
小学教育の事
福沢諭吉

青空文庫





　
　
　
　
小
学
教
育
の
事
　
一

　
教
育
と
は
人
を
教
え
育
つ
る
と
い
う
義
に
し
て
、
人
の
子
は
、
生
れ
な
が
ら
物
事
を
知
る
者
に
非
ず
。

先
き
に
こ
の
世
に
生
れ
て
身
に
覚
え
あ
る
者
が
、
そ
の
覚
え
た
る
こ
と
を
二
代
目
の
者
に
伝
え
、
二
代
目

は
三
代
目
に
授
け
て
、
人
間
の
世
界
の
有
様
を
次
第
次
第
に
良
き
方
に
進
め
ん
と
す
る
趣
意
な
れ
ば
、
お

よ
そ
人
の
子
た
る
者
は
誰
れ
彼
れ
の
差
別
な
く
、
必
ず
教
育
の
門
に
入
ら
ざ
る
を
え
ず
。
い
か
な
る
才
子

・
達
人
に
て
も
、
人
に
学
ば
ず
し
て
自
か
ら
得
た
る
た
め
し
あ
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
教
育
は
全
国
一
般
に

あ
ま
ね
く
す
べ
き
も
の
な
り
。

　
教
育
の
大
切
な
る
こ
と
か
く
の
如
し
。
国
中
一
般
に
行
届
き
て
、
誰
れ
も
彼
れ
も
学
者
に
仕
立
し
た
て
た
き
こ

と
な
れ
ど
も
、
今
日
の
事
業
に
お
い
て
決
し
て
行
わ
れ
難
し
。
子
供
に
病
身
な
る
者
あ
り
、
不
具
な
る
者

あ
り
。
家
内
に
病
人
あ
り
、
災
難
あ
り
。
い
ず
れ
も
皆
、
子
供
の
教
育
に  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

た
る
べ
き
も
の
な
り
。

さ
れ
ど
も
こ
れ
ら
は
非
常
別
段
の
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に
そ
の
差
支
の
も
っ
と
も
は
な
は
だ
し
く
、
も
っ

と
も
広
き
も
の
あ
り
。
す
な
わ
ち
他
に
あ
ら
ず
、 

身  

代 

し
ん
だ
い

の
貧
乏
、
こ
れ
な
り
。
お
よ
そ
日
本
国
中
の
人

口
三
千
四
、
五
百
万
、
戸
数
五
、
六
百
万
の
内
、
一
年
に
子
供
の  
執  

行  

金  
し
ゅ
ぎ
ょ
う
き
ん

五
十
円
な
い
し
百
円
を
出
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し
て
差
支
な
き
者
は
、
幾
万
人
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
段
下
り
て
、
本
式
の
学
問
執
行
は
手
に
及
ば
ぬ
こ

と
な
れ
ど
も
、
月
に
一
、
二
十
銭
の
月
謝
を
出
す
か
、
ま
た
は
無
月
謝
な
れ
ば
、
子
供
の
教
育
を
頼
む
と

い
う
者
、
ま
た
幾
十
万
の
数
あ
る
べ
し
。

　
そ
れ
よ
り
以
下
幾
百
万
の
貧
民
は
、
た
と
い
無
月
謝
に
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
学
校
よ
り
少
々
ず
つ
の

筆
紙
墨
な
ど
貰
う
ほ
ど
の
あ
り
が
た
き 

仕  

合 

し
あ
わ
せ

に
て
も
、
な
お
な
お
子
供
を
手
離
す
べ
か
ら
ず
。
八
歳
の

男
の
子
に
は
、
草
を
刈
ら
せ
牛
を
逐お
わ
せ
、
六
歳
の
妹
に
は
子
守
の
用
あ
り
。
学
校
の
教
育
、
願
わ
し
か

ら
ざ
る
に
非
ず
。
百
姓
の
子
が
学
問
し
て
後
に
立
身
す
る
は
、
親
の
心
に
あ
く
ま
で
も
望
む
所
な
れ
ど
も
、

い
か
ん
せ
ん
、
そ
の
子
は
今
日
家
内
か
な
い
の
一
人
に
し
て
、
こ
れ
を
手
離
す
と
き
は
た
ち
ま
ち
世
帯
せ
た
い
の
差
支
と

な
り
て
、
親
子
も
ろ
と
も
飢
寒
き
か
ん
の  
難    

渋  
な
ん
じ
ゅ
う

ま
ぬ
か
れ
難
し
。
こ
れ
を
下
等
の
貧
民
幾
百
万
戸
一
様
の
有

様
と
い
う
。

　
貧
民
の
有
様
、
か
く
の
如
し
と
い
え
ど
も
、
近
年
は
政
府
よ
り
も
し
き
り
に
御
世
話
、
市
在
し
ざ
い
の
老
人
た

ち
も
し
き
り
に
説
諭
、
ま
た
一
方
に
は
、
日
本
の
人
民
も
久
し
く
太
平
文
化
の
世
に
慣
れ
て
、
教
育
の
貴
た
っ
と

き
ゆ
え
ん
を
知
り
、
貧
苦
の
中
に
も
、
よ
く
そ
の
子
を
教
育
の
門
に
入
ら
し
め
、
も
っ
て
今
日
の
盛
な
る

に
い
た
り
し
は
、
国
の
た
め
に
目
出
度

め
で
た
き

こ
と
と
い
う
べ
し
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
物
事
に
は
必
ず
か
ぎ
り

あ
る
者
に
て
、
た
と
い
貧
民
が
奮
発
す
る
も
、
子
を
教
育
す
る
が
た
め
に
、
事
実
、
家
内
の
飢
寒
を
忍
ぶ
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べ
か
ら
ず
。
す
な
わ
ち
飢
寒
と
教
育
と 

相  

対 

あ
い
た
い

し
て
、
こ
の
界
さ
か
いを
ば
決
し
て
踰こ
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

　
ゆ
え
に
今
、
文
部
省
よ
り
定
め
た
る
小
学
校
の
学
齢
、
六
歳
よ
り
十
四
歳
ま
で
八
年
の
間
と
あ
れ
ど
も
、

貧
民
は
決
し
て
こ
の
八
年
の
間
、
学
に
就
く
者
な
し
。
最
初
よ
り
学
校
に
入
ら
ざ
る
者
は
し
ば
ら
く
さ
し

お
き
、
た
と
い
一
度
入
学
す
る
も
、
一
年
に
し
て
や
め
に
す
る
者
あ
り
、
二
年
に
し
て
廃
学
す
る
者
あ
り
。

そ
の
廃
学
す
る
と
せ
ざ
る
と
は
、
た
い
て
い
家
の
貧
富
の
割
合
に
し
た
が
う
も
の
に
し
て
、
廃
す
る
者
は

多
く
、
廃
せ
ざ
る
者
は
少
な
し
。
飢
寒
と
教
育
と
正まさ
し
く
相
対
し
て
そ
の
割
合
の
違たが
わ
ざ
る
こ
と
、
も
っ

て
知
る
べ
し
。

　
さ
れ
ば
今
、
日
本
国
中
に
小
学
の
生
徒
は
必
ず
中
途
に
て
廃
学
す
る
こ
と
多
き
者
と
認
め
ざ
る
を
え
ず
。

す
で
に
廃
学
に
決
し
て
と
ど
む
べ
か
ら
ざ
る
者
な
れ
ば
、
た
と
い
廃
学
す
る
も
、
そ
の
廃
学
の
日
ま
で
に

学
び
得
た
る
こ
と
を
も
っ
て
、
な
お
そ
の
者
の
生
涯
の
利
益
と
な
す
べ
き
工
夫
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
今
日

学
務
に
お
い
て
も
っ
と
も
大
切
な
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
さ
さ
か
余
が
所
見
を
述のぶ
る
こ
と
左
の
如
し
。
各
地

方
小
学
教
師
の
た
め
に
備
考
の
一
助
と
も
な
ら
ば 
幸  
甚 
こ
う
じ
ん

の
み
。

　
　
　
　
小
学
教
育
の
事
　
二
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平
仮
名
と
片
仮
名
と
を
較くら
べ
て
、
市
在
し
ざ
い
民
間
の
日
用
に
い
ず
れ
か
普
通
な
り
や
と
尋
た
ず
ぬれ
ば
、
平
仮
名
な

り
と
答
え
ざ
る
を
え
ず
。
男
女
の
手
紙
に
片
仮
名
を
用
い
ず
。
手
形
て
が
た
、
証
文
、
受
取
書
に
こ
れ
を
用
い
ず
。

百
人
一
首
は
も
と
よ
り
、 

草 

双 

紙 

く
さ
ぞ
う
し

そ
の
他
、
民
間
の 

読  

本 

よ
み
ほ
ん

に
は
全
く
字
を
用
い
ず
し
て
平
仮
名
の
み

の
も
の
も
あ
り
。
ま
た
、 

在  

町 

ざ
い
ま
ち

の
表
通
り
を
見
て
も
、
店
の
看
板
、  

提    

灯  

ち
ょ
う
ち
ん

、 

行  

灯 

あ
ん
ど
ん

等
の
印
し
る
しに
も
、

絶
え
て
片
仮
名
を
用
い
ず
。
日
本
国
中
の
立
場
た
て
ば
・
居
酒
屋
に
、
め○

し○

、
に○

し○

め○

と
障
子
に
記
し
た
る
は
あ

れ
ど
も
、
メ○

シ○

、
ニ○

シ○

メ○

と
記
し
た
る
を
見
ず
。
今
こ
の
め○

し○

の
字
は
俗
な
る
ゆ
え
メ○

シ○

と
改
む
べ
し
な

ど
国
中
に
諭
告
ゆ
こ
く
す
る
も
、
決
し
て
人
力
の
及
ぶ
べ
き
所
に
非
ず
。

　
さ
れ
ば
こ
こ
に
小
学
の
生
徒
あ
り
て
、
入
学
の
後
一
、
二
カ
月
を
す
ぎ
、
当
人
の
病
気
か
、
親
の
病
気

か
、
ま
た
は
家
の
世
帯
せ
た
い
の  

差    
支  

さ
し
つ
か
え

を
も
っ
て
、
廃
学
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
そ
の
廃
学
の
と
き
に
、
こ
れ

ま
で
学
び
得
た
る
も
の
を
調
べ
て
、
片
仮
名
を
覚
え
た
る
と
平
仮
名
を
覚
え
た
る
と
、
い
ず
れ
か
生
涯
の

利
益
た
る
べ
き
や
。
平
仮
名
な
れ
ば
、
ご
く
ご
く
低
き
所
に
て
、
め
し
や
の
看
板
を
見
分
く
る
便
た
よ
りに
も
な

る
べ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
片
仮
名
に
て
は
ほ
と
ん
ど
民
間
に
そ
の
用
な
し
と
い
う
も
可
な
り
。
こ
れ
ら
の

便
・
不
便
を
考
う
れ
ば
、
小
学
の
初
学
第
一
歩
に
は
、
平
仮
名
の
必
要
な
る
こ
と
、
疑
う
た
が
いを
い
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。

　
ま
た
、
片
仮
名
に
も
せ
よ
、
平
仮
名
に
も
せ
よ
、
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
知
れ
ば
、
こ
れ
を
組
合
せ
て
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日
用
の
便
を
達
す
る
の
み
な
ら
ず
、
い
ろ
は
の
順
序
は
一
二
三
の
順
序
の
代
り
に
用
い
、
ま
た
は
こ
れ
に

交まじ
え
用
う
る
こ
と
多
し
。
た
と
え
ば
、
大
工
が
普
請
ふ
し
ん
す
る
と
き
、
柱
の
順
番
を
附
く
る
に
、
梁
間
は
り
ま
（
家
の

幅
な
り
）
の
方
、
三
尺
毎ごと
に
い
ろ
は
の
印
を
付
け
、 

桁  

行 

け
た
ゆ
き

（
家
の
長
さ
）
の
方
、
三
尺
毎
に
一
二
三
を

記
し
、
い
の
三
番
、
ろ
の
八
番
な
ど
い
う
て
、
普
請
の
仕
組
も
で
き
る
も
の
な
り
。
大
工
の
み
に
か
ぎ
ら

ず
、 

無 

尽 

講 

む
じ
ん
こ
う

の
く
じ
、
寄
せ
芝
居
の
桟
敷
さ
じ
き
、 

下 

足 

番 

げ
そ
く
ば
ん

の
木
札
等
、
皆
こ
の
法
を
用
う
る
も
の
多
し
。

学
者
の
世
界
に
甲
乙
丙
丁
の
文
字
あ
れ
ど
も
、
下
足
番
な
ど
に
は
決
し
て
通
用
す
べ
か
ら
ず
。
い
ろ
は
の

用
法
、
は
な
は
だ
広
く
し
て
大
切
な
る
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
然
る
に
不
思
議
な
る
は
、
王
制
維
新
以
来
、
五
十
韻いん
と
い
う
こ
と
を
唱
と
な
えだ
し
て
、
学
校
の
子
供
に
入
学

の
は
じ
め
よ
り
、
ま
ず
こ
の
五
十
韻
を
教
え
て
、
い
ろ
は
を
後
に
す
る
も
の
あ
り
。
元
来
五
十
韻
は
学
問

（
サ
イ
ヤ
ン
ス
）
な
り
。
い
ろ
は
は
智
見
（
ノ
ウ
レ
ジ
）
な
り
。
五
十
韻
は
日
本
語
を
活
用
す
る
文
法
の

基もと
いに
し
て
、
い
ろ
は
は
た
だ
言
葉
の 

符  

牒 

ふ
ち
ょ
う

の
み
。

　
こ
の
符
牒
を
さ
え
心
得
れ
ば
、
た
と
い
む
つ
か
し
き
文
法
は
知
ら
ず
と
も
、
日
用
の
便
利
を
達
す
る
に

差
支
え
は
な
か
る
べ
し
。
文
法
の
学
問
、
は
な
は
だ
大
切
な
り
と
い
え
ど
も
、
今
日
の
貧
民
社
会
、
ま
ず

日
用
を
便
じ
て
後
の
学
問
な
ら
ず
や
。
五
十
韻
を
暗
誦
し
て
、
い
ろ
は
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
下
足
番
に
も

用
う
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
、
生
れ
て
第
一
番
の
初
学
に
五
十
韻
と
は
、
前
後
の
勘
弁
な
き
も
の
と
い
う
べ
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し
。
こ
の
事
は
七
、
八
年
前
よ
り
余
が  

喋    

々  

ち
ょ
う
ち
ょ
う 

説  

弁 

せ
つ
べ
ん

す
る
所
な
れ
ど
も
、
か
つ
て
こ
れ
に  

頓    

着  

と
ん
ち
ゃ
く

す
る
者
な
し
。
近
来
は
ほ
と
ん
ど
説
弁
に
も 

草  

臥 

く
た
び
れ

た
れ
ど
も
、
な
お
こ
れ
を
忘
る
る
こ
と
能
わ
ず
。
最

後
の
一
発
と
し
て
こ
こ
に
こ
れ
を
記
す
の
み
。

　
書
家
の
説
に
い
わ
く
、 

楷  

書 

か
い
し
ょ

は
字
の
骨
に
し
て
草
書
は
肉
な
り
、
ま
ず
骨
を
作
り
て
後
に
肉
を
附
く

る
を
順
序
と
す
、
習
字
は
真
よ
り
草
に
入
る
べ
し
と
て
、
か
の
小
学
校
の
掛
図
な
ど
に
楷
書
を
用
い
た
る

も
、
こ
の
趣
意
な
ら
ん
。
一
応
も
っ
と
も
至
極
の
説
な
れ
ど
も
、
田
舎
の
叔
母
よ
り
楷
書
の
手
紙
到
来
し

た
る
こ
と
な
し
、
干
鰯
ほ
し
か
の
仕
切
し
き
り
に
楷
書
を
見
た
る
こ
と
な
し
、
世
間
日
用
の
文
書
は
、
悪
筆
に
て
も
骨
な

し
に
て
も
、
草
書
ば
か
り
を
用
う
る
を
い
か
ん
せ
ん
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
大
根
の
文
字
は
俗
な
る
ゆ
え
、

こ
れ
に
代
る
に
蘿
蔔
ら
ふ
く
の
字
を
用
い
ん
と
い
う
者
あ
り
。
な
る
ほ
ど
、
細
根
ほ
そ
ね
大
根
を 

漢  

音 

か
ん
お
ん

に
読
み
細
根

さ
い
こ
ん
大

根
と
い
わ
ば
、
口
調
も
悪
し
く
字
面
じ
づ
ら
も
お
か
し
く
し
て
、
漢
学
先
生
の
御
意
ぎ
ょ
い
に
は
か
な
う
ま
じ
と
い
え
ど

も
、
八
百
屋
の 

書  

付 

か
き
つ
け

に
蘿
蔔
一
束
価
あ
た
い十
有
幾
銭
と
書
き
て
、
台
所
の
阿
三
お
さ
ん
ど
ん
が
正まさ
に
こ
れ
を  

了    

り
ょ
う
し

承  ょう
す
る
の
日
は
、
明
治
百
年
の
後
も
な
お 

覚  
束 

お
ぼ
つ
か

な
し
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
俗
字
の
苦
情
こ
ご
と
を
い
え
ば
、
逸
見
へ
ん
み
も
い
つ
み
と
読
み
、 

鍛 

冶 

町 

か
ぢ
ち
ょ
う

も
鍛
冶
町
と
改
め
て
た

ん
や
ち
ょ
う
と
読
む
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
文
字
を
別
に
読
む
こ
と
あ
り
。
こ
は
、
そ
の
土
地
の
風

な
ら
ん
。
東
京
に
三み
田た
あ
り
、  

摂    

州  

せ
っ
し
ゅ
う

に
三
田
さ
ん
だ
あ
り
。
兵
庫
の
隣
に
神
戸
こ
う
べ
あ
れ
ば
、
伊
勢
の
旧
城
下
に
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神
戸
か
ん
べ
あ
り
。
俗
世
界
の
習
慣
は
と
て
も
雅
学
先
生
の
意
に
適
す
べ
か
ら
ず
。
貧
民
は
俗
世
界
の
子
な
り
。

ま
ず
、
骨
な
し
の
草
書
を
覚
え
て
廃
学
す
れ
ば
そ
れ
き
り
と
あ
き
ら
め
、
都
合
よ
け
れ
ば
後
に
楷
書
の
骨

法
を
も
学
び
、
文
字
も
俗
字
を
先
き
に
し
て
雅
言
を
後
に
し
、
ま
ず
大
根
を
知
っ
て
後
に
蘿
蔔
に
及
ぶ
べ

き
な
り
。

　
　
　
　
小
学
教
育
の
事
　
三

　
筆
算
と
十
露
盤

そ
ろ
ば
ん

と
い
ず
れ
か
便
利
な
り
と
尋
ぬ
れ
ば
、
両
様
と
も
に
便
利
な
り
と
答
う
べ
し
。
石
盤
と

石
筆
と
の
価
、
十
露
盤
よ
り
も
高
か
ら
ず
、
そ
の
取
扱
も
ま
た
十
露
盤
に
異
な
ら
ず
。
か
つ
、
筆
算
は
一

人
の
手
に
か
な
い
、
十
露
盤
は
二
人
を
要
す
。
算
の
遅
速
ち
そ
く
は
同
様
な
る
も
、
一
人
の
手て
間ま
だ
け
は
は
ぶ
く

べ
し
。
こ
こ
に
て
考
う
れ
ば
、
筆
算
に
便
利
あ
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
数
の
文
字
、
十
字
だ
け
は
、 

横  

お
う
ぶ

文 ん
を
知
ら
ず
し
て
か
な
わ
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
今
の
学
校
に
て
教
育
を
受
け
た
る
も
の
よ
り
ほ
か
に
は
通

用
す
べ
か
ら
ず
。
た
と
い
学
校
に
て
加
減
乗
除
・
比
例
等
の
術
を
学
び
得
て
家
に
帰
る
も
、
世
間
一
般
は

十
露
盤
の
世
界
に
し
て
た
ち
ま
ち
不
都
合
あ
り
。

　
父
兄
は
も
ち
ろ
ん
、
取
引
先
き
も
得
意
先
き
も
、
十
露
盤
ば
か
り
の
そ
の
相
手
に
向
い
、
君
は
旧
弊
の

9



十
露
盤
、
僕
は
当
世
の
筆
算
な
ど
と
、
石
筆
を
も
っ
て
横
文
字
を
記
す
と
も
、
旧
弊
の
連
中
、
な
か
な
か

も
っ
て
降
参
の
色
な
く
し
て
、
筆
算
は
か
え
っ
て
無
算
視

む
さ
ん
し

せ
ら
る
る
の
勢
な
り
。
い
わ
ん
や
、
そ
の
筆
算

の
加
減
乗
除
も
少
し
く
怪
し
き
者
に
お
い
て
を
や
。
学
校
の
勉
強
は
ま
っ
た
く
水
の
泡あわ
な
り
。
も
し
も
こ

の
生
徒
が
入
学
中
に
十
露
盤
の
稽
古
け
い
こ
し
た
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
初
歩
に
廃
学
す
る
も
、
雑
用
帳
の
〆
揚
し
め
あ

げ
ぐ
ら
い
は
出で
来き
て
、
親
の
手
助
け
に
も
な
る
べ
き
は
ず
な
る
に
、
虎
の
画
を
学
ん
で
猫
と
も
犬
と
も
分

ら
ぬ
も
の
の
で
き
た
る
さ
ま
な
り
。
つ
ま
り
猫
な
ら
ば
は
じ
め
か
ら
猫
を
学
ぶ
の
便
利
に
し
か
ず
。
理
屈

に
お
い
て
は
筆
算
と
十
露
盤
と
と
も
に
便
利
な
れ
ど
も
、
今
の
浮
世
の
事
実
に
お
い
て
は
、
筆
算
は
不
便

利
と
い
わ
ざ
る
を
え
ざ
る
な
り
。

　
小
学
に
は
少
し
く
縁
の
遠
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
筆
算
の
つ
い
で
に
記
簿  

帳    

合  

ち
ょ
う
あ
い

の
事
を
い
わ
ん
。
明

治
の
初
年
、
余
が
始
め
て
西
洋
簿
記
法

ぼ
き
ほ
う

の
書
を
読
み
、
そ
の
後
こ
れ
を
翻
訳
し
て
『
帳
合
之
法
』
二
冊
を

出
版
せ
し
こ
ろ
よ
り
、
世
間
に
も
よ
う
や
く
帳
合
の
大
切
な
る
を
知
り
、
近
来
は
稀まれ
に
俗
間
に
も
こ
の
帳

合
法
を
用
う
る
も
の
あ
り
。
然
る
に
西
洋
流
の
帳
面
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
、
横
文
の
数
字
を
横
に
記
し
て
、

人
の
姓
名
も
取
引
の
事
柄
も
日
本
の
字
を
横
に
書
き
、
い
わ
ば 

額  

面 

が
く
め
ん

の
文
字
を
左
の
方
か
ら
読
む
趣
向

に
す
る
も
の
あ
り
と
聞
け
り
。

　
こ
の
趣
向
は
な
は
だ
便
利
な
り
。
第
一
、
西
洋
の
帳
面
を
摸
製
す
る
に
や
す
く
、
あ
る
い
は
摸
製
せ
ざ
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る
も
出
来
合

で
き
あ
い

の
売
物
も
あ
り
。
第
二
、
文
字
こ
ま
か
に
帳
面
薄
く
し
て
取
扱
に
便
利
な
り
。
少
し
く
横
文

字
の
心
得
あ
る
者
な
れ
ば
、
西
洋
の
記
簿
法
を
翻
訳
す
る
に
も
及
ば
ず
、
た
だ
ち
に
そ
の
法
に
し
た
が
っ

て
そ
の
帳
面
を
用
ゆ
べ
し
と
い
え
ど
も
、
今
後
永
年
の
間
、
日
本
国
中
に
帳
合
法
流
行
の
盛
否
せ
い
ひ
に
関
し
て

は
、
お
お
い
に
不
便
利
な
る
も
の
あ
り
。

　
そ
も
そ
も
帳
合
法
の
大
切
な
る
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
し
。
帳
合
の
法
を
知
ら
ず
し
て
商
売
す

る
者
は
、
道
を
知
ら
ず
し
て
道
を
歩
行
す
る
人
の
如
し
。
風
致
ふ
う
ち
も
な
く
快
楽
も
な
き
の
み
な
ら
ず
、
あ
る

い
は
行
過
ぎ
、
あ
る
い
は
回
り
道
し
て
、
事
実
に
大
な
る
損
亡
を
蒙
こ
う
むる
者
な
き
に
非
ず
。
一
身
一
家
の
不

始
末
は
し
ば
ら
く
さ
し
お
き
、
こ
れ
を
公
お
お
や
けに
論
じ
て
も
、
税
の
収
納
、
取
引
に
つ
い
て
の
公く
事じ
訴
訟
、
物

産
の
取
調
べ
、
商
売
工
業
の
盛
衰
等
を
検
査
し
て
、
そ
の
有
様
を
知
ら
ん
と
す
る
に
も
、
人
民
の
間
に
帳

合
法
の
た
し
か
な
る
者
あ
ら
ざ
れ
ば
、
暗
夜
に
物
を
探
る
が
如
く
に
し
て
、
こ
れ
に
寄
つ
く
べ
き
方
便
な

し
。
日
本
に
て
統
計
表
の
不
十
分
な
る
も
、
そ
の
罪
、
多
く
は
帳
合
法
の
ふ
た
し
か
な
る
に
よ
る
も
の
な

り
。

　
帳
合
法
の
大
切
な
る
こ
と
か
く
の
如
く
、
こ
れ
を
民
間
に
用
う
る
は
、
公
私
の
為
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

の
急
な
れ
ど
も
、
今
こ
れ
を
記
す
に
横
文
の
数
字
を
用
い
、
額
に
等
し
き
左
行
の
日
本
語
を
書
き
、
つ
い

に
こ
れ
を
世
間
に
流
行
せ
し
む
る
の
見
込
あ
る
べ
き
や
。
余
輩
に
は
断
じ
て
そ
の
見
込
あ
る
こ
と
な
し
。
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草
書
を
楷
書
に
変
じ
、
平
仮
名
を
片
仮
名
に
せ
ん
と
す
る
も
、
容
易
に
行
わ
れ
難
き
通
俗
世
界
の
人
民
へ
、

横
文
左
行
の
帳
合
法
を
示
す
も
、
人
民
は
そ
の
利
害
得
失
を
問
う
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
ま
ず
そ
の
外
見
の

体
裁
に
驚
き
て
こ
れ
を
避
く
る
こ
と
な
ら
ん
。

　
ゆ
え
に
、
今
の
横
文
字
の
帳
合
法
は
、
一
家
に
便
利
な
り
、
上
等
の
社
会
に
便
利
な
り
、
学
者
の
流
り
ゅ
うに

適
す
べ
し
、
官
員
の
仲
間
に
適
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
人
民
の
社
会
に
は
適
当
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か

え
っ
て
そ
の
体
裁
の
怪
し
き
が
た
め
に
、
法
の
実
用
を
も
嫌
わ
し
む
る
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
こ
の
官
員
な
り
、
ま
た
学
者
な
り
、
永
遠
無
窮
、
人
民
と
交
際
を
絶
つ
の
覚
悟
な
ら
ば
す
な
わ
ち
可
な

ら
ん
と
い
え
ど
も
、
い
や
し
く
も
上
流
の
知
見
を
下
流
に
及
さ
ん
と
す
る
に
は
、
そ
の
入
門
の
路
を
や
す

く
し
て
、
帳
合
に
も
日
本
の
縦たて
の
文
字
を
用
い
、
法
を
西
洋
に
し
て
体
裁
を
日
本
に
せ
ん
こ
と
、
一
大
緊

要
の
事
な
り
。
た
と
え
ば
学
者
先
生
の
家
に
し
て
も
、
横
の
帳
合
法
は
、
主
人
に
便
利
に
し
て
、
細
君
に

不
便
利
な
ら
ん
。
こ
の
主
人
が
、
家
計
の
事
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
細
君
を
し
て
知
ら
し
め
ず
、
主
人
と

細
君
と
あ
た
か
も
他
人
の
如
く
な
ら
ん
と
す
る
の
覚
悟
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
可か
な
ら
ん
と
い
え
ど
も
、
夫

婦
と
も
に
一
家
の
経
済
を
始
末
せ
ん
と
思
わ
ば
、
婦
人
に
も
分
り
や
す
き
法
を
用
う
る
こ
そ
策
の
得
た
る

も
の
と
い
う
べ
け
れ
。
そ
の
利
害
、
も
と
よ
り
明
白
に
し
て
、  
喋    

々  
ち
ょ
う
ち
ょ
う
弁
論
す
る
に
も
及
ば
ざ
る
こ
と

な
り
。
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あ
る
人
の
考
に
、
日
本
の
文
字
を
用
う
れ
ば
、
人
の
姓
名
を
記
し
事
柄
を
書
く
に
は
、
も
と
よ
り
便
利

な
れ
ど
も
、
数
字
に
い
た
っ
て
は
、
二
五
八
三
と
記
し
て
二
千
五
百
八
十
三
と
解げ
す
は
、
こ
れ
ま
た
人
民

社
会
に
不
通
用
の
こ
と
な
り
と
の
説
も
あ
れ
ど
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
縦
の
文
字
を
縦
に
用
う
る
こ
と
に
て
、

人
を
驚
か
す
ほ
ど
の
奇
に
非
ず
。
一
二
三
の
字
は
如
何
な
る
下
等
の
民
も
た
い
て
い
知
ら
ざ
る
も
の
な
し
。

た
だ
そ
の
用
法
に
心
を
用
う
る
の
み
に
し
て
足
る
べ
し
。
西
洋
の
数
字
に
い
た
っ
て
は
、
わ
ず
か
に
十
字

な
り
と
い
え
ど
も
、  
開    

闢  
か
い
び
ゃ
く

以
来
、
人
の
知
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
を
学
ぶ
に
も
多
少
の
精
神
を

費
さ
ざ
る
を
え
ず
。
す
で
に
字
の
形
を
学
ぶ
に
精
神
を
費
し
、
ま
た
そ
の
用
法
を
こ
と
に
す
。
こ
れ
を
日

本
の
数
字
に
比
し
、
便
不
便
は
い
わ
ず
し
て
明
ら
か
な
り
。

　
結
局
、
今
の
横
文
帳
合
は
な
に
ほ
ど
に
流
行
す
る
も
、
早
晩
、
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
か
突
当
り
て
、
上

流
と
下
流
と
の
関
所
を
生
ぜ
ざ
る
を
え
ず
。
縦
の
帳
合
は
そ
の
入
門
の
路
、
た
と
い
困
難
な
る
も
、
関
所

を
生
ず
る
の
患
う
れ
いな
し
。
た
と
え
ば
今
、
日
本
大
政
府
の
諸
省
に
用
う
る
十
露
盤
も
、
寒
村 

僻  

邑 

へ
き
ゆ
う

の
小
店

に
用
う
る
十
露
盤
も
、
乗
除
の
声
に
異
同
な
き
は
、
上
下
の
勘
定
法
に
関
所
な
き
も
の
な
り
。
帳
合
の
法

も
か
く
あ
り
た
き
こ
と
と
余
輩
の
願
う
所
な
り
。
あ
る
い
は
ま
た
前
の
如
く
、
二
五
八
三
と
記
す
を
不
便

な
り
と
い
え
ば
、
平
た
く
二
千
五
百
八
十
三
円
と
記
し
て
、
西
洋
帳
合
の
趣
意
に
し
た
が
う
べ
き
仕
方
も

あ
り
。
そ
の
説
は
こ
れ
を
他
日
に
譲
る
。
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小
学
教
育
の
事
　
四

　 

方  

今 

ほ
う
こ
ん

、
世
の
識
者
が
小
学
校
の
得
失
を
論
じ
、
そ
の
技
芸
の
教
授
を
先
に
し
て
道
徳
の
教
を
後
に
す

る
を
憂
う
れ
うる
者
な
き
に
非
ず
。
た
と
え
ば
、
天
文
、
地
理
、
究
理
、
化
学
等
は
技
芸
な
り
。
孝
悌
忠
信
は
道

徳
な
り
。
究
理
化
学
を
学
び
得
る
も
、
孝
悌
忠
信
の
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
世
の
風
俗
は
次
第
に
悪
し
く
な

る
べ
し
と
て
、
も
っ
ぱ
ら
儒
者
の
教
を
主
張
し
て
、
あ
る
い
は
小
学
校
の
読
本
に
、
『
論
語
』
、
『
大
学
』

等
の
如
き 

経  

書 

け
い
し
ょ

を
用
い
ん
と
す
る
の
説
あ
り
。

　
こ
の
説
、
は
な
は
だ
理
あ
り
。
人
と
し
て
た
だ
技
芸
の
み
を
知
り
、
道
の
何
も
の
た
る
を
弁
わ
き
まえ
ず
ん
ば
、

ほ
と
ん
ど
禽
獣
に
近
し
。
道
徳
の
教
、
は
な
は
だ
大
切
な
り
と
い
え
ど
も
、
余
輩
の
考
は
少
し
く
こ
れ
に

異
な
り
。
そ
の
異
な
る
所
は
道
徳
を
不
用
な
り
と
い
う
に
は
非
ず
。
小
学
校
に
『
論
語
』
『
大
学
』
の
適

当
せ
ざ
る
を
い
う
な
り
。
今
の
日
本
の
有
様
に
て
、
今
の
小
学
校
は
た
だ
、
下
民
か
み
ん
の
子
供
が
字
を
学
び
数

を
知
る
ま
で
の
場
所
に
て
、
成
学
の
上
、
ひ
と
通
り
の
筆
算
帳
面
の
つ
け
よ
う
に
て
も
で
き
れ
ば
満
足
す

べ
き
も
の
な
り
。
技
芸
も
道
徳
も
未いま
だ
顧
か
え
り
みる
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。

　
儒
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
洋
学
者
流
も
、
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
粗
漏
そ
ろ
う
迂
闊
う
か
つ
の
罪
を
ま
ぬ
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か
れ
難
し
。
小
学
の
教
則
に
、
さ
ま
ざ
ま
高
上
な
る
課
目
を
の
せ
、
技
芸
も
頂
上
に
達
し
て
、
画
学
、
音

楽
、
唱
歌
、
体
操
等
を
教
授
せ
ん
と
す
る
者
あ
る
が
如
し
。
田
舎
の
百
姓
の
子
に
体
操
と
は
何
事
ぞ
。
草

を
刈
り
、
牛
を
飼
い
、 

草  

臥 

く
た
び
れ

は
て
た
る
そ
の
子
供
を
、
ま
た
学
校
に
呼
び
て
梯
子
登
り
の
稽
古
か
、
難

渋
至
極
と
い
う
べ
し
。

『
論
語
』
『
大
学
』
の
教
も
ま
た
、
こ
の
技
芸
の
如
し
。
今
の
百
姓
の
子
供
に
、
四
角
な
漢
字
の
素
読
そ
ど
く
を

授
け
、
ま
た
は
そ
の
講
釈
す
る
も
、
も
と
よ
り
意
味
を
解
す
も
の
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
た
ず
ら
に
双
方
の

手
間
潰

て
ま
つ
ぶ

し
た
る
べ
き
の
み
。
古
来
、
田
舎
に
て 

好  

事 

も
の
ず
き

な
る
親
が
、
子
供
に
漢
書
を
読
ま
せ
、
四
書
五
経

を
勉
強
す
る
間
に
浮
世
の
事
を
忘
れ
て
、
変
人
奇
物
の
評
判
を
成
し
、
生
涯
、
身
を
持
て
余
し
た
る
者
は
、

は
な
は
だ
少
な
か
ら
ず
。
ひ
っ
き
ょ
う
、
技
芸
に
て
も
道
徳
に
て
も
、
こ
れ
を
教
う
る
に
順
序
を
誤
り
場

所
を
誤
る
と
き
は
、
有
害
無
益
た
る
べ
し
。
今
の
小
学
校
は
高
上
な
る
技
芸
・
道
徳
を
教
う
る
場
所
に
非

ざ
る
な
り
。

　
小
学
校
の
教
育
は
、
い
つ
に
て
も
廃
学
の
と
き
に
、
幾
分
か
生
徒
の
身
に
実じつ
の
利
益
を
つ
け
て
、
生
涯

の
宝
物
と
な
す
べ
き
こ
と
、
余
輩
の
持
論
な
り
。
ゆ
え
に
人
民
の
貧
富
、
生
徒
の
才
・
不
才
に
応
じ
て
、

国
中
の
学
校
も
二
種
に
分
れ
ざ
る
を
え
ず
。
す
な
わ
ち
一
は
普
通
の
人
民
に
日
用
の
事
を
教
う
る
場
所
に

し
て
、
一
は
学
者
の
種たね
を
育
つ
る
場
所
な
り
。
銭ぜに
あ
り
才
あ
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
今
の
小
学
校
に
と
ど
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ま
る
べ
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
最
初
よ
り
こ
れ
に
入
ら
ず
し
て
、
上
等
の
学
校
に
入
る
べ
し
。
す
な
わ
ち
地

方
に
中
学
校
の
入
用
と
い
う
も
、
こ
の
わ
け
な
り
。
小
中
大
と
い
え
ば
、
順
序
を
へ
て
次
第
に
上
る
べ
き

よ
う
に
聞
き
こ
ゆれ
ど
も
、
事
実
、
人
の
貧
富
、
才
・
不
才
に
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
よ
り
区
別
す
る
か
、
あ
る

い
は
入
学
の
後
、
自
然
に
そ
の
区
別
な
き
を
得
ず
。
世
の
中
の
大
勢
こ
れ
を
い
か
ん
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。

　
右
の
如
く
学
校
の
種
類
を
二
に
分
け
て
、
そ
の
上
等
の
も
の
に
は
、
道
徳
の
教
に
四
書
五
経
を
用
ゆ
べ

き
や
と
い
う
に
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
も
、
余
輩
に
は
ま
た
少
し
く
説
あ
り
。
道
徳
の
教
も
人
の
教
育
の
一

カ
条
に
し
て
、
必
ず
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
た
る
は
論
を
ま
た
ず
。
た
と
え
ば
人
の
生
活
に
塩
の
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
が
如
し
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
教
の
種
類
に
は
、
儒
も
あ
り
、
仏
も
あ
り
、
ま
た
神
道
、
耶
蘇
も
あ
り
、

た
い
て
い
同
様
の
も
の
な
ら
ん
。
さ
れ
ど
も
、
日
本
に
は
古
来
、
儒
者
の
道
、
も
っ
と
も
繁
昌
し
た
る
ゆ

え
に
、
ま
ず
慣
れ
た
る
も
の
を
用
う
る
と
し
て
、
か
り
に
儒
に
し
た
が
う
も
、
今
の
儒
者
を
し
て
そ
の
ま

ま
得
意
の
四
書
五
経
を
講
論
せ
し
め
て
、
も
っ
て
道
徳
の
教
に
十
分
な
り
と
は
な
し
難
し
。

　
聖
人
の
本
意
は
、
後
世
よ
り
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
擱
さ
し
おき
、
そ
の
聖

人
の
道
と
称
し
て
、
数
百
年
も
数
千
年
も
、
儒
者
の
こ
れ
を
人
に
教
え
て
、
人
の
こ
れ
を
信
じ
た
る
趣
お
も
む
きを

み
れ
ば
、
欠
点
、
は
な
は
だ
少
な
か
ら
ず
。  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

、
そ
の
欠
点
の
著
し
き
も
の
は
、
孝
悌
忠
信
、
道
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徳
の
一
品
を
も
っ
て
人
生
を
支
配
せ
ん
と
す
る
の
気
風
、
こ
れ
な
り
。
と
り
も
直
さ
ず
、
塩
の 

一  

味 

ひ
と
あ
じ

を

も
っ
て
人
の
食
物
に
供
せ
ん
と
す
る
に
異こと
な
ら
ず
。
塩
は
食
物
に
大
切
な
り
。
こ
れ
を
欠
く
べ
か
ら
ず
と

い
え
ど
も
、
一
味
を
も
っ
て
生
を
保
つ
べ
か
ら
ず
。

　
け
だ
し
こ
の 

一  

味 
ひ
と
あ
じ

、
つ
ま
り
は
聖
人
の
本
意
に
も
非
ず
、
ま
た
後
世
の
儒
者
に
て
も
、
そ
の
本
意
に

背そむ
く
を
知
り
て
こ
れ
を
弁
ず
る
者
あ
り
と
い
え
ど
も
、
い
か
ん
せ
ん
、
世
人
の
精
神
に
感
ず
る
と
こ
ろ
は
、

道
徳
の
一
品
を
も
っ
て
身
を
立たつ
る
の
資
本
と
な
し
、
無
芸
に
て
も
無
能
に
て
も
、
こ
れ
に  

頓    

着  

と
ん
ち
ゃ
く

せ
ざ

る
者
あ
る
が
如
し
。
そ
の
趣
お
も
む
きは
、
著
者
と
読
者
と
の
間
に
誤
解
を
生
じ
、
教
育
と
学
者
と
の
間
に
意
味
の

通
ぜ
ざ
る
が
如
し
。
す
で
に
誤
解
を
生
じ
て
意
味
の
通
ぜ
ざ
る
こ
と
あ
れ
ば
、
そ
の
本
意
の
性
質
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
を
不
十
分
な
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。

　
然
り
と
い
え
ど
も
世
の
中
の
事
は
す
べ
て
平
均
を
も
っ
て
成
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
の
平
均
を
得
る
と
き

は
、
何
事
に
て
も
ほ
と
ん
ど
害
悪
な
き
も
の
な
り
。
古
来
、
日
本
の
教
を
道
徳
と
技
芸
と
の
両
様
に
区
別

し
て
、
そ
の
釣
合
い
か
ん
を
尋
ぬ
れ
ば
、
甲
重
く
し
て
乙
軽
し
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
す
な
わ
ち
徳
あ
ま

り
あ
り
て
智
足
ら
ざ
る
な
り
。
余
輩
も
と
よ
り
こ
の
徳
の
量
を
減
ぜ
ん
と
い
う
に
非
ず
。
勉
め
て
智
の
不

足
を
足
し
て
、
す
で
に
あ
ま
り
あ
る
徳
の
量
に
ひ
と
し
か
ら
し
め
、
も
っ
て
文
明
の
度
を
い
っ
そ
う
の
高

き
に
置
か
ん
と
欲
す
る
な
り
。
ゆ
え
に
今
の
儒
者
も
道
徳
の
一
味
に
安
ん
ず
る
こ
と
な
く
し
て
、
勉
て
智

17



学
に
志
し
、
智
徳
そ
の
平
均
を
得
て
、
は
じ
め
て
四
書
五
経
を
も
講
論
せ
し
む
べ
き
な
り
。
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