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小泉信三の福沢諭吉論

小
泉
信
三
の
福
沢
諭
吉
論

小　

川　

原　
　

正　

道

一　

は
し
が
き

　

小
泉
信
三
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
か
ら
二
十
二
年
に
い
た
る
ま
で
の
慶
應
義
塾
長
在
任
期
間
、
そ
し
て
戦
後
の
文
筆
家
時

代
を
中
心
に
、
さ
か
ん
に
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
論
じ
た
。
福
沢
研
究
に
お
い
て
今
日
な
お
、
重
き
を
占
め
て
い
る
石
河
幹
明
の
『
福

沢
諭
吉
伝
』
全
四
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
）
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
版
元
の
岩
波
書
店
創
業
者
、
岩
波
茂
雄
を
石
河
に
紹
介
し

た
の
も
小
泉
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
六
月
十
九
日
、
慶
應
義
塾
評
議
員
会
は
福
沢
諭
吉
の
伝
記
編
纂
を
決
め
、
石
河

一　

は
し
が
き

二　
「
福
沢
諭
吉
伝
」

三　

愛
国
者
・
個
人
主
義
者

四　

戦
時
中
の
福
沢
弁
護

五　

占
領
下
の
福
沢
論

六　

戦
後
の
福
沢
論

七　

む
す
び
に
代
え
て
―
―
『
福
沢
諭
吉
』（
岩
波
新
書
）
―
―
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に
依
嘱
し
た
。
岩
波
書
店
か
ら
出
版
す
る
話
は
岩
波
茂
雄
が
八
月
に
出
願
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
が）

1
（

、
同
年
十
二
月
十
一
日
付
岩
波

宛
書
簡
で
小
泉
は
、
岩
波
と
石
河
と
の
面
会
を
仲
介
し
、
石
河
宛
紹
介
状
を
書
く
と
し
て
い
る）

2
（

。

　

後
年
、
小
泉
は
、「
私
は
慶
應
義
塾
に
学
び
、
塾
に
奉
職
し
な
が
ら
福
沢
先
生
の
著
作
に
特
殊
の
注
意
を
向
け
た
の
は
晩
か
っ
た
」

と
し
た
上
で
、
こ
の
大
正
十
二
年
に
着
手
さ
れ
た
『
福
沢
諭
吉
伝
』
と
、
大
正
十
四
、
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
福
沢
全
集
』
全
十

巻
の
刊
行
が
、「
特
に
吾
々
の
注
意
を
先
生
に
対
し
て
促
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
泉
は
、
福
沢
の
こ
と
を
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク

（M
aurice M

aeterlinck

）
の
「
青
い
鳥
」
―
―
幸
福
の
象
徴
「
青
い
鳥
」
を
木
こ
り
の
子
ど
も
の
兄
妹
が
求
め
て
旅
を
し
た
が
見

つ
か
ら
ず
、
家
に
帰
る
と
そ
の
籠
に
い
た
―
―
に
た
と
え
た
が
、
そ
の
通
り
、
福
沢
に
着
眼
し
た
の
は
遅
か
っ
た
の
で
あ
る）

（
（

。
大
正

十
二
年
と
い
う
と
三
十
五
歳
、
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
て
慶
應
義
塾
大
学
部
の
教
授
に
就
任
し
て
七
年
が
経
っ
て
い
た）

（
（

。

　

小
泉
の
福
沢
諭
吉
研
究
、
小
泉
と
福
沢
の
比
較
な
ど
に
つ
い
て
は
、
服
部
礼
次
郎
「
小
泉
信
三
博
士
没
後
四
〇
年
―
小
泉
信
三
博

士
と
福
沢
研
究
」（
服
部
礼
次
郎
『
福
沢
諭
吉
と
門
下
生
た
ち
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
一
年
〈
二
〇
〇
九
〉））、
神
沢
惣
一

郎
「
福
沢
諭
吉
と
小
泉
信
三
」（『
早
稲
田
商
学
』
第
二
百
九
号
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
）、
な
ど
の
業
績
が
あ
る
。
服
部
氏
が
、
小
泉
の

福
沢
精
神
の
解
釈
は
戦
前
戦
後
も
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
精
神
の
「
強
調
の
仕
方
、
受
け
止
め
方
と
い
う
の
は
、
や
は
り
大
き
く
変

化
し
、
深
ま
り
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
点）

5
（

や
、
神
沢
氏
が
「
小
泉
の
マ
ル
ク
ス
批
判
は
戦
前
と
戦

後
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
境
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点）

（
（

な
ど
は
、
本

稿
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
楠
茂
樹
・
楠
美
佐
子
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
二
十
九
年
）
が
、
小
泉
と
福
沢
と
の
関
係
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
じ
て
お
り
、
小
泉
に
と
っ
て
福
沢
が

「
青
い
鳥
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
小
泉
が
戦
前
、『
福
翁
自
伝
』、「
旧
藩
情
」、「
瘠
我
慢
の
説
」
を
推
奨
し
た
の
に
対
し
、
戦
後
は

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
薦
め
た
こ
と
に
着
眼
し
、「
小
泉
信
三
の
思
想
を
読
み
解
く
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
確
か
に
こ
の
点
、
す
な
わ

ち
福
沢
諭
吉
へ
の
覚
醒
の
あ
り
方

0

0

0

に
あ
る
と
い
え
る
」（
某
点
原
文
）
と
指
摘
し
て
い
る
点
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

（
（

。
果
た
し
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て
、
小
泉
の
福
沢
論
は
戦
前
戦
後
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
る
時
代
環
境
の
変
化
は
、
小
泉
の
福
沢

論
に
変
化
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
泉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
福
沢
に
「
覚
醒
」
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
小
泉
信
三
に
よ

る
福
沢
諭
吉
論
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　
「
福
沢
諭
吉
伝
」

　

小
泉
が
福
沢
に
つ
い
て
本
格
的
に
書
い
た
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
は
、
小
泉
自
身
が
編
ん
だ
岩
波
文
庫
の
『
福
沢
選
集
』（
昭
和

三
年
一
月
）
に
附
し
た
解
説
で
あ
ろ
う）

（
（

。
小
泉
は
そ
こ
で
、
福
沢
の
略
歴
、
収
録
さ
れ
て
い
る
著
作
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
た
上
で
、

こ
れ
で
福
沢
の
代
表
的
著
作
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
石
河
幹
明
氏
が
慶
應
義
塾
に
お
い
て
目
下
選
述
を
進
め
つ
つ

あ
る
福
沢
伝
と
に
就
い
て
見
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
結
論
し
て
い
る）

（
（

。

　

小
泉
は
そ
の
石
河
幹
明
の
『
福
沢
諭
吉
伝
』
刊
行
に
あ
た
り
、「
福
沢
諭
吉
伝
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
て
い
る
。
小
泉

は
、
福
沢
の
生
涯
は
大
き
く
三
つ
の
事
件
に
重
大
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
。
第
一
は
明
治
維
新
の
変
革
、
第
二
は
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
の
政
変
、
第
三
は
日
清
戦
争
で
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
沢
は
当
初
、
幕
府
も
薩
長
も
攘
夷
家
で
頼
む
に

足
り
な
い
と
感
じ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
新
政
府
は
開
国
派
で
、
福
沢
は
そ
の
改
革
を
壮
と
し
、
政
府
当
局
者
が
有
意
な
人
材
で
あ

る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
ら
ば
な
ぜ
政
府
に
出
仕
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

福
沢
は
四
点
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
役
人
の
空
威
張
り
が
気
に
入
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
役
人
全
体
の
素
行
風
儀
が

よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
幕
臣
の
寝
返
り
が
気
に
入
ら
な
い
こ
と
、
第
四
に
、
皆
政
府
に
依
っ
て
立
身
出
世
を
し
よ
う
と
す

る
か
ら
、
文
明
の
手
本
を
み
せ
て
や
り
た
い
と
考
え
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
他
人
の
手
柄
に
割
り
込
ん
で
一
口
乗
せ

て
も
ら
お
う
と
い
う
態
度
の
卑
陋
な
る
を
卑
し
む
念
も
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
小
泉
は
推
測
す
る
。
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第
二
の
明
治
十
四
年
の
政
変
で
は
、
大
隈
重
信
、
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
と
約
束
し
た
新
聞
発
行
が
頓
挫
し
た
こ
と
で
迷
惑
を
こ
う

む
っ
た
だ
け
で
な
く
、
福
沢
門
下
生
が
政
府
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
国
会
開
設
論
を
唱
え
る
か
ら
福
沢
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、

そ
れ
を
約
束
し
た
伊
藤
、
井
上
の
挙
動
も
訝
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
福
沢
門
下
生
が
危
険
で
あ
り
、
そ
の
責
が
福
沢
に
あ
る

と
い
う
の
は
無
茶
な
論
理
で
あ
る
。
福
沢
は
こ
う
考
え
た
。

　

第
三
の
日
清
戦
争
に
つ
い
て
は
、
福
沢
は
何
よ
り
国
の
独
立
を
重
ん
じ
、
こ
れ
を
憂
慮
し
、
軍
備
拡
張
論
を
唱
え
た
。
明
治
十
五

年
頃
か
ら
そ
の
国
権
論
は
「
支
那
」
を
目
標
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
よ
い
よ
日
清
開
戦
を
迎
え
る
。
福
沢
は
軍
資
金
の
募
集
を
呼

び
か
け
、
そ
の
勝
利
を
喜
ん
だ
。
こ
う
し
た
福
沢
を
説
く
事
で
、
小
泉
は
、「
動
も
す
れ
ば
看
過
せ
ら
る
る
愛
国
者
と
し
て
の
先
生
」

を
描
く
こ
と
を
試
み
た
、
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

　

小
泉
が
こ
の
時
点
で
、
福
沢
の
「
愛
国
者
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
泉
は

昭
和
三
年
二
月
の
段
階
で
も
、「
瘠
我
慢
の
説
」
を
引
き
な
が
ら
、
福
沢
は
勝
の
江
戸
城
無
血
開
城
を
非
と
し
た
が
、
そ
れ
は
国
内

の
こ
と
に
つ
い
て
「
殉
節
の
気
概
」
な
き
も
の
は
、
対
外
国
の
こ
と
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
危
ぶ
ん
だ
か
ら
で
あ
っ
た
、
と

述
べ
て
い
た）

（（
（

。
福
沢
の
愛
国
論
は
、
は
や
く
も
昭
和
初
年
の
小
泉
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
か
く
し
て
、
小
泉
は
福
沢
に

「
覚
醒
」
し
た
。

三　

愛
国
者
・
個
人
主
義
者

　

昭
和
九
年
に
は
「
愛
国
者
・
個
人
主
義
者
」、
と
題
す
る
講
演
録
の
な
か
で
、「
個
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
個
人
の
権
威
と
責
任
と

を
強
調
す
る
も
の
が
個
人
主
義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
福
沢
先
生
の
主
義
も
た
し
か
に
個
人
主
義
で
あ
る
」
と
述
べ
、
同
時
に
、
福

沢
は
西
郷
隆
盛
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
両
者
と
も
に
「
熱
烈
な
る
愛
国
者
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
福
沢
は
「
西
洋
文
明
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の
讃
美
者
と
云
ふ
風
に
見
ら
れ
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
柄
は
決
し
て
さ
う
簡
単
で
な
い
」
と
し
て
、
国
の
独
立
を
い
か
に
し
て
達

成
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
国
家
を
文
明
の
世
界
に
進
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
、
と
説
い
た
と
い
う
。
な
ぜ
、
日
本
国
は
大

切
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
「
非
合
理
主
義
」「
イ
ル
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
」
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
。
計
算
や
打
算
、
損
得
を

も
っ
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
そ
れ
が
「
イ
ル
ラ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
、
と
小
泉
は
説
明
し
、
そ
こ
で
福
沢
が
「
瘠

我
慢
の
説
」
で
用
い
た
の
が
、
立
国
は
私
な
り
公
に
非
ら
ざ
る
な
り
、
と
い
う
冒
頭
の
一
句
で
あ
っ
た
と
す
る
。
学
問
で
説
明
は
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
熱
烈
な
る
愛
国
者
で
あ
っ
た
福
沢
は
、
あ
る
種
の
「
哲
学
」
を
捨
て
、「
私
情
」
に
殉
じ
る
も
の
で
あ
る
と
説

い
た
。
福
沢
に
お
い
て
個
人
主
義
と
愛
国
主
義
と
は
両
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

同
年
に
発
表
し
た
「
福
沢
先
生
の
国
家
及
び
社
会
観
」
に
お
い
て
も
、「
先
生
は
、
つ
ま
り
愛
国
心
と
か
、
報
国
心
と
か
い
う
も

の
は
、
こ
れ
は
哲
学
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
天
地
の
公
道
で
は
な
く
し
て
私
情
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
た
と
い
私
情

に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
吾
々
に
と
っ
て
は
最
高
の
道
徳
で
あ
る
。
よ
し
哲
学
的
に
は
説
明
出
来
ず
と
も
、
自
分
は
敢
え
て
そ
の
私

情
に
殉
ず
る
、
と
い
う
こ
と
を
度
々
の
機
会
に
お
い
て
公
言
せ
ら
れ
る
」
と
述
べ
、「
国
民
を
し
て
真
実
に
国
を
愛
せ
し
む
る
た
め

に
は
、
そ
の
国
を
彼
等
自
身
の
国
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
国
と
し
て
こ
れ
を
愛
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
強
調
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
、
個
人
主
義
者
と
評
せ
ら
れ
る
福
沢
が
「
最
も
強
く
国
家
国
民
に
対
す
る
義
務
と
い
う
こ
と
を
高
唱
し
た
人
で
あ

る
」
こ
と
を
力
説
す
る
小
泉
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

こ
の
翌
々
年
、
福
沢
の
著
作
中
、
何
が
最
も
得
意
な
作
品
で
あ
っ
た
か
と
問
う
た
小
泉
は
、「
瘠
我
慢
の
説
」
が
そ
の
一
つ
で
は

な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
維
新
前
後
の
勝
と
榎
本
の
幕
臣
と
し
て
の
進
退
を
論
じ
、
新
政
府
に
出
仕
し
て
立
身
し
た
こ
と
を
痛
罵
し

た
こ
の
一
文
を
、「
先
生
は
こ
れ
を
書
い
た
あ
と
、
さ
ぞ
清
々
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
小
泉
は
福
沢

を
「
熱
烈
な
愛
国
者
義
憤
者
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
と
好
対
照
を
な
す
の
が
後
述
の
「
旧
藩
情
」
で
、
社
会
事
象
の
冷
静
な

観
察
者
と
し
て
の
福
沢
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
う）

（1
（

。
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日
中
戦
争
前
の
時
点
で
、
小
泉
が
福
沢
の
「
愛
国
心
」
や
「
殉
節
の
気
概
」
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
青
年
時
代
、
君
主
や
国
家
、
忠
義
や
愛
国
心
と
い
っ
た
も
の
に
否
定
的
な
感
情
を
も
っ
て
い
た
小
泉
だ
が
、

第
一
次
世
界
大
戦
と
福
沢
の
影
響
を
受
け
て
「
覚
醒
」
し
、
そ
の
姿
勢
に
変
化
を
み
せ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
以
後
、
福
沢
を
国
権
論
的
立

場
か
ら
語
る
姿
勢
は
、
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

四　

戦
時
中
の
福
沢
弁
護

　

日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
下
の
小
泉
が
福
沢
を
語
る
と
き
、
と
り
わ
け
こ
の
国
権
論
を
強
調
し
た
感
が
あ
る
。

　

昭
和
十
二
年
十
月
に
慶
應
義
塾
大
学
の
学
生
に
対
し
て
語
っ
た
演
説
「
忠
烈
な
る
我
が
将
兵
」
に
お
い
て
は
、「
日
支
両
国
は
遂

に
戦
っ
た
。
…
…
た
だ
今
は
諸
君
は
こ
の
学
窓
に
あ
っ
て
、
思
い
を
潜
め
て
書
を
読
み
、
理
を
講
じ
て
、
以
っ
て
他
日
に
備
え
よ
。

た
だ
そ
の
間
一
日
も
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
君
国
の
大
事
と
前
線
将
兵
の
犠
牲
と
労
苦
と
を
思
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
日
清
戦

争
の
際
に
福
沢
が
海
軍
大
尉
木
村
浩
吉
（
福
沢
の
恩
人
で
あ
る
木
村
喜
毅
の
子
）
に
宛
て
た
書
簡
（「
奮
戦
」
を
祈
り
、「
討
死
」
し
た
場

合
は
生
涯
を
か
け
て
両
親
を
支
え
る
こ
と
を
伝
え
た
も
の
）
を
引
用
し
、「
先
生
の
愛
国
の
赤
誠
、
旧
恩
人
に
対
す
る
そ
の
情
誼
、
私
は

幾
度
か
こ
の
書
簡
を
読
ん
で
落
涙
を
と
ど
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
…
…
福
沢
先
生
の
こ
の
心
を
も
っ
て
心
と
せ
よ
」
と
語
っ
た）

（1
（

。

　
『
改
造
』
昭
和
十
二
年
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
清
戦
争
と
福
沢
諭
吉
」
で
は
、
福
沢
は
日
清
戦
争
に
先
立
つ
二
十
年
余
り
、

「
繰
返
し
繰
返
し
国
権
の
皇
張
を
唱
え
」
て
お
り
、
日
清
開
戦
に
あ
た
っ
て
は
「
自
分
が
そ
の
責
任
者
と
い
う
く
ら
い
に
感
じ
て
い

た
」
と
指
摘
し
、「
そ
の
全
生
涯
中
、
最
大
の
歓
喜
は
蓋
し
公
事
と
し
て
は
日
清
戦
争
の
勝
利
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
福
沢
は
朝
鮮

問
題
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
開
化
派
を
支
援
し
、
日
清
戦
争
に
お
い
て
は
軍
資
醵
出
に
奔
走
し
、
世
論
の
統
一
と
軍
民
の
士
気
の
鼓

舞
に
取
り
組
ん
だ
。
福
沢
は
、
国
の
独
立
は
目
的
で
あ
り
、
国
民
の
文
明
は
そ
の
目
的
に
達
す
る
術
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
福
沢
の
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生
涯
に
お
い
て
そ
の
努
力
は
酬
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
小
泉
は
指
摘
し
、「
半
世
紀
の
後
の
今
日
に
お
い
て
我
々
も
ま
た
殆
ど
感
慨

に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

　

昆
野
和
七
が
昭
和
十
七
年
五
月
に
発
表
し
た
「
昨
秋
以
来
の
福
沢
論
」
に
よ
る
と
、
昭
和
十
五
年
秋
か
ら
翌
年
の
初
め
に
か
け
て
、

「
福
沢
攻
撃
論
」
が
世
間
で
か
な
り
評
判
に
な
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
慶
應
義
塾
外
の
研
究
者
が
福
沢
の
「
国
家
主
義
者
」

「
国
権
皇
張
論
者
」
的
側
面
を
強
調
し
て
福
沢
を
弁
護
し
た
と
い
う）

（1
（

。

　

小
泉
の
姿
勢
も
同
様
で
あ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
翌
年
の
「
西
洋
列
強
の
東
攻
と
福
沢
諭
吉
」
で
は
、『
文
明
論
之
概
略
』、

『
通
俗
国
権
論
』、『
時
事
小
言
』
な
ど
の
著
書
は
い
ず
れ
も
、「
国
の
独
立
の
安
危
を
思
え
と
切
言
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
独
立
を
守
る
た
め
に
、
文
明
を
進
歩
さ
せ
、
軍
備
を
増
強
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
洋
人
は
東
洋
人
を
同
類
の
よ
う
に
見
ず
、
西

洋
人
が
東
洋
諸
国
を
犯
す
の
は
あ
た
か
も
狩
猟
者
の
獲
物
を
競
う
が
如
く
で
あ
る
、
と
危
機
感
を
強
調
し
た
。
青
年
当
時
の
福
沢
は
、

香
港
で
英
国
人
に
支
配
さ
れ
る
清
国
人
を
み
て
、
日
本
人
も
い
つ
か
は
イ
ン
ド
人
や
中
国
人
を
支
配
し
、
さ
ら
に
英
国
人
を
も
支
配

し
、
東
洋
の
権
柄
を
一
手
に
握
り
た
い
も
の
だ
と
願
っ
た
と
い
う
。
こ
の
福
沢
に
太
平
洋
戦
争
初
期
の
香
港
陥
落
を
伝
え
た
ら
何
と

言
う
だ
ろ
う
、
と
福
沢
門
下
の
先
輩
た
ち
は
皆
そ
の
感
を
深
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
小
泉
は
述
べ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
世

間
に
は
福
沢
に
対
す
る
反
感
が
あ
り
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
に
も
、
国
権
論
的
側
面
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

小
泉
は
、
福
沢
が
西
洋
学
問
の
移
入
を
訴
え
た
こ
と
を
受
け
、
今
日
の
我
々
は
西
洋
学
問
の
輸
入
段
階
か
ら
脱
却
し
、「
科
学
を
真

実
わ
が
国
の
も
の
」
と
し
、
わ
が
土
壌
に
生
長
さ
せ
、
結
実
さ
せ
、
西
洋
学
問
の
水
準
を
抜
く
と
い
う
積
年
の
宿
題
を
解
決
す
べ
き

と
き
で
あ
る
、
と
も
語
っ
て
い
る）

11
（

。

　

戦
争
末
期
、
昭
和
十
九
年
三
月
に
は
徳
富
蘇
峰
（
言
論
報
国
会
会
長
）
が
福
沢
批
判
を
展
開
し
た
。
小
泉
は
こ
れ
に
反
論
し
て
い

る
。

　

蘇
峰
は
、
福
沢
が
薩
長
藩
閥
に
対
峙
し
た
態
度
を
賞
賛
し
つ
つ
、「
然
し
西
洋
の
こ
と
を
無
茶
苦
茶
に
輸
入
す
る
点
に
於
て
は
伊
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藤
や
陸
奥
な
ん
か
の
比
ぢ
や
な
い
。
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
西
洋
の
い
い
こ
と
を
輸
入
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
日
本
の
こ

と
を
悉
く
壊
す
と
い
ふ
方
針
で
や
つ
て
来
た
」
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
福
沢
は
「
愛
国
者
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、
議
論
だ
け
は
非
常

に
困
つ
た
」
と
し
て
、
功
利
主
義
を
唱
え
て
日
本
の
「
良
風
美
俗
」
を
破
壊
し
、「
独
立
自
存

（
マ
マ
）…

…
要
す
る
に
個
人
主
義
」
に
陥
り
、

「
独
立
自
尊
で
あ
る
た
め
に
例
へ
ば
国
家
の
大
事
で
も
自
分
に
於
て
は
何
等
頓
着
な
い
」
と
非
難
し
、「
独
立
自
尊
で
や
つ
て
行
く
以

上
は
愛
国
と
い
ふ
な
ど
と
は
縁
が
遠
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
来
た
」
と
論
じ
た）

1（
（

。

　

小
泉
は
こ
れ
に
対
し
、
福
沢
が
愛
国
者
で
あ
り
な
が
ら
愛
国
論
報
国
論
を
世
に
唱
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
と
し
て
、

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
以
下
、『
時
事
新
報
』
論
説
に
至
る
膨
大
な
資
料
を
列
挙
し
、
福
沢
が
一
貫
し
て
「
国
権
皇
張
論
」
を
唱
え
た
と

主
張
し
た
。
福
沢
の
心
を
日
夜
支
配
し
て
い
た
の
は
、
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
い
か
に
独
立
を
守
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
文
明
化
を
追
求
し
た
と
い
う
。
ま
た
小
泉
は
、
福
沢
は
「
西
洋
心
酔
者
」
に
対
し
て

辛
辣
な
冷
罵
を
加
え
て
世
間
を
警
め
た
こ
と
を
挙
げ
、
西
洋
盲
信
を
嘲
っ
た
と
反
論
し
て
い
る
。
小
泉
は
、
福
沢
門
下
の
幾
千
の
青

壮
年
が
い
ま
、
陸
上
、
海
上
、
空
中
で
戦
っ
て
い
る
、
彼
ら
を
も
非
愛
国
者
だ
と
い
う
の
か
、
と
反
論
し
た）

11
（

。

　

蘇
峰
の
批
判
は
『
言
論
報
国
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
小
泉
も
言
論
報
国
会
の
会
員
で
あ
っ
た
た
め
、
同
誌
の
上
で
反
論
し
よ

う
と
試
み
た
と
こ
ろ
、
会
の
内
部
で
論
争
が
起
こ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
専
務
理
事
の
鹿
子
木
員
信
は
、「
特
定
の
人
々
を
指
し
て
今

日
公
然
斯
る
言
辞
を
弄
す
る
は
不
穏
当
な
ら
ず
や
」
と
い
っ
た
一
部
を
削
除
す
る
よ
う
小
泉
に
求
め
た
。
小
泉
は
頑
と
し
て
拒
否
し
、

『
三
田
新
聞
』
に
掲
載
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鹿
子
木
宛
の
書
簡
で
小
泉
は
い
う
。「
無
用
な
る
誹
謗
を
同
胞
に
加
へ
、
其
の

忠
良
の
怒
り
を
招
く
が
如
き
は
、
決
し
て
我
会
の
為
に
取
る
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
国
家
も
亦
必
ず
喜
ば
ざ
る
な
ら
ん）

11
（

」。
小
泉

は
慶
應
義
塾
長
と
し
て
、
筆
を
揮
っ
て
、
国
家
と
義
塾
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た）

11
（

。

　

同
年
に
は
「
福
沢
諭
吉
先
生
と
軍
人
援
護
」
と
題
す
る
小
文
を
『
公
民
講
座
』
に
発
表
し
、
前
掲
の
日
清
戦
争
の
際
に
福
沢
が
海

軍
大
尉
木
村
浩
吉
に
宛
て
た
書
簡
を
紹
介
し
て
、「
幕
末
以
来
欧
米
勢
力
の
東
亜
侵
略
に
対
し
て
国
家
の
独
立
、
国
権
の
拡
張
を
叫
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び
つ
ゞ
け
て
来
た
先
生
は
、
明
治
十
五
年
の
朝
鮮
事
変
発
生
の
あ
と
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
陸
海
軍
々
備
の
大
拡
張
論
者
と
し
て
、

常
に
民
間
輿
論
の
指
導
に
任
じ
た
…
…
日
清
戦
争
を
迎
へ
た
先
生
は
時
事
新
報
の
社
説
に
お
い
て
殆
ど
連
日
筆
を
と
っ
て
大
概
強
硬

論
を
吐
露
し
て
休
む
事
の
な
か
つ
た
こ
と
は
世
間
周
知
の
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
、
福
沢
は
戦
争
の
目
的
は
勝
利
に
あ
る
と
し
て
、

戦
争
中
は
政
争
を
中
止
し
、
軍
資
を
醵
出
し
、
戦
後
に
お
い
て
は
兵
士
の
恩
典
、
出
征
軍
人
遺
家
族
の
扶
助
方
法
に
つ
い
て
輿
論
に

訴
え
、
戦
死
者
の
大
祭
典
を
執
行
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
戦
死
者
の
贈
位
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
た
と
い
う
。
こ
の
小
文
は
、
福
沢
が

明
治
天
皇
に
戦
死
者
の
大
祭
典
を
祭
主
と
な
っ
て
挙
行
す
る
こ
と
を
求
め
、
靖
国
神
社
の
祭
典
で
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
で
「
先
生

は
聖
恩
に
感
泣
し
た
の
で
あ
つ
た
」
と
結
ば
れ
て
い
る）

11
（

。

五　

占
領
下
の
福
沢
論

　

占
領
下
に
お
い
て
占
領
軍
が
民
主
化
政
策
を
進
め
る
な
か
、
福
沢
は
自
由
主
義
者
と
し
て
、
民
主
主
義
者
と
し
て
、
女
性
擁
護
論

者
と
し
て
、「
復
権
」
し
た
。
そ
の
大
要
に
つ
い
て
は
拙
著
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が）

11
（

、
当
時
、
そ
の
様
子
を
目

の
当
た
り
に
し
た
丸
山
眞
男
は
、「
今
次
の
惨
憺
た
る
敗
戦
に
よ
つ
て
、
日
本
の
維
新
以
来
歩
み
来
た
つ
た
い
は
ゆ
る
「
近
代
化
」

の
道
程
が
い
か
に
歪
曲
さ
れ
た
も
の
か
で
あ
つ
た
か
が
白
日
の
も
と
に
曝
さ
れ
、
ひ
と
び
と
が
近
代
的
自
由
を
初
歩
か
ら
改
め
て
学

び
取
る
こ
と
の
必
要
を
痛
切
に
意
識
す
る
に
及
ん
で
、
福
沢
諭
吉
は
さ
き
ご
ろ
ま
で
の
汚
名
で
あ
つ
た
自
由
主
義
者
乃
至
個
人
主
義

的
功
利
主
義
者
と
い
う
資
格
に
於
て
、
い
ま
ま
た
舞
台
に
呼
び
戻
さ
れ
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
」
と
、
こ
の
現
象
を
描
写
し

て
い
る
。
丸
山
は
か
か
る
現
象
を
「
ひ
と
び
と
は
、
日
本
の
社
会
的
病
理
現
象
に
対
す
る
彼
の
具
体
的
な
批
判
の
適
格
さ
と
華
麗
さ

に
目
を
奪
は
れ
て
、
深
く
そ
の
批
判
の
底
に
流
れ
る
思
惟
方
法
に
注
意
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
」
と
批
判
的
に
捉
え
て
、「
基
礎
的

な
思
惟
方
法
の
分
析
」
に
挑
ん
だ）

11
（

。
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福
沢
の
「
復
権
」
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
羽
仁
五
郎
は
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
の
『
中
央
公
論
』
復
刊
号
に
お
い
て
、「
福

沢
諭
吉
―
人
と
思
想
の
研
究
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、「
今
度
の
戦
時
中
、
慶
應
義
塾
總
長
小
泉
信
三
博
士
が
、
福
沢
の
「
国

権
論
」
を
力
説
さ
れ
た
の
は
、
皇
室
中
心
軍
国
主
義
者
た
ち
の
狂
暴
に
対
し
、
陸
軍
士
官
学
校
あ
た
り
が
何
人
の
執
筆
し
た
も
の
か

教
科
書
に
福
沢
諭
吉
の
自
由
主
義
に
対
す
る
攻
撃
を
の
せ
て
居
た
り
し
た
脅
迫
的
空
気
に
対
し
、
慶
應
義
塾
を
ま
も
る
た
め
の
死
闘

中
の
一
戦
術
と
し
て
、
充
分
諒
解
敬
意
を
表
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
と
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
、
小
泉
が
、『
福
翁
自
伝
』

中
で
日
清
戦
争
の
勝
利
に
福
沢
が
感
激
し
た
一
節
を
引
用
し
、
こ
れ
を
福
沢
に
と
っ
て
一
生
を
通
じ
て
の
最
大
歓
喜
と
評
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、「
福
沢
諭
吉
に
対
す
る
正
し
い
評
価
で
あ
つ
た
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、「
人
の
言
行
な
か
ん
づ
く
思
想
家
学
者
の

苦
心
に
成
る
思
想
的
学
問
的
業
績
は
、
そ
の
人
が
健
康
に
し
て
力
に
み
ち
て
生
活
し
活
動
し
思
索
し
発
表
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
聴

く
べ
く
見
る
べ
く
判
断
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
反
論
し
た）

11
（

。

　

こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
か
、
小
泉
は
占
領
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
愛
国
的
・
国
権
的
な
福
沢
論
を
変
化
さ
せ
た
。
た
と
え

ば
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
、『
新
潮
』
誌
上
に
お
い
て
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
「
日
本
人
の
最
も
痛
切
な
る
現
実
の
必
要
に
応
じ
た
、

ま
た
読
ん
で
も
面
白
い
本
に
な
つ
た
」
と
評
し
、「
愚
民
の
上
に
苛
き
政
府
あ
り
」、「
独
立
の
気
力
な
き
者
は
国
を
思
ふ
こ
と
深
切

な
ら
ず
」、「
天
理
に
戻
る
こ
と
を
唱
る
者
は
孟
子
に
て
も
孔
子
に
て
も
遠
慮
に
及
ば
ず
、
こ
れ
を
罪
人
と
云
て
可
な
り
」
と
い
っ
た

節
を
引
き
な
が
ら
、「
何
れ
も
皆
な
日
本
今
日
の
時
弊
に
当
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
泉
は
、「
福
沢
の
言
論
が
い
か
に

孔
孟
尊
崇
の
人
を
激
し
た
か
」
に
つ
い
て
、
今
日
の
マ
ル
ク
ス
ま
た
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
者
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
尊
崇

者
の
立
腹
か
ら
察
す
る
事
が
出
来
る
、
と
自
ら
の
体
験
を
交
え
て
解
説
す
る
。
福
沢
は
旺
盛
な
批
判
的
精
神
を
も
っ
て
、
猛
烈
な
筆

鋒
で
「
漢
儒
の
惑
溺
」
を
攻
撃
し
、「
開
化
先
生
」
の
「
西
洋
心
酔
」
を
戒
め
た
。
ま
た
福
沢
は
、「
怨
望
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が

猜
疑
、
嫉
妬
、
恐
怖
、
卑
怯
、
私
語
、
密
話
、
内
談
、
秘
計
、
徒
党
、
暗
殺
、
一
揆
内
乱
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
述
べ
、「
怨

望
」
の
原
因
は
、
人
の
言
動
・
行
動
を
制
約
す
る
「
唯
窮
の
一
事
」
に
あ
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
自
由
な
発
言
と
行
動
を
も
求
め
る
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こ
と
に
な
っ
た
。
小
泉
は
、
福
沢
の
思
想
を
伝
え
る
「
比
類
な
き
雄
弁
」
か
つ
「
ユ
ー
モ
ア
」
の
あ
る
文
章
を
し
て
、『
学
問
の

す
ゝ
め
』
の
今
日
的
意
義
を
強
調
し
た）

11
（

。

　

福
沢
の
新
聞
論
に
つ
い
て
も
小
泉
は
論
じ
て
い
る
。
福
沢
の
新
聞
編
集
の
方
針
は
、
そ
の
人
の
前
で
は
い
え
な
い
こ
と
を
、
蔭
に

回
っ
て
新
聞
に
は
書
く
、
い
わ
ゆ
る
蔭
弁
慶
を
戒
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
針
の
下
で
も
、
記
者
が
過
失
を
犯
す
こ
と
は

あ
っ
た
。
そ
の
際
は
そ
の
過
失
を
重
大
視
し
、
誠
実
鄭
重
に
陳
謝
す
る
用
意
を
持
っ
て
い
た
。
記
事
を
取
り
消
す
際
に
、
そ
の
一
・

五
倍
の
分
量
を
も
っ
て
掲
載
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
精
神
は
省
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
小
泉
は
説
く）

11
（

。

小
泉
は
、
こ
う
し
た
精
神
が
現
在
守
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
、「
こ
の
福
沢
の
、
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
の
戒
め
は
、
今
日
守
ら
れ
て
ゐ

な
い
。
面
と
向
か
っ
て
そ
の
人
に
は
、
と
て
も
言
へ
な
い
や
う
な
悪
口
雑
言
が
、
書
き
散
ら
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
々
の
実
例
は
姑

く
引
か
な
い
が
、
殊
に
近
来
当
局
政
治
家
に
対
す
る
人
身
攻
撃
に
は
、
実
際
読
む
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
苦
言
を
呈
し
て

い
る）

1（
（

。

　

小
泉
は
昭
和
二
十
四
年
に
東
宮
御
教
育
常
時
参
与
に
就
任
す
る
。
小
泉
は
当
時
、「
帝
室
論
は
帝
国
憲
法
も
ま
だ
で
き
な
か
っ
た
、

明
治
十
五
年
の
も
の
で
す
が
、
天
皇
の
職
分
に
つ
い
て
は
、
大
体
現
行
憲
法
と
同
じ
精
神
の
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す）

11
（

」
と
、
日
本
国

憲
法
と
『
帝
室
論
』
が
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
こ
れ
を
明
仁
皇
太
子
と
と
も
に
代
わ
る
代
わ
る
音
読
し
た）

11
（

。
か
つ
て

『
帝
室
論
』
は
、
昭
和
十
二
年
、
富
田
正
文
・
宮
崎
友
愛
共
編
の
『
福
沢
文
選
』
に
収
め
て
慶
應
義
塾
大
学
予
科
の
参
考
書
に
し
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
文
部
省
か
ら
適
当
で
な
い
と
の
注
意
が
あ
り
、
削
除
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
小

泉
は
昭
和
八
年
に
塾
長
に
就
任
し
て
以
来
、
敗
戦
ま
で
『
帝
室
論
』
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
政
治

状
況
か
ら
見
て
反
発
を
受
け
る
と
い
う
政
治
的
判
断
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
瀬
畑
源
氏
は
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
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六　

戦
後
の
福
沢
論

　

も
し
、
福
沢
諭
吉
が
生
き
て
い
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
を
説
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
小
泉
は
よ
く
聞
か
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対

す
る
一
つ
の
回
答
と
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
福
沢
先
生
が
今
お
ら
れ
た
ら
」
と
い
う
講
話
を
し
て
い
る
。
福
沢
は

「
中
道
」
を
も
っ
て
旨
と
し
、
世
間
が
右
に
向
か
い
そ
う
で
あ
れ
ば
左
へ
、
左
に
向
か
い
そ
う
に
な
れ
ば
右
へ
、
と
、
し
ば
し
ば
極

端
な
言
説
を
も
っ
て
誘
導
し
よ
う
と
し
た
。
日
清
戦
争
に
際
し
て
は
熱
心
に
こ
れ
を
支
援
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
は
国
民
の

戦
争
熱
を
心
配
し
た
の
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
福
沢
は
、
法
と
秩
序
を
重
ん
じ
、「
秩
序
あ
る
進
歩
」
を
目
指
し
、
未
来
に
お
け

る
人
智
の
進
歩
と
い
う
も
の
に
無
限
の
信
頼
を
寄
せ
た）

11
（

。
秩
序
あ
る
進
歩
、
は
小
泉
が
好
ん
で
使
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
日
清
戦
争
に

お
け
る
福
沢
の
言
説
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
戦
前
と
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
「
独
立
の
気
力
な
き
者
は
国
を
思
ふ
こ
と
深
切
な
ら
ず
」
と
い
う
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
一
節
も
、
小
泉
が
好
ん
で
引
用
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
独
立
の
心
の
な
い
も
の
は
自
分
を
自
国
の
主
人
と
思
わ
ず
、「
客
分
」
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
一
旦
外
国
と
の

戦
争
に
な
っ
た
ら
、
我
々
は
「
客
分
」
だ
か
ら
命
を
棄
て
る
の
は
分
に
過
ぎ
た
こ
と
だ
と
し
て
、
逃
げ
走
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ

れ
で
は
一
国
の
独
立
は
危
う
い
。
ま
た
独
立
の
気
力
な
き
も
の
は
必
ず
人
に
依
頼
し
、
人
を
恐
れ
、
人
に
へ
つ
ら
う
。
ス
タ
ー
リ
ン

の
生
前
、
こ
れ
を
賛
美
す
る
こ
と
に
忙
し
か
っ
た
人
々
が
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
等
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
伝
わ
る
と
ス
タ
ー
リ
ン
批
判

の
筆
を
試
み
は
じ
め
た
。
福
沢
の
言
が
今
日
今
更
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
小
泉
は
指
摘
す
る）

11
（

。

　

昭
和
二
十
二
年
、
小
泉
は
『
福
沢
諭
吉
の
歴
史
観
』
と
題
す
る
著
書
を
常
松
書
店
か
ら
出
版
し
、
の
ち
に
訂
正
を
加
え
た
上
で
小

冊
子
と
し
、
再
度
刊
行
し
た
。
そ
れ
が
『
新
文
明
』（
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
）
に
附
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
は
、
自
然

科
学
へ
の
関
心
か
ら
科
学
主
義
の
立
場
を
取
り
、
社
会
人
事
に
も
法
則
の
支
配
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
歴
史
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

小
泉
は
、「
歴
史
を
単
に
恣
意
と
偶
然
と
の
み
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
観
る
こ
と
を
肯
じ
な
い
こ
と
」
に
福
沢
は
た
ど
り
つ
い
た
の
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で
は
な
い
か
、
と
み
る
。

　

福
沢
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
が
ヘ
ン
リ
ー
・
ト
ー
マ
ス
・
バ
ッ
ク
ル
（H

enry T
hom

as 

Buckle
）
の
『
英
国
文
明
史
』
で
あ
っ
た
。
歴
史
を
法
則
科
学
の
観
点
か
ら
論
じ
た
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、
特
に
統
計
の
方
法

に
よ
っ
て
文
明
進
歩
の
法
則
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
期
し
た
著
作
で
あ
る
。

　

福
沢
は
そ
の
統
計
法
に
つ
い
て
バ
ッ
ク
ル
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
説
を
引
用
し
、
一
年
の
う
ち
晴
れ
は
雨
よ
り
多
い
こ
と
を
知
る
よ

う
に
、
一
身
一
家
に
つ
い
て
も
、
一
国
単
位
で
み
れ
ば
、
一
定
の
規
則
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
治
乱
興
廃
も
二
、
三

人
の
動
静
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
時
勢
」、
す
な
わ
ち
そ
の
時
代
の
人
民
に
分
与
さ
れ
た
智
徳
の
有
様
に
よ
っ
て
定
ま

る
。
政
治
家
と
時
勢
と
は
航
海
者
と
汽
船
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
航
海
者
は
汽
船
の
運
転
作
用
を
担
う
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
。

　

福
沢
の
歴
史
観
を
考
え
る
上
で
、
小
泉
が
特
に
着
目
し
た
の
が
明
治
十
年
の
「
旧
藩
情
」
と
十
二
年
の
『
民
情
一
新
』
で
あ
る）

11
（

。

前
者
で
福
沢
は
、
旧
中
津
藩
を
例
に
、
武
士
の
間
に
身
分
格
差
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
克
明
に
記
し
た
。
階
級
闘
争
的
歴
史
観
の

普
及
し
て
い
な
い
当
時
に
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
着
目
し
た
の
は
「
非
凡
な
着
眼
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
小
泉
は
い
う
。『
民
情

一
新
』
で
は
、
蒸
気
、
電
信
、
印
刷
、
郵
便
の
発
明
に
よ
っ
て
「
民
情
」
が
「
一
新
」
す
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「
民
情
」
こ
そ
が

「
時
勢
」
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
が
、
社
会
一
切
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
と
い
い
、

蒸
気
の
発
明
は
工
業
資
本
家
を
有
す
る
社
会
を
生
ず
る
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
福
沢
に
は
マ

ル
ク
ス
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
語
気
が
全
く
欠
け
て
お
り
、
実
証
的
、
地
上
的
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

戦
前
の
愛
国
主
義
的
福
沢
論
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
自
ら
の
専
門
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
の
観
点
か
ら
、
福
沢
を
論
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
戦
後
、
小
泉
は
再
度
福
沢
に
「
覚
醒
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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七　

む
す
び
に
代
え
て
―
―
『
福
沢
諭
吉
』（
岩
波
新
書
）
―
―

　

小
泉
は
生
前
、
福
沢
諭
吉
に
関
す
る
著
作
を
何
冊
か
出
し
て
い
る
が
、
最
も
広
く
読
ま
れ
た
の
が
、
小
泉
の
最
後
の
著
書
と
な
っ

た
『
福
沢
諭
吉
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
四
十
一
年
）
で
あ
る
。
こ
の
書
の
中
で
も
、
右
の
観
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
の
が
、
第
四
章

「
福
沢
諭
吉
の
歴
史
観
」
で
あ
ろ
う
。

　

前
節
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
、
福
沢
の
思
想
家
と
し
て
の
第
一
の
事
業
は
、

科
学
主
義
の
確
立
と
国
民
独
立
の
精
神
の
鼓
吹
と
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
社
会
的
事
物
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る

が
ま
ま
の
実
相
を
直
視
し
よ
う
と
し
、
歴
史
的
変
動
に
、
で
き
れ
ば
法
則
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
社
会
学
、
史
学
の
領
域
に
お
い
て

重
要
な
の
は
『
文
明
論
之
概
略
』、『
民
情
一
新
』、「
旧
藩
情
」
で
あ
る
と
い
う
。

　

福
沢
は
緒
方
洪
庵
の
適
塾
で
自
然
科
学
を
身
に
つ
け
、
科
学
的
精
神
に
疎
い
儒
者
を
嫌
っ
た
。
さ
ら
に
三
度
の
洋
行
を
経
て
、
そ

の
視
野
は
西
洋
の
人
文
科
学
に
ま
で
広
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
自
然
世
界
を
支
配
す
る
法
則
が
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
福
沢
は
、
社

会
人
事
も
ま
た
法
則
の
支
配
を
受
け
る
と
い
う
主
張
に
接
し
、
そ
の
魅
力
に
惹
か
れ
た
。
歴
史
も
ま
た
、
単
に
恣
意
と
偶
然
と
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
世
の
体
勢
」、
先
述
の
「
時
勢
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
み
た
。
政
治
家
や
軍
人
の
事
功

を
伝
え
る
こ
と
に
忙
し
か
っ
た
従
来
の
歴
史
は
、
不
満
足
こ
の
上
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
旧
藩
情
」
の
今
日
的
意
義
と
し
て
、
小
泉
は
、
旧
藩
士
族
そ
の
も
の
の
間
に
お
け
る
階
級
的
対
立
の
事
実
を
指
摘
し
た
こ
と
で

あ
る
と
す
る
。
同
書
で
福
沢
は
、
旧
中
津
藩
の
上
士
と
下
士
と
の
間
に
動
か
し
が
た
い
格
差
が
存
在
し
た
と
説
い
た
が
、
階
級
闘
争

的
歴
史
観
の
影
響
の
な
い
こ
の
時
代
に
こ
う
し
た
視
点
を
持
ち
得
た
こ
と
の
価
値
を
、
小
泉
は
高
く
評
価
し
た
。
蒸
気
、
電
信
、
印

刷
、
郵
便
の
普
及
が
「
民
情
」
を
「
一
新
」
さ
せ
る
と
説
い
た
『
民
情
一
新
』
は
、
ま
さ
に
歴
史
を
動
か
す
「
時
勢
」、
す
な
わ
ち

「
民
情
」
の
趨
勢
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
民
情
」
が
「
一
新
」
さ
れ
る
と
、
革
新
的
世
論
が
活
性
化
し
、
政
治
的
、
社
会
的
不



（5

小泉信三の福沢諭吉論

安
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
。
蒸
気
、
電
信
等
の
も
た
ら
す
社
会
問
題
ま
で
見
通
し
て
い
た
点
が
、
先
覚
者
の
着
眼
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
、
と
小
泉
は
評
価
す
る）

11
（

。

　

小
泉
は
、
自
ら
の
マ
ル
ク
ス
批
判
に
つ
い
て
、「
そ
の
憎
悪
の
鼓
吹
」
を
嫌
う
と
強
調
し
て
い
る
。
一
部
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
が
階

級
間
の
憎
悪
を
煽
り
、
相
互
理
解
と
寛
容
を
嫌
う
風
潮
に
、「
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
孕
ま
れ
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
の
危
険
」
を
読
み

取
る
小
泉
は
、
こ
う
し
た
要
素
と
「
人
間
尊
重
の
精
神
」
と
は
相
容
れ
な
い
と
し
、
小
泉
は
、
こ
の
「
人
間
尊
重
の
精
神
」
を
「
誰

れ
よ
り
も
先
ず
福
沢
先
生
に
教
え
ら
れ
た
」
と
す
る）

1（
（

。

　

マ
ル
ク
ス
の
階
級
闘
争
史
観
へ
の
着
眼
や
、
マ
ル
ク
ス
批
判
は
、
小
泉
に
と
っ
て
研
究
者
と
し
て
の
原
点
に
も
相
当
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
福
沢
を
読
み
返
し
た
小
泉
は
、
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
批
判
の
先
駆
者
と
し
て
の
福
沢
を
読
み
取
り
、
ま
さ
に

「
青
い
鳥
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
鳥
は
、『
帝
室
論
』
や
「
秩
序
あ
る
進
歩
」、
と
い
っ
た
、
小
泉
の
信
じ
る
戦
後
日
本
の

指
針
を
も
運
ん
で
き
た
。
そ
こ
に
、
神
沢
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
思
想
界
の
評
価
が
戦
前
か
ら
逆
転
し

て
い
る
と
い
う
時
代
状
況
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
戦
前
の
小
泉
も
ま
た
、
非
常

時
局
下
に
お
い
て
慶
應
義
塾
を
防
衛
す
べ
く
、
福
沢
の
国
権
論
や
「
愛
国
心
」
に
「
青
い
鳥
」
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
る
ま
い）

11
（

。
そ
れ
は
小
泉
が
信
じ
た
、
戦
前
日
本
の
指
針
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
二
羽
の
「
青
い
鳥
」
の
間
に
は
、
単

に
力
点
の
変
化
を
越
え
た
、
福
沢
解
釈
の
地
殻
の
変
動
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
）　
「『
福
沢
諭
吉
伝
』
と
『
続
福
沢
全
集
』」（『
小
泉
信
三
書
簡　

岩
波
茂
雄
・
小
林
勇
宛
全
一
〇
四
点
』
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン

タ
ー
、
平
成
二
二
年
）、
一
六
〇
頁
。

（
2
）　

前
掲
『
小
泉
信
三
書
簡　

岩
波
茂
雄
・
小
林
勇
宛
全
一
〇
四
点
』、
七
頁
。
岩
波
と
石
河
の
面
会
、
こ
れ
へ
の
小
泉
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、
竹
田
行
之
「〔
覚
書
〕
岩
波
茂
雄
、
小
泉
信
三
、
富
田
正
文
、
小
林
勇
―
福
沢
著
作
の
編
纂
・
出
版
を
中
心
に
」（『
福
沢
諭
吉
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年
鑑
』
三
三
、
平
成
一
八
年
）、
一
〇
九
頁
、
参
照
。

（
（
）　

服
部
礼
次
郎
「
小
泉
信
三
博
士
没
後
四
〇
年
―
小
泉
信
三
博
士
と
福
沢
研
究
」（
服
部
礼
次
郎
『
福
沢
諭
吉
と
門
下
生
た
ち
』
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
二
一
年
）、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

（
（
）　

小
泉
信
三
「
青
い
鳥
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
六
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
四
年
）、
八
七
―
九
六
頁
。
初
出
は
『
三
田
文
学
』

昭
和
一
九
年
四
月
―
八
月
。
小
泉
が
福
沢
の
著
作
に
着
眼
す
る
の
は
遅
か
っ
た
が
、
小
泉
自
身
、
幼
少
期
に
福
沢
宅
に
同
居
し
、
福
沢
と

直
接
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
の
ち
に
、
も
し
自
分
が
青
年
期
に
福
沢
と
直
接
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
と
後
悔
す
る
こ
と
に
な

る
。
詳
し
く
は
、
拙
著
『
小
泉
信
三
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』（
中
公
新
書
、
平
成
三
〇
年
）、
一
一
―
一
三
頁
、
参

照
。
福
沢
と
の
思
い
出
、
お
よ
び
「
青
い
鳥
」
に
関
し
て
は
、
楠
茂
樹
・
楠
美
佐
子
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守

の
相
克
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
二
九
年
）、
二
〇
―
二
一
、
一
〇
三
―
一
〇
五
頁
、
楠
茂
樹
「
小
泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視

点
」（『
近
代
日
本
研
究
』
第
三
三
巻
、
平
成
二
九
年
二
月
）、
三
三
―
三
四
頁
、
楠
茂
樹
・
楠
美
佐
子
「
小
泉
信
三
研
究
の
魅
力
と
課
題
」

（『
ソ
フ
ィ
ア
』
第
六
一
巻
四
号
、
平
成
二
四
年
三
月
）、
二
八
三
頁
、
小
泉
信
三
『
小
泉
信
三
エ
ッ
セ
イ
選　

2　

私
と
福
沢
諭
吉
』（
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
二
九
年
）、
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
も
参
照
の
こ
と
。

（
5
）　

前
掲
「
小
泉
信
三
博
士
没
後
四
〇
年
―
小
泉
信
三
博
士
と
福
沢
研
究
」、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。

（
（
）　

神
沢
惣
一
郎
「
福
沢
諭
吉
と
小
泉
信
三
」（『
早
稲
田
商
学
』
第
二
〇
九
号
、
昭
和
四
四
年
六
月
）、
一
二
五
頁
。

（
（
）　

前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
一
―
五
頁
。

（
（
）　

前
掲
「
小
泉
信
三
博
士
没
後
四
〇
年
―
小
泉
信
三
博
士
と
福
沢
研
究
」、
一
〇
四
頁
。

（
（
）　

小
泉
信
三
「『
福
沢
選
集
』
解
説
」（（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
三
年
）、
三
八
七
―
三
九
三
頁
。
初
出

は
小
泉
信
三
編
『
福
沢
選
集
』（
岩
波
文
庫
、
昭
和
三
年
）。
小
泉
は
大
正
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
の
『
福
沢
全
集
』
刊
行
に
際
し

て
解
説
を
書
い
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
句
読
点
等
の
表
現
法
に
つ
い
て
で
あ
り
、
福
沢
に
つ
い
て
の
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
『
福
沢
選
集
』
の
出
版
で
、
小
泉
は
そ
の
「
解
説
」
を
手
が
け
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
「
瘠
我
慢
の
説
と
栗
本
鋤
雲
」
と
題
す

る
講
演
も
試
み
た
（
注（
11
）、
お
よ
び
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
二
―
三
、
七
九
―
八
〇
頁
）。

（
10
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
伝
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
二
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
二
年
）、
一
五
―
七
〇
頁
。
初
出
は
『
中
央
公

論
』
昭
和
六
年
七
月
、『
改
造
』
昭
和
七
年
二
月
。
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（
11
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
先
生
の
瘠
我
慢
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
三
年
二
月
）、
九
七
―
一
〇
二
頁
。
こ
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
小

泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
」、
二
六
頁
も
参
照
。
小
泉
は
昭
和
三
年
一
月
一
〇
日
に
福
沢
先
生
記
念
会
で
「
瘠
我
慢
の
説
と
栗
本

鋤
雲
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、『
三
田
評
論
』（
同
年
三
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
、
三
四
一

―
三
五
六
、
四
九
二
頁
）。
本
講
演
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
八
〇
頁
、
今
村

武
雄
『
小
泉
信
三
伝
』（
文
藝
春
秋
、
昭
和
五
八
年
）、
五
七
五
―
五
七
八
頁
、
も
参
照
。

（
12
）　

前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
八
〇
頁
。

（
1（
）　

小
泉
信
三
「
愛
国
者
・
個
人
主
義
者
」（『
公
民
講
座
』
第
一
二
〇
号
、
昭
和
九
年
）、
四
―
一
三
頁
。

（
1（
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
先
生
の
国
家
及
び
社
会
観
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
）、
三
五
七
―
三
七
一
頁
。
初
出
は
『
史
学
』

（
昭
和
九
年
一
一
月
）。
こ
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
八
一
―
九
一
頁
、

前
掲
「
小
泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
」、
二
七
―
三
〇
頁
、
も
参
照
。

（
15
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
先
生
の
著
作
に
つ
い
て
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
三
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
三
年
）、
三
八
―
四
四
頁
。
初

出
は
『
学
窓
雑
記
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
一
年
）。
同
書
で
小
泉
は
、『
西
洋
事
情
』
と
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
に
つ
い
て
、「
今
日
の
一
般

の
読
者
」
に
向
か
っ
て
こ
れ
は
薦
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
同
前
、
三
八
頁
）。
楠
茂
樹
氏
・
楠
美
佐
子
氏
は
、
そ
れ
は
日
本
の
独

立
が
達
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
当
時
の
小
泉
は
「
西
洋
」
よ
り
「
出
自
」
に
忠
実
で
あ
れ
と
い
う
福
沢
に
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

（
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
八
一
―
八
二
頁
）。
筆
者
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1（
）　

武
藤
秀
太
郎
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
精
神
史
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
知
識
人
」
の
誕
生
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
令
和
二

年
〈
二
〇
二
〇
〉）、
二
二
五
―
二
五
四
頁
。

（
1（
）　

小
泉
信
三
「
忠
烈
な
る
我
が
将
兵
―
昭
和
一
二
年
十
月
中
屢
々
学
生
の
会
同
に
臨
み
て
告
げ
し
言
葉
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』

第
一
三
巻
）、
三
八
一
―
三
八
五
頁
。
初
出
は
『
学
生
に
与
う
』（
三
田
文
学
出
版
部
、
昭
和
一
六
年
）。

（
1（
）　

小
泉
信
三
「
日
清
戦
争
と
福
沢
諭
吉
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
三
巻
）、
三
九
〇
―
四
二
〇
頁
。
初
出
は
『
改
造
』
昭
和
一

二
年
一
二
月
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
小
泉
信
三
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』、
八
一
頁
、
も
参
照
。

（
1（
）　

昆
野
和
七
「
昨
秋
以
来
の
福
沢
論
―
福
沢
諭
吉
関
係
文
献
紹
介
」（『
三
田
評
論
』
第
五
四
三
号
、
昭
和
一
七
年
五
月
）、
一
六
頁
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
『
小
泉
信
三
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』、
八
六
頁
、
も
参
照
。



（（

法学研究 93 巻 5 号（2020：5）

（
20
）　

小
泉
信
三
「
西
洋
列
強
の
東
攻
と
福
沢
諭
吉
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
二
巻
）、
二
三
一
―
二
五
五
頁
。
初
出
は
『
中
央
公

論
』
昭
和
一
七
年
三
月
。
こ
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
福
沢
諭
吉
と
小
泉
信
三
」、
一
二
一
―
一
二
二
頁
、
も
参
照
。

（
21
）　

德
富
猪
一
郞
「
蘇
翁
漫
談
」（『
言
論
報
国
』
第
二
巻
三
号
、
昭
和
一
九
年
三
月
）、
六
一
―
六
二
頁
。
蘇
峰
と
言
論
報
国
会
に
つ
い

て
は
、
赤
澤
史
朗
『
徳
富
蘇
峰
と
大
日
本
言
論
報
国
会
』（
山
川
出
版
社
、
平
成
二
九
年
）、
参
照
。

（
22
）　

小
泉
信
三
「
徳
富
蘇
峯
氏
の
福
沢
先
生
評
論
に
つ
い
て
―
先
生
の
国
権
論
そ
の
他
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
）、
三
七

二
―
三
八
六
頁
、
初
出
は
『
三
田
新
聞
』
昭
和
一
九
年
五
月
一
〇
日
。

（
2（
）　

富
田
正
文
「
戦
時
の
塾
長
と
し
て
―
徳
富
蘇
峰
と
の
対
決
」（『
泉
』
第
一
一
号
、
昭
和
五
一
年
一
月
）、
九
二
―
九
六
頁
。

（
2（
）　

小
泉
は
蘇
峰
の
批
判
に
よ
ほ
ど
承
服
し
が
た
か
っ
た
と
み
え
、
昭
和
一
九
年
五
月
三
〇
日
付
で
蘇
峰
に
書
簡
を
送
り
、
福
沢
に
つ
い

て
の
『
蘇
峰
漫
談
』
の
評
論
中
に
承
服
で
き
か
ね
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
所
感
を
発
表
し
た
の
で
読
ん
で
ほ
し
い
と
述
べ
、「
徳
富
蘇
峯

氏
の
福
沢
先
生
評
論
に
つ
い
て
―
先
生
の
国
権
論
其
他
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
三
田
新
聞
』
を
送
付
し
て
い
る
（
高
野
静
子
『
蘇
峰
と
そ
の

時
代
―
よ
せ
ら
れ
た
書
簡
か
ら
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
三
年
、
二
六
四
―
二
七
三
頁
）。
な
お
、
蘇
峰
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
前
掲

『
小
泉
信
三
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』、
八
七
―
八
八
頁
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守

の
相
克
』、
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
、
も
参
照
。

（
25
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
先
生
と
軍
人
援
護
」（『
公
民
講
座
』
第
二
三
三
号
、
昭
和
一
九
年
）、
二
二
―
二
三
頁
。

（
2（
）　

小
川
原
正
道
『
福
沢
諭
吉
―
「
官
」
と
の
闘
い
』（
文
藝
春
秋
、
平
成
二
二
年
）、
第
五
章
、
参
照
。

（
2（
）　

丸
山
眞
男
「
福
沢
に
於
け
る
「
実
学
」
の
転
回
―
福
沢
諭
吉
の
哲
学
研
究
序
説
」（『
東
洋
文
化
研
究
』
第
三
号
、
昭
和
二
二
年
三

月
）、
二
―
三
頁
。
前
掲
『
福
沢
諭
吉
―
「
官
」
と
の
闘
い
』、
一
七
一
、
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
、
も
参
照
。

（
2（
）　

羽
仁
五
郎
「
福
沢
諭
吉
―
人
と
思
想
の
研
究
」（『
中
央
公
論
』
第
六
一
巻
一
号
、
昭
和
二
一
年
一
月
号
）、
七
六
頁
。
前
掲
『
福
沢

諭
吉
―
「
官
」
と
の
闘
い
』、
一
七
四
―
一
七
五
頁
、
も
参
照
。

（
2（
）　

小
泉
信
三
「
学
問
の
す
ゝ
め
」（『
新
潮
』
第
四
五
巻
六
号
、
昭
和
二
三
年
六
月
）、
四
八
―
五
六
頁
。
前
掲
『
福
沢
諭
吉
―
「
官
」

と
の
闘
い
』、
一
九
一
―
一
九
二
頁
、
も
参
照
。
こ
の
小
泉
の
エ
ッ
セ
イ
は
加
筆
修
正
の
上
、
後
に
ア
テ
ネ
文
庫
版
『
福
沢
諭
吉
』（
弘
文

堂
、
昭
和
二
三
年
）
の
第
三
章
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
）。
な
お
、
こ
の
ア
テ
ネ
文
庫
版
で
は

福
沢
が
日
本
の
独
立
に
腐
心
し
た
こ
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
国
権
論
的
側
面
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
後
の
小
泉
の
『
学
問
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小泉信三の福沢諭吉論

の
す
ゝ
め
』
へ
の
着
目
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
三
一
一
―
三
一
三
頁
、
前

掲
「
小
泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
」、
三
四
―
三
五
頁
、
前
掲
「
小
泉
信
三
研
究
の
魅
力
と
課
題
」、
二
八
一
―
二
八
三
頁
、
も
参

照
。

（
（0
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
先
生
と
新
聞
道
徳
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
〇
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
二
年
）、
五
〇
二
―
五
〇
六
頁
。
初

出
は
『
実
業
之
世
界
』
昭
和
二
七
年
一
月
。

（
（1
）　

小
泉
信
三
「
記
者
に
対
す
る
福
沢
の
戒
め
」（『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
九
年
一
一
月
三
日
付
朝
刊
）。

（
（2
）　

小
泉
信
三
「
読
者
へ
の
手
紙
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
六
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
二
年
）、
五
一
七
頁
。
初
出
は
『
週
刊
新
潮
』

昭
和
三
一
年
五
月
一
五
日
号
。
小
泉
に
よ
る
『
帝
室
論
』
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
の
帝
室
論
」

（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
五
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
二
年
）、
一
五
六
―
一
五
八
頁
。
初
出
は
『
時
事
新
報
』
昭
和
二
七
年
一
月
一
日

付
。
福
沢
の
『
帝
室
論
』
と
そ
の
小
泉
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
小
泉
信
三
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』、
一
三

七
―
一
三
九
頁
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
二
二
二
―
二
三
三
頁
、
楠
茂
樹
「
戦
後
の
思
想

空
間
の
中
で
の
福
沢
諭
吉
、
小
泉
信
三
―
『
帝
室
論
』
に
触
れ
な
が
ら
」（『
三
田
評
論
』
第
一
二
三
三
号
、
令
和
元
年
五
月
）、
二
七
―

三
三
頁
、
な
ど
も
参
照
。

（
（（
）　

小
泉
信
三
「
こ
の
頃
の
皇
太
子
殿
下
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
六
巻
）、
五
二
三
―
五
二
四
頁
。
初
出
は
『
文
藝
春
秋
』
昭

和
三
四
年
一
月
。
前
掲
『
福
沢
諭
吉
―
「
官
」
と
の
闘
い
』、
二
〇
一
頁
、
も
参
照
。

（
（（
）　

富
田
正
文
「
後
記
」（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
五
年
）、
六
五
四
頁
。
前
掲
『
福
沢
諭
吉
―

「
官
」
と
の
闘
い
』、
一
五
八
頁
、
も
参
照
。

（
（5
）　

瀬
畑
源
「
小
泉
信
三
の
象
徴
天
皇
論
―
『
帝
室
論
』
と
『
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
伝
』
を
中
心
と
し
て
」（『
一
橋
社
会
科
学
』
第
二
号
、
平

成
一
九
年
三
月
）、
五
〇
頁
。
前
掲
『
福
沢
諭
吉
―
「
官
」
と
の
闘
い
』、
一
六
四
―
一
六
五
頁
、
も
参
照
。

（
（（
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
先
生
が
今
お
ら
れ
た
ら
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
〇
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
二
年
）、
四
九
五
―
五
〇
一
頁
。

初
出
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放
送
、
昭
和
三
二
年
一
一
月
二
三
日
）。「
秩
序
あ
る
進
歩
」
と
福
沢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史

と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
二
二
八
頁
、
前
掲
「
小
泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
」、
三
八
頁
、
も
参
照
。

（
（（
）　

小
泉
信
三
「
独
立
の
気
力
な
き
者
は
国
を
思
ふ
こ
と
深
切
な
ら
ず
」（『
実
業
の
世
界
』
第
五
五
巻
六
号
、
昭
和
三
三
年
六
月
）、
一
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八
―
一
九
頁
。

（
（（
）　
「
旧
藩
情
」
と
『
民
情
一
新
』
の
小
泉
に
と
っ
て
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
も
参
照
。
小
泉
信
三
「
福
沢
と
唯
物
史
観
」（
前
掲

『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
六
巻
）、
三
八
八
―
四
〇
九
頁
。
初
出
は
『
文
藝
春
秋
』
昭
和
三
〇
年
一
一
月
。

（
（（
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
の
歴
史
観
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
九
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
三
年
）、
四
八
三
―
五
二
六
頁
。
初
出

は
『
新
文
明
』
昭
和
三
七
年
一
一
月
。

（
（0
）　

小
泉
信
三
『
福
沢
諭
吉
』（
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
二
一
巻
）、
二
四
七
―
二
七
八
頁
。
初
出
は
『
福
沢
諭
吉
』（
岩
波
新
書
、

昭
和
四
一
年
）。
小
泉
は
同
書
で
、
福
沢
が
日
清
戦
争
の
勝
利
を
喜
ん
だ
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、『
福
翁
自
伝
』
に
お
い
て
、
日
清
戦

争
な
ど
は
何
で
も
な
く
、「
日
本
外
交
の
序
開
き
」
に
過
ぎ
ぬ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
福
沢
は
西
洋
列
強
の
東
侵
に
対
し
て
日

本
と
東
ア
ジ
ア
の
独
立
を
守
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
一
八
六
頁
）。
ま
た
、
国
権
を
拡
張
し
、
軍
備
を
増
強
す
る
こ

と
の
必
要
を
福
沢
が
説
い
た
こ
と
に
も
論
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
「
西
洋
諸
国
民
に
た
い
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
民
の
対
抗
で
あ
っ
た
」
と

し
て
い
る
（
二
九
一
頁
）。
も
と
よ
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
小
泉
は
福
沢
の
「
愛
国
心
」
を
語
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、『
新
潮
』
昭

和
二
六
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
福
沢
の
歴
史
観
と
愛
国
論
―
『
文
明
論
之
概
略
』
に
つ
い
て
」
で
は
、『
文
明
論
之
概
略
』
に
あ
ら

わ
れ
た
、
ま
ず
日
本
の
国
と
人
民
と
を
存
在
さ
せ
て
こ
そ
文
明
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
一
節
を
引
い
て
、「
憂
心
忡
々
た
る
愛

国
者
で
あ
っ
た
、
福
沢
の
面
目
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
小
泉
信
三
「
福
沢
の
歴
史
観
と
愛
国
論
―
『
文
明
論
之
概
略
』
に
つ
い
て
」

前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
一
六
頁
）。
ま
た
、『
毎
日
新
聞
』
昭
和
三
六
年
一
〇
月
一
六
日
付
に
掲
載
さ
れ
た
「
愛
国
心
」

で
は
、「
独
立
の
気
力
な
き
も
の
は
国
を
思
ふ
こ
と
深
切
な
ら
ず
」
と
の
福
沢
の
言
を
引
き
な
が
ら
、「
卑
屈
の
民
は
真
の
愛
国
者
た
り
得

な
い
」
と
し
て
、
こ
の
言
葉
は
今
日
も
な
お
少
し
も
古
く
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
愛
国
心
は
無
理
に
造
り
出
す
も
の
で

は
な
く
、
狭
隘
で
排
他
的
な
も
の
と
な
る
の
は
戒
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
説
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
戦
争
の
教
訓
」
と
も
い
う
べ
き
も

の
が
感
じ
ら
れ
る
（
小
泉
信
三
「
愛
国
心
」
前
掲
『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
九
巻
、
一
二
―
一
五
頁
）。
戦
後
、
小
泉
が
愛
国
心
を
福
沢

に
寄
せ
て
語
る
と
き
、
戦
前
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（1
）　

小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
と
共
産
主
義
」（『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
七
巻
、
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
三
年
）、
三
九
―
四
二
頁
。
初
出
は

『
産
経
時
事
』
昭
和
三
一
年
六
月
四
日
付
。
同
様
の
主
張
は
、
以
下
で
も
み
ら
れ
る
。
小
泉
信
三
「
福
沢
の
先
憂
」（
前
掲
『
小
泉
信
三
全

集
』
第
一
〇
巻
、
三
〇
二
―
三
〇
七
頁
）。
初
出
は
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
二
六
年
一
月
一
日
号
。
小
泉
の
マ
ル
ク
ス
批
判
へ
の
福
沢
の
影



（1

小泉信三の福沢諭吉論

響
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
一
三
九
―
一
四
三
、
二
五
三
―
二
五
四
頁
、
前

掲
「
小
泉
信
三
論
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
」、
三
七
―
三
八
頁
、
も
参
照
。

（
（2
）　

前
掲
『
昭
和
思
想
史
と
し
て
の
小
泉
信
三
―
民
主
と
保
守
の
相
克
』、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。


