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よ
り
よ
い
社
会
を
つ
く
る
た
め
に 

～
渋
沢
栄
一
の
思
い
の
灯
～ 

「
成
年
年
齢
が
十
八
歳
に
引
き
下
げ
」 

あ
る
日
曜
日
、
高
校
三
年
生
の
私
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
と
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
成
年
年
齢
を
十
八
歳
に
引
き

下
げ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
記
事
が
目
に
入
っ
て
き
た
。 

（
十
八
歳
っ
て
、
私
も
も
う
す
ぐ
だ
な
。
で
も
、
成
年
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
か
変
わ
る
の
？
） 

私
は
、
漠
然
と
し
た
疑
問
を
も
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
い
て
特
に
深
く
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
次
の
画
面
に
目
を
移
し
た
。 

 

次
の
日
の
学
校
。
五
時
間
目
の
「
政
治
・
経
済
」
は
、
「
社
会
参
画
」
に
つ
い
て
が
授
業
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
。 

教
師
「
社
会
参
画
っ
て
わ
か
る
人
、
い
ま
す
か
。
」 

生
徒
「
社
会
に
参
加
す
る
っ
て
こ
と
で
す
か
」 

教
師
「
そ
う
だ
ね
。
簡
単
に
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
か
な
。
「
参
画
」
と
は
、
計
画
に
加
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。
そ
の
た
め
、
『
社
会
参 

 
 

 

画
』
と
は
、
社
会
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
の
計
画
か
ら
参
加
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
」 

生
徒
「
社
会
に
参
画
す
る
っ
て
大
変
そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
ま
だ
ま
だ
高
校
生
だ
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
大
人
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
な
。
」 

教
師
「
で
も
、
も
う
君
た
ち
は
す
ぐ
成
人
す
る
ん
だ
よ
。
社
会
に
出
て
働
い
て
か
ら
、
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
ん
じ
ゃ
、
遅
い
の
で
は
な
い
か
な
。
」 

生
徒
「
成
人
？ 

だ
っ
て
自
分
た
ち
は
ま
だ
高
校
生
で
す
よ
。
」 

教
師
「
あ
れ
、
み
ん
な
は
成
年
年
齢
が
十
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
を
知
ら
な
い
の
か
な
。
」 

 

私 

（
あ
、
昨
日
見
た
ニ
ュ
ー
ス
の
話
だ
。
そ
っ
か
、
成
人
に
な
る
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
な
あ
。
） 

  

「
成
人
に
な
る
こ
と
」
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
た
私
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。「
成
人
に
な
る
こ
と
で
ど
う
社

会
と
つ
な
が
る
の
か
？
」
、
「
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
た
め
に
自
分
た
ち
は
何
が
で
き
る
の
か
？
」
、
「
将
来
、
自
分
は
ど
う
行
動
し
た
ら
よ
い

の
か
？
」 
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そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
あ
る
日
、
日
本
史
の
授
業
の
中
で
、
埼
玉
県
ゆ
か
り
の
人
物
「
渋
沢
栄
一
」
の
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
彼
は
現
在

の
深
谷
市
で
農
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
は
じ
め
、
倒
幕
思
想
の
志
を
抱
く
も
、
転
じ
て
一
橋
家
の
家
臣
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
維
新
後
は
新
政

府
に
仕
え
て
大
蔵
省
に
出
仕
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
後
、
官
を
辞
し
て
実
業
家
と
な
っ
て
約
五
〇
〇
の
企
業
の
設
立
に
関
わ
り
、
約
六
〇
〇
の

社
会
公
共
事
業
や
福
祉
・
教
育
機
関
の
支
援
、
ま
た
民
間
外
交
に
も
力
を
入
れ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。 

 

江
戸
末
期
か
ら
明
治
を
駆
け
抜
け
た
埼
玉
県
の
偉
人
「
渋
沢
栄
一
」
。
何
よ
り
、
自
分
の
幸
せ
で
は
な
く
み
ん
な
の
幸
せ
を
願
っ
て
、
数
々
の
事
業

を
立
ち
上
げ
た
と
い
う
栄
一
の
生
き
方
に
、「
成
人
に
な
る
こ
と
」
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
た
私
は
、
彼
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
調
べ
て
み
る
こ
と

に
し
た
。 

*******
*****

*****
***

*******
*****

*****
***

*
******

*****
*****

***
*******

 

日
本
資
本
主
義
の
基
礎
を
築
い
た
渋
沢
栄
一
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
年
）
に
武
蔵

む

さ

し

国
の
く
に

榛
沢

は
ん
ざ
わ

郡
血
洗

ぐ
ん
ち
あ
ら
い

島
村

じ
ま
む
ら

（
現
在
の
深
谷
市
）
で
、
裕
福
な
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
栄
一
の
生

家
は
、
染
め
物
に
使
う
藍あ

い

玉だ
ま

の
製
造
と
販
売
を
し
て
い
ま
し
た
。
父
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
、

商
売
を
通
し
て
皆
が
豊
か
に
な
る
す
ば
ら
し
さ
を
学
び
ま
し
た
。
商
売
を
通
じ
て
働
く
こ
と
の
大

切
さ
、
ま
た
お
金
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
栄
一
は
、
定
期
的
に
代
官
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
る
御
用
金

に
納
得
が
い
か
ず
、
代
官
と
も
め
事
を
起
こ
す
な
ど
、
こ
の
世
の
不
合
理
に
違
和
感
を
覚
え
、
こ

の
世
を
変
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
強
い
志
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

江
戸
末
期
、
開
国
に
よ
り
海
外
の
物
資
が
日
本
に
流
入
し
た
こ
と
で
、
日
本
経
済
が
非
常
に
混

乱
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
栄
一
は
、
仲
間
た
ち
と
共
に
「
尊
王

そ
ん
の
う

攘
夷

じ
ょ
う
い

（
※
）
、
そ
し
て
倒
幕
こ
そ
日

本
を
変
え
ら
れ
る
唯
一
の
手
段
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
橋
家
の
家
臣
で

あ
る
平
岡
円
四
郎

ひ
ら
お
か
え
ん
し
ろ
う

と
の
出
会
い
に
よ
り
、
何
の
た
め
に
攘
夷
を
決
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

倒
幕
を
す
る
こ
と
で
自
分
が
目
指
す
べ
き
世
に
な
る
の
か
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
仲
間
の
説
得
も
あ
り
、
尊
王
攘
夷
、
そ
し
て
倒
幕
を
諦
め
、
平
岡
の
勧
め
も

あ
り
、
江
戸
幕
府
十
五
代
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
慶
喜
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
栄
一
は
、
様
々
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
一
番
の
転
機 
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（
※
）
尊
王
攘
夷
…
天
皇
を
尊
び
、
外
国
勢
力
を
追
い
払
う
こ
と
。 
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が
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
幕
府
使
節
随
員
と
し
て
、
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
技
術
を
見
た
こ
と
で
し
た
。
皆
が
豊
か
に
な
る
考
え
方
に
触
れ
る

こ
と
で
、
社
会
全
体
を
豊
か
に
し
た
い
と
い
う
、
自
ら
の
思
想
が
ま
さ
に
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
栄
一
の
思
う
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
栄
一
が
海
外
で
勉
強
を
し
て
い
る
時
、
日
本
で
は
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
信

頼
し
て
パ
リ
に
派
遣
し
て
く
れ
た
主
君
・
慶
喜
こ
そ
が
、
こ
の
世
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
人
物
と
信
じ
て
い
た
栄
一
に
と
っ
て
、
と
て
も

大
き
な
出
来
事
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
栄
一
は
、
海
外
で
の
先
進
的
な
学
び
が
、
多
く
の
人
々
を
幸
せ
す
る
た
め
に
役
立
つ
と
確
信
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
明
治
維
新
の
後
、
新
政
府
に
招
か
れ
た
栄
一
は
、
株
式
会
社
や
郵
便
制
度
、
銀
行
、
鉄
道
な
ど
日
本
の
近
代
化
に
必
要
と
さ
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
制
度
を
整
備
し
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
栄
一
が
国
の
経
済
安
定
を
第
一
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
明
治
政
府
は
軍
備
優
先
を
第
一
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
栄

一
は
政
府
か
ら
離
れ
実
業
家
と
な
り
、
第
一
国
立
銀
行
を
設
立
、
そ
の
後
、
数
百
の
株
式
会
社
の
創
立
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
身
寄
り
の

な
い
孤
児
や
貧
し
い
人
々
を
保
護
す
る
養
育
院
を
運
営
す
る
な
ど
福
祉
へ
の
取
組
も
行
い
、
多
く
の
社
会
事
業
に
も
関
わ
っ
て
新
し
い
時
代
を
切
り

拓
く
偉
業
を
成
し
遂
げ
て
い
き
ま
し
た
。 

  

明
治
初
期
の
一
八
七
四
年
、
栄
一
が
、
東
京
会
議
所
の
会
頭
を
任
さ
れ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
当
時
は
貧
困
に
苦
し
ん
だ
り
、
病
気
で
働
け

な
く
な
っ
た
り
し
た
多
く
の
人
々
が
市
中
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
栄
一
が
運
営
を
任
さ
れ
て
い
た
養
育
院
で
は
、
そ
の
よ
う
な
貧
困
者
や

病
人
、
身
寄
り
の
な
い
人
が
、
強
制
的
に
集
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
面
倒
を
見
て
も
ら
え
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。 

そ
の
状
況
を
知
っ
た
栄
一
は
、
診
療
施
設
の
整
備
や
、
職
業
訓
練
所
に
よ
る
社
会
復
帰
支
援
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
学
問
所
の
設
置
な
ど
、
養
育
院

の
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
「
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
う
の
は
同
情
や
偽
善
」
「
窮
民
を
救
う
こ
と
で
社
会
に
な
ま
け
の
風
潮
が
生

ま
れ
る
」「
国
の
財
政
が
悪
化
し
て
い
る
中
で
貧
困
者
を
救
済
す
る
こ
と
は
、
税
金
の
無
駄
遣
い
」
と
い
っ
た
考
え
が
多
く
の
人
か
ら
上
げ
ら
れ
、
栄

一
は
養
育
院
の
廃
止
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。 

「
税
金
で
貧
し
い
人
を
助
け
る
こ
と
は
、
い
け
な
い
こ
と
な
の
か
。
」 

「
貧
し
い
人
を
助
け
る
こ
と
は
、
日
本
の
資
本
主
義
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も
、
必
要
な
事
業
で
は
な
い
の
か
。
」 

 

救
い
の
手
を
求
め
る
人
々
を
前
に
、
頭
を
抱
え
て
い
た
栄
一
の
頭
に
、
パ
リ
で
見
た
あ
る
光
景
が
浮
か
び
ま
し
た
。
パ
リ
で
は
、
貧
困
者
の
面
倒

が
裕
福
な
実
業
家
た
ち
の
寄
付
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
人
々
が
支
え
合
い
、
助
け
合
う
仕
組
み
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
パ
リ
で
の
光
景
を
思
い
出

し
た
栄
一
は
、
そ
こ
に
一
筋
の
光
明
を
見
出
し
ま
し
た
。 
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「
も
う
税
金
に
は
頼
ら
な
い
。
」 

栄
一
は
、
民
間
資
金
や
寄
付
で
運
営
を
継
続
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
自
ら
が
働

き
か
け
て
多
く
の
経
済
人
か
ら
寄
付
を
募
っ
た
り
、
鹿
鳴
館
で
の
バ
ザ
ー
を
実
施
し
た

り
す
る
な
ど
資
金
を
集
め
、
養
育
院
の
存
続
に
成
功
し
ま
す
。 

そ
の
後
、
栄
一
は
養
育
院
の
院
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
日
本
赤
十
字
社
や

東
京
慈
恵
会
、
理
化
学
研
究
所
な
ど
の
設
立
に
も
か
か
わ
り
、
社
会
全
体
へ
の
貢
献
と

し
て
、
福
祉
活
動
に
も
心
血
を
注
ぎ
ま
し
た
。 

*******
*****

*****
***

*******
*****

*****
***

*******
*****

*****
***

*******
 

 

渋
沢
栄
一
の
生
涯
を
調
べ
た
私
は
、
栄
一
が
さ
ま
ざ
ま
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
社

会
と
つ
な
が
り
、
そ
の
社
会
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
知
っ
た
。
農
家
の
子
と
し
て
生

ま
れ
、
幕
臣
と
な
っ
て
パ
リ
に
行
き
、
帰
国
後
、
新
政
府
の
役
人
と
な
る
も
、
野
に
下
っ

て
経
営
者
と
な
り
、
社
会
事
業
に
も
尽
く
す
。
私
は
、
そ
ん
な
彼
の
生
涯
と
自
分
の
未
来

を
重
ね
た
。 

（
渋
沢
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
し
て
、
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
社
会
を
よ
り
よ
い 

 

も
の
に
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
社
会
に
参
画
し
て
い
た
。
私
も
こ
れ
か
ら
は
一
成
人 

 

と
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
い
ろ
ん
な
経
験
を
積
ん
で
、
よ
り
よ
い
社
会
を
つ
く
る
た 

 

め
に
社
会
に
参
画
し
て
い
き
た
い
。
） 

 

今
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
様
々
な
社
会
の
仕
組
み
。
そ
ん
な
社
会
を
作
り
出

し
た
栄
一
の
思
い
の
灯
は
、
今
、
確
か
に
私
の
胸
に
灯
っ
て
い
る
。 
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栄
一
の
思
想
の
一
つ
に
「
道
徳

ど
う
と
く

経
済

け
い
ざ
い

合
一
説

ご
う
い
つ
せ
つ

」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
広
く
皆
が
豊
か
に
な
る
公
益
的

な
考
え
方
と
し
て
の
道
徳
と
、
利
益
の
追
求
を
求
め
る
経
済
は
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
栄
一

は
、
経
済
の
第
一
義
と
し
て
利
益
の
追
求
が
第
一
優
先
と
さ
れ
ま
す
が
、
経
済
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
道

徳
的
な
考
え
方
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
「
道
徳
」
を
「
論
語
」
に
、
「
経
済
」
を
「
算
盤

そ
ろ
ば
ん

」
に
言
い
換
え
て
、
そ

の
重
要
性
を
語
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
江
戸
時
代
末
期
、
士
農
工
商
と
い
う
考
え
方
が
広
く
浸
透
し
て
い
て
、
商
売
を
行
う
商
人
は
非
常
に
身
分
が
低

く
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
「
士
魂

し

こ

ん

商
才

し
ょ
う
さ
い

」
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
世
の
中
で
自
立
し
て
生
き
る
た

め
に
は
武
士
の
よ
う
な
精
神
、「
士
魂
」
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
偏
っ
て
い
て
は
金
銭
的
に
、
つ
ま
り
経

済
面
で
自
滅
し
て
し
ま
う
た
め
、
商
人
の
よ
う
な
能
力
、「
商
才
」
も
同
時
に
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

も
の
で
す
。 

 

*******
*****

*****
***

*******
*****

*****
***

*******
*****

****
*
***

*******
 

社
会
参
画
と
は
、
単
に
社
会
貢
献
な
ど
に
参
加
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
主
体
的
に
計
画
し
行
動
す
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
力
を
付
け
る
た
め
に
、
学
校
と
い
う
場
が
あ
り
ま
す
。
卒
業
し
て
か
ら
豊
か
な
人
生
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
多
種
多
様
な
学
習
活
動
に
よ
る
学
力
を
は
じ
め
、
学
校
行
事
等
か
ら
学
ぶ
協
働
の
大
切
さ
、

豊
か
な
心
な
ど
を
身
に
付
け
ま
す
。
今
の
う
ち
に
多
く
の
こ
と
を
吸
収
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
近
年
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
※
１
」
の
取
組
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
国
や
地
域
、
あ
る
い
は
学
校
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

問
題
や
、
食
品
ロ
ス
問
題
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
、
実
際
に
行
動
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
の
た
め
に
も
な
る

共
生
社
会
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
は
公
共
の
精
神
に
も
繋
が
り
ま
す
。 

多
く
の
企
業
は
一
法
人
で
あ
り
、
利
益
追
求
が
第
一
義
の
目
標
で
す
。
し
か
し
、
利
益
追
求
だ
け
で
は
な
く
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
※
２
」
を
企
業
理
念
に
掲

げ
て
、
環
境
に
配
慮
し
た
り
、
児
童
生
徒
の
学
習
の
場
を
作
っ
た
り
す
る
な
ど
、
地
域
住
民
と
共
に
企
業
の
繁
栄
も
考
え
て
い
る
企
業
も
増
え
て
い

ま
す
。
企
業
は
ど
ち
ら
を
優
先
し
た
ら
よ
い
の
か
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。 
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