
●

福
田
平
先
生
　
　
「
人
と
学
問
」

●

（1）福田平先生一「人と挙問」

　
　
　
は
じ
め
に

　
福
田
平
名
替
教
授
は
一
九
八
七
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
一
橋
大

学
教
授
を
定
年
退
官
さ
れ
た
。
同
教
授
が
一
橋
大
学
の
併
任
教
授

と
し
て
赴
任
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
で
あ
り
、
翌
年
に
は
専
任

の
教
授
と
し
て
転
任
さ
れ
た
。
以
後
、
十
七
年
に
わ
た
り
、
本
学

の
刑
法
講
座
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
評
議
員
・
法

学
部
長
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
学
内
の
行
政
的
側
面
に
お
け
る
寄

与
を
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
九
八
七
年
四
月
一
日
付
で

名
誉
教
授
に
推
挙
さ
れ
た
。

　
福
田
先
生
の
人
と
学
問
を
語
る
と
す
れ
ぱ
適
任
者
は
数
多
い
は

ず
で
、
わ
た
く
し
に
は
荷
が
重
い
。
先
生
を
よ
く
知
る
諸
先
輩
か

ら
反
論
が
出
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
　
　
本
　
　
正
　
　
博

も
、
も
と
よ
り
学
問
的
評
価
に
た
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

き
わ
め
て
狭
い
個
人
的
な
印
象
を
概
略
的
に
記
す
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
御
了
解
願
い
た
い
。

　
　
　
一
　
学
問
的
態
度

　
い
き
な
り
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
が
、
わ
た
く
し
が
一
橋
大

学
の
前
期
部
で
「
刑
法
各
論
」
の
講
義
を
聴
講
し
よ
う
と
考
え
た

と
き
、
先
生
が
ち
上
う
ど
法
学
都
長
に
就
任
さ
れ
た
の
で
、
刑
法

各
論
の
講
義
は
先
生
の
担
当
で
は
な
く
な
っ
た
。
わ
た
く
し
の
福

田
ゼ
、
・
、
ナ
ー
ル
に
参
加
し
よ
う
と
い
う
決
心
は
、
こ
の
と
き
最
終

的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
大
学
院
を
含
め
て
七
年

間
の
御
指
導
を
仰
い
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
閥
先
生
が
未
熟
な

わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
下
さ
る
場
合
に
感
じ
た
き
わ
だ
っ
た
印
象
を
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一橋論叢 第98巻 第5号（2）

ふ
た
つ
述
べ
よ
う
と
恩
う
。

　
そ
の
ひ
と
つ
は
、
先
生
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
拙
い
議
論
を
全

面
的
に
否
定
し
た
り
、
と
る
に
足
り
な
い
も
の
と
し
て
排
除
す
る

と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
性
も
女
性
も

一
個
の
人
椿
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
わ
れ
わ

れ
が
自
分
の
見
通
し
の
き
か
な
い
考
え
を
た
ど
た
ど
し
く
述
べ
た

場
合
に
、
そ
れ
を
実
に
要
領
よ
く
（
わ
れ
わ
れ
に
は
驚
き
の
対
象

で
あ
る
）
ま
と
め
て
、
問
題
点
を
浮
彫
り
に
し
て
み
せ
る
手
際
に

も
関
連
し
て
い
る
。
当
然
と
い
え
ぱ
当
然
で
あ
る
が
、
相
手
の
主

張
を
的
確
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
が
挙
問
上
の
態
度
と

し
て
そ
の
重
要
性
を
再
三
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

わ
た
く
し
に
は
、
わ
れ
わ
れ
挙
生
を
指
導
す
る
際
に
も
そ
の
精
神

の
一
端
が
表
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
福
田
平
先
生
の
研
究
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
小
野
清
一
郎
博
士
の
刑
法
学
と
、
団
藤
重
光
博
士
の
刑
法

学
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
先
生
が
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
戦
後
東
京
帝
国
犬
学
の
団
藤
研
究
室
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
ろ
に
は
、
団
藤
博
士
は
新
し
い
刑
事
訴
訟
法
の
立
法
に
参
画
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

れ
る
な
ど
多
忙
を
極
め
、
団
藤
博
士
に
直
接
に
指
導
を
受
け
る
と

い
う
よ
り
は
、
同
室
の
尾
高
朝
雄
博
士
の
下
の
若
手
と
議
論
し
あ

っ
た
り
、
と
き
ど
き
の
尾
高
博
士
の
お
話
か
ら
得
る
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

　
後
に
ボ
ン
犬
学
の
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
博
士
の
下
で
研
究

を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
先
生
の
刑
法
学
は
広
く
深
い
思
索
に
裏

付
け
ら
れ
た
体
系
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
哲
学
的
基
盤
と
い

っ
た
も
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
に
そ
の
淵
源
の
ひ
と
つ
を
も

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

は
目
的
的
行
為
論
を
構
想
し
、
戦
後
は
こ
の
理
論
を
基
礎
に
新
し

い
犯
罪
論
体
系
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
標
構
し
て
、
理
論
の
発
展

に
意
を
尽
し
た
優
れ
た
刑
法
学
者
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
法
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

者
と
し
て
も
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
の
初
め
、

新
カ
ン
ト
派
を
経
て
、
有
名
な
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
二

＝
7
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
な
ど
、
存
在
論
的
な
思
考
へ
の
傾
向
を
み

せ
つ
つ
あ
っ
た
哲
学
上
の
時
代
精
神
を
背
景
に
、
人
間
の
行
為
の

も
つ
存
在
論
的
構
造
に
着
目
し
た
目
的
的
行
為
論
は
、
戦
後
の
一

時
期
、
日
本
に
お
い
て
も
大
い
に
議
論
の
的
と
な
っ
た
。
こ
の
理

論
を
い
ち
早
く
採
用
し
、
こ
れ
を
確
固
と
し
て
基
礎
づ
け
発
展
さ

せ
る
こ
と
に
関
し
て
、
福
田
平
先
生
の
一
連
の
研
究
が
果
た
し
た

役
割
は
、
や
は
り
我
が
国
の
刑
法
学
を
語
る
上
で
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
業
綴
で
あ
る
。
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「人と学間」（3）福田平先生

　
先
生
が
、
ヴ
ユ
ル
ツ
ヱ
ル
博
士
が
学
問
的
態
度
と
し
て
繰
り
返

し
強
調
し
た
こ
と
を
語
り
、
わ
れ
わ
れ
研
究
者
を
志
す
者
へ
の
戒

め
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
先
生
，
こ
自
身
が
こ
う
し
た
態
度
を
心
が

け
て
い
る
旨
を
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
が
、
先
に
述
べ

た
、
「
相
手
の
主
張
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
自
ら
の
目
的
的
行
為
論
に
対
す
る
誤
解
に
基
づ

く
批
判
の
数
々
に
対
し
て
、
反
面
か
ら
す
る
教
訓
と
し
て
述
べ
た

　
　
　
　
？
〕

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
方
、
と
か
く
ひ
と
つ
の
理
論
体
系
を
構
築
し
た
後

に
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
研
究
者
と
し
て
の
評
価
も

定
ま
っ
た
大
家
に
し
て
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

の
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
時
に
は
目
的
的
行
為
論
支
持
者
や
自

分
の
弟
子
の
中
か
ら
も
生
じ
て
き
た
正
し
い
批
判
に
対
し
て
、
絶

え
ず
自
分
の
理
論
を
彫
琢
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
怠
ら
ず
、
批
判

を
も
容
れ
入
れ
つ
つ
最
後
ま
で
目
的
的
行
為
論
の
完
成
に
努
カ
し

た
こ
と
も
、
福
田
先
生
ご
自
身
の
学
間
的
態
度
と
し
て
ひ
き
つ
が

れ
た
重
要
な
教
訓
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
指
導
に
み
ら
れ

る
先
生
の
婆
勢
の
中
に
も
、
遠
く
こ
う
し
た
考
え
方
が
響
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二

ド
イ
ツ
刑
法
学
と
日
本
刑
法
学

－
目
的
的
行
為
論
－

　
福
一
出
平
名
誉
教
授
は
、
戦
後
か
な
り
早
い
昭
和
三
一
年
か
ら
西

ド
イ
ツ
、
ボ
ン
大
学
に
留
学
さ
れ
、
以
後
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
学
と

の
密
接
な
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
両
国
の
刑
法
学
の
交
流
に
も
功

績
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
、
一
九
八
五
年
に
は
ケ

ル
ン
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
が
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
人
と
し

て
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
、
先
生
の
業
績
の
大

き
さ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
恩
う
。

　
ド
イ
ツ
刑
法
挙
の
成
果
と
し
て
目
的
的
行
為
論
を
と
づ
て
み
て

も
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
綱
領
的
な
書
物
と
も
い
え
る
『
目
的
的
行

為
論
序
説
－
刑
法
体
系
の
新
様
相
』
（
一
九
六
二
）
を
翻
訳
（
大

塚
仁
教
授
と
共
訳
）
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
来
日

講
演
を
集
め
た
編
訳
書
『
目
的
的
行
為
論
の
基
礎
』
（
一
九
六
七
）

な
ど
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
書
論
文
に
お
い
て
こ
の
理
論
の

考
え
方
を
広
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
先
生
は
、
留
学
の
成
果
に
基
い
て
『
違

法
性
の
錯
誤
』
（
一
九
六
〇
）
を
は
じ
め
、
『
目
的
的
行
為
論
と
犯

罪
理
論
』
（
一
九
六
四
）
な
ど
の
研
究
で
、
特
に
目
的
的
行
為
論
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と
そ
の
い
わ
ゆ
る
人
的
不
法
観
か
ら
の
帰
縞
と
し
て
の
従
来
の
理

論
に
対
す
る
新
し
い
提
言
を
、
我
が
国
に
お
い
て
紹
介
し
発
展
さ

せ
る
こ
と
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
ド
イ
ツ

の
議
論
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
移
植
し
た
の
で
は
な
い
。
目
的
主
義

の
刑
法
理
論
・
刑
法
学
体
系
を
採
用
し
た
教
科
書
で
あ
る
『
刑
法

総
論
』
（
現
在
は
全
訂
版
（
一
九
八
六
）
）
を
一
見
す
れ
ぱ
わ
か
る

よ
う
に
、
福
困
刑
法
学
は
我
が
国
に
お
け
る
八
十
年
に
わ
た
る
蓄

積
を
最
犬
限
に
生
か
し
た
体
系
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
な

の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
を
は
じ
め
目
的
主
義
の
刑
法
教
科

書
は
故
意
犯
と
過
失
犯
と
を
画
然
と
二
分
し
た
体
系
を
採
っ
て
い

　
　
　
　
＾
4
）

る
こ
と
が
多
い
。
過
失
犯
の
問
題
は
目
的
的
行
為
論
に
と
っ
て
最

犬
の
問
趨
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
福
田
説
の
結
論
は
、
ほ
ぽ
グ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
と
同
様
に
、
過
失
行
為
も
構
成
要

件
的
に
重
要
で
な
い
縞
果
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
行
為
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
＾
5
）

い
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
本
質
的
．

差
異
に
つ
い
て
は
当
然
と
し
て
も
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
過
失
行
為

は
行
為
と
し
て
故
意
犯
と
同
様
の
目
的
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
構
成
要
件
を
基
礎
に
し
た
犯
罪
論
体
系
の
中
で
は

故
意
犯
も
過
失
犯
も
共
に
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
有
責
性

と
い
う
構
造
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

不
法
構
成
要
件
と
し
て
故
意
犯
と
過
失
犯
と
は
全
く
別
の
も
の
で

あ
る
と
し
て
扱
う
こ
と
は
こ
う
し
た
構
造
を
見
失
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
福
田
刑
法
学
は
、
た
と
え
ぱ
小
野
清
一
郎
博
士

の
古
典
的
な
構
成
要
件
論
研
究
を
ふ
ま
え
た
、
独
自
の
目
的
主
義

刑
法
挙
体
系
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
先
生

は
一
橋
大
学
に
お
け
る
最
終
講
義
と
し
て
「
わ
が
刑
法
学
と
ド
イ

ツ
刑
法
学
の
関
係
－
目
的
的
行
為
論
に
ふ
れ
て
－
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

題
目
で
講
演
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
先
生
は
、
明
治
以
来
の
営
々
と

続
く
刑
法
研
究
の
過
程
で
日
独
両
国
の
密
接
な
関
係
が
築
き
あ
げ

ら
れ
、
学
問
的
交
流
が
実
り
あ
る
成
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と

を
具
体
的
な
例
に
即
し
て
語
ら
れ
た
。
先
生
、
こ
自
身
が
最
終
講
義

の
趨
目
を
こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
先
生
の
刑
法
学

に
対
す
る
思
い
と
研
究
態
度
と
が
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
我
が
国
に
お
け
る
福
田
平
名
誉
教
授
の
実
務
的
側
面
へ
の
寄
与

に
も
：
一
一
口
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
法

制
審
議
会
の
委
員
と
し
て
、
弁
謹
士
会
の
懲
戒
委
員
と
し
て
、
中

央
労
働
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
司
法
試
験
考
査
委
員
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「人と学問」（5）　福田平先生

と
し
て
、
立
法
・
行
政
の
一
端
を
担
わ
れ
た
こ
と
も
、

問
的
業
綬
と
並
ん
で
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
指
導
者
と
し
て
の
先
生
－
謝
辞

先
生
の
学

　
再
び
私
的
な
印
象
に
も
ど
る
が
、
先
生
が
わ
れ
わ
れ
を
指
導
す

る
際
の
き
わ
だ
っ
た
婆
勢
の
ふ
た
つ
め
は
、
研
究
方
法
や
、
考
え

方
の
道
筋
や
結
論
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
わ
れ
わ
れ
を
縛
っ
た

り
、
方
向
を
決
め
て
し
ま
っ
た
り
、
い
わ
ん
や
強
制
し
た
り
す
る

と
い
う
こ
と
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
学

問
的
姿
勢
と
し
て
も
非
常
に
潔
癖
な
優
れ
た
見
識
で
あ
る
と
敬
意

を
表
す
る
ほ
か
は
な
い
。
先
生
に
指
導
を
受
け
た
者
は
み
な
の
ぴ

の
ぴ
と
、
自
分
の
問
題
関
心
に
従
っ
て
自
由
な
研
究
が
続
け
ら
れ

た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
な
助
言
や
時
に
は
厳
し
い
指

摘
・
あ
る
い
は
怠
惰
や
軽
率
を
戒
め
る
叱
責
も
当
然
に
あ
る
の
だ

が
、
決
ま
っ
た
課
題
が
課
さ
れ
た
り
し
て
先
生
の
方
か
ら
強
カ
な

指
導
カ
で
引
っ
張
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
指
導

と
い
う
こ
と
に
は
非
常
に
困
難
な
側
面
が
あ
り
、
指
導
者
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
の
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
見
識
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
・

こ
と
わ
た
く
し
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。

定
年
退
官
を
機
に
、
あ
る
と
き
先
生
は
、
自
分
は
挙
生
の
指
導
に

熱
心
で
は
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
団
藤
博
士
譲
り
で
あ
る
が
、
申
し

訳
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
と
語
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
が
、

卓
越
し
た
指
導
方
法
で
あ
る
と
感
心
す
る
と
と
も
に
、
感
謝
の
意

を
表
す
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
定
年
退
官
と
い
う
一
区
切
り
と
い
う
こ
と
で
過
去
形
の
記
述
が

多
く
な
っ
た
が
、
先
生
は
い
ま
な
お
第
一
線
で
研
究
教
育
に
従
事

　
　
　
　
＾
7
）

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
ま
だ
ま
だ
未

熟
な
者
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
，
こ
指
導
を
賜
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。
最
近
、
老
醜
を
さ
ら
す
こ
と
な
く
あ
り
た
い
、
と
い
う
こ
と

ぱ
を
も
ら
さ
れ
る
先
生
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
先
生
が
今
後

と
も
最
前
線
で
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
心
か
ら
念

願
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
わ
れ
わ
れ
が
福
田
刑
法
学
を
乗
り

越
え
て
進
み
、
我
が
菌
の
刑
法
学
が
一
層
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と

こ
そ
、
先
生
の
希
望
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
銘
す
べ
し
。

　
（
後
記
）
福
田
平
名
誉
教
授
の
薯
作
目
録
と
略
歴
に
つ
い
て
は
別
に
ま

　
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
1
）
　
き
§
§
㌻
更
（
s
塞
－
6
ミ
）
1

　
（
2
）
　
有
名
な
も
の
と
し
て
之
箒
胃
；
o
巨
自
邑
竃
算
宵
鼠
－
o
O
o
・

　
　
『
8
9
碕
岸
＆
F
旨
害
一
阜
1
＞
自
声
一
筍
9
1

　
（
3
）
　
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
は
福
囲
名
誉
教
授
が
折
に
ふ
れ
て
活
字
に

　
　
も
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
著
書
の
中
か
ら
福
田
平
・
犬
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（6）一橋論叢 第98巻 第5号

　
塚
仁
著
『
対
談
刑
法
総
論
（
下
）
』
二
五
一
頁
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
本
書
は
一
橋
大
学
教
授
と
し
て
の
最
後
の
．
こ
著
書
と
な
っ
た
も
の
で

　
あ
る
。

（
4
）
く
㎝
一
－
さ
ぎ
ト
U
畠
冒
鼻
窒
－
。
望
邑
冨
9
F
＝
．
ぎ
声
一

　
も
ひ
o
－

（
5
）
　
福
田
、
「
過
失
犯
と
目
的
的
行
為
論
－
過
失
犯
の
貝
的
的
行

　
為
性
に
つ
い
て
の
覚
書
1
」
、
同
、
「
過
失
犯
の
構
造
に
つ
い
て
」

　
（
共
に
福
田
、
『
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
』
（
一
九
七
五
）
所
収
）

　
な
ど
を
参
照
せ
よ
。

（
6
）
　
一
九
八
七
年
一
月
二
九
日
、
於
一
橋
大
学
第
二
一
番
教
室
。
こ

　
の
最
終
講
義
の
内
容
の
一
都
は
本
諸
六
月
号
に
掲
峨
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
現
在
東
海
犬
学
教
授
の
職
に
あ
ら
れ
る
ほ
か
、
非
常
勤
講
飾
と

　
し
て
一
橋
犬
学
に
も
出
議
を
お
願
い
し
て
い
る
。
な
お
目
本
刑
法
学

　
会
に
お
い
て
今
日
に
至
る
ま
で
常
務
理
事
そ
の
他
と
し
て
先
生
が
果

　
た
さ
れ
た
役
割
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
挙
専
任
講
師
）
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