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末
弘
厳い
ず

太
郎
（
一
八
八
八
～
一
九
五
一
）
は
日
本
の
法
学
者
で
法

哲
学
者
で
あ
る
。
末
弘
の
名
前
は
日
本
の
歴
史
の
前
面
か
ら
消
え
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
の
学
問
的
遺
産
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
末
弘

は
、
戦
前
の
小
作
争
議
に
関
す
る
画
期
的
研
究
や
、
ア
メ
リ
カ
占
領

期
に
国
と
労
働
者
の
関
係
の
構
築
に
一
役
買
っ
た
業
績
な
ど
に
よ
っ

て
「
日
本
の
労
働
法
の
父
」
と
し
ば
し
ば
た
た
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

日
本
の
法
学
理
論
に
判
例
研
究
を
利
用
す
る
草
分
け
と
な
り
、
法
律

専
門
誌
の
『
法
律
時
報
』
を
創
刊
し
て
そ
の
編
集
長
と
な
っ
た
。『
法

律
時
報
』
は
今
日
ま
で
発
行
を
続
け
、
通
巻
一
一
八
〇
号
を
超
え

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
末
弘
と
そ
の
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の

同
僚
、
穂
積
重し
げ

遠と
お

（
一
八
八
三
～
一
九
五
一
）
は
、
戦
後
に
影
響
力

を
発
揮
し
た
一
時
代
の
法
律
家
や
法
学
者
を
育
て
た
。
著
名
な
法
学

者
に
戒か
い

能の
う

通み
ち

孝た
か

（
一
九
〇
八
～
一
九
七
五
）、川
島
武た
け

宜よ
し

（
一
九
〇
九

～
一
九
九
二
）、
福
島
正
夫
（
一
九
〇
六
～
一
九
八
九
）
ら
が
い
る
。

末
弘
の
名
前
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
末
弘
の

日
本
社
会
へ
の
影
響
は
際
立
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
龍
谷
大
学
法
学
部
の
川か
わ

角す
み

由よ
し

和か
ず

教
授
に
よ
る
末
弘
に

関
す
る
包
括
的
な
新
著
『
末
弘
厳
太
郎
の
法
学
理
論　

形
成
・
展

開
・
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
二
年
）
が
出
た
と
知
っ
た
時

は
う
れ
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
細
部
ま
で
行
き
届
い
た
研
究
書
で
、
著

者
の
博
識
が
末
弘
の
法
学
、
法
哲
学
分
野
の
業
績
に
公
平
な
評
価
を

下
し
て
い
る
。
川
角
教
授
は
末
弘
の
筆
か
ら
生
ま
れ
た
大
量
の
書
物

を
読
み
込
み
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
、
昭
和
に
至
る
日
本
の
変
動
の

歴
史
を
背
景
に
し
た
末
弘
の
柔
軟
な
思
考
を
当
時
の
状
況
に
当
て
は

川
角
由
和 

著 『
末
弘
厳
太
郎
の
法
学
理
論
　
形
成
・
展
開
・
展
望
』（
日
本
評
論
社
）
を
読
む

日
本
の
法
制
度
に
内
在
す
る
健
全
な
正
義
感ジ

ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン

（
麗
澤
大
学
准
教
授
）
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め
な
が
ら
説
明
し
た
。
本
文
五
七
五
ペ
ー
ジ
の
本
書
は
重
量
感
の
あ

る
八
つ
の
章
に
加
え
て
、
末
弘
の
法
学
研
究
の
先
駆
者
、
穂
積
陳の
ぶ

重し
げ

（
一
八
五
五
～
一
九
二
六
）
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
四
章

を
割
い
て
い
る
。
本
書
は
詳
し
い
脚
注
を
た
く
さ
ん
付
け
て
い
て
、

情
報
の
宝
庫
で
あ
る
。
私
は
こ
の
学
術
書
を
日
本
の
法
学
研
究
の
専

門
家
に
し
か
勧
め
な
い
が
、
著
者
の
川
角
教
授
の
功
績
を
称
賛
し
、

日
本
の
法
学
研
究
に
豊
か
で
新
た
な
景
観
を
加
え
て
く
れ
た
こ
と
に

感
謝
す
る
。
こ
の
分
野
は
細
心
の
注
意
を
向
け
る
価
値
が
あ
り
、
日

本
の
社
会
史
で
い
つ
も
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
の
分
野
の
研
究
に
他

の
多
く
の
学
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

こ
の
短
い
書
評
で
、
私
は
川
角
教
授
が
本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
一
つ
に
焦
点
を
絞
り
た
い
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

残
念
な
が
ら
日
本
国
内
で
も
海
外
で
も
今
日
の
多
く
の
人
に
気
付
か

れ
て
い
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
私
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
い

の
は
、
末
弘
の
思
考
に
対
す
る
日
本
の
影
響
、
も
っ
と
広
く
言
う
と
、

明
治
時
代
に
西
洋
法
学
の
移
入
が
本
格
化
す
る
前
に
日
本
の
法
に
浸

透
し
て
い
た
健
全
な
正
義
感
で
あ
る
。
欧
米
の
多
く
の
人
は
、
日
本

で
も
同
様
だ
が
、
外
国
の
法
的
枠
組
み
が
日
本
に
大
挙
し
て
入
っ
て

く
る
ま
で
、
日
本
の
法
は
幾
分
遅
れ
て
い
て
、
非
人
道
的
で
さ
え
あ

っ
た
と
考
え
が
ち
だ
。治
外
法
権
や
不
平
等
条
約
は
と
ど
の
つ
ま
り
、

日
本
人
は
法
的
能
力
や
理
性
の
力
を
欠
き
、
西
洋
人
と
同
水
準
の
裁

判
そ
の
他
の
法
的
手
続
き
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
を
前

提
に
し
て
い
た
。
こ
の
不
幸
な
固
定
観
念
は
今
日
も
残
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
真
実
で
な
い
。
そ
し
て
、
末
弘
の
経
歴
は
そ
の
証
明
に
役
立

つ
。川

角
教
授
の
本
で
と
て
も
面
白
か
っ
た
の
は
、
末
弘
厳
太
郎
の

父
、
末
弘
厳が
ん

石せ
き

（
一
八
五
八
～
一
九
二
二
）
が
法
哲
学
者
と
し
て
の

息
子
の
成
長
に
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
を
本
の
初
め
の
方

で
著
者
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
だ
。
末
弘
厳
石
は
、
日
本
で
近
代
的

な
法
制
度
が
確
立
さ
れ
る
前
の
最
高
裁
判
所
に
相
当
す
る
大
審
院
の

判
事
だ
っ
た
。
川
角
教
授
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
厳
石
は
毎
晩
そ

の
日
の
法
廷
の
話
で
家
族
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
、
と
末
弘
自
身
が
語

っ
て
い
る
。
厳
石
の
法
学
理
論
で
興
味
深
い
の
は
、
法
律
書
だ
け
に

基
づ
い
て
判
決
を
決
め
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
厳
石
は
法
廷

で
遭
遇
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
と
こ
と
ん
考
え
る
人
間
だ

っ
た
、
と
末
弘
は
言
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は

大
い
に
重
要
な
点
な
の
で
あ
る
。
末
弘
厳
太
郎
に
関
す
る
一
冊
の
学

術
書
で
、
私
は
末
弘
が
法
学
理
論
に
「
道
理
」
を
用
い
た
こ
と
を
強

調
し
た
。
末
弘
は
こ
の
方
法
を
父
親
か
ら
学
ん
だ
し
、
さ
ら
に
広
く
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見
れ
ば
日
本
の
社
会
と
歴
史
か
ら
学
ん
だ
と
思
う
。
川
角
教
授
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
川
島
武
宜
（
上
記
）
は
末
弘
の
死
去
直
後
の
追
憶

で
、
末
弘
が
研
究
の
た
め
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
前
に
、
末
弘
に
は
ア
メ

リ
カ
的
な
法
学
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
判
事
の
前
に
持
ち
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
慎

重
に
注
意
を
払
う
「
判
例
研
究
」
の
方
法
で
あ
る
。
同
じ
く
川
角
教

授
が
指
摘
す
る
点
だ
が
、
末
弘
は
、
父
親
が
そ
の
法
的
思
考
の
中
心

に
据
え
た
「
直
観
」
へ
の
大
い
な
る
感
嘆
を
書
き
記
し
て
い
る
（
川

角
、
五
ペ
ー
ジ
）。
末
弘
厳
太
郎
は
直
観
と
道
理
を
自
身
の
法
的
思

考
と
法
的
実
践
の
中
心
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
理
由
は
、
日
本
の
非
常
に
奥
深
い
伝
統
を

指
し
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
と
は
、
私
の
学
者
仲
間

で
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
の
Ｊ
・
マ
ー
ク
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー

教
授
が
「
次
善
の
正
義
」（
セ
カ
ン
ド
・
ベ
ス
ト
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
）

と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
欧
米
で
し
ば
し
ば
追
求
さ
れ
る
絶
対

的
で
抽
象
的
な
正
義
と
は
全
く
異
な
る
。
日
本
で
は
長
年
、
法
的
争

い
が
起
き
る
と
、
裁
き
手
は
皆
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
解
決
策
を
見

つ
け
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
誤
解
と
紛
争
の

影
響
を
癒
す
の
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
完

璧
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
法
律
書
の
精
緻
な
理
論
に
は
必
ず
し

も
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
誠
に
人
間

的
で
あ
る
。
次
善
の
正
義
は
日
常
生
活
の
正
義
で
あ
り
、
痛
み
を
伴

う
状
況
か
ら
良
い
結
果
を
生
み
出
す
た
め
に
人
間
中
心
の
理
性
を
用

い
る
の
で
あ
る
。
次
善
の
正
義
は
江
戸
時
代
と
初
期
の
日
本
の
法
制

度
を
象
徴
す
る
（
し
か
も
、
今
日
の
日
本
で
も
か
な
り
の
程
度
ま
で

通
用
す
る
）
と
思
う
。

末
弘
に
と
っ
て
、
次
善
の
正
義
と
い
う
こ
の
伝
統
の
重
要
性

は
、
江
戸
時
代
の
町
奉
行
、
大
岡
越
前
守
忠た
だ

相す
け

（
一
六
七
七
～

一
七
五
二
）
へ
の
深
い
尊
敬
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
大
岡

の
独
創
的
で
温
情
あ
る
思
慮
深
い
名
裁
定
は
、「
大
岡
裁
き
」
と
し

て
日
本
で
伝
説
に
な
る
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
例
に
挙
げ
た

い
の
は
、
江
戸
城
周
辺
の
お
堀
に
何
気
な
く
石
を
投
げ
て
い
て
、
水

鳥
を
誤
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
少
年
に
対
す
る
裁
き
だ
。
当
時
、
将

軍
の
生
き
物
を
殺
せ
ば
死
刑
に
な
る
こ
と
が
法
令
で
決
ま
っ
て
い

た
。
し
か
し
大
岡
は
、
大
抵
の
人
と
同
じ
く
、
単
な
る
過
失
で
少
年

を
処
刑
す
る
の
は
法
の
曲
解
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
大
岡
は
裁
き

の
場
で
、
証
拠
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
鳥
の
死
体
を
生
き
た
鳥
と
取

り
換
え
、
目
配
せ
し
て
う
な
ず
き
な
が
ら
、
少
年
を
無
罪
放
免
に
し

た
。こ

れ
こ
そ
次
善
の
正
義
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
大
岡
は
少
年
の
命
を
救
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う
た
め
に
真
実
と
法
を
曲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

裁
定
は
道
理
を
用
い
て
下
さ
れ
、
そ
れ
を
末
弘
は
高
く
評
価
し
た
。

末
弘
は
「
人
間
味
（
の
あ
る
）
裁
判
」
こ
そ
理
想
で
あ
っ
て
、
西
洋

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
抽
象
的
な
法
哲
学
の
大
き
な
影
響
下
で
失
わ
れ

た
人
間
味
を
法
廷
に
取
り
戻
す
こ
と
に
尽
力
し
た
。

思
う
に
、末
弘
の
全
生
涯
は
こ
れ
に
尽
き
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

西
洋
の
法
律
や
法
典
が
流
入
す
る
以
前
か
ら
日
本
の
法
理
論
に
あ
っ

た
道
理
（
本
来
あ
る
良
さ
と
呼
ん
で
も
い
い
）
を
何
ら
か
の
形
で
取

り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
。
こ
れ
が
末
弘
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

法
学
者
オ
イ
ゲ
ン
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
（
一
八
六
二
～
一
九
二
二
）
の

法
概
念
と
り
わ
け
「
生
け
る
法
」
の
概
念
に
引
き
寄
せ
、
日
本
、
中

国
な
ど
の
慣
習
法
の
研
究
に
引
き
寄
せ
た
。
末
弘
は
人
間
の
心
の
レ

ベ
ル
に
入
り
込
ん
で
、
理
性
の
冷
た
い
光
だ
け
で
な
く
「
直
観
」
を

使
っ
て
正
義
を
達
成
で
き
る
場
所
を
見
つ
け
た
い
と
考
え
た
。
こ
の

よ
う
に
末
弘
の
生
涯
は
、
忘
れ
ら
れ
た
日
本
の
過
去
に
わ
れ
わ
れ
を

連
れ
戻
す
の
で
、
学
ぶ
価
値
が
十
分
に
あ
る
。
そ
の
当
時
、
正
義
は

西
洋
の
基
準
で
「
次
善
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
結
果
生

ま
れ
た
の
は
西
洋
の
法
的
論
理
が
生
ん
だ
も
の
よ
り
も
恐
ら
く
人
間

味
の
あ
る
社
会
だ
っ
た
。

川
角
由
和
教
授
は
本
書
で
、
末
弘
厳
太
郎
の
一
生
の
仕
事
に
付
随

し
た
こ
の
顕
著
な
特
徴
に
注
意
を
促
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
歓
迎
す

べ
き
指
摘
で
あ
り
、
日
本
の
長
い
法
的
伝
統
に
内
在
す
る
活
力
と
善

良
さ
を
わ
れ
わ
れ
皆
に
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
と
て
も
励
み
に
な

る
注
意
喚
起
だ
。 

（
了
）


