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国
法
の
貴
き
を
論
ず

　
政
府
は
国
民
の
名
代
に
て
、
国
民
の
思
う
と
こ
ろ
に

従
い
事
を
な
す
も
の
な
り
。
そ
の
職
分
は
罪
あ
る
者
を

取
押
え
て
罪
な
き
者
を
保
護
す
る
よ
り
外
な
ら
ず
。
即

ち
こ
れ
国
民
の
思
う
と
こ
ろ
に
し
て
、
こ
の
趣
意
を
達

す
れ
ば
一
国
内
の
便
利
と
な
る
べ
し
。
元
来
罪
あ
る
者

と
は
悪
人
な
り
、
罪
な
き
者
と
は
善
人
な
り
。
い
ま
悪

人
来
り
て
善
人
を
害
せ
ん
と
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
善
人

自
ら
こ
れ
を
防
ぎ
、
我
父
母
妻
子
を
殺
さ
ん
と
す
る
者

あ
ら
ば
捕
え
て
こ
れ
を
殺
し
、
我
家
財
を
盗
ま
ん
と
す

る
者
あ
ら
ば
捕
ら
え
て
こ
れ
を
笞
ち
、
差
支
な
き
理
な

れ
ど
も
、
一
人
の
力
に
て
多
勢
の
悪
人
を
相
手
に
取

り
、
こ
れ
を
防
が
ん
と
す
る
も
迚
も
叶
う
べ
き
こ
と
に

あ
ら
ず
。
仮
令
い
或
い
は
そ
の
手
当
を
な
す
も
莫
大
の

入
費
に
て
益
も
な
き
こ
と
な
る
ゆ
え
、
右
の
如
く
国
民

の
総
代
と
し
て
政
府
を
立
て
、
善
人
保
護
の
職
分
を
勤

め
し
め
、
そ
の
代
と
し
て
役
人
の
給
料
は
勿
論
、
政
府

の
諸
入
用
を
ば
悉
皆
国
民
よ
り
賄
う
べ
し
と
約
束
せ
し

こ
と
な
り
。
且
つ
ま
た
政
府
は
既
に
国
民
の
総
名
代
と

な
り
て
事
を
な
す
べ
き
権
を
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
政



府
の
な
す
事
は
即
ち
国
民
の
な
す
事
に
て
、
国
民
は
必

ず
政
府
の
法
に
従
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
ま
た
国
民

と
政
府
と
の
約
束
な
り
。
故
に
国
民
の
政
府
に
従
う

は
、
政
府
の
作
り
し
法
に
従
う
に
非
ず
、
自
ら
作
り
し

法
に
従
う
な
り
。
国
民
の
法
を
破
る
は
、
政
府
の
作
り

し
法
を
破
る
に
非
ず
、
自
ら
作
り
し
法
を
破
る
な
り
。

そ
の
法
を
破
っ
て
刑
罰
を
被
る
は
、
政
府
に
罰
せ
ら
る

る
に
非
ず
、
自
ら
定
め
し
法
に
由
っ
て
罰
せ
ら
る
る
な

り
。
こ
の
趣
き
を
形
容
し
て
言
え
ば
、
国
民
た
る
者
は

一
人
に
て
二
人
前
の
役
目
を
勤
む
る
が
如
し
。
即
ち
そ

の
一
の
役
目
は
、
自
分
の
名
代
と
し
て
政
府
を
立
て
一

国
中
の 

悪
人
を
取
押
え
て
善
人
を
保
護
す
る
こ
と
な

り
。
そ
の
二
の
役
目
は
、
固
く
政
府
の
約
束
を
守
り
そ

の
法
に
従
っ
て
保
護
を
受
く
る
こ
と
な
り
。 

　
右
の
如

く
、
国
民
は
政
府
と
約
束
し
て
政
令
の
権
柄
を
政
府
に

任
せ
た
る
者
な
れ
ば
、
か
り
そ
め
に
も
こ
の
約
束
を
違

え
て
法
に
背
く
べ
か
ら
ず
。
人
を
殺
す
者
を
捕
え
て
死

刑
に
行
う
も
政
府
の
権
な
り
、
盗
賊
を
縛
っ
て
獄
屋
に

繋
ぐ
も
政
府
の
権
な
り
、
公
事
訴
訟
を
捌
く
も
政
府
の

権
な
り
、
乱
妨
喧
嘩
を
取
押
う
る
も
政
府
の
権
な
り
。

こ
れ
ら
の
事
に
つ
き
、
国
民
は
少
し
も
手
を
出
す
べ
か



ら
ず
。
も
し
心
得
違
い
し
て
私
に
罪
人
を
殺
し
、
或
い

は
盗
賊
を
捕
え
て
こ
れ
を
笞
つ
等
の
こ
と
あ
れ
ば
、
即

ち
国
の
法
を
犯
し
、
自
ら
私
に
他
人
の
罪
を
裁
決
す
る

者
に
て
、
こ
れ
を
私
裁
と
名
づ
け
、
そ
の
罪
免
す
べ
か

ら
ず
。
こ
の
一
段
に
至
っ
て
は
、
文
明
諸
国
の
法
律
甚

だ
厳
重
な
り
。
い
わ
ゆ
る
威
あ
り
て
猛
か
ら
ざ
る
も
の

乎
。
我
日
本
に
て
は
政
府
の
威
権
盛
ん
な
る
に
似
た
れ

ど
も
、
人
民
た
だ
政
府
の
貴
き
を
恐
れ
て
そ
の
法
の
貴

き
を
知
ら
ざ
る
者
あ
り
。
い
ま
こ
こ
に
私
裁
の
宜
し
か

ら
ざ
る
由
縁
と
国
法
の
貴
き
由
縁
と
を
記
す
こ
と
左
の

如
し
。
　
譬
え
ば
我
家
に
強
盗
の
入
り
来
り
て
家
内
の

者
を
威
し
金
を
奪
わ
ん
と
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
こ
の
時

に
当
り
家
の
主
人
た
る
者
の
職
分
は
、
こ
の
事
の
次
第

を
政
府
に
訴
え
政
府
の
処
置
を
待
つ
べ
き
筈
な
れ
ど

も
、
事
火
急
に
し
て
出
訴
の
間
合
も
な
く
、
彼
是
す
る

中
に
か
の
強
盗
は
既
に
土
蔵
へ
這
入
り
て
金
を
持
ち
出

さ
ん
と
す
る
の
勢
い
あ
り
。
こ
れ
を
止
め
ん
と
す
れ
ば

主
人
の
命
も
危
き
場
合
な
る
ゆ
え
、
止
む
を
得
ず
家
内

申
合
せ
て
私
に
こ
れ
を
防
ぎ
、
当
座
の
取
計
い
に
て
こ

の
強
盗
を
捕
え
置
き
、
然
る
後
に
政
府
へ
訴
え
出
る
な

り
。
こ
れ
を
捕
う
る
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
棒
を
用
い
、



或
い
は
刃
物
を
用
い
、
或
い
は
賊
の
身
に
疵
付
る
こ
と

も
あ
る
べ
し
、
或
い
は
そ
の
足
を
打
折
る
こ
と
も
あ
る

べ
し
、
事
急
な
る
と
き
は
鉄
砲
を
も
っ
て
打
殺
す
こ
と

も
あ
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
結
局
主
人
た
る
者
は
我
生
命

を
護
り
我
家
財
を
守
る
た
め
に
一
事
の
取
計
い
を
な
し

た
る
の
み
に
て
、
決
し
て
賊
の
無
礼
を
咎
め
そ
の
罪
を

罰
す
る
の
趣
意
に
非
ず
。
罪
人
を
罰
す
る
は
政
府
に
限

た
る
権
な
り
、
私
の
職
分
に
非
ず
。
故
に
私
の
力
に
て

既
に
こ
の
強
盗
を
取
押
え
我
手
に
入
り
し
上
は
、
平
人

の
身
と
し
て
こ
れ
を
殺
し
こ
れ
を
打
擲
す
べ
か
ら
ざ
る

は
勿
論
、
指
一
本
を
賊
の
身
に
加
う
る
こ
と
を
も
許
さ

ず
、
た
だ
政
府
に
告
げ
て
政
府
の
裁
判
を
待
つ
の
み
。

も
し
も
賊
を
取
押
え
し
上
に
て
、
怒
り
に
乗
じ
て
こ
れ

を
殺
し
こ
れ
を
打
擲
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
そ
の
罪
は
無

罪
の
人
を
殺
し
無
罪
の
人
を
打
擲
す
る
に
異
な
ら
ず
。

譬
え
ば
某
国
の
律
に
、
金
十
円
を
盗
む
者
は
そ
の
刑
笞

一
百
、
ま
た
足
を
も
っ
て
人
の
面
を
蹴
る
者
も
そ
の
刑

笞
一
百
と
あ
り
。
然
る
に
こ
こ
に
盗
賊
あ
り
て
、
人
の

家
に
入
り
金
十
円
を
盗
み
得
て
出
で
ん
と
す
る
と
き
、

主
人
に
取
押
え
ら
れ
既
に
縛
ら
れ
し
上
に
て
、
そ
の
主

人
な
お
も
怒
り
に
乗
じ
足
を
も
っ
て
賊
の
面
を
蹴
る
こ



と
あ
ら
ん
、
然
る
と
き
そ
の
国
の
律
を
も
っ
て
こ
れ
を

論
ず
れ
ば
、
賊
は
金
十
円
を
盗
み
し
罪
に
て
一
百
の
笞

を
被
り
、
主
人
も
ま
た
平
人
の
身
を
も
っ
て
私
に
賊
の

罪
を
裁
決
し
足
を
も
っ
て
そ
の
面
を
蹴
り
た
る
罪
に
由

り
笞
た
る
る
こ
と
一
百
な
る
べ
し
。
国
法
の
厳
な
る
こ

と
斯
の
如
し
。
人
々
恐
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。 

　
右
の
理

を
も
っ
て
考
う
れ
ば
、
敵
討
の
宜
し
か
ら
ざ
る
こ
と
も

合
点
す
べ
し
。
我
親
を
殺
し
た
る
者
は
即
ち
そ
の
国
に

て
一
人
の
人
を
殺
し
た
る
公
の
罪
人
な
り
。
こ
の
罪
人

を
捕
え
て
刑
に
処
す
る
は
、
政
府
に
限
り
た
る
職
分
に

て
、
平
人
の
関
わ
る
と
こ
ろ
に
非
ず
。
然
る
に
そ
の
殺

さ
れ
て
る
者
の
子
な
れ
ば
と
て
、
政
府
に
代
り
て
私
に

こ
の
公
の
罪
人
を
殺
す
の
理
あ
ら
ん
や
。
差
出
が
ま
し

き
挙
動
と
言
う
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
国
民
た
る
の
職
分

を
誤
り
、
政
府
の
約
束
に
背
く
も
の
と
言
う
べ
し
。
も

し
こ
の
事
に
つ
き
、
政
府
の
処
置
宜
し
か
ら
ず
し
て
罪

人
を
贔
屓
す
る
等
の
こ
と
あ
ら
ば
、
そ
の
不
筋
な
る
次

第
を
政
府
に
訴
う
べ
き
の
み
。
何
ら
の
事
故
あ
る
も
決

し
て
自
ら
手
を
出
す
べ
か
ら
ず
。
仮
令
い
親
の
敵
は
目

の
前
に
徘
徊
す
る
も
、
私
に
こ
れ
を
殺
す
の
理
な
し
。

　
昔
徳
川
の
時
代
に
、
浅
野
家
の
家
来
、
主
人
の
敵
討



と
て
吉
良
上
野
介
を
殺
し
た
る
こ
と
あ
り
。
世
に
こ
れ

を
赤
穂
の
義
士
と
唱
え
り
。
大
な
る
間
違
い
な
ら
ず

や
。
こ
の
と
き
日
本
の
政
府
は
徳
川
な
り
、
浅
野
内
匠

頭
も
吉
良
上
野
介
も
浅
野
家
の
家
来
も
皆
日
本
の
国
民

に
て
、
政
府
の
法
に
従
い
そ
の
保
護
を
蒙
る
べ
し
と
約

束
し
た
る
も
の
な
り
。
然
る
に
一
朝
の
間
違
い
に
て
上

野
介
な
る
者
内
匠
頭
へ
無
礼
を
加
え
し
に
、
内
匠
頭
こ

れ
を
政
府
に
訴
う
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
怒
り
に
乗
じ
て

私
に
上
野
介
を
切
ら
ん
と
し
て
遂
に
双
方
の
喧
嘩
と
な

り
し
か
ば
、
徳
川
政
府
の
裁
判
に
て
内
匠
頭
へ
切
腹
を

申
付
け
、
上
野
介
へ
は
刑
を
加
え
ず
、
こ
の
一
条
は
実

に
不
正
な
る
裁
判
と
言
う
べ
し
。
浅
野
家
の
家
来
共
こ

の
裁
判
を
不
正
な
り
と
思
わ
ば
、
何
が
故
に
こ
れ
を
政

府
へ
訴
え
ざ
る
や
。
四
十
七
士
の
面
々
申
合
せ
て
、
各

＊
そ
の
筋
に
由
り
法
に
従
っ
て
政
府
に
訴
え
出
で
な

ば
、
固
よ
り
暴
政
府
の
こ
と
ゆ
え
最
初
は
そ
の
訴
訟
を

取
上
げ
ず
、
或
い
は
そ
の
人
を
捕
え
て
こ
れ
を
殺
す
こ

と
も
あ
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
仮
令
い
一
人
は
殺
さ
る
る

も
こ
れ
を
恐
れ
ず
、
ま
た
代
り
て
訴
え
出
で
、
随
っ
て

殺
さ
れ
随
っ
て
訴
え
、
四
十
七
人
の
家
来
理
を
訴
え
て

命
を
失
い
尽
す
に
至
ら
ば
、
如
何
な
る
悪
政
府
に
て
も



遂
に
は
必
ず
そ
の
理
に
伏
し
、
上
野
介
へ
も
刑
を
加
え

て
裁
判
を
正
し
う
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
か
く
あ
り
て

こ
そ
始
め
て
真
の
義
士
と
も
称
す
べ
き
筈
な
る
に
、
嘗

て
こ
の
理
を
知
ら
ず
、
身
は
国
民
の
地
位
に
居
な
が
ら

国
法
の
重
き
を
顧
み
ず
し
て
妄
に
上
野
介
を
殺
し
た
る

は
、
国
民
の
職
分
を
誤
り
政
府
の
権
を
犯
し
て
私
に
人

の
罪
を
裁
決
し
た
る
も
の
と
言
う
べ
し
。
幸
い
に
し
て

そ
の
と
き
徳
川
の
政
府
に
て
こ
の
乱
妨
人
を
刑
に
処
し

た
れ
ば
こ
そ
無
事
に
治
ま
り
た
れ
ど
も
、
も
し
も
こ
れ

を
免
す
こ
と
あ
ら
ば
、
吉
良
家
の
一
族
ま
た
敵
討
と
て

赤
穂
の
家
来
を
殺
す
こ
と
は
必
定
な
り
。
然
る
と
き
は

こ
の
家
来
の
一
族
、
ま
た
敵
討
と
て
吉
良
の
一
族
を
攻

む
る
な
ら
ん
。
敵
討
と
敵
討
と
に
て
、
は
て
し
も
あ
ら

ず
、
遂
に
双
方
の
一
族
朋
友
死
し
尽
る
に
至
ら
ざ
れ
ば

止
ま
ず
。
い
わ
ゆ
る
無
政
無
法
の
世
の
中
と
は
こ
の
事

な
る
べ
し
。
私
裁
の
国
を
害
す
る
こ
と
斯
の
如
し
。
謹

ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
　
古
は
日
本
に
て
百
姓
町

人
の
輩
、
士
分
の
者
に
対
し
て
無
礼
を
加
う
れ
ば
切
捨

御
免
と
い
う
法
あ
り
。
こ
は
政
府
よ
り
公
に
私
裁
を
許

し
た
る
も
の
な
り
。
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
ら
ず
や
。
す

べ
て
一
国
の
法
は
唯
一
政
府
に
て
施
行
す
べ
き
も
の
に



て
、
そ
の
法
の
出
る
処
愈
＊
多
け
れ
ば
そ
の
権
力
も
ま

た
随
っ
て
愈
＊
弱
し
。
譬
え
ば
封
建
の
世
に
三
百
の
諸

侯
各
＊
生
殺
の
権
あ
り
し
時
は
、
政
法
の
力
も
そ
の
割

合
に
て
弱
か
り
し
筈
な
り
。
　
私
裁
の
最
も
甚
だ
し
く

し
て
政
を
害
す
る
の
最
も
大
な
る
も
の
は
暗
殺
な
り
。

古
来
暗
殺
の
事
跡
を
見
る
に
、
或
い
は
私
怨
の
た
め
に

す
る
者
あ
り
、
或
い
は
銭
を
奪
わ
ん
が
た
め
に
す
る
者

あ
り
。
こ
の
類
の
暗
殺
を
企
つ
る
も
の
は
固
よ
り
罪
を

犯
す
覚
悟
に
て
、
自
分
に
も
罪
人
の
積
り
な
れ
ど
も
、

別
に
ま
た
一
種
の
暗
殺
あ
り
。
こ
の
暗
殺
は
私
の
た
め

に
非
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
リ
チ
カ
ル
エ
ネ
ミ
」（
政
敵
）

を
悪
ん
で
こ
れ
を
殺
す
も
の
な
り
。
天
下
の
事
に
つ
き

銘
々
の
見
込
み
を
異
に
し
、
私
の
見
込
み
を
も
っ
て
他

人
の
罪
を
裁
決
し
、
政
府
の
権
を
犯
し
て
恣
に
人
を
殺

し
、
こ
れ
を
恥
じ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
却
っ
て
得
意
の
色

を
な
し
、
自
ら
天
誅
を
行
う
と
唱
う
れ
ば
、
人
ま
た
こ

れ
を
称
し
て
報
国
の
士
と
言
う
者
あ
り
。
そ
も
そ
も
天

誅
と
は
何
事
な
る
や
。
天
に
代
り
て
誅
罰
を
行
う
と
言

う
積
り
乎
。
も
し
そ
の
積
り
な
ら
ば
先
ず
自
分
の
身
の

有
様
を
考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
元
来
こ
の
国
に
居
り
政

府
へ
対
し
て
如
何
な
る
約
条
を
結
び
し
や
。
必
ず
そ
の



国
法
を
守
っ
て
身
の
保
護
を
被
る
べ
し
と
こ
そ
約
束
し

た
る
こ
と
な
る
べ
し
。
も
し
国
の
政
事
に
つ
き
不
平
の

箇
条
を
見
出
し
、
国
を
害
す
る
人
物
あ
り
と
思
わ
ば
、

静
か
に
こ
れ
を
政
府
へ
討
う
べ
き
筈
な
る
に
、
政
府
を

差
置
き
自
ら
天
に
代
わ
り
て
事
を
な
す
と
は
商
売
違
い

も
ま
た
甚
だ
し
き
も
の
と
言
う
べ
し
。
畢
竟
こ
の
類
の

人
は
、
性
質
律
儀
な
れ
ど
も
物
事
の
理
に
暗
く
、
国
を

患
う
る
を
知
っ
て
国
を
患
う
る
所
以
の
道
を
知
ら
ざ
る

者
な
り
。
試
み
に
見
よ
、
天
下
古
今
の
実
験
に
、
暗
殺

を
も
っ
て
よ
く
事
を
成
し
世
間
の
幸
福
を
増
し
た
る
も

の
は
未
だ
嘗
て
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
　
国
法
の
貴
き

を
知
ら
ざ
る
者
は
、
た
だ
政
府
の
役
人
を
恐
れ
、
役
人

の
前
を
程
能
く
し
て
、
表
向
に
犯
罪
の
名
あ
ら
ざ
れ
ば

内
実
の
罪
を
犯
す
も
こ
れ
を
恥
と
せ
ず
。
啻
に
こ
れ
を

恥
じ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
巧
み
に
法
を
破
っ
て
罪
を
遁

る
る
者
あ
れ
ば
却
っ
て
こ
れ
を
そ
の
人
の
働
き
と
し
て

よ
き
評
判
を
得
る
こ
と
あ
り
。
い
ま
世
間
日
常
の
話

に
、
此
も
上
の
御
大
法
な
り
、
彼
も
政
府
の
表
向
な
れ

ど
も
、
こ
の
事
を
行
う
に
斯
く
私
に
取
計
え
ば
、
表
向

の
御
大
法
に
は
差
支
も
あ
ら
ず
、
表
向
の
内
証
な
ど
と

て
笑
い
な
が
ら
談
話
し
て
咎
む
る
も
の
も
な
く
、
甚
だ



し
き
は
小
役
人
と
相
談
の
上
、
こ
の
内
証
事
を
取
計

い
、
双
方
共
に
便
利
を
得
て
罪
な
き
者
の
如
し
。
実
は

か
の
御
大
法
な
る
も
の
、
あ
ま
り
煩
わ
し
き
に
過
ぎ
て

事
実
に
施
す
べ
か
ら
ざ
る
よ
り
し
て
、
こ
の
内
証
事
も

行
わ
る
る
こ
と
な
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
一
国
の
政
治
を

も
っ
て
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
、
最
も
恐
る
べ
き
悪
弊
な

り
。
か
く
国
法
を
軽
蔑
す
る
の
風
に
慣
れ
、
人
民
一
般

に
不
誠
実
の
気
を
生
じ
、
守
っ
て
便
利
な
る
べ
き
法
を

も
守
ら
ず
し
て
、
遂
に
は
罪
を
蒙
る
こ
と
あ
り
。
譬
え

ば
、
今
往
来
に
小
便
す
る
は
政
府
の
禁
制
な
り
。
然
る

に
人
民
皆
こ
の
禁
令
の
貴
き
を
知
ら
ず
し
て
た
だ
邏
卒

を
恐
る
る
の
み
。
或
い
は
日
暮
な
ど
邏
卒
の
在
ら
ざ
る

を
窺
っ
て
法
を
破
ら
ん
と
し
、
図
ら
ず
も
見
咎
め
ら
る

る
こ
と
あ
れ
ば
そ
の
罪
に
伏
す
と
雖
ど
も
、
本
人
の
心

中
に
は
貴
き
国
法
を
犯
し
た
る
が
故
に
罰
せ
ら
る
る
と

は
思
わ
ず
し
て
、
た
だ
恐
ろ
し
き
邏
卒
に
逢
い
し
を
そ

の
日
の
不
幸
と
思
う
の
み
。
実
に
歎
か
わ
し
き
こ
と
な

ら
ず
や
。
故
に
政
府
に
て
法
を
立
つ
る
は
勉
め
て
簡
な

る
を
良
と
す
。
既
に
こ
れ
を
定
め
て
法
と
な
す
上
は
、

必
ず
厳
に
そ
の
趣
意
を
達
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
人
民
は

政
府
の
定
め
た
る
法
を
見
て
不
便
な
り
と
思
う
こ
と
あ



ら
ば
、
遠
慮
な
く
こ
れ
を
論
じ
て
訴
う
べ
し
。
既
に
こ

れ
を
認
め
て
そ
の
法
の
下
に
居
る
と
き
は
、
私
に
そ
の

法
を
是
非
す
る
こ
と
な
く
謹
ん
で
こ
れ
を
守
ら
ざ
る
べ

か
ら
ず
。 
　
近
く
は
先
月
我
慶
応
義
塾
に
も
一
事
あ
り
。

華
族
太
田
資
美
君
一
昨
年
よ
り
私
金
を
投
じ
て
米
国
人

を
雇
い
義
塾
の
教
員
に
供
え
し
が
、
こ
の
た
び
交
代
の

期
限
に
至
り
、
他
の
米
人
を
雇
い
入
れ
ん
と
し
て
当
人

と
の
内
談
既
に
整
い
し
に
つ
き
、
太
田
氏
よ
り
東
京
府

へ
書
面
を
出
し
、
こ
の
米
人
を
義
塾
に
入
れ
て
文
学
科

学
の
教
師
に
供
え
ん
と
の
趣
き
を
出
願
せ
し
と
こ
ろ
、

文
部
省
の
規
則
に
、
私
金
を
も
っ
て
私
塾
の
教
師
を
雇

い
私
に
人
を
教
育
す
る
も
の
に
て
も
、
そ
の
教
師
な
る

者
本
国
に
て
学
科
卒
業
の
免
状
を
得
て
こ
れ
を
所
持
す

る
も
の
に
非
ざ
れ
ば
雇
入
を
許
さ
ず
と
の
箇
条
あ
り
。

然
る
に
こ
の
た
び
雇
い
入
れ
ん
と
す
る
米
人
、
か
の
免

状
を
所
持
せ
ざ
る
に
つ
き
、
た
だ
語
学
の
教
師
と
あ
れ

ば
兎
も
角
も
な
れ
ど
も
、
文
学
科
学
の
教
師
と
し
て
は

願
の
趣
き
聞
き
届
け
難
き
旨
、
東
京
府
よ
り
太
田
氏
へ

御
沙
汰
な
り
。
よ
っ
て
福
沢
諭
吉
よ
り
同
府
へ
書
を
呈

し
、
こ
の
教
師
な
る
者
、
免
状
を
所
持
せ
ざ
る
も
そ
の

学
力
は
当
塾
の
生
徒
を
教
う
る
た
め
十
分
な
る
ゆ
え
、



太
田
氏
の
願
の
通
り
に
命
ぜ
ら
れ
た
く
、
或
い
は
語
学

の
教
師
と
申
立
て
な
ば
願
も
済
む
べ
き
な
れ
ど
も
、
固

よ
り
我
生
徒
は
文
学
科
学
を
学
積
り
な
れ
ば
、
語
学
と

偽
り
官
を
欺
く
こ
と
は
敢
え
て
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
と

出
願
し
た
り
し
か
ど
も
、
文
部
省
の
規
則
変
ず
べ
か
ら

ざ
る
由
に
て
、
諭
吉
の
願
書
も
ま
た
返
却
し
た
り
。
こ

れ
が
た
め
既
に
内
約
の
整
い
し
教
師
を
雇
い
入
る
る
を

得
ず
、
去
年
十
二
月
下
旬
本
人
は
去
っ
て
米
国
へ
帰

り
、
太
田
君
の
素
志
も
一
時
の
水
の
泡
と
な
り
、
数
百

の
生
徒
も
望
み
を
失
い
、
実
に
一
私
塾
の
不
幸
の
み
な

ら
ず
、
天
下
文
学
の
た
め
に
も
大
な
る
妨
げ
に
て
、
馬

鹿
ら
し
く
苦
々
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
国
法
の
貴
重
な

る
、
こ
れ
を
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ず
、
い
ず
れ
近
日
ま

た
重
ね
て
出
願
の
積
り
な
り
。
今
般
の
一
条
に
つ
き
て

は
、
太
田
氏
を
始
め
社
中
集
会
し
て
そ
の
内
話
に
、
か

の
文
部
省
に
て
定
め
た
る
私
塾
教
師
の
規
則
も
い
わ
ゆ

る
御
大
法
な
れ
ば
、
た
だ
文
学
科
学
の
文
字
を
消
し
て

語
学
の
二
字
に
改
む
れ
ば
願
も
済
み
生
徒
の
た
め
に
は

大
幸
な
ら
ん
と
再
三
商
議
し
た
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ

ろ
こ
の
度
の
教
師
を
得
ず
し
て
社
中
生
徒
の
学
業
或
い

は
退
歩
す
る
こ
と
あ
る
も
、
官
を
欺
く
は
士
君
子
の
恥



図
べ
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
謹
ん
で
法
を
守
り
国
民
た
る

の
分
を
誤
ら
ざ
る
の
方
上
策
な
る
べ
し
と
て
、
遂
に
こ

の
始
末
に
及
び
し
こ
と
な
り
。
固
よ
り
一
私
塾
の
処
置

に
て
そ
の
事
些
末
に
似
た
れ
ど
も
、
議
論
の
趣
意
は
世

教
に
も
関
わ
る
べ
き
こ
と
と
思
い
、
序
な
が
ら
こ
れ
を

巻
末
に
記
す
の
み
。（
明
治
七
年
二
月
出
版
）


