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一
　
は
じ
め
に

　
本
論
は
、
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
間
団
体
と
貧
民
を
例
に

と
り
な
が
ら
、
近
代
社
会
の
編
成
原
理
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
議
論
を

紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
長
い
一
八
世
紀
」
は
近
世
か

ら
近
代
へ
の
転
換
期
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
時
代

に
「
中
間
団
体
と
貧
民
」
を
対
象
と
す
る
意
味
に
つ
い
て
、
ま
ず
は

研
究
史
の
な
か
で
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
近
世
は
、
福
祉
と
貧
困
と
い
う
問
題
に
対
象
を

限
定
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
旧
救
貧
法( O

ld Poor Law
)

の
時
期
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
救
貧
法
は
、
宗
教
改
革
を
背
景

と
す
る
社
会
的
混
乱
の
な
か
で
一
六
世
紀
半
ば
に
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
で

先
行
的
に
実
施
さ
れ
、
一
七
世
紀
転
換
期
に
議
会
制
定
法
と
し
て
成

立
す
る
と
、
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正
の
時
期
ま
で
続
く
こ
と
に

な
っ
た
。
い
わ
ば
、
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
政
策
の
基
軸
と
し

て
存
在
し
て
き
た
。
こ
の
旧
救
貧
法
は
、
法
制
度
そ
の
も
の
を
見
る

限
り
、
定
住
法
の
制
定
を
除
け
ば
一
九
世
紀
の
改
正
の
時
期
ま
で
大

き
な
修
正
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
時
期
を
検
討
す
る
こ

と
は
無
意
味
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
え
て
く
る
。
し
か
し
、
最
近
の

福
祉
と
貧
困
を
め
ぐ
る
研
究
方
法
の
展
開
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
が

極
め
て
重
要
な
時
期
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
。

  

福
祉
と
貧
困
を
め
ぐ
る
研
究
の
歴
史
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て

報
告
一

　「
底
辺
」
か
ら
の
産
業
革
命

　
　
―
長
い
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
間
団
体
と
貧
民

　
　

長
谷
川
　
貴
　
彦
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は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
救
貧
法
の
歴
史
』

（
一
九
二
九
年
（
１
）

）
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
国
家
介
入
の
も
つ
道
徳
的
優

位
性
と
い
う
信
念
は
、
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
の
前
半
の
研
究
者
に
よ

っ
て
共
有
さ
れ
、
一
九
四
五
年
に
福
祉
国
家
が
現
実
の
も
の
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
伝
統
的
な
歴
史
記
述
に
お
い
て

は
、
福
祉
国
家
に
一
元
化
さ
れ
て
ゆ
く
国
家
行
政
の
拡
大
・
進
化
の

歴
史
、
い
わ
ば
、
慈
善
か
ら
福
祉
国
家
へ
と
い
う
単
線
的
な
発
展
の

モ
デ
ル
が
描
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ウ
ェ
ッ
ブ
史
観
に
対
し
て
、
近
年
は
、
個
人
、
家
族
、
相
互

扶
助
組
織
、
私
的
慈
善
な
ど
の
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
福
祉

の
供
給
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
団
体

を
め
ぐ
る
膨
大
な
る
研
究
が
産
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
福
祉

複
合
体
」( m

ixed econom
y of w

elfare)

概
念
は
、
一
九
八
〇
年

代
に
提
唱
さ
れ
、
国
家
的
福
祉
に
加
え
て
、
慈
善
団
体
、
相
互
扶
助

団
体
、
家
族
な
ど
の
中
間
団
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
福
祉
の
供
給

主
体
の
多
元
性
を
強
調
し
、
と
り
わ
け
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て

分
類
さ
れ
る
領
域
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
福
祉
の
供
給
主
体
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
っ
た

が
、
ご
く
最
近
で
は
福
祉
を
受
容
す
る
側
の
問
題
に
関
心
の
領
域

が
移
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
、「
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
」( m

akeshift econom
y)

概
念
を
軸
と
し
て
展
開
し
て
い

る
。「
メ
イ
ク
シ
フ
ト
」
概
念
は
、
短
期
的
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
な

福
祉
の
資
源
の
利
用
一
般
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
社
会
史
研
究
の
な
か
で
提
出
さ
れ
て
き

た
日
常
生
活
の
諸
相
、
す
な
わ
ち
、
修
道
院
や
教
区
、
近
隣
共
同
体
、

家
族
や
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
共
有
地
の
利
用
権
、
親
族
に
よ
る

扶
養
、
隣
人
か
ら
の
厚
意
、
さ
ら
に
は
、
犯
罪
や
売
春
な
ど
も
生
存

維
持
の
装
置
と
し
て
再
評
価
さ
れ
「
メ
イ
ク
シ
フ
ト
」（
＝
弥
縫
策
）

の
視
点
か
ら
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
２
）

の
だ
。

　「
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
概
念
は
ま
た
、
新
し
い
貧
困

概
念
の
登
場
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
貧
困
は
、
慢
性
的

か
つ
構
造
的
で
長
期
的
な
現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。し
か
し
、

近
年
の
研
究
で
は
、
個
人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
も
特
に
貧

困
に
陥
り
や
す
い
リ
ス
キ
ー
な
時
期
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い

る
（
３
）
。
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
貧
困
に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
、
幼
年
期
と

老
齢
期
に
強
調
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
場
合
は
、
出

産
や
育
児
に
伴
う
身
体
的
要
因
も
加
わ
り
、
高
齢
期
、
病
気
、
寡
婦

や
孤
児
に
な
っ
た
場
合
な
ど
、
貧
困
に
陥
る
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
４
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
貧
困
一
般
が
、
よ
り
厳
密
に

分
類
さ
れ
て
、
多
様
な
貧
困
の
原
因
に
光
が
当
て
ら
れ
た
。
こ
の
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
貧
困
が
、「
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
作

動
す
る
究
極
の
起
点
と
な
っ
て
い
く
。
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二
　
歴
史
的
前
提
：
近
世
化
（
一
六-

一
七
世
紀
）　

（
一
）
近
世
化

　
大
航
海
時
代
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
海
外
と
の
交
易
活
動
に

刺
激
さ
れ
る
か
た
ち
で
発
展
し
た
毛
織
物
工
業
に
よ
っ
て
、
そ
の
取

引
の
拠
点
と
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
や
エ
ク
セ
タ
な
ど
の
地
方
都
市
が
成
長

し
、
都
市
の
織
元
た
る
毛
織
物
商
人
の
台
頭
を
促
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
は
ま
た
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
に
よ
る
土
地
の
囲
い
込
み
を
推
進
し
、

中
小
の
借
地
農
の
没
落
を
招
く
一
方
、
土
地
を
失
っ
た
「
浮
浪
者
」

が
大
量
に
発
生
す
る
。
同
時
に
、
新
大
陸
銀
の
流
入
に
よ
っ
て
価
格

革
命
が
発
生
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
口
は
増
大
し
た
が
、
そ
れ
は

人
口
の
再
配
置
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
進
行
し
て
い
く
。
都
市
に
向

け
て
生
存
の
機
会
を
求
め
て
移
動
す
る
者
、
ま
た
職
人
層
も
よ
り
よ

い
雇
用
の
機
会
を
求
め
て
都
市
へ
と
移
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
ら
の
流
入
民
に
よ
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
を
初
め
と
す
る
都
市

で
は
社
会
秩
序
が
不
安
定
化
し
、
貧
困
問
題
が
都
市
の
危
機
的
状
況

を
醸
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
５
）
。

　
宗
教
改
革
が
も
た
ら
し
た
影
響
も
甚
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
伝
統

的
に
貧
民
に
対
し
て
慈
善
を
提
供
し
て
き
た
の
は
、
修
道
院
や
都
市

に
お
け
る
宗
教
ギ
ル
ド
が
設
立
し
た
慈
善
団
体
で
あ
っ
た
が
、
ヘ
ン

リ
ー
八
世
の
改
革
は
、
修
道
院
を
解
体
、
宗
教
ギ
ル
ド
を
禁
止
す
る

な
ど
、
貧
民
へ
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た
中
間
団
体
を
解
体

し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。そ
う
し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
ら
人
文
主
義
者
、
ル
タ
ー
派
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
な
ど

の
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
新
た
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
彼
ら
は
、
人
間
の
自
己
改
良
や
社
会
改
良
の
可
能
性
を
信
じ

て
、社
会
問
題
は
何
よ
り
も
人
的
失
敗
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、

人
間
の
計
画
や
介
入
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に

み
ず
か
ら
の
思
想
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
６
）
。

　
ト
マ
ス
・
モ
ア
は
、『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
五
一
六
年
）
の
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
近
世
化
を
語
っ
て
い
る
。

 

イ
ギ
リ
ス
の
羊
で
す
。
人
間
さ
え
も
盛
ん
に
食
い
殺
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。〔
中
略
〕
強
欲
非
道
な
人
が
い
て
、
広
大
な

土
地
を
一
カ
所
に
柵
や
垣
で
囲
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
と
ん
で

も
な
い
野
心
を
い
だ
い
た
。〔
中
略
〕
こ
の
哀
れ
な
、
無
知
で
、

惨
め
な
百
姓
た
ち
は
、
住
み
慣
れ
た
懐
か
し
い
我
が
家
を
捨
て

て
、
寄
る
辺
の
な
い
放
浪
の
旅
に
出
て
行
き
ま
す
（
７
）

。

（
二
）
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

　
こ
う
し
た
社
会
経
済
的
な
ら
び
に
文
化
的
変
容
を
背
景
と
し
て
登

場
し
て
く
る
の
が
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」( com

m
onw

ealth)

や

「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
」( com

m
onw

eal)

を
め
ぐ
る
言
説
で
あ
っ
た
。

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
近
世
化
に
よ
っ
て
交
易
活
動
が
活
発
化
し
て

社
会
的
流
動
性
が
高
ま
る
な
か
で
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
有
機
的
共
同

体
の
秩
序
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
文
主
義
者
や
初
期
プ
ロ
テ
ス
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タ
ン
ト
に
よ
っ
て
政
治
社
会
の
構
成
を
め
ぐ
る
言
説
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
の
研
究
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
の
言
説
が
、
使
用
さ
れ
る
社
会
層
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
と
機
能

を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
中
央
政
府
の
役
人
な
ど
の
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
る
。
ト

マ
ス
・
ス
タ
ー
キ
ー
に
よ
る
『
プ
ー
ル
と
ラ
プ
セ
ッ
ト
と
の
対
話
』

（
一
五
二
三
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
法
律
学
の

教
授
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
『
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
講

義
』
は
、
一
五
四
四
年
に
執
筆
さ
れ
、
一
五
八
一
年
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
（
８
）

。
そ
こ
で
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
、
政
策
的
介
入
の
目
標
と
し

て
、
あ
る
べ
き
社
会
状
態
を
指
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、「
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
、
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
理
念
の
影
響
下
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
一
六
世
紀
半
ば
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
統
治
者
側
の

レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
頻
繁
に
語
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
宗
教
改
革
に

よ
る
政
治
的
激
変
も
あ
っ
て
社
会
政
策
へ
の
関
心
が
希
薄
化
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
に
、
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
言
葉
が

本
格
的
に
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
一
四
世
紀
の
ワ
ッ

ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
農
民
反
乱
の
過
程
に
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
の
囲
い

込
み
の
進
行
に
異
議
を
申
し
立
て
る
ケ
ッ
ト
の
反
乱
で
は
、
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
復
活
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、「
物
欲
」
に
支
配
さ
れ

る
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
商
人
た
ち
を
蜂
起
の
標
的
と
し
た
。
こ
の
反
乱
は

同
じ
く
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
唱
え
て
き
た
支
配
層
を
震
撼
さ
せ
、
そ

の
平
等
主
義
的
理
念
が
過
剰
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
、
中
央
政
府
レ

ヴ
ェ
ル
で
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
派
の
後
退
を
招
く
契
機
と
な
っ
た
。

　
第
三
に
は
、
中
間
層
で
あ
る
。
こ
の
中
間
層
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
と

民
衆
の
中
間
に
位
置
す
る
集
団
で
あ
り
、
都
市
の
富
裕
な
商
人
や
専

門
職
集
団
、
農
村
の
ヨ
ー
マ
ン
層
な
ど
か
ら
成
り
立
つ
。
近
世
化
の

な
か
で
経
済
力
を
蓄
積
し
て
き
た
中
間
層
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

を
受
容
す
る
主
た
る
社
会
的
基
盤
と
な
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
経
済
力

に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
参
加
の
領
域
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
た
中
間

層
に
と
っ
て
の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
、「
参
加
」「
法
の
支
配
」「
国

民
へ
の
奉
仕
」
な
ど
の
政
治
的
態
度
を
醸
成
し
て
い
く
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
無
為
無
策
の
時
代
に
、
セ
イ
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
の
空
白
を
埋
め
た
の
が
、
地
方
自
治
体
の
主
導
に
よ
る
博

愛
主
義
的
活
動
で
あ
っ
た
。
教
区
や
都
市
自
治
体
を
基
盤
に
進
出
し

て
き
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
中
間
層
が
、
都
市
の
秩
序
を
み
ず
か
ら
の

指
導
の
も
と
で
回
復
す
べ
く
活
動
を
行
っ
て
、
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
で
は

あ
る
が
「
小
さ
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
（
９
）
。
　

（
三
）「
教
区
」
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

　
地
方
自
治
体
主
導
の
改
革
に
よ
っ
て
社
会
政
策
上
の
「
空
白
の
時

代
」
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
試
み
に
も
限
界
が
見
え
始
め
る
。
貧
困
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問
題
が
激
化
す
る
な
か
で
、
地
方
か
ら
は
一
刻
も
早
い
体
系
的
社
会

政
策
の
立
法
化
を
求
め
る
声
が
提
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
五
九
七
年

か
ら
九
八
年
に
召
集
さ
れ
た
議
会
で
は
、
囲
い
込
み
、
労
役
所
、
浮

浪
者
に
関
す
る
法
案
が
起
草
さ
れ
た
あ
と
、
貧
民
救
済
に
関
す
る
一

連
の
決
定
的
な
法
律
が
制
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
教
区
内
の
住
民
か
ら
強
制
的

に
救
貧
税
を
徴
収
し
て
教
区
基
金
を
設
立
す
る
た
め
に
四
人
の
貧
民

監
督
官
を
指
名
す
る
こ
と
を
教
区
管
財
人
に
求
め
て
い
た
。
救
貧
法

が
行
政
単
位
と
し
た
教
区
は
、
マ
ナ
ー
領
主
館
に
代
わ
っ
て
地
域
の

儀
礼
の
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
独
特
の
か
た
ち
で
聖
俗
の
混

交
す
る
性
格
を
も
つ
教
区
共
同
体
（civil parish

）
で
あ
っ
た
。
教

区
の
中
心
性
と
い
う
点
で
中
世
の
貧
民
救
済
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
救

貧
法
と
の
直
接
的
な
連
続
性
を
見
て
取
る
研
究
者
も
い
る
が
、
一
六

世
紀
の
立
法
に
孕
ま
れ
た
強
制
的
な
側
面
は
国
家
が
貧
民
を
監
視
と

処
罰
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
エ
リ

ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
、
独
特
の
近
世
的
な
特
質
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う）
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
、
い
く
つ
か
の
難
点
を
抱
え

込
ん
で
い
た
。

　
第
一
に
、「
救
済
に
値
す
る
」
貧
民
の
選
別
、
ま
た
救
済
の
内
容

と
そ
の
水
準
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
も
、
完
全
に
地
方
行
政
の
裁
量
に

委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
貧
民
監
督
官
は
、
教
区
内
の
経
済

的
資
源
に
配
慮
し
つ
つ
、
救
貧
税
の
担
税
者
と
貧
民
と
の
間
の
微
妙

な
合
意
の
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
救
貧
法
の
運
用
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
系
と
し
て
、
救
貧
法
の
実
施
が
不
均

等
に
進
展
し
て
い
っ
た
。
南
東
部
、
と
り
わ
け
都
市
部
の
教
区
で

は
、
い
ち
早
く
一
五
九
〇
年
代
以
前
か
ら
救
貧
税
の
徴
収
が
実
践
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
州
で
は
、
地
域
間
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な

か
た
ち
で
地
域
内
部
に
お
い
て
も
救
貧
税
の
制
度
化
が
進
行
し
て
い

っ
た
。
第
二
に
、
一
五
九
八
年
の
救
貧
法
の
瑕
疵
は
「
教
区
民
」
の

定
義
が
曖
昧
で
あ
っ
た
点
に
あ
り
、
移
動
す
る
貧
民
と
管
理
す
る
教

区
吏
員
と
の
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、「
教

区
民
」
を
定
住
権
と
の
関
連
で
明
確
に
規
定
す
る
一
六
六
二
年
の
定

住
法
の
制
定
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
六
六
二
年
法
は
、
四
〇
日
間
の
当
該
教
区
へ
の
定
住
な
い
し
は

一
〇
ポ
ン
ド
の
価
値
の
不
動
産
取
得
を
し
た
場
合
に
、
定
住
権
が
認

め
ら
れ
る
と
し
た
。教
区
の
負
担
と
な
り
そ
う
な
人
物
に
関
し
て
は
、

四
季
裁
判
所
の
治
安
判
事
の
決
定
に
基
づ
い
て
元
の
教
区
へ
強
制
送

還( rem
oval)

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、

農
村
部
に
お
け
る
農
業
労
働
の
季
節
性
、
都
市
部
に
お
け
る
製
造
業

の
成
長
と
い
っ
た
事
態
に
対
し
て
、労
働
力
需
要
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
政
府
は
、
一
六
九
一
年
法
で
「
教
区
民
」

の
新
基
準
を
設
定
し
て
、
教
区
税
を
支
払
う
も
の
、
公
職
に
一
年
間

つ
い
て
い
る
も
の
、
徒
弟
職
人
と
し
て
年
季
奉
公
を
四
〇
日
以
上
お
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こ
な
っ
た
も
の
、
一
年
間
雇
用
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
、
定
住
権
を
確

保
さ
れ
る
と
し
た
。
ま
た
一
六
九
七
年
法
は
、
移
住
民
の
出
身
地
の

証
明
書( certificate)

を
保
持
し
て
い
る
も
の
は
、
居
住
教
区
の
負

担
と
な
ら
な
い
間
は
出
身
教
区
へ
は
強
制
送
還
さ
れ
な
い
と
い
う
規

定
を
盛
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た）
（（
（

。

　
こ
う
し
た
一
連
の
定
住
法
の
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
社
会
的
機
能

を
有
し
て
い
た
。

　
ひ
と
つ
に
は
、
貧
民
が
法
や
慣
習
の
構
造
と
交
渉
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
独
自
の
主
体
性
を
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
常
に
「
強

制
送
還
」
と
い
う
措
置
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
貧
民
は
、
み
ず

か
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
鋭
敏
な
感
覚
を
形
成
し
て
い
き
、

自
己
防
衛
の
た
め
に
法
を
理
解
し
て
状
況
と
不
断
に
交
渉
す
る
主
体

と
し
て
の
認
識
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
も
う
ひ
と
つ
は
、

教
区
吏
員
に
対
し
て
も
っ
た
意
味
で
あ
る
。
定
住
権
に
関
わ
る
行
政

に
お
い
て
は
、
現
代
の
移
民
行
政
と
同
じ
よ
う
な
論
理
で
貧
民
の
移

動
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
。
労
働
需
要
に
合
わ
せ
て
救
貧
法
を
調
整

し
な
が
ら
普
遍
的
な
福
祉
制
度
を
構
築
し
て
、
社
会
的
流
動
性
を
確

保
し
つ
つ
工
業
化
を
促
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
近
代
へ
の
転
換
：
産
業
革
命
期
（
一
八-

一
九
世
紀
初
頭
）

（
一
）
社
会
経
済
変
動

　
一
八
世
紀
は
、
都
市
化
と
工
業
化
な
ど
の
急
激
な
社
会
変
動
を
経

験
す
る
。
繊
維
産
業
や
金
属
産
業
で
の
プ
ロ
ト
工
業
化
は
、
別
な
地

域
で
の
脱
産
業
化
を
促
進
し
て
、産
業
の
地
域
的
特
化
が
進
展
す
る
。

脆
弱
な
農
村
工
業
は
壊
滅
的
状
態
に
陥
り
、
南
部
や
東
部
の
農
村
部

で
営
ま
れ
て
き
た
副
業
と
し
て
の
農
村
工
業
の
収
入
は
失
わ
れ
て
い

っ
た
。
ま
た
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
の
進
展
は
、
共
有
地
に
お
い
て
保
持

し
て
い
た
慣
習
的
権
利
の
喪
失
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
貧
民
、

と
り
わ
け
女
性
と
子
供
に
と
っ
て
の
メ
イ
ク
シ
フ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

の
資
源
が
消
滅
し
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
あ
い
ま
っ
て
、
南
部
と
東

部
の
農
村
部
で
の
労
働
市
場
が
過
剰
な
も
の
と
な
り
、
低
水
準
に
留

ま
る
賃
金
は
必
然
的
に
貧
困
の
構
造
化
を
も
た
ら
し
た
。
雇
用
や
生

存
の
機
会
を
失
っ
た
貧
民
は
、
職
を
求
め
て
故
郷
を
離
れ
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
、「
移
動
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
人
口
の
再
配
置
が

進
展
し
て
い
く）
（1
（

。

　
最
近
の
社
会
移
動
を
め
ぐ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
産
業
革
命
期
の
民

衆
は
、
平
均
で
十
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
空
間
的

移
動
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

社
会
移
動
は
、
経
済
構
造
の
変
化
と
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
起
因
し
て

お
り
、
民
衆
た
ち
は
、
生
涯
、
三
、四
、
な
い
し
は
六
回
の
移
動
を

行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
青
年
期
で
も
早
い
段
階
の
も

の
は
農
村
か
ら
都
市
へ
の
移
動
で
あ
り
、
青
年
期
の
後
半
に
は
都
市

か
ら
農
村
へ
と
い
っ
た
動
き
が
顕
著
と
な
る
。
移
動
の
原
因
と
し
て



－  106  －－  107  －

「
底
辺
」
か
ら
の
産
業
革
命
（
長
谷
川
）

考
え
ら
れ
る
の
は
、
男
性
は
雇
用
機
会
を
求
め
る
も
の
で
、
女
性
は

結
婚
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
全
体
の
七
五
％
を

構
成
し
て
い
る
が
、
残
り
の
移
動
の
原
因
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て

お
り
、
慢
性
的
に
な
っ
た
失
業
問
題
に
加
え
て
寡
婦
や
老
齢
な
ど
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
上
の
危
機
が
あ
げ
ら
れ
る）
（1
（

。
潜
在
的
に
リ
ス
ク
を
抱

え
る
貧
民
は
、
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
移
動
」
に
よ
っ
て
定
住
法
と
の

関
連
で
新
た
な
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
二
）
行
政
機
構
の
再
編

　
こ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
ひ
と
つ
の
道
は
、
実
質
的
な
社
会
の

移
動
圏
の
拡
大
に
あ
わ
せ
て
行
政
機
構
全
体
を
改
革
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
名
誉
革
命
体
制
下
で
の
救
貧
法
行
政
の
教
区
単
位
へ
の

分
解
に
よ
っ
て
、
救
貧
立
法
も
そ
の
意
味
で
統
一
国
家
の
制
定
法

と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
六
九
六
年
の

ブ
リ
ス
ト
ル
救
貧
法
連
合
の
結
成
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
下
か

ら
の
自
発
的
な
救
貧
法
連
合
の
結
成
は
「
私
的
法
律
」( private 

act) 

と
し
て
議
会
の
認
可
を
受
け
る
形
態
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
七
二
二
年
の
ナ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
法
に
よ
っ
て
、
事
後
追

認
的
な
教
区
連
合
が
救
貧
抑
止
策
と
し
て
法
律
化
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
一
七
八
二
年
の
ギ
ル
バ
ー
ト
法
は
、
教
区
単
位
の
小
規
模

自
治
体
に
分
散
し
て
い
た
名
誉
革
命
体
制
の
自
己
統
合
の
試
み
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
、
有
給
の
吏
員
、
貧
民
保

護
管
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
管
理
官
、
財
務
官
、
査
察
官
と
い
う
役
職

を
設
置
、
こ
れ
ら
を
治
安
判
事
が
統
括
す
る
と
い
う
自
発
的
教
区

連
合
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
一
八
三
四
年
法
に
よ
る
強

制
的
な
大
教
区
連
合
へ
の
統
合
へ
の
前
史
を
な
す）
（1
（

。

（
三
）
定
住
法
の
改
定

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
個
人
の
側
に
移
動
を
保
証
す
る
制
度
を
構
築
す

る
こ
と
で
あ
る
。
一
六
六
二
年
法
に
始
ま
る
定
住
法
規
定
の
基
本
的

な
意
義
は
、
い
わ
ゆ
る
名
誉
革
命
体
制
が
、
み
ず
か
ら
教
区
を
単
位

と
す
る
地
域
共
同
体
の
集
合
に
す
ぎ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

し
た
点
に
あ
っ
た
。
中
央
集
権
機
構
の
崩
壊
後
、
必
要
最
低
限
の
組

織
と
し
て
復
活
を
要
請
さ
れ
た
生
活
共
同
体
＝
教
区
を
単
位
と
す
る

統
治
構
造
が
、
工
業
化
に
対
処
す
る
生
活
圏
と
し
て
狭
す
ぎ
る
こ
と

は
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
大
幅
な
改
革
は
産
業
革
命
の
な
か
で

の
労
働
力
需
要
の
大
規
模
な
調
整
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
初
め
て
現

実
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
一
七
九
五
法
に
始
ま
る
一
連
の
定
住

権
に
関
連
す
る
法
律
は
、
そ
れ
ま
で
証
明
書
を
も
つ
人
物
に
限
ら
れ

て
い
た
権
利
を
一
般
の
貧
民
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

一
八
〇
九
年
法
で
は
、
強
制
送
還
の
停
止
を
病
気
や
怪
我
を
し
た
移

住
者
に
ま
で
拡
大
し
た
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
定
住
法
の
改
正
は
、
救
貧
法
の
運
用
を
寛
大
な

も
の
に
変
容
さ
せ
、「
証
明
書
」
持
ち
の
貧
民
に
限
ら
れ
て
い
た
資

格
を
す
べ
て
貧
民
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
教
区
外

救
済
シ
ス
テ
ム
に
み
ら
れ
る
救
貧
法
運
用
の
弾
力
化
が
、
定
住
権
を
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も
た
な
い
教
区
へ
の
移
動
を
容
易
に
し
て
、
そ
こ
に
居
住
す
る
貧
民

が
困
窮
化
し
た
場
合
に
は
、
定
住
権
保
有
地
の
教
区
と
の
間
で
救
済

の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
手
紙
に
よ
る
「
交
渉
」
と
「
調
整
」
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
ひ
と
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
貧
民
の
手
紙
に
関
し
て
は
、
現
在
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
で
編
纂
作
業
が
進
行
し
て
お
り
、
す
で
に
い
く
つ

か
の
浩
瀚
な
史
料
集
が
編
纂
さ
れ
て
い
る）
（1
（

が
、
エ
セ
ッ
ク
ス
州
の
文

書
館
に
残
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
手
紙
を
読
み
解
い
て
み
よ
う
。

　
　
ロ
ン
ド
ン
　
一
八
二
五
年
二
月
二
二
日

　
拝
啓

　
私
の
問
題
で
あ
な
た
様
に
援
助
を
お
願
い
し
ま
す
の
は
、
全

く
も
っ
て
心
苦
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
様

の
心
よ
り
の
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私
の
妻
が
、

こ
こ
三
週
間
ほ
ど
炎
症
の
た
め
に
医
師
の
治
療
を
受
け
て
お

り
、
毎
日
、
床
に
伏
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
あ
な

た
様
の
援
助
が
受
け
ら
れ
な
い
時
に
は
、
現
在
居
住
し
て
い
る

教
区
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
様
を
煩
わ

せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
が
、
事
態
は
非
常
に
悪
く
、
子
ど

も
た
ち
は
十
分
な
生
活
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
私
に
は
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

デ
ヴ
ィ
ド
・
リ
ヴ
ェ
ナ
ー
ル）
（1
（

　
こ
れ
は
、
故
郷
エ
セ
ッ
ク
ス
の
チ
ェ
ル
ム
ズ
フ
ォ
ー
ド
を
離
れ
て

ロ
ン
ド
ン
で
の
出
稼
ぎ
労
働
を
行
う
一
家
が
、
病
気
の
た
め
に
困
窮

し
て
い
る
様
子
を
地
元
の
教
区
に
宛
て
赤
裸
々
に
綴
っ
た
書
簡
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
貧
民
の
手
紙
は
、決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

産
業
革
命
期
の
エ
セ
ッ
ク
ス
で
は
、
慢
性
化
す
る
貧
困
状
況
を
背
景

と
し
て
、
こ
の
種
の
手
紙
が
数
多
く
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
の
南
部
諸
州
で
は
、
一
般
的
に
貧
困
問
題
の
激
化
に
よ
っ
て
救

貧
税
が
高
騰
し
、
救
貧
法
体
制
が
危
機
に
陥
り
、
の
ち
の
一
九
世
紀

の
社
会
改
革
の
起
点
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
四
）
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム

　
他
方
で
、
救
貧
法
の
隙
間
を
埋
め
る
か
た
ち
で
登
場
し
て
く
る
の

が
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
任
意
団
体
（
＝
自
発
的
結
社
）

で
あ
っ
た
。
多
様
な
任
意
団
体
が
一
七
世
紀
末
か
ら
爆
発
的
に
増
大

す
る
が
、
こ
こ
で
は
論
点
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
な
か
で
も
、

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
貧
困
が
集
中
し
て
発
生
す
る
児
童
、疾
病
、

な
ら
び
に
老
齢
に
対
処
す
る
た
め
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の

諸
団
体
に
焦
点
を
当
て
る
。
以
下
で
は
、
民
衆
独
自
の
友
愛
組
合
な

ど
相
互
扶
助
組
織
、
つ
い
で
上
・
中
流
層
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
病

院
や
学
校
な
ど
の
慈
善
団
体
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
友
愛
組
合
は
、
労
働
者
の
相
互
扶
助
組
織
と
し
て
発
展
し
た
。
友

愛
組
合
は
、
そ
の
社
会
的
機
能
が
ギ
ル
ド
や
フ
リ
ー
メ
ー
ス
ン
と
の

連
続
性
を
も
ち
、
そ
の
歴
史
的
起
源
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い



－  108  －－  109  －

「
底
辺
」
か
ら
の
産
業
革
命
（
長
谷
川
）

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
友
愛
組
合
が
大
規
模
な
か
た
ち
で
発
展
す

る
の
は
、
一
八
世
紀
で
あ
っ
た
。
市
場
経
済
の
進
展
は
伝
統
的
な
地

域
社
会
の
紐
帯
を
破
壊
し
て
、
そ
れ
へ
の
社
会
的
防
衛
反
応
と
し
て

友
愛
組
合
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
は
、
地

理
的
な
移
動
を
行
う
移
住
者
の
増
加
が
友
愛
組
合
の
発
達
の
決
定
的

要
因
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
友
愛
組
合
は
、

と
り
わ
け
若
い
労
働
者
に
は
重
要
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
実

質
賃
金
の
高
ま
り
よ
り
も
、
農
村
共
同
体
に
お
け
る
依
存
と
絆
を
再

構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。」
事
実
、
移
住

者
の
増
加
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
都
市
や
地
域
に
お
い
て
、
組
合
員
の

数
が
多
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。

　
病
院
や
学
校
な
ど
慈
善
団
体
も
、
地
方
社
会
レ
ヴ
ェ
ル
で
叢
生
し

て
い
っ
た
。
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慈
善
病
院( voluntary 

hospital)

は
、
一
七
二
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
市
内
に
設
立
さ
れ
た
ウ

ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
病
院
を
皮
切
り
に
地
方
都
市
に
波
及
し
て
い
っ

た
。
一
七
三
〇
年
代
に
は
ウ
ー
ス
タ
や
エ
ク
セ
タ
な
ど
の
主
教
座
都

市
に
、
や
や
遅
れ
て
新
興
の
産
業
都
市
で
あ
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
や
バ

ー
ミ
ン
ガ
ム
な
ど
に
登
場
し
た）
11
（

。
病
院
の
全
国
的
規
模
の
展
開
を
も

た
ら
し
た
要
因
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
患

者
と
な
る
べ
き
貧
民
層
が
増
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。
第
二
に
、
啓
蒙

科
学
や
福
音
主
義
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
が
あ
げ
ら
れ

る
。
病
院
設
立
を
唱
え
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
は
、
オ
ラ
ン
ダ

の
ラ
イ
デ
ン
大
学
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
な
ど
で

学
ん
だ
啓
蒙
的
知
識
人
た
る
医
師
で
あ
っ
た
が
、
聖
職
者
も
大
き
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
次
に
学
校
に
つ
い
て
み
よ
う
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
初
等
教
育
の

発
展
を
、
ル
ソ
ー
ら
啓
蒙
主
義
の
影
響
に
の
み
帰
す
る
の
は
、
一

面
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
貧
民
の
子
ど
も
の
教
育
は
、

一
八
世
紀
初
頭
に
は
「
慈
善
学
校
」
が
行
っ
て
き
た
。
事
実
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
最
大
の
道
徳
改
革
運
動
の
団
体
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
知

識
普
及
協
会
」
の
初
期
の
課
題
は
、
こ
の
慈
善
学
校
の
普
及
と
い
う

点
に
置
か
れ
、
全
国
各
地
に
慈
善
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
っ
た）
1（
（

。
し

か
し
、
産
業
革
命
期
に
児
童
労
働
へ
の
需
要
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、

児
童
は
幼
年
期
か
ら
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
日
の
昼
間

に
教
育
を
行
う
慈
善
学
校
は
、そ
の
統
制
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

日
曜
学
校
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
破
す
る
た
め
の
教
育
機
関
と

し
て
登
場
し
て
く
る）
11
（

。
一
七
八
三
年
に
始
め
ら
れ
た
日
曜
学
校
運
動

は
、
福
音
主
義
者
に
よ
る
小
冊
子
刊
行
物
を
用
い
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

と
そ
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
全
国
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
制
度
の
動
揺
と
い
う
点
か
ら

見
た
場
合
、
既
存
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
救
貧
法
体
制
下
の

医
療
と
教
育
な
ど
が
、
産
業
革
命
期
の
社
会
変
動
の
な
か
で
機
能
不

全
に
陥
っ
た
情
況
へ
の
対
応
と
し
て
発
生
し
て
き
た
。友
愛
組
合
は
、
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移
動
を
繰
り
返
す
民
衆
の
失
業
、
老
後
、
疾
病
な
ど
の
際
の
セ
イ
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
病
院
は
、「
定
住
権
」
を

保
持
し
な
い
「
貧
民
」
に
対
す
る
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
張
り
替
え
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

他
方
、
日
曜
学
校
運
動
は
、
救
貧
税
納
税
者
の
教
区
行
政
か
ら
の
離

反
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
救
貧
法
体
制
の
動
揺
に
直
面
し
て
、

そ
の
原
因
が
既
存
の
教
育
を
担
っ
て
き
た
慈
善
学
校
が
産
業
革
命
期

の
労
働
市
場
へ
の
適
合
性
を
失
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
認
識
の
も

と
に
始
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
た
に
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
張

り
替
え
て
「
貧
民
」
の
モ
ラ
ル
を
向
上
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
納
税

者
の
同
意
を
獲
得
し
て
、
社
会
的
共
同
性
を
再
建
し
よ
う
と
い
う
意

図
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
社
会
的
共
同
性
の
再
建
を
強
力
に
推
進
し
て
い
っ

た
の
は
、「
福
音
主
義
の
再
生
」
と
い
う
宗
教
的
要
素
の
復
活
の
な

か
か
ら
登
場
し
て
く
る
国
教
会
福
音
主
義
派
の
聖
職
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
病
院
と
学
校
に
加
え
て
、
友
愛
組
合
は
、
聖
職
者
主
導
の
も
と

に
始
め
ら
れ
、
共
同
体
的
な
帰
属
意
識
を
提
供
す
る
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト

の
影
響
下
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
救
貧
法
体
制
の
動
揺
と
福
音
主
義

の
再
生
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
交
錯
す
る
固
有
の
歴
史
的
情
況
に
お
い

て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
市
場
の
不
安
定
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
諸
問
題
に
対
処
す

る
た
め
の
社
会
制
度
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
モ
ラ

ル
の
堕
落
に
直
面
し
た
聖
職
者
た
ち
が
福
音
主
義
の
再
生
を
も
た
ら

し
、
こ
の
宗
教
的
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
設
立
さ

れ
、
市
場
経
済
の
も
た
ら
す
諸
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
連
鎖
を

創
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
結
び
に
代
え
て

　
中
間
団
体
の
発
展
と
再
編
の
過
程
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有
の
転

換
期
の
時
代
の
特
質
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
教
区
は
貧
民
の

移
動
と
い
う
社
会
の
流
動
化
に
対
処
す
る
た
め
に
、
そ
の
役
割
が
再

発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
化
の
な
か
で
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
ら
の
中
間
層
は
教
区
吏
員
を
務
め
、
彼
ら
の
宗
教
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
基
盤
と
し
て
中
間
団
体
と
し
て
の
教
区
が
再
建
さ
れ

て
い
っ
た
。
ま
た
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
推
進
主
体
と
な
っ
た
中
間

層
も
、「
福
音
主
義
の
再
生
」
と
い
う
宗
教
的
意
識
に
覚
醒
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。
教
区
は
近
代
的
行
政
機
構
の
起
源
と
し
て
、
ま
た
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
近
代
市
民
社
会
の
推
進
主
体
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
宗
教
意
識
が
深
く
介
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

は
、
か
か
る
伝
統
と
近
代
と
が
混
在
し
た
時
代
と
し
て
現
象
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、近
世
か
ら
近
代
の
転
換
期
に
お
け
る
「
福
祉
」
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は
、
三
つ
の
層
を
形
成
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
。
日
常
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
貧
民
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か
ら
く

る
困
窮
の
な
か
で
、
生
存
維
持
の
た
め
の
方
策
（
メ
イ
ク
シ
フ
ト
）

を
追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
流
動
的
で
短
期
的
な
方
策

を
固
定
化
な
い
し
は
構
造
化
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
中

間
団
体
」
が
設
立
さ
れ
て
く
る
。
中
間
団
体
は
国
家
や
地
域
社
会
の

政
治
的
な
ら
び
に
経
済
的
資
源
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
編
成
さ
れ
る

が
、こ
の
編
成
の
あ
り
方
が
国
家
と
社
会
の
境
界
線
を
設
定
し
て「
福

祉
複
合
体
」
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
お

け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
変
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
イ
ク
シ
フ

ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
実
践
す
る
貧
民
を
起
点
に
、
福
祉
を
め
ぐ
る
中

間
団
体
が
発
生
し
て
複
合
体
を
形
成
し
、
そ
し
て
独
自
の
社
会
編
成

を
も
つ
「
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」
に
帰
着
す
る
過
程
と
し
て
描
か
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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