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近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
草
創
と

福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
の
再
考
察川

合

隆

男

一

近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
草
創

二

福
沢
諭
吉
の
社
会
思
想
形
成
の
特
徴

三

福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
に
つ
い
て
の
再
考
察

四

む
す
び
に一

近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
草
創

わ
た
し
た
ち
の
身
の
廻
り
を
み
て
も
衣
食
住
や
情
報
通
信
︑
交
通
︑
医
療
等
の
動
き
や
変
化
は
止
ま
る
こ
と
な
く
日
進
月
歩
の
世

界
で
あ
る
︒
同
様
に
学
問
の
世
界
も
︑
社
会
学
の
領
域
と
い
え
ど
も
日
進
月
歩
で
あ
る
︒
諸
学
問
や
社
会
学
の
最
前
線
の
動
向
に
し

っ
か
り
眼
を
す
え
て
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒

同
時
に
︑
学
問
の
歴
史
を
振
り
返
り
そ
の
土
壌
を
掘
り
起
こ
し
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
試
み
が
衰
え

る
と
︑
い
く
ら
新
し
い
種
子
を
次
ぎ
次
ぎ
と
蒔
い
て
も
育
た
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
本
稿
は
福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
を
中
心
に
と
り
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あ
げ
て
日
本
社
会
学
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
模
索
す
る
小
論
で
あ
る
︒

日
本
社
会
学
史
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑︵
ａ
︶
社
会
思
想
な
い
し
社
会
学
思
想
︑
社
会
学
説
︑
社
会
学
上
の
理
論
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
る
学
史
研
究
︑︵
ｂ
︶
人
々
の
生
活
︑
社
会
問
題
︑
社
会
観
察
・
社
会
調
査
な
ど
に
焦
点

を
据
え
る
学
史
研
究
︑︵
ｃ
︶
社
会
学
の
個
別
領
域
を
対
象
と
す
る
学
史
研
究
︑︵
ｄ
︶
学
問
運
動
・
活
動
の
組
織
化
お
よ
び
制
度
化

の
動
き
に
焦
点
を
あ
て
る
学
史
研
究
︑︵
ｅ
︶
社
会
学
の
学
問
運
動
・
活
動
を
担
っ
た
個
々
人
の
足
跡
に
焦
点
を
あ
て
る
学
史
研
究

な
ど
に
一
応
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒
本
稿
は
︑
主
に
︵
ａ
︶
の
領
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒

1

福
沢
諭
吉
に
関
し
て
は
広
く
よ
く
知
ら
れ
て
彼
の
著
作
も
多
く
︑
こ
れ
ま
で
に
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
の
研
究
も
厖
大
な
も
の
に
な

っ
て
き
て
い
る
︒
し
か
し
︑
近
代
日
本
社
会
学
史
研
究
の
な
か
で
彼
の
社
会
学
思
想
に
関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
に
極
め
て
少
な
い
︒

武
田
良
三
は
﹁
わ
が
国
に
お
け
る
市
民
社
会
の
形
成
と
社
会
学
﹂
と
い
う
論
文
の
な
か
で
﹁
福
沢
が
日
本
の
市
民
社
会
形
成
の
旗

手
で
あ
り
﹂︑﹁
一
個
の
独
自
の
社
会
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
﹂︑﹁
福
沢
の
﹁
人
間
交
際
の
論
﹂
と
は
ま
ご
う
方
な
く
一
個
の
社
会
学
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
︵

︶
﹂
と
し
て
︑
中
等
社
会
論
︑
市
民
社
会
論
の
視
点
か
ら
福
沢
の
社
会
学
を
位
置
づ
け
て
い
た
︒
蔵
内
数
太

2

は
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
成
立
過
程
に
お
い
て
福
沢
諭
吉
が
特
に
近
代
科
学
の
因
果
的
考
察
法
や
社
会
観
察
を
身
に
つ
け
て
そ
れ

を
社
会
に
適
用
し
て
い
た
点
に
注
目
し
て
︑﹁
わ
が
社
会
学
の
歴
史
に
お
い
て
占
む
べ
き
彼
の
地
位
の
重
要
な
る
こ
と
を
考
え
さ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
彼
は
社
会
学
の
学
論
は
し
な
か
っ
た
が
︑
社
会
学
を
実
践
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︵

︶
﹂
と
指
摘
し
て
い
た
︒
と

3

も
に
近
代
日
本
の
社
会
学
史
研
究
の
上
で
先
駆
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
た
と
考
え
る
︒

他
方
︑﹃
日
本
社
会
学
の
形
成
│
九
人
の
開
拓
者
た
ち
│
﹄
を
人
物
史
的
に
書
い
た
大
道
安
次
郎
は
︑
そ
の
中
で
帆
足
万
里
︑
西

周
︑
加
藤
弘
之
︑
外
山
正
一
︑
建
部
遯
吾
︑
遠
藤
隆
吉
︑
米
田
庄
太
郎
︑
高
田
保
馬
を
と
り
あ
げ
て
い
た
が
︑
福
沢
諭
吉
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︵

︶
︒
最
近
に
な
っ
て
接
し
た
富
永
健
一
﹃
思
想
と
し
て
の
社
会
学
│
産
業
主
義
か
ら
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
ま
で

4

│
﹄︵
新
曜
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
で
は
︑
そ
の
序
章
で
﹁
日
本
の
近
代
化
と
西
洋
思
想
│
│
福
沢
諭
吉
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
︑
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日
本
に
お
け
る
社
会
学
思
想
の
生
成
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
文
化
的
な
文
脈
や
福
沢
の
社
会
学
思
想
そ
の
も
の
の
検

討
が
充
分
に
深
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
︑
近
代
化
︑
産
業
化
の
視
点
か
ら
の
み
福
沢
の
思
想
を
と
り
あ
げ
て
い
き
な
り
﹁
第
一
部
︑
サ

ン
・
シ
モ
ン
︑
コ
ン
ト
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
﹂
の
思
想
に
つ
な
い
で
い
く
構
想
や
論
理
は
︑
性
急
の
感
が
否
め
な
か
っ
た
︒

第
二
次
大
戦
の
終
戦
後
に
も
特
に
社
会
学
界
は
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
一
九
六
一
年
に
﹁
日
本
社
会
学
史
学
会
﹂
が
設

立
さ
れ
て
︑
漸
く
河
村
望
﹃
日
本
社
会
学
史
研
究
︵
上
・
下
︶﹄︵
人
間
の
科
学
社
︑
一
九
七
三
︑
一
九
七
五
年
︶
︑
秋
元
律
郎
﹃
日
本

社
会
学
史
│
形
成
過
程
と
思
想
構
造
│
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
一
九
七
九
年
︶
︑
秋
元
﹃
近
代
日
本
と
社
会
学
﹄︵
学
文
社
︑
二
〇
〇

四
年
︶
な
ど
戦
後
日
本
の
代
表
的
な
社
会
学
史
研
究
が
出
現
し
て
き
た
︒
先
に
述
べ
た
社
会
学
史
研
究
の
う
ち
そ
れ
ら
は
︑︵
ａ
︶

社
会
思
想
な
い
し
社
会
学
思
想
︑
社
会
学
上
の
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
領
域
で
の
研
究
で
あ
り
︑
河
村
の
研
究
は
マ
ル
ク
ス

主
義
の
立
場
か
ら
の
も
の
︑
前
述
の
富
永
健
一
の
﹃
思
想
と
し
て
の
社
会
学
﹄
は
近
代
主
義
︑
産
業
主
義
の
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
研
究
︑
武
田
良
三
や
秋
元
の
研
究
は
市
民
社
会
論
を
軸
と
す
る
知
識
社
会
学
的
な
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

本
稿
で
福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
の
再
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
︑
先
に
あ
げ
た
武
田
良
三
や
蔵
内
数
太
が
適
切
に
指
摘
し

て
い
た
福
沢
の
社
会
学
思
想
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
を
継
承
し
て
︑
も
う
少
し
深
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
い
う
意
図
で
あ
る
︒

二

福
沢
諭
吉
の
社
会
思
想
形
成
の
特
徴

わ
た
し
の
手
元
に
あ
る
﹃
図
説

明
治
人
物
事
典
│
│
文
化
人
・
学
者
・
実
業
家
│
│
︵

︶
﹄
を
み
る
と
︑
当
時
の
新
聞
雑
誌
に
の
っ

5

た
人
物
挿
絵
︑
風
刺
画
に
よ
れ
ば
福
沢
諭
吉
は
何
に
で
も
口
を
出
す
﹁
躍は
ね

ッ
蛙
か
え
る

﹂︵﹃
団
団
珍
聞
﹄
明
治
一
〇
年
五
月
二
六
日
号
︶
︑
自

由
民
権
運
動
の
高
揚
に
慎
重
な
姿
勢
を
と
る
福
沢
を
風
刺
し
て
﹁
余
り
深
み
に
踏
み
込
む
ま
い
ぞ
﹂
鷺さ

ぎ

の
﹁
二
の
葦あ
し

﹂︵﹃
団
団
珍

聞
﹄
明
治
一
四
年
一
一
月
一
二
日
号
︶
︑
言
論
人
と
し
て
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
﹁
手
前
味
噌
﹂
の
﹁
お
福
の
手
料
理
﹂︵﹃
団
団
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3



珍
聞
﹄
明
治
一
五
年
一
月
二
一
日
号
︶
︑
福
沢
を
囲
ん
で
慶
應
義
塾
同
窓
会
で
の
質
素
と
清
潔
を
旨
す
る
会
合
に
つ
い
て
﹁
宴
会
の
模

範
﹂︵﹃
二
六
新
聞
﹄
明
治
三
三
年
四
月
一
八
日
号
︶
︑
明
治
三
四
年
二
月
の
福
沢
の
死
去
に
際
し
て
は
﹁
節
分
の
夜
に
福
が
外
﹂
と
し

て
鬼
も
驚
い
て
い
る
様
子
の
挿
絵
︵﹃
団
団
珍
聞
﹄
明
治
三
四
年
二
月
九
日
号
︶
に
描
か
れ
て
い
た
︒

﹁
独
立
自
尊
﹂﹁
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
事
﹂
を
説
い
て
一
身
に
し
て
二
生
を
生
き
﹁
掃
除
破
壊
﹂
と
﹁
建
置
経
営
﹂
を
図

ろ
う
と
し
た
福
沢
の
生
涯
を
少
し
斜
め
に
構
え
て
人
物
挿
絵
や
風
刺
画
と
し
て
描
く
と
︑﹁
躍
ッ
蛙
﹂
や
﹁
二
の
葦
﹂︑﹁
お
福
の
手

料
理
﹂︑﹁
宴
会
の
模
範
﹂︑﹁
節
分
の
夜
に
福
が
外
﹂
な
ど
と
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
︑
あ
る
特
定
の
人
物
像
で
は
な
か

な
か
描
き
切
れ
な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

神
山
四
郎
は
﹁
福
沢
は
固
い
一
つ
の
理
論
を
言
い
張
る
の
で
は
な
く
︑
時
に
応
じ
て
﹁
処
方
箋
﹂
を
書
く
の
だ
と
言
っ
て
い
る
﹂︑

﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
な
思
想
家
﹂﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
家
﹂
で
あ
り
︑﹁
⁝
⁝
初
め
は
自
由
主
義
者
︑
民
権
論
者
︑
あ

と
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
︑
国
権
論
者
と
︑
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
た
の
だ
︑
挫
折
し
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
ど
う
も
と
れ
な

い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
し
て
思
想
家
の
タ
イ
プ
を
イ
ギ
リ
ス
哲
学
者
の
Ｉ
・
バ
ー
リ
ン
の
名
称
を
借
り
て
﹁
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
型
﹂
と

6

﹁
キ
ツ
ネ
型
﹂
の
二
つ
に
分
け
︑
福
沢
は
﹁
た
っ
た
一
つ
の
大
き
い
こ
と
だ
け
を
狙
っ
て
し
ゃ
に
む
進
む
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
型
﹂
で
は
な

く
︑﹁
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
状
況
に
応
じ
て
一
番
妥
当
な
有
効
な
実
現
性
の
あ
る
知
識
を
使
う
賢
い
生
き
方
︑
相

対
主
義
の
行
き
方
﹂
の
﹁
キ
ツ
ネ
型
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵

︶
︒﹃
福
沢
全
集
﹄︑
そ
の
﹁
緒
言
﹂︑﹃
福
翁
自
伝
﹄
な
ど
に
も
よ
く
表
れ

7

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
人
生
を
振
り
返
っ
て
節
節
に
臨
機
応
変
に
対
処
し
て
い
く
姿
で
あ
り
︑
興
味
深
い
指
摘
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒視

点
を
変
え
て
︑
福
沢
の
行
動
傾
向
の
特
徴
と
し
て
特
に
︵
ⅰ
︶
旺
盛
な
好
奇
心
︑︵
ⅱ
︶
起
業
心
︑︵
ⅲ
︶
批
判
精
神
︑︵
ⅳ
︶

﹁
惑
溺
﹂
の
戒
め
︑
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

︵
ⅰ
︶

旺
盛
な
好
奇
心
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鎖
国
か
ら
文
明
化
へ
向
か
う
歴
史
的
な
激
動
の
も
と
で
福
沢
諭
吉
も
強
い
好
奇
心
を
も
ち
続
け
た
情
動
の
人
で
あ
っ
た
︒
強
く
知

情
意
を
持
つ
人
で
あ
っ
た
︒

︵
ⅱ
︶

起
業
心

福
沢
は
新
た
に
い
く
つ
も
の
事
業
を
起
こ
し
た
り
創
業
を
試
み
る
人
で
も
あ
っ
た
︒
慶
應
義
塾
の
創
設
︑
明
治
二
年
﹁
福
沢
屋
諭

吉
﹂
の
名
で
書
物
問
屋
組
合
に
加
入
し
て
出
版
業
の
自
営
に
着
手
し
て
︑
後
の
﹁
慶
應
義
塾
出
版
社
﹂
へ
と
続
く
福
沢
の
出
版
業

︵
明
治
三
～
一
五
年
︶
の
起
業
︵

︶
︑
明
治
一
四
年
の
政
変
後
の
明
治
一
五
年
の
新
聞
社
﹃
時
事
新
報
﹄
社
の
創
業
︑
明
治
六
年
頃
か
ら
自

8

宅
で
集
会
を
催
し
て
演
説
討
論
の
練
習
を
始
め
て
明
治
八
年
五
月
に
三
田
演
説
館
の
開
設
︵

︶
︑
大
学
部
の
創
設
︵
明
治
二
三
年
︶
な
ど

9

も
特
筆
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
自
ら
の
起
業
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
わ
が
国
の
経
済
・
実
業
活
動
を
一
層
推
進
し
て
い
く
必
要
を
説
き
︑
銀

行
・
保
険
・
貿
易
・
鉄
道
・
紡
績
・
海
運
業
な
ど
幅
広
く
支
援
し
人
材
を
も
輩
出
し
て
い
っ
た
︵

︶
︒

10

︵
ⅲ
︶

批
判
精
神
︑
抵
抗
精
神

﹁
私
の
た
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
﹂
と
い
う
﹃
福
翁
自
伝
﹄
の
一
文
の
よ
う
に
︑
自
ら
身
に
し
み
て
前
半
生
を
﹁
掃

除
破
壊
﹂
に
志
す
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
﹁
門
閥
の
人
を
悪に

く

ま
ず
し
て
そ
の
風
習
を
に
く
む
﹂
と
し
て
自
ら
も
新
し
い
風

習
︑﹁
独
立
自
尊
﹂︑
新
し
い
人
間
交
際
の
あ
り
よ
う
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
﹁
我
以
做
古
﹂
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
︒
後
半
生
の
新
し

い
国
家
と
社
会
の
﹁
建
置
経
営
﹂
の
試
み
も
︑
時
と
場
所
を
見
据
え
る
批
判
精
神
︑
懐
疑
の
精
神
︑
抵
抗
精
神
を
失
う
こ
と
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
︒

︵
ⅳ
︶
﹁
惑
溺
﹂
へ
の
戒
め

今
日
で
は
﹁
惑わ

く

溺で
き

﹂
と
い
う
言
葉
も
︑
福
沢
諭
吉
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
は
重
要
な
側
面
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
惑

溺
﹂
と
い
う
言
葉
が
も
っ
と
も
明
確
に
出
て
い
る
の
は
福
沢
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
で
あ
り
︵

︶
︑﹁
古
習
﹂︑﹁
権
力
偏
重
﹂︑
虚
飾
︑
迷

11

信
・
妄
信
・
尚
古
︑
頑
固
な
文
明
主
義
一
辺
倒
・
欧
化
主
義
︑
ま
た
極
端
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
主
義
・
宗
教
主
義
な
ど
で
﹁
習
用
の
久
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し
き
︑
あ
る
い
は
そ
の
事
物
に
就
き
︑
実
の
効
用
を
ば
忘
れ
て
︑
た
だ
そ
の
物
の
み
を
重
ん
じ
︑
こ
れ
を
装
い
こ
れ
を
飾
り
︑
こ
れ

を
愛
し
こ
れ
を
眷け
ん

顧こ

し
︑
甚
だ
し
き
は
他
の
不
便
利
を
問
わ
ず
し
て
ひ
た
す
ら
こ
れ
を
保
護
せ
ん
と
す
る
に
至
る
こ
と
あ
り
︵

︶
﹂
と
す

12

る
﹁
惑
溺
﹂
へ
の
戒
め
で
あ
る
︒

更
に
︑
福
沢
の
思
想
形
成
の
特
徴
は
︑
基
本
的
に
は
福
沢
自
ら
の
幼
少
期
か
ら
の
生
活
体
験
や
歴
史
経
験
に
支
え
ら
れ
て
︑
欧
米

の
啓
蒙
思
想
と
の
出
会
い
に
刺
激
さ
れ
つ
つ
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
文
明
化
に
み
る
民
心
の
発
達
と
国
家
の
独
立
を
図
る
か
を
生
涯
に

わ
た
っ
て
模
索
し
続
け
た
重
層
的
な
思
想
形
成
に
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
は
︑︵
ａ
︶
経
験
の
思
想
化
︑︵
ｂ
︶
学
問
に
よ
る
思
想

化
︑
(ｃ
︶
歴
史
状
況
に
お
け
る
再
解
釈
に
よ
る
思
想
化
と
い
う
三
つ
の
働
き
で
あ
る
︒

︵
ａ
︶

経
験
の
思
想
化

﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
の
初
編
の
冒
頭
に
あ
る
﹁
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
﹂
と
い
う
一
文
は

あ
ま
り
に
も
有
名
な
天
賦
人
権
論
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
独
立
宣
言
︵
一
七
七
六
年
︶
の
冒
頭
や
福
沢

﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
で
の
﹁
チ
ャ
ン
ブ
ル
氏
の
経
済
書
﹂
翻
訳
な
ど
が
確
実
に
強
く
影
響
し
て
こ
の
よ
う
な
一
文
を
書
か
せ
﹁
云﹅

え﹅

り﹅

﹂
と
記
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
よ
り
根
底
的
に
は
自
ら
の
生
い
立
ち
や
体
験
︑
当
時
の
歴
史
状
況
で
の
西
洋
経
験
に
裏
打
ち

さ
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
先
に
も
引
用
し
た
が
﹃
福
翁
自
伝
﹄
に
﹁
私
は
毎
度
こ
の
こ
と
を
思
い
出
し
︑

封
建
の
門
閥
制
度
に
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
た
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵

か
た
き

で

御
座
る
﹂
と
あ
り
︑﹁
交つ

き

際あ
い

︑
朋
友
互
い
に
交
わ
っ
て
遊
ぶ
子
供
遊
の
間
に
も
︑
ち
ゃ
ん
と
門
閥
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
て
横
風

至
極
だ
か
ら
︑
子
供
心
に
腹
が
立
っ
て
た
ま
ら
ぬ
﹂︑
ま
た
︑﹁
父
母
の
遺
伝
﹂
と
し
て
﹁
私
は
中
津
に
い
て
上
流
士
族
か
ら
蔑
視
さ

れ
て
い
な
が
ら
︑
私
の
身
分
以
下
の
藩
士
は
勿
論
︑
町
人
百
姓
に
向
か
っ
て
も
︑
仮
初
め
に
も
横
風
に
構
え
て
そ
の
人
目
下
に
見み

下く
だ

し
て
威
張
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
寸

ち

よ

い

と
も
し
た
こ
と
が
な
い
﹂
と
書
い
て
お
り
︑
こ
う
し
た
経
験
に
支
え
ら
れ
て
﹃
学
問
の
す
す

め
﹄
で
﹁
人
は
同
等
な
る
事
﹂
の
天
賦
人
権
の
権
利
通
義
の
同
等
を
宣
言
す
る
一
方
で
︑
権・

利・

通・

義・

と
人
の
働
き
と
し
て
の
有・

様・

と
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の
異
な
る
趣
旨
を
説
い
て
い
っ
た
︒

長
崎
そ
し
て
︑
大
阪
︑
緒
方
塾
で
の
蘭
学
修
行
︑
自
ら
進
ん
で
咸
臨
丸
に
乗
っ
て
の
万
延
元
︵
一
八
六
〇
︶
年
初
め
て
の
ア
メ
リ

カ
へ
の
渡
航
︑﹁
社
会
上
の
習
慣
風
俗
は
少
し
も
分
か
ら
な
い
﹂
ま
ま
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
聞
を
重
ね
て
帰
国
し
て
い
る
︒
福
沢
は
更

に
文
久
二
︵
一
八
六
二
︶
年
の
使
節
団
に
﹁
反
訳
方
﹂
と
し
て
加
わ
り
︑
約
一
カ
年
の
旅
を
重
ね
て
い
る
︒﹁
事
情
探
索
の
胸
算
﹂

と
し
て
︑
特
に
﹁
原
書
を
調
べ
て
ソ
レ
で
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
け
を
こ
の
逗
留
中
に
調
べ
て
お
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
︑
そ
の
方

向
で
も
っ
て
︑
こ
れ
は
相
当
の
人
だ
と
思
え
ば
そ
の
人
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
て
︑
聞
く
に
従
っ
て
⁝
⁝
し
る
し
て

お
い
て
﹂﹁
そ
れ
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
︑
ソ
レ
を
台
に
し
て
な
お
色
々
な
原
書
を
調
べ
ま
た
記
憶
す
る
と
こ
ろ
を
綴
り
合
わ
せ

て
︑
西
洋
事
情
と
い
う
も
の
が
出
来
ま
し
た
︵

︶
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
後
の
慶
応
三
年
の
﹁
再
度
米
国
行
き
﹂
を
含
め
て
︑
福
沢
の
思
想
形

13

成
や
著
作
に
西
洋
経
験
が
土
台
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
︵

︶
︒

14

︵
ｂ
︶

学
問
に
よ
る
思
想
化

福
沢
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
学
問
を
通
じ
︑
触
媒
さ
れ
て
思
想
化
が
促
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
︒﹁
手
習
い
も
し
な
け
れ

ば
本
も
読
ま
な
い
﹂
幼
少
時
の
福
沢
が
︑﹁
十
四
︑
五
才
に
し
て
初
め
て
読
書
に
志
﹂
し
て
ま
ず
漢
学
に
よ
る
学
問
を
開
始
す
る

︵
特
に
白
石
常
人
の
も
と
で
︶
︒
安
政
元
︵
一
八
五
四
︶
年
に
兄
三
之
助
の
勧
め
で
蘭
学
を
志
し
て
長
崎
に
遊
学
し
︑
更
に
大
阪
に
出
て

緒
方
洪
庵
の
適
塾
に
学
び
︑
兵
術
︑
医
学
︑
物
理
︑
技
術
な
ど
蘭
学
修
業
に
没
頭
す
る
︒
江
戸
に
出
て
蘭
学
塾
を
開
く
も
︑
ま
も
な

く
安
政
六
︵
一
八
五
九
︶
年
に
﹁
英
学
発
心
﹂
を
し
て
特
に
英
学
を
中
心
に
し
て
福
沢
の
学
問
展
開
と
思
想
化
が
大
き
く
繰
り
広
げ

ら
れ
て
ゆ
く
︒

福
沢
は
三
度
の
西
洋
経
験
と
数
多
く
の
辞
書
や
書
物
の
購
入
を
試
み
て
そ
れ
ら
を
基
に
し
て
﹃
西
洋
事
情
﹄
を
始
め
﹃
学
問
の
す

す
め
﹄﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
等
々
の
著
述
出
版
活
動
︑
演
説
な
ど
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
邁
進
し
て
い
っ
た
︒
福
沢
の
学
問
論
や
思
想

形
成
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
︑﹁
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
﹂
の
強
調
で
あ
る
︒

近代日本における社会学の草創と福沢諭吉の社会学思想の再考察
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福
沢
の
思
想
形
成
の
う
え
で
数
多
く
の
洋
書
の
購
入
を
図
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
の
影
響
の
も
と
に
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
翻
訳
を

試
み
た
り
︑
そ
れ
ら
を
土
台
に
構
想
し
て
著
述
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
特
に
﹃
西
洋
事
情
外

編
﹄︵
慶
応
三
年
︶
に
お
い
て
福
沢
は
そ
の
﹁
題
言
﹂
で
﹁
因よ
つ

て
今
英
人
チ
ャ
ン
ブ
ル
氏
所
撰
の
経
済
書
を
訳
し
︑
傍
ら
訳
書
を
鈔

訳
し
︑
増
補
し
て
三
冊
と
為
し
︑
題
し
て
西
洋
事
情
外
編
と
云
う
﹂
と
し
て
い
た
が
︑
こ
の
本
は
も
と
も
と
は
英
国
エ
ジ
ン
バ
ラ
で

刊
行
さ
れ
た
﹃
政
治
経
済
学
│
学
校
用
お
よ
び
独
学
の
た
め
に
﹄
で
あ
り
︑
原
書
は
P
olitical
E
con
om
y
for
u
se
in
sch
ool,

an
d
,for
private
in
stru
ction
,︵
1852︶
1866
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
初
年
者
向
き
の
教
科
書
は
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
兄
弟
社
︵
W
.an
d

R
.
C
h
an
b
ers︶
出
版
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
長
く
﹁
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
経
済
書
﹂
な
ど
と
言
及
さ
れ
て
き
た
が
︑
ア
ル
バ
ー
ト
・

Ｍ
・
ク
レ
イ
グ
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
思
想
︑
啓
蒙
思
想
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ル
・
バ
ー
ト
ン
︵
Joh
n

H
ill
B
u
rton
︶︵
一
八
〇
九
│
一
八
八
一
︶
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵

︶
︒
更
に
︑
福
沢
の
著
作
に
影
響
し
た
思
想
・

15

文
献
等
を
Ａ
・
Ｍ
・
ク
レ
イ
グ
と
玉
置
紀
夫
の
著
作
の
中
か
ら
引
用
す
る
と
︑
表

︑
表

の
と
お
り
で
あ
る
︒
ま
た
︑
福
沢
の
著

1

2

作
︑
手
拓
本
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
︑
Ａ
・
ｄ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
︑
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
︑
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
等
の
著
作
と
の
関
連
を
原
書
に

あ
た
っ
て
克
明
に
追
跡
し
て
い
る
研
究
と
し
て
︑
安
西
敏
三
﹃
福
沢
諭
吉
と
西
欧
思
想
│
自
然
法
・
功
利
主
義
・
進
化
論
│
│
﹄

︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
︶
︑
安
西
敏
三
﹃
福
沢
諭
吉
と
自
由
主
義
│
個
人
・
自
治
・
国
体
│
│
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑

二
〇
〇
七
年
︶
︑
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
と
Ｆ
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
書
物
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
板
倉
卓
三
の
論

考
︵

︶︑
伊
藤
正
雄
﹃
福
沢
諭
吉
論
考
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒

16

福
沢
は
こ
の
よ
う
に
経
験
と
学
問
を
通
じ
て
西
洋
の
﹁
事
情
探
索
﹂
を
重
ね
︑
前
半
期
に
は
多
く
の
翻
訳
意
訳
に
あ
た
り
︑
以
後

新
し
い
文
明
社
会
を
生
き
る
思
想
営
為
を
果
敢
に
試
み
て
い
っ
た
と
い
え
る
︒

︵
ｃ
︶

歴
史
状
況
に
お
け
る
再
解
釈
に
よ
る
思
想
化

自
ら
を
と
り
ま
く
状
況
の
再
解
釈
︑
再
定
義
の
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
一
例
と
し
て
︑
大
阪
の
緒
方
洪
庵
の
塾
に
入
塾
す
る
と
い
う
判

法学研究 84 巻 6 号（2011：6）

8



断
︑
更
に
以
前
に
も
触
れ
た
江
戸
に
出
て
蘭
学
か

ら
一
転
し
て
の
﹁
英
学
発
心
﹂︑
王
政
維
新
の
際
に

上
野
で
の
戦
争
の
と
き
に
﹁
世
の
中
に
如
何
な
る

騒
動
が
あ
っ
て
も
変
乱
が
あ
っ
て
も
﹂
洋
学
の
命

脈
を
断
す
ま
い
と
し
て
ウ
ェ
ラ
ン
ド
経
済
書
の
講

釈
を
し
て
慶
應
義
塾
で
の
教
育
を
通
じ
て
文
明
化

の
先
導
者
た
ら
ん
と
す
る
決
意
も
そ
の
例
で
あ
る
︒

﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
第
七
章
﹁
智
徳
の
行
わ
る
べ

き
時
代
と
場
所
と
を
論
ず
﹂
の
な
か
で
︑﹁
事
物
の

得
失
便
不
便
を
論
ず
る
に
は
︑
時
代
と
場
所
と
を

考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂︑﹁
人
の
失
策
と
称
す
る
は
︑

悉し
つ

皆か
い

こ
の
時
と
場
所
と
を

誤
あ
や
ま
り

た
る
も
の
な
り
﹂

と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
先
に
も
触
れ
た
が
︑﹃
福
翁

自
伝
﹄
の
な
か
で
﹁
私
が
居
り
世
に
処
す
る
の
法

を
一
括
し
て
手
軽
に
申
せ
ば
︑
す
べ
て
事
の
極
端

を
想
像
し
て
覚
悟
を
定
め
﹂
る
︵﹁
老
余
の
半
生
﹂︶

と
述
べ
て
い
た
が
︑﹁
時
と
処
﹂︑﹁
事
の
極
端
﹂
を

考
え
る
と
い
う
こ
と
が
福
沢
の
思
想
形
成
の
特
徴

の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒

近代日本における社会学の草創と福沢諭吉の社会学思想の再考察
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引用 : アルバート ・ Ｍ ・ クレイグ著（足立康 ・ 梅津順一訳）『文明と啓蒙―初期福沢論吉の思想―』慶應義塾
        大学出版会、2009、p.41

表1　福沢論吉の初期著作に与えたスコットランド思想の影響
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表2　福沢の刊行書とその典拠英文献(1868～75年)
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引用 ： 玉置紀夫『起業家福沢論吉の生涯―学で富み富て学び―』有斐閣、2002、pp.90-91
　　　



福
沢
の
生
涯
の
前
半
期
︵
天
保
五
│
明
治
三
年
︑
一
八
三
四
│
一
八
七
〇
年
︶
で
は
﹁
英
学
発
心
﹂
に
よ
っ
て
主
に
翻
訳
を
通
じ
た

西
洋
文
明
の
紹
介
導
入
に
よ
る
封
建
体
制
の
﹁
掃
除
破
壊
﹂
の
開
始
︑
制
度
の
破
壊
と
再
構
築
︑
こ
れ
は
制
度
論
の
展
開
と
い
え
る
︒

中
期
︵
明
治
四
│
九
年
︑
一
八
七
一
│
一
八
七
六
年
︶
で
は
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
な
ど
の
主
著
を
通
じ
て
の
﹁
独

立
自
尊
﹂︑﹁
国
の
独
立
は
目
的
な
り
︑
今
の
我
文
明
は
こ
の
目
的
に
達
す
る
の
術
﹂
な
り
と
文
明
化
を
軸
と
す
る
啓
蒙
思
想
︑
天
賦

人
権
・
自
然
権
思
想
︑
個
人
主
義
︑
自
由
主
義
︑
進
歩
主
義
︑
産
業
主
義
︑
経
験
・
実
証
主
義
︑
多
事
争
論
な
ど
の
思
想
を
展
開
し

て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
の
後
半
期
︵
明
治
一
〇
│
二
七
年
︑
一
八
七
七
│
一
八
九
四
年
︶
で
は
︑
西
南
戦
争
︑
自
由
民
権
運
動
︑
国

会
開
設
運
動
な
ど
が
激
し
く
な
る
一
方
︑
明
治
一
四
年
政
変
︑
ア
ジ
ア
や
欧
米
列
強
を
め
ぐ
る
歴
史
状
況
︑
国
会
開
設
︑
教
育
勅
語

発
令
︑
条
約
改
正
運
動
︑
日
清
戦
争
な
ど
国
権
論
︑
富
国
強
兵
主
義
︑
帝
国
主
義
へ
の
動
き
も
強
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
︒

﹃
分
権
論
﹄﹃
民
情
一
新
﹄﹃
日
本
婦
人
論
﹄﹃
男
女
交
際
論
﹄﹃
貧
富
論
﹄﹃
実
業
論
﹄
な
ど
を
著
し
て
︑
日
本
の
国
民
国
家
︑
新
た
な

文
明
社
会
の
﹁
建
置
経
営
﹂
を
試
み
る
べ
く
︑
時
事
新
報
社
を
創
業
し
て
﹁
政
治
の
診
断
医
﹂
に
徹
し
て
﹁
公
議
輿
論
﹂
と
﹁
官
民

調
和
の
必
要
﹂
を
強
調
し
た
︒
持
続
し
て
人
間
交
際
論
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
︑
社
会
変
動
論
な
ど
が
試
み
ら
れ
た
︒
福
沢
の

最
晩
年
期
︵
明
治
二
八
│
三
四
年
︑
一
八
九
│
一
九
〇
一
年
︶
は
脳
C
血
症
な
ど
の
大
病
を
患
い
没
す
る
ま
で
の
期
間
で
︑﹃
福
翁
百

話
﹄﹃
福
翁
百
余
話
﹄﹃
福
沢
全
集
︵
全
５
巻
︶
﹄﹃
福
翁
自
伝
﹄
な
ど
を
著
し
た
︒
生
涯
と
歴
史
状
況
に
お
け
る
福
沢
の
新
た
な
再
解

釈
の
試
み
で
あ
り
︑
人
生
﹁
戯
去
戯
來
﹂
と
し
て
人
間
安
心
論
を
軸
に
処
し
た
と
も
い
え
る
︒

三

福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
に
つ
い
て
の
再
考
察

近
代
日
本
の
社
会
学
史
の
流
れ
を
大
き
く
区
分
す
る
と
︑︵
ⅰ
︶
草
創
期
︵
幕
末
│
明
治
初
年
︶
︑︵
ⅱ
︶
生
成
期
︵
明
治
一
〇
年
代

│
三
〇
年
代
︶
︑︵
ⅲ
︶
形
成
期
︵
明
治
四
〇
年
代
│
大
正
七
年
︶
︑︵
ⅳ
︶
成
立
期
︵
大
正
八
│
昭
和
七
年
︶
︑︵
ⅴ
︶
変
転
期
︵
昭
和
八
│
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昭
和
二
〇
年
終
戦
︶
︑︵
ⅵ
︶
新
た
な
模
索
期
︵
昭
和
二
〇
年
終
戦
│
昭
和
二
八
年
︶
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
福
沢
は
︑

確
か
に
﹁
社
会
学
に
つ
い
て
の
学
論
は
し
な
か
っ
た
が
﹂︵
蔵
内
数
太
︑
前
出
︶
︑
こ
れ
ら
草
創
期
と
生
成
期
に
お
い
て
近
代
日
本
に

お
い
て
啓
蒙
思
想
と
社
会
学
思
想
を
展
開
す
る
過
程
で
︑
自
然
科
学
も
社
会
科
学
︵﹁
形
あ
る
学
問
﹂
も
﹁
形
な
き
学
問
﹂︶
も
い
ま
だ

未
分
化
の
状
態
の
な
か
で
社
会
学
を
生
み
出
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
模
索
を
試
み
て
い
た
と
考
え
る
︒
以
下
︑
彼
の
︵

︶
啓
蒙
思
想

1

の
導
入
と
創
成
︑︵

︶
新
し
い
社
会
秩
序
の
模
索
︑︵

︶
人
間
交
際
論
と
﹁
社
会
﹂
の
発
見
︵
構
築
︶
︑︵

︶
社
会
変
動
論
︑

2

3

4

︵

︶
科
学
方
法
論
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
︒

5︵
１
︶

啓
蒙
思
想
の
導
入
と
創
成

先
に
福
沢
の
思
想
形
成
の
特
徴
に
つ
い
て
︵
ⅰ
︶
旺
盛
な
好
奇
心
︑︵
ⅱ
︶
起
業
心
︑︵
ⅲ
︶
批
判
精
神
︑︵
ⅳ
︶﹁
惑
溺
﹂
の
戒
め
︑

そ
し
て
︵
ａ
︶
経
験
の
思
想
化
︑︵
ｂ
︶
学
問
に
よ
る
思
想
化
︑︵
ｃ
︶
歴
史
状
況
に
お
け
る
再
解
釈
に
よ
る
思
想
化
に
つ
い
て
簡
潔

に
触
れ
た
が
︑
こ
の
啓
蒙
思
想
の
導
入
と
創
成
に
関
し
て
も
こ
う
し
た
特
徴
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
︒
福
沢
は
幼
く
し
て
す
で
に

﹁
私
の
た
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
﹂
と
い
う
思
い
を
強
く
し
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
社
会
制
度
を
変
え
よ
う
と
︑
欧
米
諸

国
で
の
滞
在
経
験
や
洋
書
の
読
書
を
通
じ
て
日
本
の
鎖
国
や
封
建
制
度
︑
門
閥
制
度
に
よ
る
世
の
無
知
︑
暗
黒
︑
闇
の
な
か
で
も
︑

同
時
代
の
人
々
が
い
だ
く
ひ
そ
か
な
胎
動
を
感
じ
つ
つ
︑
欧
米
の
啓
蒙
思
想
の
導
入
を
試
み
な
が
ら
︑
光
を
あ
て
て
変
革
し
よ
う
と

挑
ん
で
い
っ
た
︒

長
く
封
建
制
度
を
支
え
た
儒
学
に
よ
る
啓
蒙
︵
旧
学
︶
︑
長
年
の
慣
習
︑
政
治
的
経
済
的
な
仕
組
み
も
ほ
こ
ろ
び
始
め
︑
欧
米
諸

国
の
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
な
ど
も
あ
っ
て
︑
日
本
の
洋
学
者
達
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
暗
黒
を
打
ち
破
り
ア
メ
リ
カ
独
立
に
な
ど
に

つ
な
が
っ
た
科
学
観
︑
自
然
権
思
想
︑
社
会
契
約
説
︑
経
験
的
社
会
論
な
ど
の
一
八
・
九
世
紀
の
先
進
欧
米
の
思
想
哲
学
の
根
底
に

あ
る
新
た
な
啓
蒙
思
想
を
導
入
し
て
い
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
近
代
日
本
の
文
明
開
化
が
開
始
さ
れ
て
い
っ
た
︒
福
沢
が
試
み
て
い
っ
た
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の
は
︑
ま
ず
は
特
に
旧
学
の
漢
学
︑
儒
学
や
古
い
思
想
︑
制
度
の
﹁
掃
除
破
壊
﹂
で
あ
り
︑
次
い
で
洋
学
を
揚
げ
て
新
た
に
人
間
普

通
有
用
の
実
学
や
実
業
︑
思
想
を
基
に
し
た
﹁
建
置
経
営
﹂
の
試
み
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
人
間
と
思
考
︑
道
徳
︑
歴
史
と
の
か

か
わ
り
を
め
ぐ
る
新
た
な
仮
説
の
提
示
で
あ
り
︑
新
た
な
価
値
を
め
ぐ
る
思
想
的
な
営
み
で
も
あ
っ
た
︒

先
の
表

︑
表

に
示
し
た
よ
う
に
︑
福
沢
の
主
要
な
著
作
で
あ
る
﹃
西
洋
事
情
﹄︵
初
編
・
外
編
︑
一
八
六
六
│
一
八
六
八
年
︶
︑

1

2

﹃
学
問
の
す
す
め
﹄︵
一
八
七
二
│
七
七
年
︶
︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄︵
一
八
七
五
年
︶
な
ど
は
い
ず
れ
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
イ
ギ
リ
ス

啓
蒙
思
想
や
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
強
い
影
響
の
も
と
に
翻
訳
意
訳
さ
れ
著
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︵

︶
︒
新
旧
思
想
の

17

混
乱
状
態
の
な
か
で
森
有
礼
︑
西
村
茂
樹
︑
福
沢
諭
吉
︑
西
周
︑
津
田
真
道
︑
神
田
孝
平
︑
加
藤
弘
之
︑
杉
享
二
︑
中
村
正
直
ら
に

よ
っ
て
明
治
六
︵
一
八
七
四
︶
年
設
立
さ
れ
た
﹁
明
六
社
﹂
の
活
動
も
こ
う
し
た
啓
蒙
思
想
の
導
入
や
普
及
を
図
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
︵

︶
︒

18
近
代
啓
蒙
思
想
の
特
徴
で
あ
る
合
理
主
義
︑
個
人
主
義
︑
自
由
主
義
︑
進
歩
主
義
︑
経
験
的
実
証
主
義
︑
科
学
主
義
︑
産
業
主
義

な
ど
は
福
沢
の
啓
蒙
思
想
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
福
沢
は
西
洋
啓
蒙
思
想
の
単
な
る
導
入
や
紹
介
普
及
に
と
ど
ま
ら
ず
に
︑

日
本
が
置
か
れ
た
歴
史
的
文
脈
の
も
と
で
彼
の
教
育
・
著
作
活
動
︑
演
説
会
や
新
聞
﹃
時
事
新
報
﹄
の
発
刊
な
ど
を
通
じ
た
自
ら
の

啓
蒙
思
想
の
創
成
と
も
い
え
る
︒
わ
が
国
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
に
福
沢
諭
吉
の
思
想
︑
啓
蒙
思
想
が
再
び
脚
光
を
あ

び
る
よ
う
に
な
る
の
は
故
な
し
と
し
な
い
︒

︵

︶

新
し
い
社
会
秩
序
の
模
索

2
洋
学
や
啓
蒙
思
想
等
に
接
触
す
る
過
程
で
こ
れ
ま
で
の
世
間
や
世
の
中
の
人
々
の
間
の
結
び
つ
き
︑
付
き
合
い
︑
仲
間
な
ど
に
関

し
て
当
時
の
洋
学
者
ら
に
は
︑
異
文
化
の
society
,sociètè,g
esellsch
aft
な
ど
の
西
洋
の
言
葉
︑
ま
た
現
在
で
は
社
会
学
と
通
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
sociolog
y
,soziolog
ie
な
ど
を
日
本
語
と
し
て
ど
の
よ
う
に
邦
訳
す
る
の
か
に
関
し
て
は
困
難
と
苦
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労
が
重
ね
た
︒
前
者
に
つ
い
て
は
﹁
人
間
仲
間
︑
人
間
相
養
生
之
道
︑
交
際
︑
社
会
な
ど
﹂︑
後
者
に
つ
い
て
は
﹁
人
間
学
︑
交
際

学
︑
世
態
学
︑
社
会
学
な
ど
﹂
の
用
語
が
試
み
ら
れ
︑
明
治
一
〇
︵
一
八
七
七
︶
年
前
後
よ
り
﹁
社
会
﹂︑﹁
社
会
学
﹂
の
邦
訳
名
が

﹁
勝
利
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒

19

﹁
society
の
邦
訳
名
﹂﹁
sociolog
y
の
邦
訳
名
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
い
つ
頃
に
ど
の
よ
う
に
邦
訳
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
の
起
源
を

め
ぐ
る
考
証
も
重
要
で
あ
る
︒﹁
し
か
し
社
会
学
の
起
源
に
つ
い
て
正
確
な
時
期
を
定
め
る
こ
と
よ
り
も
︑
社
会
学
が
何
を
意
図
し

た
か
︑
そ
れ
が
取
り
扱
う
問
題
は
何
で
あ
っ
た
か
︑
そ
の
発
生
の
背
景
を
な
す
社
会
思
想
の
推
移
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
な
ど
を
理
解

す
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
︵

︶
﹂
と
い
う
指
摘
は
︑
近
代
日
本
社
会
学
の
草
創
期
︑
生
成
期
の
動
き
を
考
察
す
る
と
い

20

う
本
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
︒

福
沢
の
主
た
る
著
作
で
あ
る
﹃
西
洋
事
情
﹄﹃
学
問
の
す
す
め
﹄﹃
文
明
論
之
概
略
﹄﹃
福
翁
自
伝
﹄
な
ど
を
通
じ
て
︑
彼
の
重
要

な
考
え
方
︑
概
念
を
表
す
言
葉
と
し
て
︑
わ
た
し
は
﹁
人
間
・
人
﹂︑﹁
習
慣
﹂︑﹁
人
間
交
際
﹂︑﹁
家
族
﹂︑﹁
制
度
﹂︑﹁
文
明
﹂
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

人・

間・

・
人・

に
つ
い
て
は
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
Joh
n
H
ill
B
u
rton
の
執
筆
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
P
olitical
E
con
om
y,
for

u
se
in
sch
ools,
an
d
,
for
private
in
stru
ction
,
E
d
in
b
u
rg
h
,1852?
を
も
と
に
福
沢
が
訳
し
て
著
し
た
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
巻

之
一
の
冒
頭
に
原
著
で
は
〝
In
trod
u
ctory
│
socialorg
an
ization
〟
と
あ
る
の
を
﹁
人・

間・

﹂
と
訳
し
て
︑﹁
人
の
生
ず
る
や
︑
天

よ
り
之
に
与
ふ
る
に
気
力
を
以
っ
て
し
︑
之
に
附
す
る
に
性
質
を
以
っ
て
し
︑
此
の
気
力
と
性
質
と
に
由
り
て
外
物
の
性
に
応
じ
︑

以
っ
て
身
を

全
ま
つ
と
う

し
て
︑
朝
露
の
命
を
終
わ
る
こ
と
を
得
る
な
り
﹂︑﹁
人
間
開
闢
の
初
に
於
い
て
は
︑
固
よ
り
相
交
わ
る
の
道

︵
h
u
m
an
society
︶
を
教
る
者
な
し
︒
唯
其
の
自
然
に
希
望
す
る
所
と
人じ
ん

気き

の
赴
く
所
に
随
っ
て
︑
知
ら
ず
識
ら
ず
交
際
の
法
則
を

設
け
て
互
い
に
便
利
を
得
た
り
し
こ
と
な
れ
ど
も
︑
歳
月
を
経
る
に
従
っ
て
︑
其
諸
法
の
内
よ
り
至
当
な
る
も
の
を
撰
ん
で
終
に
一

科
の
学
と
為
し
︑
之
を
人
間
の
交
際
及
び
経
済
の
学
︵
a
scien
ce
ofsocialan
d
p
oliticalecon
om
y
︶
と
名
な
づ
け

け
り
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
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ま
た
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
で
は
初
編
の
冒
頭
に
﹁
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
﹂
と
し
て
︑
人

と
人
と
の
間
で
の
﹁
権
利
通
義
﹂
と
し
て
の
同
等
と
︑
人
間
の
働
き
と
し
て
の
﹁
有
様
﹂
と
を
区
別
し
て
い
る
︒
こ
の
と
こ
ろ
は

﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
で
は
﹁
人
生
の
通
義
及
び
其
職
分
﹂︵
バ
ー
ト
ン
の
原
書
で
は
in
d
iv
id
u
al
rig
h
ts
an
d
d
u
ties︶
と
重
な
る
も
の
で

あ
る
︒
権
利
通
義
と
し
て
の
同
等
は
人
間
の
本
性
に
︑
働
き
と
し
て
の
有
様
は
人
間
の
習
性
に
か
か
わ
る
︒

習・

慣・

は
︑
福
沢
が
特
に
重
視
し
た
人
間
の
行
動
傾
向
・
様
式
で
あ
る
︒﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
の
三
編
の
﹁
一
身
独
立
し
て
一
国
独

立
す
る
事
﹂
の
な
か
で
︑﹁
独
立
の
気
力
な
き
者
は
必
ず
人
に
依
頼
す
︑
人
に
依
頼
す
る
者
は
必
ず
人
を
恐
る
︑
人
を
恐
る
る
者
は

必
ず
人
に
諂

へ
つ
ら

う
も
の
な
り
︒
常
に
人
を
恐
れ
人
に
諂
へ
つ
ら

う
者
は
次
第
に
こ
れ
に
慣
れ
︑
そ
の
面つ
ら

の
皮か
わ

鉄
の
如
く
な
り
︑
恥
ず
べ
き
を

恥
じ
ず
︑
論
ず
べ
き
を
論
ぜ
ず
︑
人
さ
え
見
れ
ば
た
だ
腰
を
屈
す
る
の
み
︒
い
わ
ゆ
る
習
い
性
と
な
る
と
は
こ
の
事
に
て
︑
慣
れ
た

る
こ
と
は
容
易
に
改
め
難
き
も
の
な
り
﹂
と
あ
る
︒﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
の
﹁
緒
言
﹂
で
も
︑﹁
文
明
論
と
は
︑
人
の
精
神
発
達
の
議

論
な
り
﹂﹁
け
だ
し
人
の
世
に
処
す
る
に
は
︑
局
所
の
利
害
得
失
に
掩お

お

わ
れ
て
︑
そ
の
所
見
を
誤
る
も
の
甚
だ
多
し
︒
習・

慣・

の
久
し

き
に
至
っ
て
は
︑
殆
ん
ど
天
然
と
人
為
と
を
区
別
す
べ
か
ら
ず
︒
そ
の
天
然
と
思
い
し
も
の
︑
果
し
て
習
慣
な
る
こ
と
あ
り
︒
あ
る

い
は
そ
の
習
慣
と
認
め
し
も
の
︑
か
え
っ
て
天
然
と
な
る
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
︵

︶
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
利
を
争
う
は
即
ち
理
を
争
う
こ

21

と
な
り
︒
今
︑
我
日
本
は
外
国
人
と
利
を
争
う
て
理
を

闘
た
た
か
わ

す
の
時
な
り
︒﹂﹁
け
だ
し
そ
の
気
象
な
く
ま
た
そ
の
勇
力
な
き
は
︑
天

然
の
欠
点
に
あ
ら
ず
︑
習
慣
に
由
り
て
失
う
た
る
も
の
な
れ
ば
︑
こ
れ
を
恢
復
す
る
の
法
も
ま
た
習
慣
に
由よ

ら
ざ
れ
ば
叶か
な

う
べ
か
ら

ず
︒
習
慣
を
変
ず
る
こ
と
大
切
な
り
と
い
う
べ
し
︵

︶
﹂
と
あ
る
︒

22

ま
た
︑﹃
福
翁
自
伝
﹄
で
は
習
慣
と
い
う
言
葉
は
か
な
り
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
個
人
の
奴
隷
心
﹂﹁
権
力
偏
重
﹂﹁
先
方
の
人
を

見
て
自
分
の
身
を
伸
び
縮
み
す
る
よ
う
な
﹂﹁
ま
る
で
ゴ
ム
人
形
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

人・

間・

交・

際・

は
福
沢
の
思
想
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
た
特
徴
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
先
の
人・

間・

・
人・

の
と
こ
ろ
で
も

既
に
触
れ
た
よ
う
に
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
な
か
で
︑﹁
相
交
る
の
道
﹂︵
h
u
m
an
society
︶
︑﹁
人
間
の
交
際
﹂︵
social
econ
om
y
︶
︑
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﹁
人
間
の
交
﹂︵
society
︶
︑﹁
人
間
交
際
の
道
﹂︵
social
sy
stem
︶
な
ど
︑
そ
し
て
﹃
初
編
﹄
で
は
﹁
外
国
交
際
﹂
な
ど
の
訳
が
試
み

ら
れ
て
︑
更
に
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
の
九
編
で
は
﹁
人
の
性
は
群
居
を
好
み
決
し
て
独
歩
孤
立
す
る
を
得
ず
﹂︑﹁
即
ち
こ
れ
人・

間・

交・

際・

の
起
こ
る
由
縁
な
り
﹂︑﹁
凡お
よ

そ
世
に
学
問
と
い
い
工
業
と
い
い
政
治
と
い
い
法
律
と
い
う
も
︑
皆
人に
ん

間げ
ん

交こ
う

際さ
い

の
た
め
に
す
る
も
の

に
て
︑
人
間
の
交
際
あ
ら
ざ
れ
ば
何
れ
も
不
用
の
も
の
た
る
べ
し
﹂
と
強
調
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

家・

族・

も
福
沢
が
重
視
し
た
側
面
で
あ
ろ
う
︒﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
な
か
で
は
先
の
バ
ー
ト
ン
の
文
章
を
訳
し
て
﹁
人
間
﹂
に
次

い
で
︑﹁
家
族
﹂
(fam
ily
circle)
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
﹁
人
間
の
交
際
は
家・

族・

を
以
っ
て
本も
と

と
す
﹂︵
th
e
g
rou
n
d
of
socialecon
om
y

is
in
th
e
F
am
ily
C
ircle︶
と
し
て
い
る
︵

︶
︒﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
の
な
か
で
も
﹁
夫
婦
親
子
一
家
に
い
る
も
の
を
家
族
と
い
う
﹂﹁
一
家

23

の
交
際
は
専
ら
徳
義
に
依
り
て
風
化
の
美
を
尽
く
せ
り
﹂
と
い
う
︒
そ
の
後
の
著
作
﹃
日
本
婦
人
論
﹄︵
明
治
一
八
年
︶
︑﹃
男
女
交

際
論
﹄︵
明
治
一
九
年
︶
︑﹃
日
本
男
子
論
﹄︵
明
治
二
一
年
︶
な
ど
も
︑
人
間
交
際
論
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
が
︑
封
建
社
会
の
身

分
制
度
や
儒
教
︑﹁
女
大
学
﹂
等
に
も
と
づ
く
男
女
の
交
際
の
有
り
様
を
批
判
し
て
︑﹁
一
身
独
立
﹂
を
基
に
し
て
﹁
情
愛
﹂﹁
敬
愛
﹂

に
比
重
を
お
い
た
家
族
論
で
あ
り
︑
新
た
な
家
族
像
︑
男
女
交
際
像
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
の
ち
の
﹃
福
翁
百
話
﹄
の
な
か

で
は
﹁
夫
婦
の
間
敬
愛
な
か
る
べ
か
ら
ず
﹂︑﹁
子
に
対
し
て
多
を
求
む
勿
れ
﹂︑﹁
子
と
し
て
家
産
に
依
頼
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
記
し
て

い
る
︒
一
面
で
は
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
﹁
家
族
﹂
像
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
が
︑
他
面
で
は
﹃
福
翁
自

伝
﹄
の
﹁
品
行
家
風
﹂
の
な
か
で
自
ら
の
﹁
家
事
家
風
﹂
を
語
っ
て
い
た
よ
う
に
︑
福
沢
自
ら
が
母
子
家
庭
で
姉
な
ど
女
の
多
い
家

族
で
育
っ
た
自
身
の
経
験
を
も
多
分
に
写
し
出
し
て
い
る
家
族
像
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
︒

制・

度・

に
つ
い
て
は
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
初
編
の
な
か
で
﹁
世
の
中
の
人
も
数
千
百
年
の

古
い
に
し
え

よ
り
こ
れ
を
嫌
い
な
が
ら
ま
た
自

然
に
そ
の
仕
来
り
に
慣
れ
︑
上
下
互
い
に
見
苦
し
き
風
俗
を
成
せ
し
こ
と
な
れ
ど
も
︑
畢ひ

つ

竟
き
よ
う

こ
れ
ら
は
皆
法
の
貴
き
に
も
あ
ら
ず
︑

品
物
の
貴
き
に
も
あ
ら
ず
︑
た
だ

徒
い
た
ず
ら

に
政
府
の
威
光
を
張
り
人
を
脅お
ど

し
て
人
の
自
由
を
妨
げ
ん
と
す
る
卑
怯
な
る
仕
方
に
て
︑
実

な
く
虚
威
と
い
う
も
の
な
り
︑
今
日
に
至
り
て
は
最も

早は
や

全
日
本
国
内
に
か
か
る
浅
ま
し
き
制・

度・

風
俗
︵

︶
﹂︑﹁
学
校
の
制
度
﹂︵
九
編
︶

24
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な
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
︑﹃
福
翁
自
伝
﹄
で
も
﹁
封
建
制・

度・

﹂﹁
封
建
の
門
閥
制・

度・

﹂﹁
古
来
の
門
閥
制・

度・

﹂
な
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
い
る
︒
古
い
制
度
の
﹁
掃
除
破
壊
﹂
に
意
を
用
い
て
︑
新
た
な
秩
序
の
﹁
建
置
経
営
﹂
は
ま
さ
に
進
行
さ
れ
る
べ
き
課
題
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
︒

文・

明・

は
︑
す
で
に
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
な
か
で
﹁
世
の
文
明
開
化
﹂︵
civ
ilisation
︶
の
項
を
設
け
て
﹁
蛮
野
の
世
﹂︑﹁
半
開
半

化
の
国
﹂︑﹁
文
明
の
国
﹂
が
語
ら
れ
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
に
お
い
て
も
そ
の
七
編
で
﹁
元
来
文・

明・

と
は
︑
人
の
智
徳
を
進
め
人
々

身み

躬み
ず

か
ら
そ
の
身
を
支
配
し
て
世
間
相
交
わ
り
︑
相
害
す
る
こ
と
も
な
く
害
せ
ら
る
る
こ
と
も
な
く
︑
各
々
そ
の
権
義
を
達
し
て
一

般
の
安
全
繁
昌
を
致
す
を
言
う
な
り
﹂
と
し
て
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
国
内
の
文
化
や
文
明
の
有
り
様
を
対
外
的
な
か
か
わ
り

の
な
か
で
論
じ
︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
の
な
か
で
更
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
文・

明・

の
考
え
方
は
人
間
交
際
と
同

様
に
福
沢
の
考
え
︑
視
点
の
な
か
で
最
も
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

以
上
の
福
沢
の
用
語
と
考
え
方
は
︑
近
代
科
学
の
誕
生
が
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
(F
.B
acon
,1561-1626)
の
い
う
偏
見
や
偶
像
(id
ols)
か

ら
の
人
間
の
解
放
に
始
ま
っ
た
よ
う
に
︵

︶
︑
西
洋
や
東
洋
の
日
本
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
事
実
に
支
え
ら
れ
つ
つ
因
習
的
な
︑
あ
る
い

25

は
封
建
的
な
旧
来
の
社
会
観
を
懐
疑
し
批
判
し
て
︑
新
た
な
社
会
秩
序
を
模
索
し
て
︑
社
会
生
活
を
解
明
し
て
い
く
試
み
と
し
て
す

ぐ
れ
て
社
会
学
的
視
点
や
社
会
学
的
問
題
を
提
起
し
て
い
た
と
考
え
る
︒
や
や
遅
れ
て
人
間
事
象
を
考
察
す
る
社
会
科
学
も
︑
そ
の

一
つ
の
学
問
分
野
と
し
て
の
社
会
学
も
︑
こ
う
し
た
歴
史
的
な
文
脈
を
背
景
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

︵

︶

人
間
交
際
論
と
﹁
社
会
﹂
の
発
見
︵
構
築
︶

3
﹁
社
﹂
は
も
と
も
と
は
土
地
の
守
護
神
︑
集
団
共
同
の
土
地
神
︑
そ
れ
ら
を
中
心
と
し
た
集
落
・
部
落
・
集
団
体
︑
世
の
中
︑
世

間
な
ど
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
︒﹁
“S
ociety
”
の
邦
訳
名
〝
社
会
〟
な
る
名
称
は
古
来
よ
り
の
言
葉
で
は
な
く
︑
明
治
初
期
の

外
国
語
の
邦
訳
語
で
︑
そ
れ
が
現
代
広
く
使
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
︒
明
治
維
新
前
後
︑
society
,société,societet,g
esellsch
aft
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を
い
か
に
邦
訳
し
た
ら
よ
い
か
に
︑
識
者
は
非
常
に
苦
心
し
た
︒﹂
津
田
真
一
郎
︵﹁
人
間
の
公
会
﹂﹁
人
間
仲
間
﹂︶
︑
西
周
︵﹁
人
間
相

養
生
之
道
﹂﹁
社
交
﹂﹁
会
社
﹂﹁
社
会
﹂︶
︑
福
沢
諭
吉
︵﹁
世
間
﹂﹁
会
社
﹂﹁
人
間
交
際
﹂﹁
社
会
﹂︶
︑
福
地
源
一
郎
︵﹁
会
社
﹂﹁
社
会
﹂︶
︑

加
藤
弘
之
︵﹁
会
社
﹂﹁
交
際
﹂︶
︑
中
村
敬
宇
︵﹁
仲
間
会
社
﹂﹁
衆
人
結
神
﹂︶
な
ど
︑
同
じ
訳
者
で
も
時
と
と
も
に
訳
名
を
変
え
た
り
し

た
が
︑
林
恵
海
の
表
現
に
よ
る
と
︑﹁
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
会
社
・
交
際
・
世
態
・
社
会
の
四
邦
訳
名
が
残
存
し
︑
つ
い
に
〝
社
会
〟

な
る
邦
訳
名
が
勝
利
し
て
︑
現
代
に
か
く
も
盛
行
す
る
に
い
た
っ
た
﹂
と
い
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
﹁
盛
行
﹂
の
た
め
に
︑
人
々
の
生

活
事
実
と
し
て
の
﹁
世
間
﹂﹁
世
の
中
﹂
の
側
面
へ
の
考
察
を
持
続
的
に
深
め
て
い
く
機
会
も
乏
し
く
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
︒

従
来
の
社
会
学
史
研
究
も
︑
と
も
す
る
と
︑
訳
語
と
し
て
の
﹁
社
会
﹂
の
意
味
す
る
わ
が
国
で
の
歴
史
的
な
内
実
や
広
が
り
を
問
う

こ
と
な
く
︑
勝・

利・

し・

た・

﹁
社
会
﹂
が
一
人
歩
き
し
て
き
た
感
が
な
い
で
も
な
い
︒

そ
こ
で
福
沢
諭
吉
が

“society
”
を
主
に
人
間
交
際
と
訳
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
と
り
あ
げ
た
が
︑﹁
社
会
﹂
が
た
だ
勝
利
し

た
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
︑
福
沢
が
世
間
︑
世
の
中
︑
人
間
交
際
︑
社
会
な
ど
を
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
邦
訳
し
て
い
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
関
心
を
向
け
て
い
き
た
い
︒

柳
父
章
﹃
翻
訳
語
成
立
事
情
﹄
は
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
と
り
あ
げ
て
﹁
世
間
﹂
と
﹁
社
会
﹂
の
用
法
な
ど
に
も
触
れ
て
お
り
興
味

深
く
示
唆
を
得
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︵

︶
︒
福
沢
は
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
や
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
な
ど
に
お
い
て
も
﹁
社
会
﹂
の
も
つ

26

︵
ⅰ
︶
仲
間
同
志
の
結
び
つ
き
や
交
際
︑︵
ⅱ
︶
よ
り
広
い
範
囲
で
の
生
活
組
織
や
集
合
体
の
関
係
と
に
大
き
く
分
け
て
用
い
︑
ま
た

﹁
世
間
﹂
な
ど
に
つ
い
て
も
狭
い
意
味
で
の
﹁
世
間
﹂
と
広
い
意
味
で
の
﹁
世
間
﹂
を
文
脈
に
応
じ
て
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
﹁
人
生
の
通
義
及
び
そ
の
職
分
﹂︵
in
d
iv
id
u
al
rig
h
ts
an
d
d
u
ties︶
の
と
こ
ろ
で
︑

人
間
交
際
の
大た
い

本ほ
ん

を
云
え
ば
︑
自
由
不
羈
の
人
民
相
集
て
︑
力
を
役
し
心
を
労
し
︑
各
々
其
功
に
従
て
其
報
を
得
︑
世
間
一
般
の
為
め
に

設
け
し
制
度
を
守
る
こ
と
な
り
︵

︶
︒

27
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と
あ
る
が
︑
原
文
に
あ
た
る
E
d
u
cation
al
C
ou
rse,
P
olitical
E
con
om
y,
for
u
se
in
sch
ools,
an
d
for
private
in
stru
ction
,

W
illiam
an
d
R
ob
ert
C
h
am
b
ers,L
on
d
on
an
d
E
d
in
b
u
rg
h
,1870︵
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︶
の
な
か
で
そ
の
文
章
は
︑

T
h
e
id
ea
ofp
erfect
society
su
p
p
oses
an
assem
b
lag
e
offree
citizen
s,each
con
trib
u
tin
g
h
is
lab
ou
rs
for
th
e
b
en
efit
ofth
e

w
h
ole,an
d
receiv
in
g
an
ap
p
rop
riate
rem
u
n
eration
,an
d
each
resp
ectin
g
an
th
ose
law
s
w
h
ich
h
av
e
b
een
ord
ain
ed
for
th
e

g
en
eral
b
en
efits.(p
.4)

で
あ
る
︒
こ
の
英
文
の
society
は
周
知
の
よ
う
に
﹁
人
間
交
際
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑
福
沢
が
﹁
世
間
一
般
の
為
に
﹂
と
書
き

入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
“for
th
e
b
en
efit
of
th
e
w
h
ole”の
部
分
で
あ
り
︑
他
に
﹁
世
間
﹂
に
あ
た
る
と
い
う
語
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
﹁
世
間
﹂
と
い
う
語
を
入
れ
て
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
当
た
る
︒
ま
た
︑﹁
世
人
相
励
み
相
競
ふ
事
﹂︵
society
a
com
-

p
etitiv
e
sy
stem
︶
の
見
出
し
項
で
は
︑
society
を
﹁
世
間
﹂
と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
出
さ
れ
る
︒

﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
の
一
七
編
︑
人
望
論
︵
明
治
九
年
︶
で
﹁
や
や
見
識
高
き
士
君
子
は
世・

間・

に
栄
誉
を
求
め
ず
︑
或
い
は
こ
れ

を
浮
世
の
虚
名
な
り
し
と
し
て
殊
更
に
避
く
る
者
あ
る
も
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
﹂︑﹁
ま
た
一
方
よ
り
見
れ
ば
社・

会・

の
人
事
は
悉し
つ

皆か
い

虚
を
も
っ
て
成
る
も
の
に
非
ず
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
の
世
間
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
狭
い
世
間
を
意
味
し
︑
こ
の
世
間
と
社

会
と
は
﹁
対・

立・

す
る
よ
う
な
意
味
︵

︶
﹂
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
九
編
で
﹁
凡
そ

お

よ

そ

世
に
学
問
と

28

い
い
工
業
と
い
い
政
治
と
い
い
法
律
と
い
う
も
︑
皆
人
間
交
際
あ
ら
ざ
れ
ば
何い
ず

れ
も
不
用
の
も
の
た
る
べ
し
︵

︶
﹂
と
し
て
人
間
交
際
を

29

重
要
視
す
る
考
え
は
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
が
初
め
て
で
は
な
い
が
︑
本
論
で
社
会
学
思
想
を
考
察
す
る
う
え
で
も
極
め
て
重
要
で

あ
る
︒﹃
福
翁
自
伝
﹄
に
な
る
と
︑
例
え
ば
﹁
剣
術
の
全
盛
﹂
の
と
こ
ろ
で
﹁
世・

の・

中・

は
た
だ
無
闇
に
武ぶ

晴ば
る

る
ば
か
り
﹂︑﹁
当
時
少
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し
く
世・

間・

に
向
く
よ
う
な
人
間
は
こ
と
ご
と
く
長
大
小
を
横
た
え
る
﹂︒
他
に
﹁
日
本
国
中
た
だ
慶
應
義
塾
の
み
﹂
の
と
こ
ろ
で
は

﹁
世・

間・

に
頓
着
す
る
な
﹂
と
あ
り
︑﹁
老
余
の
半
生
﹂
の
﹁
仕
官
を
嫌
う
由
縁
﹂
の
と
こ
ろ
で
﹁
世・

間・

は
広
し
﹂︑﹁
文
明
駸し
ん

駸し
ん

乎こ

し
て

進
歩
す
る
世・

の・

中・

﹂
な
ど
と
記
し
て
い
る
︒﹁
人
間
は
社
会
の
虫
な
り
﹂
の
と
こ
ろ
で
﹁
社・

会・

全
体
﹂︑﹁
日・

本・

社・

会・

の
大
変
革
﹂︑
他

に
﹁
社
会
の
利
害
﹂﹁
社
会
の
交
際
﹂﹁
著
訳
社
会
﹂﹁
政
治
社
会
﹂
な
ど
の
用
法
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ま
で
society
の
訳
語

と
し
て
主
と
し
て
用
い
て
き
た
人・

間・

交・

際・

の
用
語
は
社・

会・

と
い
う
訳
語
で
言
葉
と
し
て
広
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
福
沢
自
身
も
こ
の

﹃
自
伝
﹄
の
な
か
で
は
︑
人
間
交
際
の
用
語
は
殆
ん
ど
用
い
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄﹃
学
問
の
す
す
め
﹄﹃
文
明
論

之
概
略
﹄﹃
男
女
交
際
論
﹄
等
に
お
い
て
も
︑
こ
の
人
間
交
際
の
考
え
方
は
独
立
自
尊
の
考
え
方
と
と
も
に
福
沢
の
も
っ
と
も
基
礎

と
な
る
発
想
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

福
沢
に
み
る
人
間
と
社
会
の
関
係
づ
け
︵
秩
序
づ
け
︶
は
︑
個
人
が
人
々
の
間
の
具
体
的
な
行
為
と
し
て
の
人
間
交
際
を
︑
家
族

も
含
め
て
中
間
レ
ベ
ル
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
集
団
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
︑
そ
し
て
狭
い
世
間
や
広
い
世
間
︑
世
の
中
で
繰
り
広

げ
て
い
く
過
程
で
︑
よ
り
広
く
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
見
出
し
構
築
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
︒﹃
学
問

の
す
す
め
﹄
一
七
編
︑
人
望
論
で
︑﹁
言
語
を
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂︑﹁
顔
色
容
貌
を
快
く
し
て
︑
一
見
直
ち
に
人
に
厭
わ
る
る
こ

と
無
き
を
要
す
﹂︑﹁
人
類
相
接
せ
ざ
れ
ば
互
い
に
そ
の
意
を
尽
く
す
こ
と
能
わ
ず
︑
意
を
尽
く
す
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
そ
の
人
物
を
知

る
に
由
な
し
﹂
と
し
て
︑
情
報
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
︒
近
代
日
本
社
会
学
の
草
創
期
に
お
け
る
福

沢
の
こ
の
個
人
主
義
思
想
や
関
係
論
的
視
点
の
胚
胎
は
︑
そ
の
後
の
生
成
期
や
確
立
期
︑
変
転
期
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

社
会
有
機
体
説
︑
国
家
本
位
主
義
や
集
団
主
義
︑
規
範
主
義
︑
民
族
主
義
的
思
考
が
か
な
り
根
強
く
な
り
︑﹁
社
会
﹂
は
多
く
は
国

家
社
会
と
し
て
論
じ
ら
れ
︑
生
活
す
る
人
々
の
﹁
世
間
﹂
や
﹁
世
の
中
﹂︑﹁
市
民
社
会
﹂︑
日
常
生
活
に
は
部
分
的
に
し
か
眼
が
向

け
ら
れ
て
い
か
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
︵

︶
︒
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︵

︶

社
会
変
動
論

4
﹁
社
会
変
動
と
は
︑
時
間
と
と
も
に
︑
社
会
構
造
を
構
成
す
る
役
割
︑
制
度
︑
秩
序
に
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
変
化
︵

︶
﹂
で
あ
る
と
す
れ

31

ば
︑﹁
一
身
に
し
て
二
生
を
生
き
る
﹂
と
し
て
社
会
制
度
の
掃
除
破
壊
と
建
置
経
営
に
生
涯
と
り
組
ん
だ
福
沢
の
活
動
は
︑
社
会
変

動
論
の
展
開
そ
の
も
の
で
あ
る
︒﹃
学
問
の
す
す
め
﹄︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄︑﹃
旧
藩
情
﹄︑﹃
分
権
論
﹄︑﹃
貧
富
論
﹄︑﹃
民
情
一
新
﹄︑

﹃
男
女
交
際
論
﹄
等
々
と
社
会
変
動
論
に
満
ち
た
諸
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
特
徴
に
言
及
す
る
に
と
ど
め

た
い
︒

﹁
独
立
の
活
計
は
人
間
の
一
大
事
﹂︑
さ
れ
ど
﹁
人
の
性
は
群
居
を
好
み
決
し
て
独
歩
孤
立
す
る
を
得
ず
﹂︒﹁
文
明
の
効
能
は
︑
僅

か
に
一
場
の
戦
争
を
も
っ
て
止
む
も
の
に
有
ら
ず
︒
故
に
こ
の
変
動
は
戦
争
の
変
動
に
有
ら
ず
︑
文
明
に
促
さ
れ
た
人・

心・

の
変・

動・

な

れ
ば
︑
こ
の
戦
争
の
変
動
は
既
に
七
年
前
に
止
み
て
そ
の
跡
な
し
と
雖
ど
も
︑
人
心
の
変
動
は
今
な
お
依
然
な
り
﹂︵﹃
学
問
の
す
す

め
﹄
の
九
編
︑
明
治
七
年
︶
︒

﹃
文
明
論
之
概
略
﹄︵
明
治
八
年
︶
で
は
︑﹁
文
明
論
と
は
︑
人
の
精
神
発
達
の
議
論
な
り
﹂
と
し
て
︑
文
明
に
は
文
明
の
事
物
と

文
明
の
精
神
︵
人
心
風
俗
︑
人
民
の
気
力
︶
の
二
つ
が
あ
り
︑
そ
の
精
神
の
発
達
に
は
智
徳
の
進
歩
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
文

明
﹂﹁
半
開
﹂﹁
野
蛮
﹂
と
い
う
巨
視
的
な
文
明
の
比
較
と
進
歩
発
展
の
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
時
節
と
場
所
と
を
考
え

て
文
明
に
導
く
た
め
に
は
︑
古
習
虚
飾
の
惑
溺
を
戒
め
て
﹁
精
神
の
活
発
︑
人
と
人
と
の
交
際
の
必
要
﹂﹁
独
一
個
人
の
自
由
と
進

歩
﹂﹁
勇
を
振
て
我
思
う
所
の
説
を
吐
く
べ
し
﹂
と
す
る
多
事
争
論
の
必
要
を
強
調
す
る
︒

﹃
旧
藩
情
﹄︵
明
治
一
〇
年
︶
で
旧
中
津
藩
の
上
下
両
等
の
士
族
間
の
栄
誉
利
害
の
身
分
差
を
詳
し
く
指
摘
し
て
そ
の
身
分
差
を
解

消
す
る
積
極
策
は
な
か
な
か
見
出
し
に
く
く
︑
消
極
で
は
あ
る
が
︑﹁
旧
藩
社
会
﹂
を
変
え
る
に
は
﹁
今
の
学
校
を
盛
ん
に
す
る
こ

と
﹂︑﹁
上
下
士
族
相
互
に
婚
姻
の
風
を
勧

す
す
む

る
こ
と
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
前
者
は
新
た
な
学
校
の
す
す
め
︑
学
問
の
す
す
め
に
よ
る

人
心
の
変
動
で
あ
り
︑
後
者
は
身
分
間
・
階
級
間
の
婚
姻
︑
通
婚
圏
の
拡
大
︑
新
た
な
人
間
交
際
の
す
す
め
で
あ
る
︒
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﹃
民
情
一
新
﹄︵
明
治
一
二
年
︶
は
︑
新
た
な
国
会
開
設
を
前
に
民
情
一
新
の
必
要
を
説
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
西
洋
諸
国

の
文
明
開
化
は
︑
蒸
気
船
︑
蒸
気
車
︑
電
信
︑
郵
便
︑
印
刷
等
︵
文
明
の
利
器
︶
の
発
明
工
夫
が
も
た
ら
し
た
交
通
往
来
︑
社
会
交

通
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
︑
そ
の
力
が
民
情
︑
社
会
の
心
情
を
も
た
ら
し
て
い
る
︒
保
守
の
主
義
と
進
取
の
主
義
が
相
対
峙
し

て
自
ら
進
歩
す
べ
し
︑
文
明
の
利
器
を
利
用
す
る
の
は
進
取
の
人
で
あ
り
︑
今
世
に
お
い
て
国
安
を
維
持
す
る
方
法
は
平
穏
の
間
に

政
権
を
授
受
す
べ
き
こ
と
︑
そ
し
て
来
る
べ
き
国
会
開
設
に
あ
た
っ
て
は
政
権
を
得
た
者
が
永
世
不
変
︑
長
座
を
謀
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
と
説
い
た
︒
ま
た
︑
国
家
と
し
て
明
治
政
府
が
成
立
し
て
次
第
に
中
央
集
権
化
が
進
も
う
と
す
る
な
か
で
福
沢
は
﹃
分
権

論
﹄︵
明
治
一
〇
年
︶
に
お
い
て
全
国
一
般
の
租
税
︑
外
交
︑
貨
幣
︑
徴
兵
な
ど
に
か
か
わ
る
﹁
政
権
﹂︵
g
ov
ern
m
en
t︶
と
国
内
各

地
の
便
宜
を
図
る
た
め
警
察
︑
道
路
︑
堤
防
︑
学
校
︑
衛
生
な
ど
に
か
か
わ
る
﹁
治
権
﹂︵
ad
m
in
istration
︶
と
を
区
別
し
て
︑
治

権
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
国
内
各
地
に
分
権
化
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
︒

福
沢
は
習
慣
の
力
は
根
強
く
︑
変
え
る
の
は
難
し
い
が
︑
人
々
の
気
力
や
智
力
を
変
え
て
﹁
人
心
の
変
動
﹂
を
促
し
回
復
し
て
い

く
の
も
ま
た
習
慣
の
力
で
あ
り
︑
社
会
を
変
え
て
い
く
力
は
︑
外
か
ら
の
刺
激
や
圧
力
︑﹁
西
洋
化
﹂︑
文
明
の
事
物
︑
蒸
気
船
な
ど

の
文
明
の
利
器
︑
異
文
化
体
験
な
ど
の
外
発
的
・
外
生
的
要
因
と
︑
人
々
の
自
ら
の
気
力
と
智
力
︑﹁
人
心
の
変
動
﹂︑
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
と
の
人
間
交
際
︑
情
報
伝
達
と
議
論
︑
公
議
輿
論
︑
多
事
争
論
な
ど
の
内
発
的
・
内
生
的
要
因
と
の
相
互
の
触
媒
に
よ
っ
て
促

さ
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
た
︒
よ
り
重
視
し
た
の
は
自
ら
の
内
側
か
ら
の
変
化
で
あ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
人
々
と
の
人
間
交
際

で
あ
っ
た
︒

︵

︶

科
学
方
法
論

5
本
論
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
が
︑
蔵
内
数
太
は
幕
末
の
帆
足
万
里
の
﹃
窮
理
通
﹄
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
︑﹁
西
洋
の
科
学

的
思
惟
方
法
が
社
会
的
事
実
の
取
り
扱
い
に
与
え
た
影
響
は
⁝
⁝
と
く
に
そ
れ
が
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
の
は
福
沢
諭
吉
の
思
想
で
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あ
る
﹂
と
し
て
い
た
︵

︶
︒

32

社
会
事
象
の
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
客
観
的
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
科
学
的
方
法
の
試
み
は
︑
福
沢
の
多
く
の
著
作
の
な

か
に
見
い
出
せ
る
︒
西
洋
の
啓
蒙
思
想
に
触
れ
る
以
前
に
﹃
福
翁
自
伝
﹄
の
幼
少
時
の
体
験
と
し
て
﹁
反ほ

故ご

を
踏
み
お
札
を
踏
む
﹂

﹁
稲
荷
様
の
神
体
を
見
る
﹂
な
ど
の
体
験
を
し
た
り
︑
少
し
距
離
を
お
い
て
も
の
ご
と
を
観
て
考
え
る
と
い
う
姿
勢
は
一
貫
し
て
い

た
と
い
え
る
︒﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
一
五
編
﹁
事
物
を
疑
っ
て
取
捨
を
断
ず
る
事
﹂︵
明
治
九
年
︶
の
な
か
で
︑﹁
信
の
世
界
に
偽ぎ

詐さ

多
く
︑
疑
の
世
界
に
真
理
多
し
﹂︑﹁
こ
の
雑
踏
混
乱
の
最
中
に
居
て
︑
よ
く
東
西
の
事
物
を
比
較
し
︑
信
ず
べ
き
を
信
じ
︑
疑
う
べ

き
を
疑
い
︑
取
る
べ
き
を
取
り
︑
捨
つ
べ
き
を
捨
て
︑
信
疑
取
捨
そ
の
宜
し
き
を
得
ん
と
す
る
は
難
き
に
非
ず
や
﹂
と
ま
ず
事
物
・

事
象
・
人
間
に
接
し
て
距
離
を
置
い
て
懐
疑
し
て
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
の
は
︑
科
学
方
法
論
の
出
発
点
で
も
あ
る
︵

︶
︒

33

﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
の
十
二
編
の
な
か
で
︑﹁
学
問
の
本
趣
意
は
読
書
の
み
に
有
ら
ず
し
て
精
神
の
働
き
に
在
り
﹂
と
し
て
﹁
視
察
︵

︶
︑

34

推
究
︵

︶
︑
読
書
は
も
っ
て
智
見
を
集
め
︑
談
話
は
も
っ
て
智
見
を
交
易
し
︑
著
書
演
説
は
も
っ
て
智
見
を
散
ず
る
の
術
な
り
﹂﹁
談
話

35
と
演
説
と
に
至
っ
て
は
必
ず
し
も
人
と
共
に
せ
ざ
る
を
得
ず
﹂
と
示
唆
に
富
む
言
及
を
し
て
い
る
︒
①
智
見
を
集
め
る
︵
収
集
︶
︑

②
智
見
を
交
易
す
る
︵
相
互
交
換
︶
︑
③
智
見
を
散
ず
る
︵
発
表
︶
︑
行
為
の
相
互
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
て
興
味
深
い
︒
こ
の
三

角
測
量
の
活
動
は
︑
科
学
的
方
法
と
活
動
に
も
連
な
っ
て
い
く
︒

福
沢
の
旺
盛
な
好
奇
心
と
社
会
観
察
の
事
例
は
︑﹃
福
翁
自
伝
﹄︑﹁
万
延
元
年
ア
メ
リ
カ
ハ
ワ
イ
見
聞
報
告
書
﹂︵
万
延
元
年
︑
一

八
六
〇
年
︶
︑﹃
西
航
手
帳
﹄︵
文
久
二
年
︑
一
八
六
二
年
︶
︑﹃
西
航
記
﹄︵
文
久
二
年
︶
︑﹃
旧
藩
情
﹄︵
明
治
一
〇
年
︶
︑
更
に
一
例
と
し
て

都
鄙
別
︑
智
愚
別
︑
年
齢
別
で
い
ず
れ
が
保
守
の
主
義
︑
進
取
の
主
義
に
従
う
か
な
ど
に
関
す
る
福
沢
の
観
察
智
見
︵
仮
説
︶
な
ど

を
試
み
た
﹃
民
情
一
新
﹄︵
明
治
一
二
年
︶
な
ど
に
も
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
観
察
さ
れ
る
︵
た
︶
事
象
や
﹁
有
様
﹂︑﹁
所
論
﹂
や

﹁
所
業
﹂
を
比・

較・

し
て
み
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
︒﹁
有
様
を
比・

較・

す
る
と
は
た
だ
一
事
一
物
を
比
較
す
る
に
非
ず
︑
そ
の
一
体
の
有

様
と
彼
の
一
体
の
有
様
と
を
並
べ
て
︑
双
方
の
得
失
を
残
ら
ず
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︵

︶
﹂
と
す
る
︒
更
に
一
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

36
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﹁
も
し
一
国
を
全
体
の
一
物
と
視み

做な

し
て
他
の
文
明
の
一
国
に
比
較
し
︑
数
十
年
の
間
に
行
わ
る
る
双
方
の
得
失
を
察
し
て
互
い
に

加
減
乗
除
し
︑
そ
の
実
際
に
見あ

ら

わ
れ
た
る
と
こ
ろ
の
損
益
を
論
ず
る
こ
と
あ
ら
ば
︑
そ
の
誇
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
誇
る
に
た
ら
ざ
る

も
の
な
ら
ん
︵

︶
﹂
と
し
て
︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
の
構
想
や
考
察
に
も
重
な
っ
て
い
く
︒

37

﹁
人
間
万
事
︑
数
理
の
外
に
悦
す
る
こ
と
叶か
な

わ
ず
︑
独
立
の
外
に
依
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
う
べ
き
こ
の
大
切
な
る
一
義
を
︑
わ
が

日
本
国
に
お
い
て
は
軽
く
視
て
い
る
﹂
と
し
て
︑﹁
有
形
に
お
い
て
数
理
学
﹂
と
﹁
無
形
に
お
い
て
独
立
心
︵

︶
﹂
を
強
調
し
た
福
沢
が
︑

38

﹃
学
問
の
す
す
め
﹄︵
初
編
︶
の
な
か
で
特
に
重
視
し
て
い
た
の
は
﹁
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
﹂
で
あ
っ
た
︒

特
に
事
象
や
働
き
﹁
そ
の
一
体
の
有
様
と
彼
の
一
体
の
有
様
と
を
並
べ
て
﹂︵
比
較
し
て
︶
︑﹁
双
方
の
得
失
を
残
ら
ず
察
す
﹂
る
う

え
で
好
ん
で
重
視
さ
れ
用
い
ら
れ
た
方
法
が
統
計
法
で
あ
っ
た
︵

︶
︒

39

﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
の
な
か
で
も
穀
物
の
物
価
と
婚
姻
の
数
な
ど
の
関
連
な
ど
の
よ
う
に
﹁
天
下
の
人
心
を
一
体
と
視み

做な

し
て
︑

久
し
き
時
限
の
間
に
広
く
比
較
し
て
︑
そ
の
事
跡
に
顕
わ
る
も
の
を
記
す
の
法
﹂
が
統
計
︑﹁
ス
タ
チ
ス
チ
ク
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を

通
じ
て
規
則
性
・
定
則
︵
reg
u
larity
︶
が
見
出
さ
れ
︑﹁
こ
の
趣
意
に
従
て
事
物
を
詮
索
す
れ
ば
︑
そ
の
働
の
原
因
を
求
め
る
に
付

き
大
な
る
便
利
あ
り
︒
そ
も
そ
も
事
物
の
働
き
に
は
︑
必
ず
そ
の
原
因
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
原
因
を
︑
近
因
と
遠
因
と
の
二
様

に
区
別
し
︑
近
因
は
見
易
く
し
て
遠
因
は
弁
じ
難
し
﹂
と
す
る
要
因
分
析
な
ど
も
興
味
深
い
︒
変
動
期
に
あ
っ
て
人
心
の
変
動
の
実

態
や
そ
の
重
要
性
を
統
計
的
手
法
な
ど
の
科
学
方
法
論
を
実
験
︑
活
用
し
て
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
福
沢
の
姿
勢
を
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
︒
福
沢
の
若
い
時
か
ら
の
適
塾
な
ど
で
の
﹁
窮
理
学
﹂
や
﹁
有
形
の
学
問
﹂
へ
の
関
心
︑﹁
目
的
な
し
の
勉
強
﹂
が
︑

﹁
無
形
の
学
問
﹂
の
な
か
で
も
こ
の
よ
う
な
形
で
活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
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四

む
す
び
に

こ
の
小
論
は
︑﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
草
創
と
福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
の
再
考
察
﹂
と
題
し
て
検
討
を
試
み
た
も
の

で
あ
る
︒
冒
頭
の
﹁
一

近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
草
創
﹂
で
は
︑
そ
の
展
開
の
時
期
を
幕
末
か
ら
明
治
一
〇
年
頃
ま
で
の
草

創
期
︑
明
治
一
〇
年
代
～
三
〇
年
代
の
生
成
期
︑
明
治
四
〇
年
代
～
大
正
七
年
の
形
成
期
︑
大
正
八
年
～
昭
和
七
年
の
成
立
期
︑
昭

和
八
～
昭
和
二
〇
年
終
戦
ま
で
の
変
転
期
︑
昭
和
二
〇
年
終
戦
～
昭
和
二
八
年
ま
で
の
新
た
な
模
索
期
︑
更
に
現
代
社
会
学
の
時
期

と
分
け
た
と
き
に
︑
特
に
わ
が
国
の
社
会
学
思
想
史
研
究
の
遅
れ
を
反
省
し
︑
啓
蒙
思
想
家
で
﹃
百
学
連
環
﹄﹃
生
性
発は

つ

蘊う
ん

﹄
な
ど

を
著
し
た
西
周
︑
そ
し
て
福
沢
諭
吉
な
ど
の
こ
の
期
の
社
会
学
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
こ
こ
で
は
福

沢
の
社
会
学
思
想
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
日
本
社
会
学
史
研
究
の
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
問
題
提
起
を
試
み
た
︒

﹁
二

福
沢
諭
吉
の
思
想
形
成
の
特
徴
﹂
は
︑
大
ま
か
な
把
握
で
は
あ
る
が
︑
彼
の
︵

︶
旺
盛
な
好
奇
心
︑︵

︶
起
業
心
︑

1

2

︵

︶
批
判
精
神
︑︵

︶﹁
惑
溺
﹂
へ
の
戒
め
を
と
り
あ
げ
て
︑
①
智
見
を
集
め
︑
②
智
見
を
交
易
し
︑
③
智
見
を
散
ず
る
と
い
う

3

4

考
え
を
示
唆
に
︑
更
に
思
想
形
成
の
三
角
測
量
︵
trian
g
u
lation
︶
の
観
点
か
ら
︑
彼
の
思
想
化
の
特
徴
と
し
て
︵
ａ
︶
経
験
の
思

想
化
︑︵
ｂ
︶
学
問
に
よ
る
思
想
化
︑︵
ｃ
︶
歴
史
状
況
に
お
け
る
再
解
釈
に
よ
る
思
想
化
に
触
れ
て
︑︵
ａ
︶︵
ｂ
︶︵
ｃ
︶
の
い
ず

れ
か
に
極
端
に
凝
り
固
ま
っ
た
り
傾
い
た
り
す
る
こ
と
な
く
溺
れ
る
こ
と
な
く
︑
時
と
場
所
に
応
じ
て
︑
そ
し
て
﹁
事
を
な
す
に
極

端
を
想
像
す
﹂
の
考
え
を
も
と
に
弾
力
的
に
思
想
化
を
試
み
て
い
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
福
沢
を
一
方
的
に
極
端
な
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
に
仕
立
て
た
り
︑
偶
像
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒

次
に
﹁
三

福
沢
諭
吉
の
社
会
学
思
想
に
つ
い
て
の
再
考
察
﹂
の
と
こ
ろ
で
は
︑
福
沢
は
﹁
社
会
学
の
学
論
は
し
な
か
っ
た
が
︑

社
会
学
を
実
践
し
た
と
い
う
べ
き
あ
る
﹂
と
い
う
蔵
内
数
太
︑﹁
福
沢
の
人
間
交
際
の
論
と
は
ま
ご
う
方
な
く
一
個
の
社
会
学
を
意

味
し
て
い
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
武
田
良
三
な
ど
の
先
駆
的
な
示
唆
を
受
け
て
︑
社
会
学
的
な
準
拠
枠
に
照
ら
し
て
福
沢
の
︵

︶
1
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啓
蒙
思
想
の
導
入
と
創
成
︑︵

︶
新
し
い
社
会
秩
序
の
模
索
︑︵

︶
人
間
交
際
論
と
﹁
社
会
﹂
の
発
見
︵
構
築
︶
︑︵

︶
社
会
変

2

3

4

動
論
︑︵

︶
科
学
方
法
論
を
検
討
し
た
︒

5

世
界
の
社
会
学
の
展
開
︑
社
会
学
思
想
史
の
展
開
の
同
時
代
史
に
照
ら
し
て
も
︑
具
体
的
な
社
会
学
書
や
社
会
学
的
な
研
究
書
が

出
て
く
る
以
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
土
壌
の
も
と
で
社
会
学
の
草
創
期
の
啓
蒙
思
想
家
︑
百
科
全
書
的
な
思
想
家
な
ど
に
つ
い
て
も

研
究
が
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︵

︶
︒
明
治
期
に
お
い
て
後
進
日
本
の
近
代
国
家
建
設
の
過
程
で
︑
先
進
欧
米
列
国
の
最
先
端
の
最

40

新
の
学
問
動
向
を
次
々
と
紹
介
導
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
急
い
で
︑
じ
っ
く
り
と
自
ら
の
足
元
の
土
壌
を
耕
し
て
事
を
進
め
る
作

業
︑
学
問
を
深
め
て
い
く
作
業
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
自
ら
の
経
験
や
現
実
と
他
の
経
験
や
新

た
な
思
想
・
理
論
︑
導
入
理
論
と
が
相
互
に
媒
介
さ
れ
て
こ
そ
︑
新
た
な
展
開
︑
経
験
︑
洞
察
︑
啓
蒙
が
可
能
と
な
る
︒
秋
元
律
郎

が
著
書
﹃
日
本
社
会
学
史
│
形
成
過
程
と
思
想
構
造
│
﹄︵
一
九
七
九
年
︶
の
な
か
で
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
展
開
に
見
ら
れ

る
﹁
現
実
へ
の
追
随
と
導
入
理
論
へ
の
も
た
れ
か
か
り
﹂
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
重

要
で
あ
る
︵

︶
︒

41

こ
れ
ま
で
は
︑
明
治
一
〇
年
代
以
降
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
社
会
学
講
義
﹄︑
外
山
正
一
︑
有
賀
長
雄
︑
建
部
遯
吾
な

ど
の
生
成
期
以
降
を
出
発
点
と
す
る
近
代
日
本
社
会
学
史
研
究
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
近
代
日
本
社
会
学
史
研
究
の
可
能
性

を
社
会
学
思
想
史
の
領
域
で
も
更
に
再
検
討
し
て
い
く
試
み
が
必
要
で
あ
る
︒
福
沢
諭
吉
︑
西
周
ら
の
特
に
啓
蒙
思
想
家
の
社
会
学

思
想
を
あ
ら
た
め
て
対
比
し
な
が
ら
深
め
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

︵

︶

川
合
隆
男
﹃
近
代
日
本
社
会
学
の
展
開
│
学
問
運
動
と
し
て
の
社
会
学
の
制
度
化
│
﹄
恒
星
社
厚
生
閣
︑
二
〇
〇
三
︑
一
九
～
二
三

1頁
︒
こ
の
書
は
社
会
学
史
研
究
の
領
域
か
ら
い
え
ば
︵
ｄ
︶
の
領
域
︑
ま
た
拙
書
﹃
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
調
査
の
軌
跡
﹄
恒
星
社
厚

生
閣
︑
二
〇
〇
四
︑
は
︵
ｂ
︶
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
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︵

︶

武
田
良
三
﹁
わ
が
国
に
お
け
る
市
民
社
会
の
形
成
と
社
会
学
﹂
社
会
科
学
部
門
委
員
会
編
﹃
近
代
日
本
の
社
会
科
学
と
早
稲
田
大

2学
﹄︑
早
稲
田
大
学
七
十
五
周
年
記
念
出
版
︑
一
九
五
七
︑
三
七
六
頁
︑
武
田
﹁
日
本
の
市
民
社
会
と
社
会
学
﹂﹃
産
業
社
会
の
展
開
と
市

民
社
会
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
六
四
︑
二
五
八
～
二
八
〇
頁
︒

︵

︶

蔵
内
数
太
﹃
社
会
学

増
補
版
﹄
培
風
館
︑
一
九
六
六
︑
八
二
～
八
三
頁
︒

3
︵

︶

大
道
安
次
郎
﹃
日
本
社
会
学
の
形
成

九
人
の
開
拓
者
た
ち
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
六
八
︒

4
︵

︶

湯
本
豪
一
編
﹃
図
説

明
治
人
物
事
典
│
文
化
人
・
学
者
・
実
業
家
│
﹄
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
︑
二
〇
〇
〇
︑
四
三
一
～
四
三
五
頁
︒

5
︵

︶

神
山
四
郎
﹁
福
沢
諭
吉
の
文
明
史
論
﹂
内
山
秀
夫
編
﹃
一
五
〇
年
目
の
福
沢
諭
吉
│
虚
像
か
ら
実
像
へ
│
﹄
有
斐
閣
選
書
︑
一
九
八

6五
︑
二
～
六
頁
︒

︵

︶

同
︑
七
～
八
頁
︒

7
︵

︶

長
尾
正
憲
﹃
福
沢
屋
諭
吉
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
八
︒
福
沢
は
﹃
福
翁
自
伝
﹄
の
な
か
で
こ
の
起
業
を
﹁
一
大
投
機
﹂
と

8記
し
て
い
る
︒

︵

︶

福
沢
諭
吉
﹁
演
説
の
法
を
勧
む
る
の
説
﹂﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
十
二
編
︑
岩
波
文
庫
︑
松
崎
欣
一
﹃
三
田
演
説
会
と
慶
應
義
塾
系
演

9説
会
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
八
︒

︵

︶

玉
置
紀
夫
﹃
起
業
家
福
沢
諭
吉
の
生
涯
│
学
で
富
み
富
て
学
び
│
﹄
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
二
︒

10
︵

︶

福
沢
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
五
︑
第
二
章
︒

11
︵

︶

同
書
︑
四
九
頁
︒

12
︵

︶
﹃
新
訂

福
翁
自
伝
﹄
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
二
︑
一
三
二
～
一
三
三
頁
︒
福
沢
﹁
万
延
元
年
ア
メ
リ
カ
ハ
ワ
イ
見
聞
報
告

13書
﹂︑﹁
西
航
記
﹂︵﹃
福
沢
諭
吉
選
集
﹄
第
一
巻
所
収
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
︶︑﹁
西
航
手
帳
﹂﹁
慶
応
三
年
日
記
﹂︵﹃
福
沢
諭
吉
全
集
﹄

第
一
九
巻
所
収
︑
一
九
六
二
︶︑﹃
西
航
手
帳
︵
文
久
二
年
︶﹄︵
復
刻
︑
福
沢
諭
吉
生
誕
百
五
十
年
記
念
出
版
︶︵
解
説
・
解
読
︑
富
田
正

文
・
長
尾
政
憲
︶︑
福
沢
諭
吉
協
会
︒
こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
福
沢
の
現
地
で
の
観
察
や
見
聞
を
記
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
と
も
い

え
る
野
帳
で
あ
る
︒
福
沢
の
用
意
・
準
備
周
到
な
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︵

︶

森
有
正
﹃
経
験
と
思
想
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
︑
一
六
～
一
七
頁
︑
一
一
一
頁
︒
松
沢
弘
陽
﹃
近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
﹄

14岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
︑
六
一
頁
︒
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︵

︶

Ａ
・
Ｍ
・
ク
レ
イ
グ
﹁
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ル
・
バ
ー
ト
ン
と
福
沢
諭
吉
│
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
の
原
著
は
誰
が
書
い
た
か
│
﹂﹃
福
沢
諭

15吉
年
鑑
﹄
十
一
号
︑
一
九
八
四
︑
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｍ
・
ク
レ
イ
グ
著
︵
足
立
康
・
梅
津
順
一
訳
︶﹃
文
明
と
啓
蒙
│
初
期
福
沢
諭
吉
の
思

想
│
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
︑
特
に
﹁
第
三
章

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ル
・
バ
ー
ト
ン
の
﹃
政
治
経
済
学
﹄﹂
を
参
照
︒

︵

︶

板
倉
卓
造
﹁﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
と
W
ay
lan
d
’s
M
oral
S
cien
ce﹂﹃
三
田
政
治
学
会
雑
誌
﹄
第
九
号
︑
一
九
三
四
︒

16
︵

︶

Ａ
・
Ｍ
・
ク
レ
イ
グ
著
︑
前
出
︑
玉
置
紀
夫
著
︑
前
出
︑
板
倉
卓
蔵
︑
前
出
︑
間
崎
万
里
﹁
福
沢
諭
吉
の
﹃
西
洋
事
情
﹄﹂﹃
史
学
﹄

17︵
三
田
史
学
会
︶
第
二
四
巻
第
二
︑
三
号
︑
一
九
五
〇
︑
河
野
健
二
﹁
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
福
沢
諭
吉
﹂︵
慶
應
義
塾
大
学
﹃
福
沢
記
念

選
書
﹄
十
二
︶︑
一
九
七
五
︑
山
脇
直
司
﹃
社
会
思
想
史
を
学
ぶ
﹄
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇
九
︒

︵

︶

戸
沢
行
夫
﹃
明
六
社
の
人
び
と
﹄
築
地
書
館
︑
一
九
九
一
︑﹃
明
六
雑
誌
﹄︵
上
・
中
・
下
︶
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
九
︑
二
〇
〇
八
︑

18二
〇
〇
九
︒

︵

︶

林
恵
海
﹁
日
本
社
会
学
の
発
展
﹂
日
本
社
会
学
会
編
﹃
教
養
講
座

社
会
学
﹄
有
斐
閣
︑
一
九
五
三
︑
三
〇
七
～
三
一
四
頁
︒

19
︵

︶

Ｐ
・
Ｍ
・
ハ
ウ
ザ
ー
︵
P
h
ilip
.M
.H
au
ser︶
著
︑
小
山
隆
・
細
井
洋
子
訳
﹁
社
会
学
﹂﹃
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
百
科
事
典
﹄
第
九
巻
︑

20一
九
九
一
︑
六
三
～
六
八
頁
︒

︵

︶
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
｢緒
言
﹂︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
五
︑
九
頁
︒

21
︵

︶

同
︑
一
一
七
～
一
一
八
頁
︑
丸
山
眞
男
﹁
福
沢
に
お
け
る
﹁
惑
溺
﹂﹂
丸
山
眞
男
著
・
松
沢
弘
陽
編
﹃
福
沢
諭
吉
の
哲
学
︑
他
六
篇
﹄

22岩
波
文
庫
︑
二
〇
〇
一
︒

︵

︶
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄︵﹃
福
沢
諭
吉
選
集
﹄
第
一
巻
︑
一
九
八
〇
︶︑
一
六
七
頁
︒

23
︵

︶
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
岩
波
文
庫
︑
前
出
︑
一
五
頁
︒

24
︵

︶

福
沢
は
﹃
西
洋
事
情
初
編
﹄︵﹃
選
集
﹄
第
一
巻
︶
の
な
か
の
﹁
文
学
技
術
﹂
の
と
こ
ろ
で
︑
ベ
ー
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
こ
と
を
﹁
フ

25ラ
ン
シ
ス
・
バ
ー
コ
ン
︑
デ
ス
・
カ
ル
テ
ス
等
の
賢
哲
﹂
と
し
て
触
れ
て
い
る
︒
一
一
六
頁
︒

︵

︶

柳
父
章
﹃
翻
訳
語
成
立
事
情
﹄
岩
波
新
書
︑
一
九
八
二
︑
三
～
二
二
頁
︒

26
︵

︶
﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄
前
出
︑
一
七
〇
頁
︒

27
︵

︶

柳
父
章
︑
前
出
︑
一
七
頁
︒

28
︵

︶
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
九
編
︑
前
出
︑
八
三
～
八
六
頁
︒

29
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︵

︶

川
合
﹃
近
代
日
本
社
会
学
の
展
開
﹄
前
出
︑
三
九
～
四
六
頁
︒

30
︵

︶

Ｐ
・
Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
︵
安
江
孝
司
・
鎌
田
彰
仁
・
樋
口
祐
子
訳
︶﹃
バ
ー
ガ
ー
社
会
学
﹄
学
習
研
究
社
︑
一
九
七
九
︑
二
一
頁
︒

31
︵

︶

蔵
内
数
太
﹃
社
会
学

増
補
版
﹄
前
出
︑
八
一
頁
︒

32
︵

︶

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
︵
西
島
芳
二
訳
︶﹃
職
業
と
し
て
の
政
治
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
五
九
︑
の
な
か
の
﹁
事
物
と
人
間
に
対
す

33る
距・

離・

︵
D
istan
z︶﹂︑﹁
距
離
へ
の
習
熟
に
よ
っ
て
の
み
可
能
﹂
と
い
う
指
摘
と
も
重
な
る
︒

︵

︶
﹃
学
問
の
す
す
め
﹄︑
一
〇
七
頁
に
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