薇
輝
石
色
に

夕
空
が
う
か
ん
で
き
た
・

濃
沃
度
丁
幾
を
混
ぜ
た
る
、

夕
焼
の
凶
ご
と
の
色
み
れ
ば

わ
が
胸
は
支
那
繍
子
の
扇
を
閉
ざ
し

空
は
黒
奴
た
ち
あ
ら
は
れ
き
て

夜
も
す
が
ら
争
ひ
合
ひ

星
の
血
を
滴
ら
し
つ
ゝ

夜
の
森
き
で
閏
に
ひ
v
＼
い
た
。

わ
た
し
は
凶
ご
と
を
待
っ
て
い
る

吉
報
は
凶
報
だ
っ
た

け
ふ
も
蝉
死
人
の
額
は
黒
く

わ
が
血
は
ど
す
赤
く
凍
結
し
た
…
…
。

こ
こ
で
少
年
は
、
昼
と
夜
の
あ
わ
い
の
微
妙
な
光
の
中
で
窓
際
に
立
ち
な

が
ら
、
ど
こ
か
む
こ
う
の
方
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
は
ず
の
変
事
を
待
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
う
ち
に
、
暖
か
く
庇
護
さ
れ
た
少
年
時
代
が
終
わ

る
予
感
と
未
来
へ
の
不
安
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
三
島
の
待
つ
椿
事
は
、
吉

本
の
待
つ
難
破
船
と
等
価
で
あ
る
。

幼
く
し
て
日
本
の
古
典
を
学
び
既
に
数
十
篇
も
の
詩
作
品
を
も
の
し
て
い

た
少
年
と
、
詩
作
を
始
め
た
ば
か
り
の
少
年
と
い
う
、
二
人
の
経
歴
の
差
異

に
由
来
す
る
措
辞
や
技
巧
に
お
け
る
精
粗
の
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
な

に
か
の
外
的
な
対
象
を
写
し
取
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
心
の
中
に
わ
だ
か

ま
る
定
か
な
ら
ぬ
思
い
に
形
を
与
え
よ
う
と
す
る
手
つ
き
に
お
い
て
、
二
つ

の
作
品
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
、
そ
の
後
二
人

が
辿
っ
た
対
照
的
な
思
想
の
軌
跡
を
超
え
て
、
共
通
の
資
質
が
秘
め
隠
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
和
楽
路
』
の
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
随
想
(
其
の
二
)
」
で
、
吉
本

は
、
『
論
語
』
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
「
小
9

ト
と
い
う
言
葉
に
関
わ
っ

て
、
自
ら
の
「
人
生
観
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

全
く
私
の
人
生
観
は
特
異
(
偏
奇
)
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
が
併
し
私

は
そ
の
人
生
観
を
他
人
に
証
ひ
だ
事
は
只
の
一
度
も
な
い
。
私
は
私
と

全
く
正
反
対
の
人
生
観
の
持
主
で
あ
っ
て
も
、
尚
そ
の
人
格
を
尊
敬
し

て
ゐ
る
人
か
お
る
。
人
は
私
自
身
が
「
俺
は
小
人
で
は
な
い
」
と
自
惚

れ
て
も
許
し
て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
(
『
全
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
七
～
八
頁
)

独
善
的
に
一
つ
の
考
え
方
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
風
潮
に
対
す
る
批
判
的

な
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
吉
本
が
思
想
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ

が
互
い
の
思
想
を
尊
重
す
る
と
い
う
、
思
想
の
在
り
方
に
ま
ず
関
心
を
示
し

た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
さ
き
の
「
「
哲
」
の

唄
」
と
あ
わ
せ
て
、
吉
本
の
資
質
と
思
想
の
傾
向
を
示
す
大
き
な
特
徴
の
ひ

と
つ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
期
の
吉
本
が
『
論
語
』
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ

と
は
、
『
和
楽
路
』
一
九
四
一
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
孔
丘
と
老
厨
」

と
い
う
文
章
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
吉
本
は
、
『
論
語
』

か
ら
採
っ
た
孔
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
物
語
風
に
叙
述
し
な
が
ら
、
「
世
界
の

三
聖
」
釈
迦
、
孔
子
、
キ
リ
ス
ト
の
な
か
で
、

私
は
誰
が
一
番
好
き
か
と
言
へ
ば
論
な
く
孔
子
を
第
一
と
す
る
。
決
し

て
用
ひ
ら
れ
そ
う
も
な
い
大
経
綸
を
ふ
と
こ
ろ
に
、
狗
の
や
う
に
諸
国

を
廻
っ
た
孔
子
こ
そ
は
、
私
達
が
最
も
近
づ
き
易
い
感
じ
が
す
る
の
で

あ
る
。
(
『
全
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
一
五
頁
)

と
述
べ
、
最
後
に
高
村
光
太
郎
の
「
老
恥
、
道
を
行
く
」
と
い
う
詩
を
引
い

て
、
老
子
の
思
想
に
も
興
味
を
示
し
つ
つ
、
孔
子
と
老
子
の
思
想
は
結
局
、

共
通
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
結
論
し
て
い
る
。

吉
本
の
こ
の
時
期
の
思
想
が
つ
ね
に
国
家
の
問
題
と
密
着
し
て
い
る
の
に

は
、
個
人
の
さ
さ
や
か
な
幸
福
を
優
先
さ
せ
る
長
咀
や
築
溺
の
思
想
に
対
す

三
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る
。

「
わ
し
は
鳥
獣
と
一
緒
に
暮
す
こ
と
は
出
来
な
い
よ
。
わ
し
に
は
天
下

の
百
姓
(
ヒ
ヤ
ク
セ
イ
)
よ
り
外
に
は
共
に
生
を
楽
し
む
べ
き
者
は
無

い
の
だ
。
道
が
行
は
れ
て
ゐ
る
世
で
あ
っ
た
ら
、
わ
し
の
や
う
な
も
の

が
仁
の
道
を
説
い
て
廻
る
必
要
か
お
る
も
の
か
。
道
が
行
は
れ
て
ゐ
な

い
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
困
ん
で
行
く
の
で
は
な
い
か
」
(
同
、
一
四
頁
)

と
い
う
孔
子
の
愚
直
な
ま
で
の
「
大
経
綸
」
を
展
開
し
た
『
論
語
』
の
思
想

の
倫
理
性
に
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
吉
本
は
、
孔
子
は
老
子
を
通
し
て
「
政
治
と
言
ふ
も
の
が
、

民
の
中
に
あ
る
の
を
知
つ
て
ゐ
た
。
孔
子
は
終
に
政
治
は
一
人
の
人
民
を
救

ふ
事
に
邁
か
に
及
ば
な
い
の
を
悟
つ
た
の
で
あ
る
」
(
同
、
一
五
頁
)
と
語
る

よ
う
に
、
個
人
の
価
値
を
尊
重
す
る
老
子
の
思
想
に
も
同
感
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
府
立
化
工
時
代
に
お
け
る
孔
子
や
老
子
の
倫
理
性
に

対
す
る
共
感
が
、
や
が
て
、
宮
爆
賢
治
へ
の
尊
崇
の
感
情
へ
と
変
化
し
て
い

っ
た
こ
と
は
、
吉
本
が
一
九
四
二
年
の
末
に
、
花
巻
へ
賢
治
の
詩
碑
を
訪
ね

た
あ
と
に
制
作
し
た
詩
の
一
節
に
「
ア
ナ
タ
ノ
思
想
ハ
/
老
子
ノ
若
イ
頃
ノ

ヤ
ウ
す
/
年
老
イ
タ
ふ
ら
ん
す
人
ノ
ヤ
ウ
ナ
/
思
想
ダ
」
(
『
全
著
作
集
』
第
一

五
巻
、
二
二
二
頁
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
『
和
楽
路
』
五
月
号
所
載
の
「
随
想
(
其
の
三
)
」
で
は
、
「
私
の

周
囲
」
に
「
多
く
の
尊
敬
す
べ
き
「
友
」
が
居
る
」
こ
と
を
「
幸
福
」
に
思

う
と
書
き
、
そ
の
友
た
ち
が
将
来
「
必
ず
世
に
出
て
大
成
す
る
で
あ
ら
う
」

と
予
言
し
、
自
分
も
ま
た
ひ
そ
か
に
「
成
功
」
を
期
し
て
い
る
と
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
つ
ね
づ
ね
「
一
つ
の
歌
」
を
心
に
用
意
し
て
い
る
と
述
べ
、
文

末
で
石
川
啄
木
の
、

友
が
皆
我
よ
り
偉
く
見
ゆ
る
日
よ

花
を
買
ひ
来
て
妻
と
親
し
む

四

と
い
う
作
品
を
引
用
し
て
い
る
。
(
『
全
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
八
頁
)

こ
の
文
章
か
ら
は
、
同
級
生
に
対
す
る
吉
本
の
微
妙
な
感
情
の
揺
れ
を
感

ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
、
吉
本
が
啄
木
を
愛
読
し
て
い

た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
。

川
端
要
壽
は
こ
の
「
随
想
(
其
の
三
)
」
に
関
し
て
、
「
吉
本
は
少
年
時

代
よ
り
、
彼
が
将
来
何
に
な
る
か
は
解
ら
な
い
ま
で
も
、
立
身
出
世
と
い
う

夢
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
解
る
」
と
少
し
意
地
悪
な
指
摘
を
し

て
い
る
。
{
前
掲
論
文
、
}
○
六
頁
)
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
他
の
友
だ
ち
に
対
す
る
敬
愛
の
念
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と

理
解
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

吉
本
自
身
、
の
ち
に
心
理
学
者
馬
場
礼
子
と
の
対
談
に
お
い
て
、
自
ら
の

少
年
時
代
に
つ
い
て
、

お
そ
ら
く
は
そ
の
自
己
愛
の
世
界
、
あ
る
い
は
自
己
昇
華
か
知
り
ま
せ

ん
け
ど
、
そ
う
い
う
も
の
の
世
界
と
、
つ
ま
り
具
体
的
現
実
的
に
向
上

心
に
溢
れ
な
ん
と
か
と
い
う
、
ま
っ
た
く
こ
れ
優
等
生
み
た
い
な
、
そ

う
い
う
の
で
押
し
切
る
こ
と
と
は
、
ぼ
く
の
な
か
で
同
一
視
さ
れ
て
い

て
、
そ
れ
で
自
分
の
な
か
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
押
し
切
れ
な
い
、
な
ん

か
よ
け
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
絶
え
ず
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
、
無
意

識
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
引
き
戻
し
て
い
た
ん
じ
や
な
い
か
。

と
語
っ
て
い
る
。
(
「
ぼ
く
が
真
実
を
口
に
す
る
と
・
=
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
四
年
四
月
、

一
一
〇
頁
)
吉
本
の
う
ち
に
も
少
年
に
ふ
さ
わ
し
い
功
名
心
が
潜
在
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

H

下
町
の
時
間
の
流
れ
I
-
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
時
代
Ⅱ

一
九
四
一
年
コ
ー
月
、
日
米
開
戦
と
と
も
に
、
吉
本
は
府
立
化
学
工
業
学

校
を
繰
上
卒
業
に
な
る
。
一
九
四
一
年
一
一
月
発
行
の
卒
業
を
記
念
す
る
『
和

楽
路
』
最
終
号
に
、
吉
本
は
「
く
も
の
い
と
」
「
う
ら
盆
」
「
冬
」
の
三
篇

の
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
抒
情
小
曲
風
の
小
品
で
あ
る
。
こ
こ
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で
は
「
う
ら
盆
」
と
「
冬
」
を
引
く
。

ま
ず
「
う
ら
盆
」
に
つ
い
て
見
る
。
(
『
全
詩
集
』
六
五
九
土
ハ
○
頁
)

う
ら
盆
で

灯
放
流
せ

灯
寵
流
せ

舟
の
下
で

溺
れ
た
子
が

抱
い
て
帰
る

こ
こ
に
は
隅
田
川
の
流
れ
と
と
も
に
生
き
て
い
る
、
吉
本
の
生
家
の
あ
る

東
京
下
町
の
雰
囲
気
が
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
も
つ
ム
ー
ド
の
う
ち

に
は
、
人
の
生
き
死
に
が
川
の
流
れ
の
よ
う
に
自
然
の
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
世
界
が
反
映
し
て
い
る
。

の
ち
に
吉
本
は
、
日
本
語
の
詩
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
こ

の
作
品
に
触
れ
て
い
る
。
吉
本
は
ま
ず
、
自
ら
が
詩
を
作
り
始
め
た
頃
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

僕
が
幼
稚
な
童
謡
ま
が
い
の
詩
を
最
初
に
書
き
始
め
た
と
き
に
は
、

ひ
と
り
で
に
無
意
識
に
と
は
言
え
な
く
て
、
韻
律
か
ら
入
っ
て
い
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
読
ん
で
い
た
の
は
藤
村
の
『
若
菜
集
』

な
ん
か
で
、
七
五
調
で
い
け
ば
調
子
よ
く
言
葉
が
出
て
く
る
と
い
う
の

が
好
き
で
し
た
。
結
局
、
韻
律
と
し
て
は
七
五
調
に
近
い
状
態
で
言
葉

を
表
現
し
て
い
く
と
、
そ
れ
ら
し
き
詩
が
で
き
て
し
ま
う
。
何
か
主
題

に
な
る
か
は
、
そ
の
時
に
感
銘
深
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
何
か
に
よ
る

わ
け
で
す
。
(
「
吉
本
隆
明
戦
後
五
〇
年
を
語
る
」
『
週
間
読
書
人
』
二
〇
〇
〇
年

一
月
七
日
号
)

こ
の
回
想
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
、
吉
本
は
、
誰
の
影
響
と
い
う
こ
と

も
な
く
、
少
年
時
代
か
ら
読
み
覚
え
た
日
本
の
近
代
詩
の
七
五
調
の
リ
ズ
ム

で
韻
文
を
綴
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
き
の
「
「
哲
」
の
唄
」
に
し
て
も
こ
の
「
う
ら
盆
」
に
し
て

も
、
そ
の
リ
ズ
ム
は
、
藤
村
の
『
若
菜
集
』
に
見
る
よ
う
な
、
明
治
新
体
詩

の
単
調
な
七
五
調
の
ス
タ
イ
ル
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
藤
村
な
ど

の
新
体
詩
の
リ
ズ
ム
に
影
響
を
受
け
た
と
い
う
発
言
は
、
残
さ
れ
て
は
い
な

い
が
お
そ
ら
く
「
「
哲
」
の
唄
」
以
前
に
制
作
さ
れ
た
吉
本
の
も
っ
と
前
の

詩
作
品
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
「
う
ら
盆
」
の
リ
ズ
ム
は
自
然
発
生
的
な
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
よ
う
な

も
の
で
も
な
い
。

吉
本
の
回
想
は
先
の
引
用
に
続
い
て
「
う
ら
盆
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
言

及
し
て
い
る
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
詩
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
隅
田
川
の
方
か
ら
出

て
、
堀
割
の
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
に
頻
繁
で
は
な
い
ん
で
す

が
、
水
遊
び
を
し
て
い
る
子
ど
も
が
溺
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
時
々
あ

っ
て
、
そ
れ
が
と
て
も
印
象
に
強
く
残
っ
て
い
た
ん
で
す
。
(
中
略
)

そ
う
い
う
こ
と
が
自
分
に
印
象
深
く
あ
っ
て
、
そ
れ
と
溺
れ
た
子
供

と
、
灯
寵
流
し
が
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
う
ち
の
前
あ
た
り
で
は
そ
ん

な
に
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
わ
り
と
裕
福
な
家
で
は
、
お
盆
の
と
き

に
、
蝋
燭
に
火
を
付
け
て
、
戒
名
を
書
い
た
も
の
と
か
果
物
と
か
を
入

れ
た
船
を
流
し
た
ん
で
す
。
(
同
)

あ
き
ら
か
に
こ
こ
に
は
、
孟
蘭
盆
と
い
う
地
域
に
根
ざ
し
た
伝
統
行
事
に

か
か
わ
る
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
流
れ
を
意
識
し
た
リ
ズ
ム
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
う
ら
盆
」
と
い
う
作
品
が
自
覚
的
技

巧
的
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

つ
ぎ
に
「
冬
」
と
い
う
作
品
。
(
『
全
詩
集
』
六
六
〇
頁
)

た
れ
が

お
ま
へ
に

来
い

と

言
ふ
だ

五
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お
と
よ

が

死
ん
で

し
げ
る

が

生
れ

木
の
実
が

か
ら
か
ら

季
節
は
流
れ
、
人
が
生
ま
れ
、
人
が
死
ぬ
I
I
そ
う
し
た
自
然
の
な
か
で

営
ま
れ
る
東
京
下
町
の
日
常
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
木
の
実
が

か
ら

か
ら
」
と
い
う
叙
景
の
う
ち
に
は
、
悲
し
み
に
似
た
無
常
観
が
込
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
お
と
よ
」
や
「
し
げ
る
」
と
い
う
固
有
名
は
具
体

的
な
誰
か
を
意
味
す
る
と
い
う
以
上
に
、
地
域
住
民
全
体
の
な
ま
な
ま
し
い

提
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
リ
ズ
ム
も
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
い
。
木
枯
ら
し
の
吹

く
東
京
の
下
町
を
流
れ
る
時
間
を
表
現
す
る
た
め
に
吉
本
は
、
こ
の
よ
う
な

一
見
素
朴
な
わ
ら
べ
う
た
風
の
リ
ズ
ム
が
採
用
さ
れ
の
で
あ
る
。

吉
本
の
詩
が
し
だ
い
に
技
巧
的
な
洗
練
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
吉
本
の
意
識
の
基
底
に
、
こ
う
し
た
東
京
下
町

に
生
き
る
庶
民
の
生
活
と
自
然
に
対
す
る
諦
め
に
似
た
無
常
観
が
息
づ
い
て

い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

ち
な
み
に
、
吉
本
は
米
沢
高
等
工
業
学
校
時
代
に
『
呼
子
と
北
風
』
と
題

す
る
詩
集
原
稿
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
配
列
さ
れ
た
「
北
風
」
と

い
う
作
品
燃
≒
』
の
「
冬
」
と
い
う
作
品
と
は
る
か
に
結
び
っ
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
(
『
全
詩
集
』
六
六
四
頁
)

渦
状
星
雲
の
極
北
を
吹
い
て

人
の
愛
の
蔭
に
と
ま
つ
た

い
ま
だ
死
な
ぬ
と
き
に

は
ん
の
木
の
葉

散
れ

帽
に
さ
す
夕
日

影
は
ろ
ば
ろ

|.

ノゝ

ま
ず
、
短
い
行
で
短
い
連
と
い
う
作
品
の
構
成
ス
タ
イ
ル
が
よ
く
似
て
い

る
。
つ
ぎ
に
、
木
の
葉
あ
る
い
は
木
の
実
が
散
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て

い
る
。
さ
ら
に
最
後
の
行
が
「
か
ら
か
ら
」
「
ぽ
ろ
ぽ
ろ
」
と
オ
ノ
マ
ト
ペ

に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
共
通
し
て
い
る
。
語
彙
や
措
辞
の
点
て

大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
あ
き
ら
か
に
関
連
性
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
吉
本
は
、
米
沢
に
行
っ
て
か
ら
、
東
京
時
代
に
制
作
し
た
詩
作
品

を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
添
削
を
加
え
る
な
ど
の
作
業
を
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
北
風
」
と
い
う
作
品
に
結
晶
し
、
詩
果
稿
『
呼

子
と
北
風
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ

米
沢
高
等
工
業
学
校
時
代

吉
本
は
、
一
九
四
一
年
コ
ー
月
に
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
を
繰
上
卒
業

し
た
の
ち
、
翌
年
三
月
、
東
京
会
場
で
の
受
験
を
経
て
、
四
月
、
米
沢
高
等

工
業
学
校
応
用
化
学
科
に
入
学
す
る
。
現
在
の
山
形
大
学
工
学
部
の
前
身
で

あ
る
。
吉
本
自
身
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
』
第
一
五
巻
所
収
の
自
作
解
説
「
過

去
に
っ
い
て
の
自
註
」
に
お
い
て
、

こ
の
土
地
で
は
、
書
物
が
間
接
の
師
で
あ
っ
た
。
何
度
か
か
き
と
め
た

よ
う
に
、
こ
こ
で
も
詩
人
高
村
光
太
郎
、
宮
沢
賢
治
、
作
家
横
光
利
一
、

太
宰
治
、
批
評
家
小
林
秀
雄
、
保
田
与
重
郎
の
名
を
書
き
と
め
て
お
こ

う
。
こ
れ
ら
は
、
あ
き
ら
か
に
、
雑
読
の
あ
い
だ
か
ら
わ
た
し
に
、
影

響
を
印
し
た
と
い
え
る
文
学
者
の
名
で
あ
る
。
高
村
光
太
郎
は
『
智
恵

子
抄
』
や
改
訂
版
『
道
程
』
に
よ
っ
て
、
宮
沢
賢
治
は
『
名
作
選
』
や

草
野
心
平
編
の
『
研
究
』
に
よ
っ
て
、
横
光
利
一
は
長
編
『
旅
愁
』
(
途

中
)
ま
で
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
、
小
林
秀
雄
は
『
無
常
と
い
ふ
こ
と
』

ま
で
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
、
保
田
与
重
郎
は
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
の
批
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評
作
品
に
よ
っ
て
、
太
宰
治
は
『
當
嶽
百
景
』
や
『
佳
日
』
や
『
お
伽

草
子
』
に
よ
っ
て
。
(
『
全
著
作
集
』
第
}
五
巻
、
四
五
九
頁
)

と
書
い
て
い
る
。
東
北
米
沢
の
地
に
来
て
、
そ
れ
ま
で
の
、
今
氏
塾
に
お
け

る
乱
読
の
時
代
か
ら
、
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
読
書
へ
と
変
化
し
た
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。

吉
本
は
、
米
沢
高
等
工
業
学
校
入
学
の
翌
年
、
一
九
四
三
年
の
冬
か
ら
四

四
年
の
春
に
か
け
て
、
同
期
生
の
郷
右
近
厚
、
田
中
寛
二
ら
と
回
覧
誌
・
『
か

ら
す
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
回
覧
雑
誌
と
は
、
仲
間
同
士
が
手
書
き
の
原
稿

を
持
ち
寄
っ
て
一
冊
に
綴
じ
合
わ
せ
、
互
い
に
回
覧
し
て
読
み
合
い
ま
だ
批

評
し
合
う
雑
誌
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
小
林
多
喜
二
は
小
樽
高
等
商
業

学
校
時
代
の
一
九
二
一
年
、
自
ら
の
作
品
を
書
い
た
わ
ら
半
紙
を
綴
じ
た
『
生

れ
出
ず
る
子
ら
』
と
題
す
る
個
人
回
覧
雑
誌
を
制
作
し
、
友
人
た
ち
に
見
せ

て
批
評
を
仰
い
で
い
る
。

『
全
詩
集
』
「
解
題
」
に
『
か
ら
す
』
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
か

お
る
。

「
か
ら
す
」
は
、
当
時
市
販
の
粗
末
な
更
半
紙
の
四
百
字
詰
原
稿
用
紙

一
種
類
に
統
一
し
た
合
計
六
十
二
枚
の
生
原
稿
を
、
別
な
白
い
厚
紙
二

枚
を
も
っ
て
表
紙
と
し
、
表
紙
の
上
か
ら
金
属
の
止
め
金
で
二
ヶ
所
と

じ
て
製
本
し
た
も
の
。
表
紙
の
内
側
は
ピ
ン
ク
色
で
、
白
い
表
紙
に
墨

で
「
か
ら
す

第
一
号
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
(
『
全
詩
集
』
「
解
題
」
一
七

七
九
頁
)

東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
に
お
け
る
『
和
楽
路
』
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
吉
本
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
吉
本
が
「
巻
頭
言
」
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
「
巻
頭
言
」
で
吉
本
は
、
文
章
を
書
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

唯
自
分
の
考
へ
て
ゐ
る
処
を
表
現
し
つ
く
し
て
、
そ
の
時
の
何
と
も
言

へ
ぬ
安
心
か
ら
出
発
し
て
も
つ
と
深
い
自
分
を
見
付
け
て
行
く
の
で

す
。
(
中
略
)
書
く
時
は
、
そ
の
様
な
安
心
立
命
を
得
る
た
め
と
、
そ
の

安
心
か
ら
出
発
し
て
も
つ
と
深
い
自
分
を
探
し
行
く
た
め
で
あ
る
と
思

ひ
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
文
章
を
書
い
た
り
、
書
物
を
読
ん
だ
り
す
る
だ

け
で
、
自
分
の
人
間
を
よ
り
深
い
も
の
に
導
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
(
『
全

著
作
集
』
第
一
五
巻
、
二
二
頁
)

言
葉
を
書
き
し
る
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
か
を
指
示
し
た
り
伝
達
し
た

り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の

れ
自
身
を
よ
り
深
く
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
吉
本
は
述
べ
る
。

吉
本
は
自
ら
を
「
化
学
者
」
と
し
て
規
定
衣
゛
化
学
者
は
そ
の
よ
う
な
態
度

で
文
章
を
書
く
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
、
吉
本

は
化
学
者
に
な
ろ
う
と
志
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
し
か
し
化
学
者
の
態

度
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
詩
人
と
し
て
の
態
度
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
吉
本
が
化
学
と
い
う
領
域
に
す
ぐ
れ
た
才
能
を
発
揮
し
て
い
た
と
し
て

も
、
吉
本
の
才
能
の
本
質
は
、
詩
人
と
し
て
の
資
質
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
自
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
吉
本
は
こ

れ
に
続
い
て
、

そ
れ
故
文
章
を
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
と
、
現
実
を
游
離
し
て
し
ま

ふ
な
ど
と
考
へ
て
ゐ
る
人
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
又
文
章
を
書
い
た

り
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
現
実
を
游
離
し
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ
か
と
不
安
に

思
ふ
人
は
矢
張
り
駄
目
な
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

と
つ
け
加
え
て
い
る
。
(
同
)

与
え
ら
れ
た
世
界
の
名
づ
け
ら
れ
た
な
に
も
の
か
を
指
示
し
た
り
伝
達
し

た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
だ
現
実
的
に
形
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に

イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
り
、
ま
だ
名
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
名
前
を
与
え

た
り
す
る
こ
と
は
、
常
識
的
な
立
場
か
ら
は
「
現
実
を
遊
離
」
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
る
こ
と
を
吉
本
は
無
意
識
の
う
ち
に
感
じ
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

問
題
に
決
着
を
つ
け
る
よ
う
に
吉
本
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ど
ん
な
種
類
の
文
章
を
書
い
て
も
、
自
分
を
自
分
以
上
に
表
は
そ
う
と

七
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し
た
り
、
又
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
を
意
味
あ
り
げ
に
書
い
た
り
さ
へ

し
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
が
自
然
に
現
は
れ
る
も
の
で
す
。
僕
達
は
そ
の

自
分
を
自
然
に
表
は
す
や
う
な
文
章
を
書
き
得
る
と
言
ふ
こ
と
は
、
他

人
を
理
解
し
、
正
し
く
洞
察
し
得
る
鴇
声
4

比
と
で
す
。
(
同
)

自
分
を
自
分
以
上
に
見
せ
よ
う
と
す
る
街
学
趣
味
や
、
な
に
も
言
う
こ
と

が
な
い
の
に
意
味
あ
り
げ
な
空
虚
な
文
章
を
弄
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
吉

本
は
、
文
章
の
う
ち
に
そ
れ
を
書
い
た
も
の
の
人
間
性
が
お
の
ず
と
現
れ
る

も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

ま
た
「
巻
頭
言
」
の
中
で
、
吉
本
は
、
現
在
当
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

僕
は
僕
達
が
現
在
持
つ
て
ゐ
る
大
き
な
問
題
や
決
心
に
つ
い
て
は
何
も

言
ひ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
余
り
に
大
き
く
、
そ
し
て
真
剣
な
問
題
だ
か
ら

で
す
。
も
つ
と
も
つ
と
深
く
考
へ
て
、
そ
の
時
僕
達
は
日
本
人
で
あ
る

僕
達
を
心
ゆ
く
ま
で
語
り
合
は
う
と
思
ひ
ま
す
。
(
同
)

「
大
き
な
問
題
や
決
心
」
と
は
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
『
か
ら
す
』

刊
行
の
す
ぐ
前
、
十
二
月
八
日
の
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国
と
の
全
面
戦
争
を
意
識
し
た
発
言
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
論
ず
る
内
容
に
つ
い
て
は
特
に
注
文
は
付
け
な
い
が
、

何
を
論
ず
る
に
し
て
も
「
日
本
人
で
あ
る
僕
達
」
に
つ
い
て
深
く
突
き
詰
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
吉
本
は
言
う
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
を
戦
い
つ
つ
あ
る
日
本
の
運
命
と
い
う
問
題
を
充
分
に

認
識
し
、
そ
れ
に
応
じ
る
決
意
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
も
、
お
の
れ
自
身
の
心

の
姿
勢
を
第
一
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
吉

本
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
じ
『
か
ら
す
』
第
一
号
に
吉
本
は
「
無
方
針
」
と
題
す
る
断
章
集
を
掲

載
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
利
己
主
義
」
と
い
う
断
章
。

「
彼
奴
は
利
己
主
義
だ
」
な
ど
と
他
人
を
非
難
す
る
声
が
あ
つ
た
と
す

る
。
こ
の
場
合
本
当
の
利
己
主
義
は
非
難
す
る
側
に
あ
る
こ
と
を
私
は

殆
ど
請
合
っ
て
も
よ
い
。
よ
く
そ
ん
な
非
難
を
す
る
く
せ
の
あ
る
人
は
、

八

勤
労
奉
仕
を
す
る
前
に
、
坐
禅
で
も
組
む
べ
き
だ
と
私
は
思
つ
て
ゐ
る
。

(
同
、
二
四
頁
)

他
人
を
「
利
己
主
義
」
と
批
判
す
る
も
の
が
か
え
っ
て
利
己
主
義
者
で
あ

る
と
い
う
こ
の
議
論
は
、
当
時
の
集
団
主
義
的
な
雰
囲
気
に
対
す
る
吉
本
の

屈
折
し
た
批
判
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
風
潮
に
対
し
て
吉

本
は
、
も
っ
と
自
己
を
見
つ
め
な
さ
い
と
勧
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
白
い
花
」
と
い
う
別
の
断
章
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
か
若
し
誰
か
か
ら
一
枝
の
白
い
花
を
贈
ら
れ
た
と
す
る
の
だ
。
私
は

そ
の
花
を
ど
う
す
る
だ
ら
う
か
と
考
へ
て
見
た
。
幸
に
私
は
何
処
か
に

緑
色
の
花
瓶
を
持
つ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
挿
し
て
、
貧
し

い
机
の
上
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
移
動
し
て
、
白
い
花
を
楽
し
む
こ
と
が

出
来
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
私
の
本
当
に
し
た
い
こ
と
は
、
そ
の
花
を
天

井
か
ら
吊
し
て
空
中
に
浮
べ
て
眺
め
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
以

上
に
し
て
み
た
い
こ
と
は
、
し
ん
し
ん
と
し
た
蒼
い
空
の
無
方
に
そ
の

花
を
浮
べ
て
眺
め
る
こ
と
な
の
だ
。
き
っ
と
、
無
上
に
美
し
い
に
違
ひ

な
い
。
或
日
私
は
意
識
の
超
絶
を
随
分
恐
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
言

葉
は
覚
え
て
お
い
て
呉
れ
る
と
よ
い
。
(
同
、
二
四
頁
)

こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
『
文
学
界
』
一
九
四
二
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
当

麻
」
に
お
い
て
小
林
秀
雄
が
展
開
し
た
議
論
が
反
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

小
林
は
、
そ
の
な
か
で
、
世
阿
弥
を
取
り
上
げ
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。

僕
は
、
無
要
な
諸
観
念
の
跳
梁
し
な
い
さ
う
い
ふ
時
代
に
、
世
阿
弥
が

美
と
い
ふ
も
の
を
ど
う
い
ふ
風
に
考
へ
た
か
を
思
ひ
、
其
処
に
何
ん
の

疑
は
し
い
も
の
が
な
い
事
を
確
か
め
た
。
「
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を

尽
し
て
後
、
花
の
失
せ
ぬ
と
こ
ろ
を
知
る
べ
し
」
。
美
し
い
「
花
」
が

あ
る
、
「
花
」
の
美
し
さ
と
い
ふ
様
な
も
の
は
な
い
。
彼
の
「
花
」
の

観
念
の
曖
昧
さ
に
就
い
て
頭
を
悩
ま
す
現
代
の
美
学
者
の
方
が
、
化
か

さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
(
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
八
巻
、
一
五
上
八
頁
、
新

潮
社
、
一
九
六
七
年
)
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吉
本
の
文
章
の
中
に
見
え
る
「
私
は
意
識
の
超
絶
を
随
分
恐
れ
る
こ
と
が

あ
る
」
と
い
う
部
分
に
は
、
「
彼
の
「
花
」
の
観
念
の
曖
昧
さ
に
就
い
て
頭

を
悩
ま
す
現
代
の
美
学
者
の
方
が
、
化
か
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
い

う
小
林
の
思
索
の
反
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
ち
に
吉
本
は
、
戦
時
中
の
読
書
に
つ
い
て
、

僕
ら
も
戦
争
中
に
、
自
分
な
り
に
そ
の
当
時
の
日
本
文
学
の
作
品
を
読

ん
だ
り
、
批
評
を
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
人
だ
ち
か
と

い
う
と
、
批
評
家
で
い
え
ば
小
林
秀
雄
や
、
ち
ょ
っ
と
違
う
け
れ
ど
同

じ
よ
う
に
尊
重
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
の
は
、
日
本
浪
漫
派
系
統
の
理

論
家
、
特
に
保
田
1

ハ
重
郎
で
す
ね
。
こ
の
二
人
が
、
僕
ら
学
生
の
読
者

の
立
場
か
ら
見
る
と
、
圧
倒
的
に
優
れ
た
批
評
家
に
見
え
た
わ
け
で
す
。

と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
と
く
に
小
林
秀
雄
に
つ
い
て
、

こ
の
人
が
古
典
主
義
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
戦
争
末
期
で
す
が
、
こ

の
時
期
の
作
品
に
、
源
実
朝
や
西
行
を
論
じ
た
『
無
常
と
い
ふ
事
』
と

い
う
古
典
論
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
も
「
小
林
秀
雄
じ
ゃ
な
い
と
書

け
な
い
よ
」
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
(
中
略
)
小
林
秀
雄
の
西

行
論
は
わ
ず
か
四
〇
~
五
〇
枚
の
も
の
で
す
け
れ
ど
、
西
行
の
イ
メ
ー

ジ
の
鮮
明
さ
と
モ
ダ
ン
さ
は
ち
ょ
っ
と
国
文
学
の
西
行
研
究
者
に
は
及

び
も
つ
か
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

と
続
け
て
い
る
。
(
「
吉
本
隆
明
戦
後
五
〇
年
を
語
る
」
『
週
間
読
書
人
』
一
九
九
五
年

一
〇
月
二
〇
日
)
小
林
秀
雄
が
こ
の
時
期
に
展
開
し
て
い
た
古
典
論
に
つ
い
て

吉
本
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
、
小
林
秀
雄
は
、
さ
き
に
引
い
た
「
富
麻
」
に
始
ま
る
、
の
ち

に
評
論
集
『
無
常
と
い
ふ
事
』
(
一
九
四
六
年
二
月
、
創
元
社
)
に
集
録
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
『
文
学
界
』
に
断
続
的
に
掲
載
し
た
一
連
の
論
稿
に
お
い
て
、
日
本

の
古
典
文
学
を
取
り
上
げ
て
、
観
念
や
概
念
の
空
し
さ
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
た
と
え
ば
一
九
四
二
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
、

歴
史
の
新
し
い
見
方
と
か
新
し
い
解
釈
と
か
い
ふ
思
想
か
ら
は
つ
き
り

と
逃
れ
る
の
が
、
以
前
に
は
大
変
難
し
く
思
へ
た
も
の
だ
。
さ
う
い
ふ

思
想
は
、
一
見
魅
力
あ
る
様
々
な
手
管
め
い
た
も
の
を
備
へ
て
、
僕
を

襲
っ
た
か
ら
。
一
方
歴
史
と
い
ふ
も
の
は
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
動
か
し

難
い
形
と
映
っ
て
来
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
新
し
い
解
釈
な
ぞ
で
び
く

と
も
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
も
の
に
し
て
や
ら
れ
る
様
な
脆
弱

な
も
の
で
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
事
を
い
よ
い
よ
合
点
し
て
、
歴
史
は
い

よ
い
よ
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
(
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
八
巻
、
一
八
頁
)

と
あ
り
、
ま
た
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
平
家
物
語
」
に
、

平
家
の
あ
の
冒
頭
の
今
様
風
の
哀
調
が
、
多
く
の
人
々
を
誤
ら
せ
た
。

平
家
の
作
者
の
思
想
な
り
人
生
観
な
り
が
、
其
処
に
あ
る
と
信
じ
込
ん

だ
が
為
で
あ
る
。
(
中
略
)
作
者
を
、
本
当
に
動
か
し
導
い
た
も
の
は
、

彼
の
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
当
時
の
思
想
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
く
、
彼

自
ら
は
っ
き
り
知
ら
な
か
っ
た
叙
事
詩
人
の
伝
統
的
な
魂
で
あ
っ
た
。

(
中
略
)
平
家
の
哀
調
、
惑
は
し
い
言
葉
だ
。
こ
の
シ
ン
フ
オ
ニ
イ
は

短
調
で
書
か
れ
て
ゐ
る
と
言
っ
た
方
が
い
ゝ
の
で
あ
る
。
一
種
の
哀
調

は
、
こ
の
作
の
叙
事
詩
と
し
て
の
驚
く
べ
き
純
粋
さ
か
ら
来
る
の
で
あ

っ
て
、
仏
教
思
想
と
い
ふ
様
な
も
の
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
。
(
同
、
二

二
～
三
頁
)

と
あ
り
、
ま
た
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
徒
然
草
」
に
、

彼
に
は
常
に
物
が
見
え
て
ゐ
る
、
人
間
が
見
え
て
ゐ
る
、
見
え
過
ぎ
て

ゐ
る
、
ど
ん
な
思
想
も
意
見
も
彼
を
動
か
す
に
足
り
ぬ
。
評
家
は
、
彼

の
尚
古
趣
味
を
云
々
す
る
が
、
彼
に
は
趣
味
と
い
ふ
様
な
も
の
は
全
く

な
い
。
古
い
美
し
い
形
を
し
っ
か
り
見
て
、
そ
れ
を
書
い
た
だ
け
だ
。

(
同
、
二
五
~
六
頁
)

と
あ
り
、
さ
ら
に
一
一
月
号
と
コ
ー
月
号
に
分
載
さ
れ
た
「
西
行
」
に
、

西
行
は
何
故
出
家
し
た
か
、
幸
ひ
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
研

究
の
余
地
か
お
る
ら
し
く
、
西
行
研
究
家
達
は
多
忙
な
の
で
あ
る
が
、

僕
に
は
、
興
味
の
な
い
事
だ
。
(
中
略
)
出
家
と
か
厭
世
と
か
い
ふ
曖
昧

な
概
念
に
惑
は
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
切
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
(
同
、
二
八
～
九
頁
)

九
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と
あ
る
よ
う
に
、
小
林
は
い
っ
か
ん
し
て
、
観
念
や
概
念
に
囚
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
直
に
古
典
の
世
界
に
接
近
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

小
林
の
議
論
が
吉
本
の
う
え
に
に
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
小
林
が
こ
の
時
期
の
論
稿
を
、
戦
後
す
ぐ
の
一
九
四
六
年
二
月

に
『
無
常
と
い
ふ
事
』
と
い
う
評
論
集
と
し
て
公
刊
し
て
い
る
こ
と
が
示
す

よ
う
に
、
敗
戦
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
少
し
も
自
ら
の
立
場
に
揺
ら
ぎ
を
み

せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
小
林
は
、
敗
戦
以
前
に
お
の
れ
の
思
想
的

立
場
を
形
成
し
終
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
吉
本
は
、
府
立
化

学
工
業
学
校
を
繰
り
上
げ
卒
業
し
、
さ
ら
に
米
沢
高
等
工
業
学
校
を
も
繰
り

上
げ
卒
業
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
戦
争
そ
し
て
敗
戦
と
い

う
現
実
に
よ
っ
て
大
き
く
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
だ
思
想
形
成
期

に
あ
っ
た
吉
本
は
、
そ
の
思
想
的
な
基
軸
を
確
立
す
る
前
に
、
不
安
を
抱
え

た
ま
ま
、
未
来
へ
の
船
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ

う
し
た
吉
本
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
逆
に
吉
本
の
思
想
の
う
ち
に
、
時
代
の

刻
印
を
深
く
刻
み
こ
む
結
果
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
残
さ
れ
た
五
月
号
が
創
刊
号
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

(
2
)
「
府
立
化
工
時
代
の
吉
本
隆
明
」
『
現
代
詩
手
帖
』

一
九
七
二
年
八
月
、
一
〇
五
頁
。

(
3
)
磯
田
光
一
は
『
吉
本
隆
明
論
』
に
お
い
て
、
吉
本
の
こ
の
文
章
を
引
き
、
芥
川
龍
之

介
の
詩
な
ど
を
引
い
て
「
下
層
庶
民
の
生
活
意
識
が
網
の
目
の
よ
う
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て

い
る
」
「
楽
園
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
(
一
九
七
一
年
、
審
美
社
、
一
六
～
七
頁
)

(
4
)

の
ち
吉
本
は
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
(
一
九
六
五
年
、
勁
草
書
房
)
に

お
い
て
、
言
葉
の
機
能
に
つ
い
て
「
指
示
表
出
」
と
「
自
己
表
出
」
の
二
つ
を
区
別
し
た

が
、
そ
う
し
た
発
想
の
端
緒
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

(
5
)

三
島
由
紀
夫
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
白
川
正
芳
が
「
吉
本
隆
明
と
三
島
由
紀
夫

そ

の
戦
後
文
学
に
お
け
る
位
置
と
意
味
へ
の
一
考
察
」
で
両
者
の
戦
争
体
験
の
類
似
に
つ
い

十

て
指
摘
し
て
い
る
。
「
吉
本
に
と
っ
て
も
、
三
島
に
と
っ
て
も
、
敗
戦
を
境
い
と
し
て
年

少
時
か
ら
の
意
識
の
深
い
断
絶
か
お
り
、
前
者
は
、
世
界
と
激
突
す
る
幻
想
の
な
か
に
後

者
は
戦
後
社
会
を
否
定
す
べ
き
対
象
と
感
ず
る
こ
と
の
な
か
に
そ
の
回
復
と
継
続
を
願
っ

て
い
る
。
/
こ
の
点
が
、
「
近
代
文
学
」
な
ど
第
一
次
戦
後
派
の
人
だ
ち
と
の
根
本
的
な

ち
が
い
で
あ
る
。
第
一
次
戦
後
派
の
人
々
に
は
ご
く
一
部
の
人
の
転
向
体
験
を
の
ぞ
い
て

は
こ
の
よ
う
な
意
識
の
断
絶
感
は
み
ら
れ
な
い
。
」
(
『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
七
二
年
八
月
、

八
三
頁
)
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
吉
本
と
三
島
の
感
受
性
の
あ
り
方
の
共
通
性
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

(
6
)
『
和
楽
路
』
一
九
四
一
年
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
小
文
「
孔
丘
と
老
恥
」
に
も
『
論
語
』

が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
吉
本
に
と
っ
て
『
論
語
』
は
愛
読
書
の
】
つ
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

(
7
)
こ
れ
は
後
に
制
作
さ
れ
た
詩
集
稿
『
呼
子
と
北
風
』
の
題
名
が
、
啄
木
の
小
詩
集
「
呼

子
と
口
笛
」
か
ら
発
想
さ
れ
た
と
推
測
す
る
根
拠
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
た
だ
し
、
従
来

の
『
呼
子
と
北
風
』
の
制
作
時
日
や
作
品
配
列
に
つ
い
て
は
大
き
な
疑
問
が
あ
り
、
過
日
、

日
本
近
代
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
た
『
呼
子
と
北
風
』
の
原
稿
を
披
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
呼

子
と
北
風
」
と
い
う
表
題
は
原
稿
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
原
稿
を
貼
り
付
け
た
台
紙
に
書

き
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
吉
本
自
身
の
命
名
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

(
8
)
詩
集
名
と
配
列
に
つ
い
て
は
『
全
著
作
集
』
第
二
巻
の
「
解
題
」
に
「
(
呼
子
と
北

風
昭
和
十
八
年
下
旬
)
と
い
う
標
題
を
付
し
て
」
と
あ
り
そ
れ
に
従
っ
た
が
、
既
に
指

摘
し
た
よ
う
に
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
原
稿
に
は
台
紙
に
「
呼
子
と
北
風
」
と
あ
る
だ

け
で
制
作
日
付
に
つ
い
て
は
な
ん
の
記
述
も
見
ら
れ
な
い
。

(
9
)
磯
田
光
一
は
こ
の
時
期
に
'
父
親
殺
し
”
す
な
わ
ち
父
と
の
激
し
い
葛
藤
と
そ
の
否

定
か
行
わ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
(
前
掲
書
、
一
八
~
二
八
頁
)
し
か
し
、
吉
本
が
米
沢

高
専
へ
進
学
し
「
化
学
」
を
専
攻
し
た
の
は
、
父
親
の
船
大
工
と
い
う
仕
事
を
受
け
継
ぐ

た
め
で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
吉
本
が
自
ら
を
「
化
学
者
」
と
規
定
し
て
い
る
の
を
見
れ

ば
、
父
親
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
葛
藤
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
は
疑
問
が
残
る
。

〔
付
記
〕
小
林
秀
雄
の
吉
本
に
対
す
る
影
響
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
の
準
備
が
あ
る
。
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