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凡
　
　
例
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代
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に
そ
れ
ぞ
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て
句
読
点
を

補
っ
た
。
ま
た
、
適
宜
、
漢
字
を
仮
名
に
改
め
る
と
と
も
に
、
難
読
文

字
に
は
ル
ビ
を
付
し
た
。

2　
〔　
〕
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
的
説
明
で
あ
る
。



1　

1
　
論
語
と
算
盤
を
一
致
さ
せ
る

　

日
本
資
本
主
義
の
父
と
言
わ
れ
る
実
業
家
・
渋
沢
栄
一
が
、「
論
語
と
算そ

ろ
ば
ん盤

」
を
唱
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
経
済
活
動
に
お
け
る
「
論
語
＝
道
徳
」
と
「
算
盤
＝
経
済
」
と
の
両
立
を
説
く
渋
沢
の
こ
の
考
え
方
を
「
道

徳
経
済
合
一
説
」
と
も
言
う
。
本
書
は
、
①
渋
沢
が
唱
道
し
た
道
徳
経
済
合
一
説
の
真
意
を
読
み
解
き
、
そ
れ
を
も

と
に
②
渋
沢
が
求
め
た
、
現
代
に
も
通
じ
る
「
よ
き
企
業
者
」
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
標
題
・
副
題
に
あ
る
「
先せ

ん

義ぎ

後こ
う

利り

」
と
「
経
済
士
道
」
が
、
そ
の
「
あ
り
方
」
を
端
的
に
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
。

　

道
徳
経
済
合
一
説
の
真
意
を
読
み
解
く
な
ど
と
言
う
と
、
何
を
今
さ
ら
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
道
徳
経
済

合
一
説
は
す
で
に
多
く
の
書
籍
や
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
原
典
と
も
言
う
べ
き
渋
沢
の
代
表
作
『
論
語

　
章

渋
沢
栄
一
が
求
め
た
も
の

　

序



序章　渋沢栄一が求めたもの　2

と
算
盤
』
を
読
ま
れ
た
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
経
済
活
動
に
お
い
て
、
経
済
だ
け
で
も
な
く
、
ま
た
道
徳
だ
け

で
も
な
く
、
そ
の
両
方
を
追
求
す
る
と
い
う
、
道
徳
経
済
合
一
説
に
関
す
る
基
本
的
な
理
解
は
、
多
く
の
人
が
す
で

に
お
持
ち
だ
と
思
う
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
渋
沢
の
考
え
を
表
層
的
に
し
か
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　

表
層
的
な
理
解
で
道
徳
経
済
合
一
を
論
じ
る
と
き
に
生
ま
れ
る
、
典
型
的
な
誤
解
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
道
徳

と
経
済
を
「
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
両
方
を
追
求
す
る
、
と
い
う
誤
解
（
バ
ラ
ン
ス
の
誤
解
）。
も
う
一

つ
は
、
道
徳
と
経
済
の
両
方
を
追
求
し
さ
え
す
れ
ば
「
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
か
は
問
わ
な
い
」
と
い
う
誤
解
（
無
差

別
の
誤
解
）。
こ
れ
ら
の
誤
解
に
基
づ
い
て
、
渋
沢
の
道
徳
経
済
合
一
説
の
解
説
が
な
さ
れ
た
り
、
社
会
的
課
題
に
直

面
す
る
今
日
の
企
業
経
営
に
対
す
る
「
論
語
と
算
盤
」
の
示
唆
が
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
。

　

誤
解
と
い
う
な
ら
、
真
意
は
何
か
。「
道
徳
と
経
済
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
」
の
で
は
な
く
、「
道
徳
と
経
済
は
本
質

的
に
一
致
す
る
」
と
い
う
の
が
渋
沢
の
主
張
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
質
的
に
一
致
す
る

0

0

か
ら
と
い
っ
て
、
放
っ
て
お

け
ば
自
然
に
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
活
動
に
関
わ
る
当
事
者
が
、
一
致
さ
せ

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

際
、「
道
徳
と
経
済
の
ど
ち
ら
を
優
先
し
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
の
で
は
、
一
時
的
に
は
と
も
か
く
持
続
的
な
一

致
は
望
め
な
い
。
道
徳
と
経
済
を
一
致
さ
せ
る
た
め
の
要
訣
は
「
道
徳
（
義
）
を
経
済
（
利
）
に
優
先
さ
せ
る
」
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
渋
沢
が
説
い
て
や
ま
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
論
語
と
算
盤
は
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス

を
取
る
の
で
は
な
く
、
論
語
を
算
盤
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
致
さ
せ
る
―
そ
れ
あ
っ
て
の
論
語
と
算
盤

の
両
立
、
道
徳
経
済
合
一
な
の
で
あ
る
。



3　1　論語と算盤を一致させる

　

こ
う
し
た
渋
沢
の
思
想
の
本
質
を
喝
破
し
た
経
営
者
も
い
る
。
そ
の
一
人
が
、
コ
マ
ツ
の
社
長
・
会
長
を
務
め
た

安あ
ん

崎ざ
き

暁さ
と
るで

あ
っ
た
。
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
が
毎
年
行
っ
て
い
る
催
し
に
「
論
語
と
そ
ろ
ば
ん
」
セ
ミ

ナ
ー
が
あ
る
。
安
崎
は
二
〇
一
七
年
の
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
ゲ
ス
ト
に
招
か
れ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
。
そ
の
と

き
司
会
者
が
次
の
よ
う
な
投
げ
か
け
を
し
た
。

　
「（
…
…
）
い
ろ
ん
な
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
く
と
、「『
論
語
と
算
盤
』
と
い
う
の
は
、
一
緒
に
す
る
の

は
す
ご
く
難
し
い
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
も
難
し
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
方
が
す
ご
く
多
い
の
で
す
。
そ

れ
は
ど
う
し
て
も
競
争
が
厳
し
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、『
論
語
』
と
か
言
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
り
、
金
勘
定
の
ほ

う
に
重
点
を
置
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
よ
う
な
の
で
す
が
…
…
」

　

安
崎
は
こ
れ
に
次
の
よ
う
に
応
じ
た
。

　
「
そ
う
い
う
人
は
社
長
に
な
ら
な
い
方
が
い
い
。
競
争
に
勝
つ
の
は
、
最
後
は
や
っ
ぱ
り
利
益
じ
ゃ
な
く
て
倫

理
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
人
の
ほ
う
が
本
物
だ
ろ
う
と
思
う
。
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
う
考
え
方
が
そ
も
そ
も

ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
。『
論
語
』
と
い
う
倫
理
の
ほ
う
が
利
益
よ
り
や
っ
ぱ
り
上
だ
し
、
そ
ち
ら
の
方
が
大
事
で

し
ょ
う
。
両
方
が
大
事
で
『
時
に
よ
っ
て
こ
う
』『
時
に
よ
っ
て
は
こ
う
』
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
常
に
倫
理
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が
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
時
代
に
合
っ
た
形
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
正
解
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

『
両
立
し
な
い
』
と
言
っ
て
い
る
人
は
両
立
で
き
な
い
だ
け
の
話
で
、
両
立
し
て
い
る
人
は
世
の
中
に
結
構
い
っ

ぱ
い
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね1
」

　

論
語
と
算
盤
は
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
算
盤
よ
り
も
論
語
の
方
を
重
視
し
、
そ
の
中
で
競
争
に

勝
ち
、
利
益
を
出
し
て
両
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
―
渋
沢
の
道
徳
経
済
合
一
説
の
ま
さ
に
正
鵠
を
射
た
発
言
で
あ

る2
。
本
書
で
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
い
わ
ば
骨
格
は
、
安
崎
の
こ
の
発
言
に
尽
き
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。

　

本
書
の
前
半
（
第
1
～
3
章
）
は
、
こ
の
骨
格
を
渋
沢
自
身
に
よ
る
数
々
の
発
言
（
や
行
動
）
に
即
し
て
描
き
出
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
1
章
で
は
、
道
徳
経
済
合
一
と
い
う
渋
沢
の
主
張
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
、
そ
の
論
拠
を
示
し
つ

つ
解
き
明
か
す
。
一
言
で
い
え
ば
、「
道
徳
な
く
し
て
経
済
な
し
、
経
済
な
く
し
て
道
徳
な
し
、
ゆ
え
に
道
徳
と
経

済
は
一
致
す
る
」。
こ
れ
が
道
徳
経
済
合
一
説
の
論
理
構
造
で
あ
る
。

　

第
2
章
で
は
他
の
類
似
思
想
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
所
説
と
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ー
タ
ー
ら
の
所
説
）
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

渋
沢
の
合
一
説
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抽
出
す
る
。
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
は
「
公
益
第
一
・
私
利
第
二
」
で
あ
る
。
渋
沢

に
と
っ
て
、
道
徳
の
最
大
の
眼
目
は
「
公
益
の
追
求
」（『
論
語
』
で
言
わ
れ
る
博は

く

施し
さ

済い
し

衆ゆ
う

＝
博
く
民
に
施
し
て
よ
く
衆
を
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済す
く

う
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
れ
自
体
を
意
図
し
て
行
う
べ
き
経
済
活
動
の
目
的

0

0

で
あ
り
、
私
利
獲
得
の
手
段

0

0

で
は

な
い
。
私
利
は
そ
の
意
味
で
「
第
二
」
で
あ
る
。
た
だ
し
「
第
二
」
は
「
二
の
次
→
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
公
益
に
次
い
で
二
番
目
に
大
切
な
の
が
私
利
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
私
利
軽
視
で
は
決
し
て
な
い
。

　

第
3
章
で
は
、
公
益
第
一
・
私
利
第
二
を
、「
先
義
後
利
」
と
い
う
よ
り
広
義
で
か
つ
簡
潔
な
表
現
に
拡
張
し
、

そ
の
意
味
合
い
を
討
究
す
る
。
先
義
後
利
こ
そ
道
徳
（
義
）
と
経
済
（
利
）
を
合
一
さ
せ
る
た
め
の
要
訣
で
あ
り
、

渋
沢
が
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
書
全
体
を
貫
く
鍵
概
念
で
あ
る
。
経
済
活
動
に
お
い
て
義
を
先
に
し
て
、

利
を
後
に
す
る

―
私
利
第
二
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
利
を
後
に
す
る
」
と
い
う
の
は
、「
利
を
顧
み
な
い
」

と
か
「
利
を
捨
て
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
利
も
大
切
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
な
お
義
の
方
を
大
切
に
す
る
の
で

あ
る
。『
孟
子
』
や
『
荀
子
』
に
由
来
す
る
先
義
後
利
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
「
利
よ
り
も
義
を
重
ん
じ
る
」
と
い

う
「
規
範
」
と
し
て
の
意
味
合
い
と
、「
義
を
行
え
ば
利
は
つ
い
て
く
る
」
と
い
う
「
真
理
」
と
し
て
の
意
味
合
い

と
に
着
目
し
、
道
徳
経
済
合
一
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
　
経
済
士
道
の
実
践

　

本
書
の
後
半
（
第
4
章
以
降
）
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
渋
沢
の
道
徳
経
済
合
一
思
想
の
骨
格

―
先
義
後
利
を
旨

と
し
て
道
徳
と
経
済
を
合
一
さ
せ
る
―
に
肉
付
け
を
し
て
い
く
。
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事
を
な
す
の
に
義
を
重
ん
じ
る
の
を
そ
の
核
心
に
も
つ
思
想
と
し
て
、
日
本
の
武
士
道
は
代
表
的
な
も
の
と
言
え

よ
う
。
渋
沢
は
『
論
語
と
算
盤
』
の
中
で
「
武
士
道
は
即
ち
実
業
道
な
り
」「
想
う
に
こ
の
武
士
道
は
、
啻た

だ

に
儒
者

と
か
武
士
と
か
い
う
側
の
人
々
に
お
い
て
の
み
行
う
も
の
で
は
な
く
、
文
明
国
に
お
け
る
商
工
業
者
の
、
拠
り
て
も

っ
て
立
つ
べ
き
道
も
、
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る3
。
先
義
後
利
で
経
済
活
動
を
行
う
と
い

う
実
業
家
、
商
工
業
者
の
ゆ
く
べ
き
道
は
、
武
士
の
ゆ
く
べ
き
道
と
し
て
の
武
士
道
と
相
通
じ
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
今
や
武
士
道
は
移
し
て
も
っ
て
、
実
業
道
と
す
る
が
よ
い
」
と
渋
沢
は
言
う4
。

　

渋
沢
の
こ
う
し
た
主
張
に
着
目
し
、「
論
語
と
算
盤
の
両
立
」
と
い
う
実
業
家
の
あ
り
方
を
「
経
済
士
道
」
と
い

う
概
念
で
捉
え
直
す
の
が
、
第
4
章
で
あ
る
。
経
済
士
道
と
は
、
先
義
後
利
で
経
済
活
動
を
行
う
道
、
そ
れ
に
よ
っ

て
道
徳
と
経
済
を
合
一
さ
せ
る
道
で
あ
る
。「
論
語
と
算
盤
」「
道
徳
経
済
合
一
」
は
渋
沢
自
身
が
使
っ
た
言
葉
だ
が
、

「
経
済
士
道
」
は
そ
う
で
は
な
い
。「
武
士
道
即
実
業
道
」
と
い
う
渋
沢
の
一
連
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
本
書
で
筆
者

が
命
名
し
、
渋
沢
の
思
想
の
核
心
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
概
念
と
し
て
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

敢
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。「
論
語
と
算
盤
」「
道
徳
経
済
合
一
」
だ
け
で
は
、
冒
頭

に
述
べ
た
「
バ
ラ
ン
ス
の
誤
解
」
や
「
無
差
別
の
誤
解
」
が
生
じ
が
ち
で
、
そ
れ
で
は
渋
沢
の
真
意
が
伝
わ
ら
な
い

こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
渋
沢
は
、「
道
徳
も
経
済
も
ほ
ど
ほ
ど
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
両
立
さ
せ
ま
し

ょ
う
」
と
か
「
状
況
が
悪
い
と
き
に
は
利
益
優
先
で
も
構
い
ま
せ
ん
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
し
、「
企
業
が
儲
け
る

た
め
に
、
社
会
課
題
の
解
決
を
絶
好
の
手
段
と
し
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
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誤
解
が
流
布
し
て
い
る
限
り
、
そ
う
し
た
似
て
非
な
る
〝
論
語
と
算
盤
〟
が
あ
た
か
も
渋
沢
の
お
墨
付
き
だ
と
思
わ

れ
て
し
ま
う
。

　

渋
沢
の
真
意
を
正
確
に
受
け
継
ぎ
、
伝
え
る
た
め
に
は
、「
論
語
と
算
盤
」「
道
徳
経
済
合
一
」
と
言
う
に
と
ど
ま

ら
ず
、
先
義
後
利
に
よ
っ
て
合
一
を
実
現
さ
せ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
議
論
を
進
め
て
こ
れ
を
明
確
に
打
ち
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。「
経
済
士
道
」
は
そ
の
た
め
に
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
4
章
で
は
、
こ
の
「
経
済
士
道
」
と
い
う
概
念
の
導
入
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ

ル
の
い
う
「
産
業
の
指
揮
官
（Captains�of�Industry

）」
や
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
い
う
「
経
済
騎
士
道

（Econom
ic�

Chivalry

）」
と
の
間
に
も
つ
共
通
性
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
本
来
、
利
を
嫌
っ
た
武
士
の
道
を
、
利

の
追
求
と
不
可
分
で
あ
る
実
業
の
道
に
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
と
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

　

続
く
第
5
章
で
は
、
経
済
士
道
を
実
践
す
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
経
済
士

道
に
お
い
て
利
よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
義
」
と
は
何
か
を
論
じ
る
。
渋
沢
の
所
説
も
踏
ま
え
つ
つ
、

（
少
な
く
と
も
本
書
で
は
）「
公
へ
の
奉
仕
」「
誠
実
」「
勇
気
」
の
三
つ
を
経
済
士
道
の
「
義
」
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の

三
つ
は
武
士
道
倫
理
に
も
相
通
じ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

先
の
「
公
益
第
一
・
私
利
第
二
」
は
、
義
を
「
公
へ
の
奉
仕
」
と
捉
え
た
と
き
の
先
義
後
利
の
謂い

い

で
あ
る
。
社
会

の
公
器
た
る
企
業
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
、
企
業
者
（
本
書
に
お
い
て
こ
の
言
葉
は
企
業
家
や
経
営
者
の
み
な
ら
ず
、
企
業

0

0

で
働
く
あ
ら
ゆ
る
者0

を
指
す
。
次
節
で
詳
述
す
る
）
は
様
々
な
形
で
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
貢
献
す
る
。
そ
の
使
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命
に
取
り
組
む
こ
と
が
公
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
一
方
、「
他
者
の
た
め
に
純
粋
な
動
機
に
基
づ
い
て
全
力
を
尽
く
す
」

と
い
う
真
心
と
、「
虚
言
を
為
さ
な
い
」「
言
を
成
す
」
と
い
う
正
直
と
を
貫
く
の
が
「
誠
実
」
で
あ
る
。
そ
し
て
企

業
者
が
公
へ
の
奉
仕
と
誠
実
を
実
践
し
、
そ
の
実
践
に
徹
す
る
上
で
必
要
な
心
的
態
度
が
「
勇
気
」
で
あ
る
。
渋
沢

は
勇
気
に
つ
い
て
「
な
か
ん
ず
く
事
業
界
に
携
わ
る
者
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
性
が
甚
だ
多
い5
」
と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
義
に
関
し
て
先
義
後
利
で
経
済
活
動
に
臨
む
の
が
経
済
士
道
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

振
る
舞
い
は
経
済
士
道
に
反
す
る

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
①
自
分
が
一
儲
け
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
「
公
へ
の
奉
仕
」
に

精
を
出
す
、
②
自
分
の
地
位
や
評
判
を
保
ち
、
高
め
る
こ
と
を
狙
っ
て
「
誠
実
」
に
振
る
舞
う
、
③
「
勇
気
」
を
奮

う
こ
と
な
し
に
、
単
に
成
功
報
酬
を
目
当
て
に
取
る
べ
き
リ
ス
ク
を
取
る
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
の
推
進
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な
経

済
士
道
に
悖も

と

る
振
る
舞
い
、
つ
ま
り
渋
沢
の
「
論
語
と
算
盤
」
と
は
本
来
相
容
れ
な
い
行
き
方
を
説
き
、
求
め
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
も
例
の
誤
解
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
渋
沢
の
「
論
語
と
算
盤
」
に
適
う

か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
の

推
進
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
、
渋
沢
が
真
に
求
め
た
企
業
者
の
あ
り
方
と
は
い
か
な
る
意
味
で
相

容
れ
な
い
の
か
を
第
6
章
の
後
半
で
考
察
す
る
。

　

そ
こ
で
は
「
責
任
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
渋
沢
を
「
世
界
の
だ
れ
よ
り
も
早
く
、

経
営
の
本
質
は
『
責
任
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た6
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
渋
沢
の
経
営
思
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想
は
責
任
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
責
任
あ
る
経
営
に
不
可
欠
な
の
が
、
先
義
後
利
の
経
営
士
道
で
あ
る
。
経

営
に
お
け
る
責
任
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
今
日
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
も

企
業
や
企
業
者
の
責
任
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
現
状
は
、
そ
の
責
任
の
問
題
が
損

得
の
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
の
推
進
も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
も
、
利
を
先
に
す
る
こ
と
で
義
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
「
先
利0

後
義
」
の
発
想
が
支
配
的
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
発
想
に
よ
る
限
り
、
責
任
あ
る
経
営
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

3
　
よ
き
企
業
者
の
あ
り
方

　

義
を
第
一
に
し
て
利
は
第
二
に
す
る
の
が
渋
沢
の
信
条
で
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
渋
沢
は
義
よ
り

も
利
を

0

0

第
一
に
す
る
実
業
家
を
、
利
を
第
一
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
批
判
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
人
た
ち
と
も
手
を
携
え
て
、
日
本
の
経
済
・
産
業
の
発
展
を
図
ろ
う
と
し
た
。

渋
沢
は
、
公
益
を
第
一
と
す
る
経
営
を
「
実
業
界
の
王
道
」、
私
利
を
第
一
と
す
る
そ
れ
を
「
実
業
界
の
覇
道
」
と

呼
び
、
結
果
と
し
て
公
益
が
増
進
さ
れ
る
な
ら
ば
「
実
業
界
に
お
け
る
覇
道
は
決
し
て
悪
く
は
な
い7
」
と
さ
え
述
べ

て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
現
在
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
の
推
進
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
を
、
じ
つ
は
渋
沢
も
（
全
面
的
に
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
）
許
容
す
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
こ
の
発
言
に
続
け
て
渋
沢
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
し
か
し
真
正
の
実
業
家
に
望
む
処
は
、
ど
う
ぞ
私
は

こ
の
王
道
を
以
て
事
業
を
経
営
す
る
に
あ
れ
か
し
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す8
」。
公
益
の
増
進
は
私
利
第
一
を
動
機

と
す
る
覇
道
で
も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
本
物
の
実
業
家
に
は
、
公
益
第
一
を
動
機
と
す
る
王
道
の
経
営
に

よ
っ
て
、
こ
れ
を
主
体
的
に
実
現
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
第
6
章
の
前
半
で
、
こ
の
辺
り
の
議
論
が
展
開

さ
れ
る
）。

　

先
義
後
利
の
経
済
士
道
を
実
践
し
て
実
業
界
の
王
道
を
歩
む
こ
と
―
こ
れ
が
渋
沢
の
求
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
書
の
副
題
に
掲
げ
た
こ
の
「
求
め
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
①
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
追
求
す
る
、
②
希
望
を
相

手
に
伝
え
て
そ
の
実
現
を
期
待
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る9
。
渋
沢
は
こ
の
道
を
自
ら
求
め
た

（
①
）
と
共
に
、「
本
物
の
実
業
家
」（
た
ら
ん
と
す
る
人
々
）
に
対
し
て
も
求
め
た
（
②
）
の
で
あ
る
。

　

渋
沢
自
身
も
含
め
た
「
本
物
の
実
業
家
」
は
先
義
後
利
で
経
済
活
動
に
あ
た
る
。
先
に
引
用
し
た
安
崎
の
「
競
争

に
勝
つ
の
は
、
最
後
は
や
っ
ぱ
り
利
益
じ
ゃ
な
く
て
倫
理
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
人
の
ほ
う
が
本
物

0

0

だ
ろ
う
と
思

う
」
と
い
う
発
言
も
併
せ
て
想
起
し
た
い
。

　

本
書
で
は
「
本
物
の
実
業
家
」
の
代
わ
り
に
「
よ
き
企
業
者
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　
「
企
業
者
」
は
、
普
通
、
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
（entrepreneur
）
の
訳
語
と
し
て
「
企
業
家0

」
と
同
義
で
使
わ
れ

て
い
る
。
新
し
く
企
業
を
立
ち
上
げ
る
に
せ
よ
、
既
存
企
業
の
中
で
行
う
に
せ
よ
、「
現
在
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

る
経
営
資
源
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
機
会
を
追
求
す
る
人10
」
が
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
で
あ
り
、
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イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
は
、
経
常
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
管
理
に
あ
た
る

マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
は
（
少
な
く
と
も
概
念
上
は
）
区
別
さ
れ
る
。

　

し
か
し
本
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
企
業
者
」
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
も
含
む
が
、
そ
れ
の
み
を
指
す

の
で
は
な
い
。
社
長
を
は
じ
め
と
す
る
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
経
営
者
）
も
、
部
課
長
ク
ラ
ス
の
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ

ャ
ー
も
含
む
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
下
で
働
く
担
当
者
・
現
場
レ
ベ
ル
の
従
業
員
を
も
含
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
企
業

0

0

で
働
く
者0

す
べ
て
を
指
し
て
「
企
業
者
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る11
。
道
徳
と
経
済
の
両
立
が
、
ア
ン
ト
レ
プ

レ
ナ
ー
や
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
経

済
活
動
に
企
業
と
い
う
場
を
通
じ
て
従
事
す
る
限
り
、
道
徳
と
経
済
の
両
立
は
誰
も
が
直
面
す
る
課
題
の
は
ず
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
両
立
の
要
訣
で
あ
る
先
義
後
利
の
経
済
士
道
も
ま
た
、
企
業
経
営
に
お
い
て
主
導
的
立
場
に
い

る
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
こ
で
働
く
あ
ら
ゆ
る
当
事
者
す
な
わ
ち
「
企
業
者
」
に
関
わ
る
。

　

で
は
、
よ
き
企
業
者
の
「
よ
き

0

0

」
＝
「
よ
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
経
営
学
者
の
加
護
野
忠
男
は
、
経
営
学

を
「
よ
い
こ
と
を
上
手
に
成
し
遂
げ
る
方
法
を
探
求
す
る
学
問
」
と
定
義
し
て
い
る12
。
こ
の
表
現
を
転
用
し
て
、

「
経
営
に
求
め
ら
れ
る
の
は
『
よ
い
こ
と
を
上
手
に
成
し
遂
げ
る
』
こ
と
だ
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、

顧
客
や
社
会
に
役
立
つ
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
は
「
よ
い
こ
と
」、
そ
れ
を
利
益
が
出
る
よ
う
に
効
率
的

に
行
う
の
は
「
上
手
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
い
く
ら
「
よ
い
こ
と
」
で
も
「
下
手
に
」
や
る
（
非
効
率
で

赤
字
が
出
る
）
の
で
は
拙
劣
な
経
営
に
な
る
し
、「
悪
い
こ
と
」（
例
え
ば
欠
陥
の
あ
る
製
品
を
そ
う
と
知
り
な
が
ら
売
る
）
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を
「
上
手
に
成
し
遂
げ
る
」
と
す
れ
ば
悪
質
な
経
営
で
あ
る
。「
よ
い
こ
と
」
と
「
上
手
に
」
は
、
真
正
の
経
営
に

不
可
欠
な
二
つ
の
要
素
で
あ
る
。

　

こ
の
不
可
欠
な
二
要
素
に
も
う
一
つ
の
要
素
を
加
え
た
い
。
そ
れ
は
「
立
派
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
議
論
を

先
取
り
す
る
な
ら
、「
よ
い
こ
と
を
立
派
に

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
企
業
者
」
の
こ
と
を
「
よ
き

0

0

企
業
者
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

一
口
に
「
よ
い
こ
と
を
上
手
に
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
立
派
に
」
す
る
の
と
そ
う
で
な
い
の
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
温
暖
化
ガ
ス
削
減
に
役
立
つ
事
業
に
取
り
組
み
、
そ
の
事
業
が
高
い
収
益
性
を
実
現
し
て
い
る
と
し
よ
う
。

こ
れ
は
「
よ
い
こ
と
」
を
「
上
手
に
」
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
、
①
地
球
温
暖
化
を
憂
え
、
温
暖
化
ガ
ス

削
減
に
一
企
業
（
者
）
と
し
て
強
い
使
命
感
・
責
任
感
を
も
っ
て
取
り
組
む
企
業
（
者
）
も
あ
れ
ば
、
②
温
暖
化
ガ

ス
削
減
ビ
ジ
ネ
ス
を
（
建
前
は
と
も
か
く
本
音
と
し
て
は
）
も
っ
ぱ
ら
「
絶
好
の
収
益
機
会
」
と
考
え
て
精
を
出
す
企

業
（
者
）
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
己
本
位
の
②
と
比
べ
て
、
①
の
こ
の
事
業
へ
の
取
り
組
み
方
は
「
立
派
」
で
あ
る
。

　

一
般
に
、「
顧
客
や
社
会
に
役
立
つ
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
を
「
利
益
が
出
る
よ
う
に
効
率
的
に
」
行
っ
て

い
て
も
、
①
本
当
に
顧
客
や
社
会
の
た
め
を
念
じ
て
利
他
の
精
神
を
重
ん
じ
て
そ
う
す
る
の
と
、
②
自
分
が
儲
け
る

た
め
の
便
宜
と
し
て
利
己
的
に
そ
う
す
る
の
と
に
は
違
い
が
あ
る
。「
正
直
な
商
売
」（
と
い
う
、
よ
い
こ
と
を
）
を
効

率
的
に
行
っ
て
い
て
も
、
①
正
直
さ
そ
の
も
の
を
信
条
と
し
て
そ
う
す
る
の
と
、
②
評
判
を
高
め
た
い
が
た
め
に
正

直
（
で
あ
る
か
の
よ
う
）
に
振
る
舞
う
の
と
に
は
違
い
が
あ
る
。「
リ
ス
ク
を
と
っ
て
必
要
な
投
資
を
す
る
」
の
で
も
、

①
責
任
感
と
勇
気
を
梃
子
に
そ
う
す
る
の
と
、
②
個
人
的
な
成
功
報
酬
に
誘
わ
れ
て
そ
う
す
る
の
と
に
は
違
い
が
あ
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365　

あ
と
が
き

　

渋
沢
栄
一
は
、
私
が
奉
職
す
る
一
橋
大
学
の
大
恩
人
で
あ
る
。
前
身
で
あ
る
商
法
講
習
所
の
時
代
か
ら
学
校
運
営

に
深
く
関
与
し
て
、
こ
の
学
校
が
一
再
な
ら
ず
直
面
し
た
存
亡
の
危
機
を
救
い
、
一
九
二
〇
年
に
東
京
高
等
商
業
学

校
が
大
学
に
昇
格
し
て
東
京
商
科
大
学
（
現
、
一
橋
大
学
）
と
な
る
に
至
る
ま
で
強
力
に
支
援
し
続
け
て
く
れ
た
の

が
渋
沢
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
本
学
と
の
つ
な
が
り
に
加
え
、
私
自
身
、
儒
学
を
活
か
し
た
経
営
哲
学
を
研
究
テ
ー

マ
の
一
つ
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
論
語
と
算
盤
」
の
渋
沢
栄
一
に
は
早
く
か
ら
関
心
を
ひ
か
れ
て
い
た
。

　

そ
の
私
が
渋
沢
の
道
徳
経
済
合
一
思
想
の
研
究
に
本
格
的
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
代
前
半

に
実
施
さ
れ
た
二
つ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
し
て
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
一
橋
大
学
大
学
院
商
学
研
究

科
（
当
時
）
の
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
《
日
本
企
業
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
》
の
下
で
行
わ
れ
た
「
渋
沢
栄

一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
も
う
一
つ
は
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
が
組
織
し
た
「
合
本
主
義
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
は
前
者
が
『
渋
沢
栄
一
と
人
づ
く
り
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）、
後
者
が
『
グ

ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
中
の
渋
沢
栄
一
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
四
年
）
お
よ
びE

thical Capitalism
: Shibu-

saw
a E

iichi and Business Leadership in G
lobal Perspective

（U
niversity�of�T

oronto�Press,�2017

）
に
結

実
し
て
い
る
。
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本
書
の
初
め
の
方
で
提
示
し
た
道
徳
経
済
合
一
説
の
論
理
構
造
や
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
の
公
益
第
一
・
私

利
第
二
は
、
す
で
に
そ
の
時
点
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
本
書
で
は
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
公
益
第
一
・
私
利
第

二
を
「
先
義
後
利
」
に
押
し
広
げ
て
、
渋
沢
が
真
に
求
め
た
「
道
徳
と
経
済
を
合
一
さ
せ
る
道
」
の
探
究
を
さ
ら
に

進
め
た
。
併
せ
て
、
渋
沢
と
現
代
の
接
点
に
も
目
を
向
け
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
経
営
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
こ
れ
か
ら
の
資
本
主
義
の
あ
り
方
な
ど
に
対
す
る
示
唆
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
。
で
き
る
限
り
渋
沢
の
言

説
・
思
想
に
基
づ
く
根
拠
を
示
し
て
論
じ
る
こ
と
を
心
が
け
た
一
方
で
、
渋
沢
に
拠
り
つ
つ
私
自
身
の
考
え
を
述
べ

た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
私
は
儒
学
の
専
門
研
究
者
で
も
な
い
。
中
に
は
行
き
過
ぎ
た
主
張
や
理
解
不
足
、

思
わ
ぬ
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
諸
賢
の
ご
叱
正
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
渋
沢
が
真
に
求
め
た
「
道
徳
と
経
済
を
合
一
さ
せ
る
道
」
の
こ
と
を
本
書
で
は
「
経
済
士
道
」
と
呼

ん
だ
。
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
名
称
を
用
い
ず
と
も
、
先
義
後
利
の
意
味
（
第
3
章
）、
公
へ
の
奉
仕
、
誠
実
、
勇
気
と

い
う
三
つ
の
義
（
第
5
章
）、
王
道
と
覇
道
の
区
別
（
第
6
章
）
を
理
解
し
さ
え
す
れ
ば
、
渋
沢
の
「
経
営
哲
学
」
を

知
り
、
現
代
の
我
々
が
そ
れ
を
活
か
す
手
が
か
り
を
知
る
に
は
十
分
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
つ

の
章
（
第
4
章
）
を
設
け
て
「
経
済
士
道
」
を
論
じ
、
こ
れ
を
本
書
の
副
題
に
ま
で
掲
げ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
渋
沢
自
身
が
「
武
士
道
は
即
ち
実
業
道
な
り
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
先
義
後
利
の
企
業

者
と
し
て
「
戦
う
」
必
要
が
あ
り
そ
れ
を
明
示
す
る
狙
い
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
先
義
後
利
が
個
人
の
価
値
観
ひ
い

て
は
生
き
方
―
道
―
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
。
殊
に
最
後
の
点
に
関
連
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
強
調
し
て
お
く
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べ
き
は
、「
先
義
後
利
は
実
行

0

0

し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
」
か
ら
、
で
あ
る
。

　

幕
末
、
江
戸
城
無
血
開
城
へ
の
道
を
開
い
た
幕
臣
・
山
岡
鉄
舟
が
、
明
治
に
な
っ
て
武
士
道
の
眼
目
に
つ
い
て
こ

う
語
っ
て
い
る
。「
ま
ず
、
世
人
が
人
を
教
え
る
に
、
忠
・
仁
・
義
・
礼
・
知
・
信
と
か
、
節
義
・
勇
武
・
廉
恥
と

か
、（
…
…
）
言
い
か
え
れ
ば
種
々
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
道
を
実
践
躬
行
す
る
人
を
す
な
わ
ち
、
武
士
道
を
守
る
人

と
い
う
の
で
あ
る
」（
勝
部
真
長
編
『
山
岡
鉄
舟
の
武
士
道
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
九
頁
）。
徳
目
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ

を
実
践
躬
行
す
る
こ
と
、
も
っ
と
言
え
ば
そ
の
人
の
実
際
の
行
い
が
そ
れ
ら
の
徳
目
の
現
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
こ

そ
が
武
士
道
の
武
士
道
た
る
所
以
で
あ
る
―
私
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
「
先
義
後
利
」（
と
い
う
一
種
の
徳
目
）
を
自
身
・
自
社
の
哲
学
・
理
念
と
し
て
謳
う
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
。
し
か

し
そ
れ
を
実
行
し
な
い
こ
と
に
は
「
士
道
」
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
自
戒
も
込
め
て
記
し
て
お
き
た
い
。

「
先
義
後
利
の
経
営
」
を
実
行
す
る
こ
と
、
実
行
し
続
け
る

0

0

0

0

こ
と
が
「
渋
沢
栄
一
が
求
め
た
経
済
士
道
」
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
本
書
の
起
点
と
な
り
、
ま
た
本
書
の
議
論
全
体
の
礎
と
も
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
代
前
半
の
二

つ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
と
り
わ
け
日
米
英
仏
の
八
名
の
研
究
者
が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
進
め
ら
れ

た
「
合
本
主
義
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
経
営
史
学
の
領
域
で
い
ず
れ
も
立
派
な
業
績
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
先

生
方
と
の
間
で
、
毎
回
、
知
的
刺
激
に
満
ち
た
議
論
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
、
ボ
ス
ト
ン
、
パ
リ
、

東
京
な
ど
で
開
か
れ
た
研
究
会
で
は
、
渋
沢
に
お
け
る
公
益
と
私
利
の
関
係
に
つ
い
て
も
た
び
た
び
熱
い
議
論
が
交

わ
さ
れ
、
そ
の
た
び
ご
と
に
道
徳
経
済
合
一
に
対
す
る
私
の
理
解
は
磨
き
直
さ
れ
て
い
っ
た
。
研
究
者
と
し
て
、
ま
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こ
と
に
心
躍
る
経
験
で
あ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

中
で
も
橘
川
武
郎
先
生
と
島
田
昌
和
先
生
に
は
「
合
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
み
な
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ

グ
ラ
ム
「
渋
沢
栄
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
両
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
を
誘
い
、

私
の
渋
沢
研
究
へ
の
道
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
橘
川
先
生
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
の
発
信
に
向

け
て
も
絶
え
ず
背
中
を
押
し
て
く
だ
さ
り
、
研
究
者
と
し
て
場
数
を
踏
む
こ
と
の
大
切
さ
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

渋
沢
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
島
田
先
生
に
は
、
両
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
も
、
共
著
論
文
の
執
筆
な
ど
を
通
じ
て

多
く
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
本
書
の
主
張
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
賛
意
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

が
、
執
筆
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
大
い
に
励
み
と
な
り
力
と
な
っ
た
。

　

公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
に
も
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。「
合
本
主
義
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い

う
こ
の
上
な
い
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
そ
の
研
究
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
成
果
発
信
に
あ
た
っ
て
も
、
惜
し

み
な
い
支
援
を
賜
っ
た
。
同
財
団
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
渋
沢
栄
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
側
面

か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
い
た
だ
い
た
。
両
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
当
時
、
同
財
団
の
研
究
部
部
長
と
し
て
携
わ
ら
れ
た
木
村
昌

人
先
生
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
書
の
執
筆
過
程
で
は
、
同
財
団
情
報
資
源
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ

ッ
フ
の
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
・
ご
協
力
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　

本
書
は
ま
た
、
本
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
企
業
者
」
の
方
々
に
負
う
と
こ
ろ
も
大
で
あ
る
。
一
橋
大
学
大
学
院
経

営
管
理
研
究
科
（
一
橋
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
）
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
コ
ー
ス
で
私
が
担
当
し
て
い
る
「
経
営
哲
学
」
の
授
業
、
そ
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し
て
一
橋
シ
ニ
ア
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｈ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
）
の
受
講
者
の
皆
さ
ん
と
の
議
論
や
提
出
さ
れ
た

課
題
レ
ポ
ー
ト
か
ら
、
多
く
の
気
づ
き
と
知
見
、
刺
激
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
Ｈ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
の
ゲ
ス
ト
講
師
の
方
々

を
は
じ
め
幾
人
も
の
経
営
者
か
ら
、
貴
重
な
ご
経
験
、
ご
自
身
の
哲
学
を
伺
う
こ
と
を
通
じ
て
、
多
く
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
企
業
研
修
や
講
演
会
の
参
加
者
と
の
や
り
と
り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
か
ら
も
様
々
な
学
び

を
得
た
。
こ
う
し
た
企
業
者
の
皆
さ
ん
の
存
在
が
、
こ
の
本
を
書
き
切
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。

　

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
有
斐
閣
書
籍
編
集
第
二
部
の
藤
田
裕
子
さ
ん
と
得
地
道
代
さ
ん
に
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
。
古
い
言
葉
の
引
用
や
注
記
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
本
書
の
編
集
・
製
作
に
は
相
当
な
ご
苦
労
を
お
か
け
し
た
こ

と
と
思
う
。
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

二
〇
二
四
年
六
月　

新
日
本
銀
行
券
の
発
行
を
翌
月
に
控
え
て

�

田
中 

一
弘

付
記　

本
書
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号　20K

01877

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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