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紹
介
と
批
評

今
永
清
二
著

『
福
沢
諭
吉

は
　
じ
　
め
　
に

の

思
想
形
成
』

　
【
福
沢
は
わ
が
国
の
独
立
を
文
明
へ
の
到
達
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
日
本
が

一
応
文
明
化
し
た
段
階
、
す
な
わ
ち
明
治
十
四
年
（
一
八
八
叫
）
ご
ろ
、
日
本

の
進
路
を
『
脱
亜
』
の
方
向
で
示
し
て
決
定
づ
け
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）

に
は
『
脱
亜
論
』
を
公
表
し
た
。
彼
の
説
く
わ
が
国
の
独
立
と
近
代
化
、
要
す

る
に
『
脱
亜
』
の
問
題
は
、
福
沢
思
想
が
き
わ
め
て
多
面
的
で
あ
る
が
故
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
血
ペ
ー
ジ
）
と
今
永
教
授

は
、
問
題
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

顧
み
る
と
、
福
沢
は
ま
こ
と
に
穀
誉
褒
慶
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
思
想
家
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
中
は
国
家
主
義
思
想
の
先
駆
者
に
ま
つ
り
あ
げ

ら
れ
、
戦
後
は
民
権
論
の
創
始
的
中
核
と
し
て
脚
光
を
あ
び
、
今
日
で
は
く
脱

亜
入
欧
V
論
者
と
し
て
、
あ
た
か
も
目
本
の
今
日
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
た
近
代
文

明
論
者
と
し
て
批
難
が
浴
び
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
考
え
て
見
る

と
、
福
沢
は
思
想
家
で
あ
つ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
思
想
の
切
り
口
で
ど
の
よ
う

に
も
顕
彰
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
疑
下
の
対
象
に
も
な
り
う
る
。
あ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
い
え
は
、
思
想
家
で
あ
る
か
ら
こ
そ
多
面
的
な
思
考
が
表
出
し
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
〇
四
　
　
（
九
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
福
沢
を
自
分
の
好
む
と
こ
ろ
で
顕
彰
す
る
こ
と
が
あ
つ
て

は
な
ら
な
い
の
だ
。

　
わ
れ
わ
れ
は
幸
い
に
、
丸
山
真
男
氏
を
始
発
点
と
す
る
、
丸
山
氏
に
薫
陶
を

受
け
た
人
た
ち
の
く
多
面
的
V
研
究
業
績
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か

で
、
現
在
、
西
欧
近
代
へ
の
ほ
と
ん
ど
い
わ
れ
の
な
い
中
傷
蔑
視
1
そ
れ
は

本
来
、
わ
れ
わ
れ
が
勝
手
に
く
西
欧
近
代
V
と
思
い
こ
ま
さ
れ
た
も
の
に
対
す

る
自
己
批
判
抜
き
で
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
腰
罪
羊
に
擬
し
て
恥
じ
な
い
無
責
任

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
き
わ
め
て
危
険
な
伝
統
主
義
へ
の
反
動
に
傾
斜
す
る
も
の

な
の
だ
が
ー
の
あ
る
い
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
福
沢
の
「
脱
亜
」
が
な
り
う
る
、

そ
う
し
た
情
況
を
、
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
に
対
象
化
す
る
の
か
、
が
あ
る
意
味

で
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
試
金
石
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
福
沢
に
と
つ
て
く
文
明
V
と
は
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
価
値
で
あ
り
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
と
か
か
わ
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
人
間
と
国
家
は
、

文
明
を
媒
介
に
し
た
時
、
ど
の
よ
う
に
有
意
に
結
ぶ
の
か
。
そ
う
し
た
こ
と
が

な
ぜ
〈
脱
亜
〉
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
場
合
の
〈
亜

細
亜
〉
と
は
い
つ
た
い
何
な
の
か
。

　
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
と
、
そ
う
し
た
人
間
の
容
器

と
し
て
の
国
家
と
の
有
意
な
つ
な
が
り
の
新
た
な
礎
定
を
一
方
と
し
、
人
間
の

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

容
器
と
し
て
真
に
有
意
な
国
家
の
新
し
い
位
相
を
よ
う
や
く
た
ず
ね
る
こ
と
を

他
方
と
す
る
地
点
に
差
し
か
か
つ
て
い
る
。
専
門
家
で
も
な
い
私
が
広
島
大
学

今
永
教
授
の
本
書
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
福
沢
の
思
考
が
、
人
問
の
情
況
の
今

日
性
に
重
大
な
示
唆
を
与
え
う
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
困
難



な
時
点
に
立
つ
た
真
摯
な
思
想
家
の
思
想
的
営
為
が
、
常
に
新
し
く
常
に
創
造

的
で
あ
る
こ
と
を
、
私
が
思
い
信
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

※

　
今
永
教
授
は
、
福
沢
の
脱
亜
論
形
成
を
、
福
沢
の
思
想
形
成
の
起
点
で
あ
つ

た
中
津
に
お
け
る
知
的
状
況
に
求
め
る
。
「
こ
の
問
題
を
中
津
で
の
漢
学
の
師

白
石
照
山
や
、
西
南
戦
争
に
西
郷
隆
盛
に
応
じ
て
政
府
に
武
力
で
抵
抗
し
た
増

田
宋
太
郎
ら
と
の
関
係
、
ま
た
福
沢
の
西
南
戦
争
観
な
ど
か
ら
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
つ
づ
け
て
き
た
」
（
…
m
ぺ
ー
ジ
）
と
述
懐
さ
れ
た

著
老
は
、
さ
ら
に
、
「
勤
王
に
あ
ら
ず
佐
幕
に
あ
ら
ず
、
儒
教
を
攻
撃
し
、
国

政
を
批
判
し
、
あ
た
か
も
『
脱
亜
』
の
ご
と
く
、
福
沢
は
『
独
立
自
尊
』
の
道

を
歩
い
た
。
そ
の
福
沢
を
、
ま
た
『
脱
亜
論
』
に
結
実
す
る
彼
の
目
本
近
代
化

論
や
ア
ジ
ア
観
を
、
郷
里
中
津
の
歴
史
の
な
か
で
考
え
て
み
る
こ
と
は
無
意
味

で
は
あ
る
ま
い
」
（
W
ぺ
ー
ジ
）
と
視
点
を
明
示
す
る
。

　
今
永
教
授
は
「
福
沢
を
そ
の
原
点
か
ら
考
え
直
し
、
そ
の
周
辺
か
ら
少
し
ず

つ
洗
い
直
し
て
み
た
い
」
（
拉
ぺ
ー
ジ
）
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
姿
勢

は
た
ん
に
福
沢
の
知
核
に
迫
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
史
的
発
想
に
も
つ
な

が
り
、
ま
た
民
衆
史
に
も
結
東
す
る
点
で
き
わ
め
て
大
き
な
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
第
一
章
と
第
二
章
で
は
豊
前
の

漢
学
が
、
そ
し
て
第
三
章
と
第
四
章
は
豊
前
の
国
学
の
情
況
が
語
ら
れ
、
そ
の

地
域
の
同
時
代
的
文
化
な
ら
び
に
知
的
情
況
が
ま
ざ
ま
ざ
し
く
明
ら
か
に
な
る

点
で
、
私
の
指
摘
は
誤
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
情
況
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
し
か
し
な
が
ら
、
福
沢
の
思
想

　
　
　
紹
介
と
批
評

核
形
成
の
外
因
と
し
て
は
、
そ
の
重
大
性
は
薄
れ
る
こ
と
を
も
意
味
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
つ
ま
り
、
今
永
教
授
が
、
福
沢
の
儒
学
的
素
養
を
考
究
す
る
時
、
そ

し
て
福
沢
の
国
家
思
想
を
儒
学
の
師
と
の
共
通
性
に
発
見
し
よ
う
と
す
る
時
、

そ
こ
で
の
指
摘
は
推
定
の
域
を
脱
し
な
い
こ
と
が
逆
に
明
ら
か
に
な
つ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
彼
〔
白
石
照
山
“
内
山
〕
に
漢
学
の
手
ほ
ど
き

を
う
け
た
福
沢
諭
吉
が
文
学
を
重
視
し
つ
つ
も
自
然
科
学
の
紹
介
・
導
入
に
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
の
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

め
た
り
、
実
学
を
強
調
し
た
り
し
た
こ
と
に
も
、
照
山
の
無
形
の
影
響
が
あ
る

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
六
〇
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
“
内
山
）
と
か
、
「
国
権

論
に
お
い
て
は
福
沢
は
伝
統
的
な
思
考
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

照
山
の
国
権
思
想
の
無
形
の
影
響
を
見
出
す
よ
う
な
思
い
が
す
る
」
（
七
七
ぺ
ー

ジ
、
傍
点
ー
内
山
）
と
さ
れ
る
叙
述
に
、
こ
の
点
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
．

　
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
中
津
時
代
に
お
け
る
福
沢
の
知
的
学
習
の
そ
の
思
想

形
成
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
探
り
針
を
入
れ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
が
手
に

と
る
よ
う
に
分
る
の
で
あ
り
、
『
自
伝
』
が
傑
作
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「
如
斯

な
こ
と
を
思
え
ば
、
父
の
生
涯
、
四
十
五
年
の
其
間
、
封
建
制
度
に
束
縛
せ
ら
れ

て
何
事
も
出
来
ず
、
空
し
く
不
平
を
呑
ん
で
世
を
去
り
た
る
こ
そ
遺
憾
な
れ
。

又
初
生
児
の
行
末
を
謀
り
、
之
を
坊
主
に
し
て
も
名
を
成
さ
し
め
ん
と
ま
で

に
決
心
し
た
る
其
心
中
の
苦
し
さ
、
其
愛
情
の
深
き
、
私
は
毎
度
此
事
を
思
出

し
、
封
建
の
門
閥
制
度
を
憤
る
と
共
に
、
亡
父
の
心
事
を
察
し
て
独
り
泣
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
為
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
す
る
福
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
中
津
を
見
つ
く
し
て
し
ま
う
短
絡
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
む
ず
か
し
さ

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
挑
み
、
短
絡
を
拒
否
し
た
今
永
教
授
に
、
私
が
共
感
と
敬
意
を
払
い
つ
つ
、
本

書
を
読
み
進
め
た
の
は
、
教
授
が
ど
ん
な
に
か
福
沢
に
近
接
し
よ
う
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
（
九
五
｝
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

近
接
で
き
な
い
そ
の
も
ど
か
し
さ
が
行
間
に
読
み
と
れ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

※
　
※

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
第
一
章
『
野
本
白
巌
の
南
進
論
」
お
よ
び
第
二

章
「
白
石
照
山
と
福
沢
諭
吉
」
を
も
つ
て
「
豊
前
の
漢
学
」
状
況
、
そ
し
て
第

三
章
「
柳
田
清
雄
と
渡
辺
国
学
」
お
よ
び
第
四
章
　
「
増
田
宋
太
郎
と
西
南
戦

争
」
を
も
つ
て
そ
の
「
国
学
」
状
況
を
叙
述
し
、
第
五
章
「
福
沢
諭
吉
の
ア
ジ

ア
観
」
お
よ
び
第
六
章
「
福
沢
諭
吉
の
『
脱
亜
論
』
」
を
も
つ
て
、
前
諸
章
を

受
け
た
形
で
福
沢
へ
の
集
約
を
果
た
し
て
い
る
。

　
三
浦
梅
園
・
帆
足
万
里
・
広
瀬
淡
窓
の
〈
豊
後
学
〉
と
し
て
の
漢
学
が
「
梅
園
・

万
里
が
漢
学
に
西
欧
の
自
然
科
学
を
と
り
入
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
条
理

学
・
窮
理
学
と
い
う
学
問
を
形
成
し
た
の
に
対
し
て
、
日
田
の
淡
窓
は
筑
前
の

亀
井
南
漠
・
昭
陽
父
子
の
学
問
を
継
承
し
て
、
蘭
学
な
ど
の
西
洋
思
想
を
吸
収

す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
」
（
九
べ
ー
ジ
）
点
で
二
系
統
に
分
離
し
た
な
か
で
、
豊

前
の
思
想
界
は
、
万
里
の
高
弟
野
本
白
巌
に
よ
つ
て
新
し
い
位
相
が
導
入
さ
れ

た
。

　
梅
園
・
万
里
の
特
色
は
、
一
に
「
西
欧
の
科
学
思
想
を
漢
学
に
摂
取
し
、
独

創
的
な
条
理
学
・
窮
理
学
を
体
系
化
」
し
た
点
と
、
二
に
「
経
世
・
実
用
の
学

と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
」
（
一
〇
ぺ
ー
ジ
）
に
あ
る
点
で
あ
る
。
さ

ら
に
「
幕
末
の
中
津
・
宇
佐
に
お
け
る
学
問
を
考
察
す
る
と
き
、
注
目
を
ひ
く

こ
と
は
、
漢
学
と
国
学
思
想
と
が
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
」
事
実
で
あ

る
。
今
永
教
授
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
日
本
儒
学
史
を
概
観
し
た
場
合
、
江
戸
幕
藩
体
制
の
政
治
イ
デ
オ
・
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
九
五
二
）

　
　
！
の
役
割
を
果
し
た
朱
子
学
は
、
但
彼
学
の
出
現
に
よ
つ
て
『
天
理
』
に

　
　
か
え
る
に
『
作
為
』
、
つ
ま
り
人
為
的
な
聖
人
の
道
を
追
究
し
、
朱
子
学

　
　
的
原
理
を
克
服
す
る
方
向
を
模
索
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
朱
子
学
的

　
　
『
天
理
』
の
法
則
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
儒
学
は
朱
子
学
と
は

　
　
異
る
変
質
を
と
げ
、
こ
こ
に
国
学
の
展
開
と
い
う
新
た
な
道
を
切
り
開
く

　
　
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
」
（
二
ぺ
ー
ジ
）

　
中
津
・
宇
佐
の
幕
末
漢
学
者
で
あ
る
野
本
白
巖
お
よ
び
白
石
照
山
が
、
狙
裸

学
派
の
亀
井
派
漢
学
に
傾
倒
し
た
ポ
イ
ソ
ト
は
重
大
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
白

巌
・
照
山
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
幕
末
の
中
津
・
宇
佐
の
漢
学
は
、
豊
前
に
お

け
る
国
学
の
発
達
を
も
促
す
役
割
り
を
果
し
た
の
で
あ
つ
て
、
豊
前
の
儒
学
が

狙
棟
学
の
流
れ
を
う
け
て
い
た
」
（
一
一
ぺ
ー
ジ
）
が
、
キ
イ
・
ト
ー
ン
と
し
て

本
書
を
貫
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
れ
ば
、
「
白
巌
・
照
山
の
学

問
は
、
豊
前
知
識
人
の
国
学
受
容
と
そ
の
展
開
を
準
備
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
幕
末
の
多
彩
な
思
想
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

（
二
ー
コ
一
ぺ
ー
ジ
）
状
景
が
こ
こ
に
ひ
ら
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
白
巌
が
こ
う
し
た
知
的
脈
絡
の
中
で
「
漢
学
に
加
え
て
蘭
学
に
も
関
心
を
寄

せ
て
お
り
、
西
洋
の
自
然
科
学
を
も
吸
収
し
な
が
ら
、
国
家
の
経
倫
を
説
く
新

し
い
実
学
的
方
法
」
（
一
六
ぺ
ー
ジ
）
を
と
る
に
い
た
つ
た
の
は
、
そ
し
て
『
海

防
論
』
に
そ
の
国
家
経
倫
へ
の
抱
負
を
た
ぎ
こ
め
た
の
も
、
い
わ
ば
必
然
的
で

あ
つ
た
ろ
う
。

　
そ
の
白
巌
の
『
海
防
論
』
と
し
て
の
南
進
論
が
、
次
章
で
の
白
石
照
山
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
つ
な
が
り
で
、
福
沢
の
脱
亜
論
に
微
妙
に
投
影
し
て
い
る
、
と
見
る
の
が
第

一
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
福
沢
の
　
『
脱
亜
論
』
に
は
南
進
論
が



具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
南
進
論
を
ふ
く
み
、

ま
た
同
時
に
容
易
に
南
進
論
へ
と
転
換
し
う
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

『
脱
亜
論
』
の
論
理
の
源
流
を
考
え
る
と
き
、
中
津
藩
儒
官
野
本
白
巌
が
南
進

論
を
主
体
と
し
た
海
防
策
を
論
述
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
も
の
と
い
え
る
」
（
一
九
ぺ
ー
ジ
）
の
で
あ
る
。

　
白
巖
の
海
防
論
の
骨
子
は
、
「
防
衛
的
に
西
洋
列
強
の
侵
略
を
防
禦
す
る
の

で
は
な
く
、
『
大
艦
巨
骸
』
を
製
造
し
て
国
家
を
守
備
し
、
少
な
く
と
も
船
艦

の
半
数
は
外
国
を
周
遊
し
て
海
外
事
情
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
時
に
攻
撃
的

に
侵
冠
・
掠
奪
を
行
う
こ
と
も
い
と
わ
ね
」
（
三
〇
ぺ
！
ジ
）
と
こ
ろ
に
あ
つ

た
。
つ
ま
り
〈
進
取
的
海
防
論
〉
で
あ
り
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
封
建
制
の

強
化
に
よ
る
国
防
体
制
の
確
立
を
基
礎
と
し
た
点
に
あ
つ
た
。
さ
ら
に
そ
の
進

取
性
は
、
当
時
一
般
の
知
識
人
が
北
進
論
に
そ
の
主
張
点
を
お
い
た
の
に
反
し

て
、
南
進
論
に
強
い
力
点
を
お
い
た
こ
と
も
、
そ
の
特
色
で
あ
つ
た
。

　
か
く
し
て
、
今
永
教
授
は
、
「
福
沢
の
漢
学
の
師
白
石
照
山
が
、
中
津
藩
校

進
修
館
で
藩
儒
だ
つ
た
白
巌
か
ら
漢
学
を
学
び
、
白
巌
と
同
じ
よ
う
に
『
北
門

の
危
機
』
を
強
調
し
た
事
実
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
白
巌
は
伝
統
思
想
に
密
着

し
、
福
沢
は
伝
統
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
と
い
う
根
本
的
相
違
は
あ
る
に

し
て
も
、
海
防
策
・
国
防
論
な
い
し
国
権
論
に
つ
い
て
は
、
福
沢
が
少
年
の
こ

ろ
照
山
か
ら
直
接
対
外
危
機
に
め
ざ
め
た
政
治
へ
の
関
心
を
ぢ
か
に
ひ
き
お
こ

さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
思
想
的
な
系
譜
が
な
い
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
」
（
四
三
－
四
べ
ー
ジ
）
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
白
巌
が
福
沢
の
思
想
形
成
の
遠
因
と
見
る
立
場
は
、
福
沢
の
漢
学
の
師
白
石

照
山
の
位
置
を
強
調
し
な
い
わ
け
に
は
す
む
ま
い
。
第
二
章
は
そ
の
意
味
で
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

明
ら
か
に
、
今
永
教
授
の
本
書
で
の
重
要
な
部
分
に
な
つ
て
い
る
。
そ
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
照
山
の
国
権
論
に
あ
る
。
彼
の
国
防
論
『
備
魯
西
亜
策
』
は
、
ロ
シ

ア
の
武
力
脅
威
の
排
除
策
と
し
て
、
奥
羽
諸
侯
に
北
海
道
を
分
担
さ
せ
、
そ
れ

に
よ
つ
て
国
防
的
封
建
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
眼
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
照
山
は
白
巌
の
よ
う
に
大
艦
論
を
提
唱
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
南
進
論
や

北
進
論
も
唱
え
な
か
つ
た
が
、
国
権
論
に
お
い
て
は
両
者
一
致
し
、
漢
学
者
の

立
場
か
ら
中
国
の
歴
史
に
範
を
求
め
て
、
国
際
危
機
の
対
策
を
模
索
し
た
の
で

あ
つ
た
。
彼
も
ま
た
現
状
に
批
判
的
な
経
世
学
の
視
点
か
ら
、
対
外
危
機
に
め

ざ
め
た
政
治
的
関
心
を
高
め
た
。
」
（
六
八
ぺ
ー
ジ
）

　
今
永
教
授
は
、
福
沢
の
漢
学
の
素
養
が
「
一
と
通
り
漢
学
者
の
前
座
ぐ
ら
い

な
つ
て
い
た
」
（
『
自
伝
』
）
と
こ
ろ
か
ら
、
「
福
沢
が
『
泰
西
究
理
』
の
実
学
を

希
求
し
、
そ
こ
か
ら
近
代
思
想
の
萌
芽
を
も
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
反

面
、
伝
統
的
な
『
天
』
と
い
う
理
念
を
使
用
し
て
変
革
的
原
理
を
説
明
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
」
（
七
〇
ぺ
ー
ジ
）
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
「
福
沢
の
国
権
論
が
伝
統
的
な
思
考
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ

照
山
の
国
権
意
識
の
無
形
の
影
響
」
（
七
七
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
旧
内
山
）
の
上
に
な
り

立
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
指
摘
は
、
し
か
し
、
福
沢
が
欧
化
主
義
を
抜
け
で
て
、
西
洋
文
明
を
克

服
す
る
べ
き
対
象
と
し
た
こ
と
、
そ
こ
に
彼
の
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
い
う
人
間
と
国
家
を
有
意
に
結
ぶ
た
め
の
媒
介
項
の
求
め
方
を
、
国
際
環
境

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
モ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
変
化
に
よ
る
危
機
意
識
と
欧
米
列
強
の
侵
略
か
ら
の
防
衛
を
照
山
や
白
巌
と

同
一
方
向
に
と
り
す
ぎ
る
憾
み
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
解
放
さ
れ
た
知
識
人
と
は
、
生
き
の
び
て
い
る
習
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
（
九
五
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
圧
力
か
ら
も
、
ま
た
か
れ
ら
、
国
家
主
義
の
教
義
と
人
為
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー

を
吹
き
込
も
う
と
す
る
宣
伝
家
の
操
作
的
攻
撃
の
圧
力
か
ら
も
、
自
己
を
精
神

的
に
離
脱
さ
せ
う
る
人
間
」
（
池
田
秀
男
訳
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
未
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

社
、
一
一
三
ぺ
ー
ジ
）
だ
と
規
定
し
た
、
そ
の
解
放
さ
れ
た
知
識
人
と
し
て
の
福

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

沢
と
、
危
機
意
識
に
と
ら
わ
れ
、
漢
学
に
と
ら
わ
れ
た
照
山
の
く
と
ら
わ
れ
V

と
は
、
果
し
て
同
一
線
上
に
位
置
し
う
る
も
の
な
の
か
。
〈
抜
け
で
る
V
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
し
て
洋
学
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
そ
の
手
段
性
の
強
調
に
、
福
沢
の
合
理
精
神

の
い
し
づ
え
が
あ
る
し
、
同
時
に
あ
る
種
の
混
迷
が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

※
※
※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
豊
前
の
国
学
を
論
じ
た
第
三
・
四
章
は
、
福
沢
の
暗
殺
を
執
拗
に
試
み
た
国

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

学
者
た
ち
と
し
て
福
沢
に
対
極
的
に
か
か
わ
り
を
も
つ
、
つ
ま
り
、
本
居
・
平

田
の
学
風
を
継
承
し
、
「
い
わ
ゆ
る
古
道
派
国
学
を
中
心
に
展
開
し
、
東
九
州

の
一
角
に
『
草
葬
屈
起
』
の
精
神
を
培
つ
た
」
（
九
〇
ぺ
ー
ジ
）
中
津
・
宇
佐
の

国
学
は
、
盲
目
の
柳
田
清
雄
（
第
三
章
）
と
増
田
宋
太
郎
（
第
四
章
）
に
よ
つ

て
、
今
永
教
授
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
明
治
政
府
が
近
代
化
政
策
を
推
進
し
、
民
権
の
実
現
に
力
点
を
お
か
な
か
っ

た
点
が
彼
ら
に
よ
つ
て
撤
底
的
に
批
判
の
対
象
に
な
つ
た
の
は
、
茸
葬
の
国
学

と
し
て
地
方
民
衆
に
そ
れ
が
結
び
つ
い
て
、
一
種
の
民
権
論
の
担
い
手
に
な
つ

た
こ
と
に
ょ
る
。
「
そ
れ
は
民
衆
に
語
り
か
け
る
と
い
う
点
で
は
、
『
治
国
安

民
』
と
い
う
為
政
者
の
立
場
か
ら
、
自
ら
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
つ
た
」
（
八

一
ペ
ー
ジ
）
の
だ
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
対
外
危
機
の
深
ま
り
に
と
も
な
う

く
国
権
V
の
確
立
が
、
国
家
を
内
か
ら
支
え
る
人
民
、
つ
ま
り
草
葬
の
権
利
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
（
九
五
四
）

　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ

大
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
す
る
立
場
に
立
ち
つ
く
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
草
葬
の
国
学
が
福
沢
暗
殺
に
結
ん
で
ゆ
く
に
は
、
も
う
一
つ
の
事

情
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
政
復
古
後
の
中
津
藩
に
あ
つ
て
は
、
上
級
武
士
が

福
沢
の
影
響
下
に
開
明
派
を
形
成
し
て
主
導
権
を
に
ぎ
つ
た
た
め
に
、
下
級
武

士
（
道
生
館
派
）
の
尊
撰
意
識
が
た
め
ら
れ
た
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
に
福
沢
の

痛
烈
な
儒
教
批
判
ひ
い
て
は
国
学
に
対
す
る
批
判
が
か
ら
ん
で
く
る
。
か
く
し

て
、
「
道
生
館
派
、
す
な
わ
ち
宋
太
郎
ら
は
、
中
津
藩
か
ら
幕
府
研
修
生
と
し

て
欧
米
諸
国
に
派
遣
さ
れ
、
進
ん
だ
西
洋
の
文
物
制
度
や
思
想
を
日
本
に
移
植

し
て
近
代
化
を
は
か
り
、
新
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
福

沢
を
、
『
国
賊
』
と
し
て
と
ら
え
、
福
沢
の
暗
殺
を
計
画
・
実
行
せ
ん
と
し
た

の
で
あ
る
。
」
（
一
〇
五
ぺ
ー
ジ
）

　
福
沢
の
暗
殺
が
暗
殺
者
た
ち
の
功
名
争
い
と
い
う
奇
妙
な
事
実
の
中
で
消
滅

し
た
こ
と
は
失
笑
も
の
だ
が
、
そ
の
暗
殺
者
の
中
心
的
存
在
と
し
て
の
福
沢
の

再
従
兄
増
田
宋
太
郎
の
西
南
戦
争
へ
の
同
調
・
挙
兵
は
か
な
り
興
味
を
そ
そ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
増
田
が
前
述
し
た
国
学
者
の
役
割
の
担
い
手
と
し
て
、
尊
擾

派
か
ら
共
憂
社
の
結
成
に
よ
る
自
由
民
権
論
者
へ
と
変
貌
す
る
情
況
は
特
に
奇

と
す
る
に
た
り
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
板
垣
退
助
と
の
連
携
に
よ
つ
て
「
中
津

地
方
の
自
由
党
の
首
領
」
的
存
在
に
な
つ
た
こ
と
も
怪
し
む
に
た
り
な
い
。
し

か
し
、
共
憂
社
の
機
関
紙
『
田
舎
新
聞
』
に
よ
る
政
府
弾
劾
が
、
西
郷
の
決
起

に
応
じ
て
の
五
八
名
に
よ
る
中
津
隊
挙
兵
が
、
当
時
の
宇
佐
郡
三
九
か
村
に
わ

た
る
百
姓
一
揆
の
ひ
き
が
ね
に
な
つ
た
こ
と
は
、
地
租
改
正
を
め
ぐ
る
問
題
と

し
て
考
え
て
お
い
て
よ
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
「
増
田
宋
太
郎
は
中
津
隊
を
率
い
て
蜂
起
し
、
西
郷
軍
に
投
じ
て
反
体
制
運



動
に
そ
の
生
死
を
か
け
草
葬
革
命
へ
の
情
念
を
も
や
し
た
。
そ
れ
は
、
王
政
復
古

に
な
つ
て
四
民
平
等
を
立
場
と
す
る
社
会
が
実
現
は
し
た
も
の
の
、
実
質
的
に

は
ほ
と
ん
ど
変
革
が
み
ら
れ
ず
、
幕
府
政
権
に
代
つ
て
藩
閥
政
府
か
成
立
し
た

に
す
ぎ
な
い
現
実
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
自
由
民
権
運
動
に
合
体
し
て
い
く

旧
尊
撰
派
に
共
通
す
る
思
想
的
特
質
で
も
あ
つ
た
」
（
一
五
四
ぺ
ー
ジ
）
が
、
「
宋

太
郎
の
場
合
は
共
憂
社
の
メ
ン
バ
ー
に
後
藤
順
平
ら
士
族
以
外
の
農
民
や
町
民

を
も
組
織
し
て
、
士
族
中
心
の
民
権
か
ら
脱
皮
し
、
『
撰
夷
』
の
概
念
を
普
遍

的
な
抵
抗
の
概
念
に
高
め
た
」
（
一
五
七
ぺ
ー
ジ
）
と
こ
ろ
に
特
色
が
認
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
福
沢
の
放
伐
論
と
し
て
の
「
有
名
無
実
と
認
む
可

き
政
府
は
之
を
顛
覆
す
る
も
義
に
於
て
妨
げ
な
し
」
（
『
丁
丑
公
論
』
）
に
、
そ
の

論
脈
は
異
な
る
に
し
て
も
、
結
ん
で
ゆ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
こ
こ
に
は
、
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ

沢
の
洋
学
的
民
権
と
宋
太
郎
の
草
葬
的
民
権
と
が
奇
」
）
く
も
結
合
し
う
る
可
能

性
」
（
一
六
七
べ
ー
ジ
、
傍
点
“
内
山
）
が
見
ら
れ
る
。

※
※
※
※

　
第
五
・
六
章
は
福
沢
の
ア
ジ
ア
観
と
脱
亜
論
に
照
明
が
与
え
ら
れ
る
。
福
沢

の
対
外
危
機
意
識
が
き
わ
め
て
深
か
つ
た
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
し
、
だ
か

ら
こ
そ
一
身
の
独
立
と
国
家
の
独
立
を
懸
命
に
啓
蒙
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
何

よ
り
も
欧
米
諸
国
に
た
い
す
る
「
独
立
」
の
主
張
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、

半
開
・
野
蛮
な
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
「
独
立
」
不
安
は
深
刻
で
は
な
い
の
で
あ

り
、
か
く
て
ア
ジ
ア
の
中
で
の
独
立
で
は
な
く
、
文
明
世
界
の
中
で
の
独
立
が

第
一
に
優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
く
脱
亜
入

欧
V
で
あ
つ
た
の
だ
。
今
永
教
授
が
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ

　
　
　
紹
介
と
批
評

た
の
は
、
ア
ジ
ア
侵
略
の
イ
デ
オ
・
ー
グ
と
し
て
の
福
沢
で
な
く
、
状
況
認
識

と
先
見
性
に
お
い
て
文
明
史
家
で
あ
つ
た
福
沢
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

　
　
「
そ
こ
に
は
、
文
明
化
π
西
洋
化
を
強
く
求
め
て
欧
米
諸
国
に
対
し
て
独

　
　
立
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
わ
が
国
の
自
負
、
一
方
、
文
明
化
を
な
し
え
な

　
　
い
中
国
、
朝
鮮
に
対
す
る
失
望
と
蔑
視
、
そ
し
て
、
両
国
の
非
文
明
化
が

　
　
日
本
外
交
に
及
ぽ
す
悪
影
響
に
対
す
る
危
惧
の
念
が
吐
露
さ
れ
、
結
局
、

　
　
日
本
は
西
洋
の
文
明
国
と
進
退
を
と
も
に
す
べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
論
調

　
　
と
な
つ
て
い
る
。
」
（
二
〇
九
ぺ
ー
ジ
）

　
し
か
し
、
福
沢
が
独
立
の
手
段
と
し
た
西
洋
文
明
が
き
わ
め
て
攻
撃
的
な
そ

れ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
わ
れ
は
心
に
お
い
て
ア
ジ
ア
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
す
る

も
の
な
り
」
（
『
脱
亜
論
』
）
が
、
大
日
本
帝
国
の
膨
脹
主
義
に
接
続
さ
れ
る
お
そ

れ
は
十
分
に
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
福
沢
の
文
明
観
が
一
種
の
相
対
主
義

で
あ
り
、
西
欧
化
絶
対
主
義
で
な
く
、
西
欧
文
明
の
超
克
に
よ
る
よ
り
高
度
な

文
明
社
会
の
実
現
を
希
求
し
て
い
た
点
（
一
九
三
ぺ
ー
ジ
参
照
）
を
カ
ウ
ン
ト
し

て
お
か
な
い
と
、
思
想
家
福
沢
の
意
味
を
歴
史
的
に
問
え
な
く
な
る
、
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
「
福
沢
を
そ
の
原
点
か
ら
考
え
直
し
、
そ
の
周
辺
か
ら
少
し
ず
つ
洗
い
直
」

て
み
た
い
」
（
短
ぺ
ー
ジ
）
と
今
永
教
授
は
書
い
て
お
ら
れ
る
。

　
福
沢
研
究
に
あ
つ
て
、
そ
の
思
想
形
成
前
期
は
も
つ
と
も
困
難
な
と
こ
ろ
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
福
沢
が
前
述
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
く
知
識
人
V
の

性
格
を
特
徴
的
に
備
え
て
い
て
、
い
わ
ば
思
想
の
ぬ
ぎ
か
え
．
ぬ
ぎ
捨
て
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
（
九
五
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

る
く
自
己
解
放
V
の
実
践
者
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
思
想
核
の
形
成
を
、
現
代
政
治
学
的
に
い
え
ば
、
第
一
次
社

会
化
過
程
に
お
い
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
福
沢
研
究
家
に
は
つ
い
て
ま

わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
永
教
授
の
論
考
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
あ
る

種
の
違
和
感
が
生
ま
れ
て
く
る
の
を
私
は
ふ
せ
げ
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
本
書
が
、
福
沢
研
究
の
い
ち
ば
ん
厄
介
な
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
手
を
入

れ
に
く
い
と
こ
ろ
に
ふ
み
分
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治

へ
の
転
回
の
思
想
史
的
背
景
が
見
事
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
驚
嘆
し

た
。
今
永
教
授
が
本
研
究
を
踏
ま
え
ら
れ
て
、
よ
り
さ
ら
な
る
展
開
を
わ
れ
わ

に
提
供
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
版
・
二
五
四
ぺ
ー
ジ
・
勤
草
書
房
刊
・
一
九
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
九
・
六
・
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
　
秀
夫

一
〇
　
　
（
九
五
六
）


