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近
代
日
本
研
究
第
二
十
五
巻

(

二
〇
〇
八
年)

特
集：

慶
應
義
塾
創
立
百
五
十
年
・
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
開
設
二
十
五
年

『
文
明
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之
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の
文
章
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い
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右
文
は『

文
明
論
之
概
略
第
一
章』

の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

題
は

｢

議
論
ノ
本
位
ヲ
定
ル
事｣

で
、
こ
れ
か
ら
始
め
る

｢

文
明
論｣

の
論
議
に
は
物
事
に
関
す
る
比
較
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。『

文
明
論
之
概
略』

全
巻
を
通
底

す
る
根
幹
の
一
節
で
あ
る

(

１)

。

半
紙
版
半
截
、
縦
線
黒
罫
紙
一
〇
行
、
魚
尾
欄
付
で
左
下

に
金
花
堂
と
印
の
あ
る
薄
地
の
金
花
堂
原
稿
用
紙
に
薄
墨
で

三
六
〜
三
七
字
詰
に
、
恐
ら
く
速
筆
で
行
の
左
寄
せ
に
書
い

て
い
る
。
右
側
明
き
は
推
敲
の
用
意
で
あ
る
。
こ
の
草
稿
は

二
丁
ば
か
り
が
残
存
し
て
い
る
が
、
残
存
草
稿
の
う
ち
、
多

分
こ
れ
が
最
初
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
初
期
草
稿
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
便
宜
の
た
め
こ
の
一
節
を
Ａ
と
表
示
す

る
。
図
版

｢

初
期
の
草
稿｣

参
照
。

こ
の
Ａ
に
つ
い
て
、
字
体
、
仮
名
遣
い
、
濁
点
な
ど
に
つ

い
て
特
徴
的
な
点
を
記
し
て
み
よ
う
。
Ａ
に
は
番
号
を
付
し

て
置
く
。

軽１
、
�２

、�

３

、
�４

、
�寺５

、
�６

、
夲�

、
��夏
、�

�

、
	


、
��

な

ど
異
体
字
と
さ
れ
る
も
の
、

�尼
は
諸
橋
大
漢
和
、
康
煕
字
典

2
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な
ど
に
も
な
い
。
泥
鰌

(『

言
海』

に
記
載)

か
ら
の
福
沢
の
作
字
か
、
誤
字
と
考
え
る
。
脊�

は
康
煕
字
典
に
正
字
通
背セ
ナ

心カ

也
。

と
あ
り
背
骨
の
中
心
の
意
。
腹
背
の
ご
と
く
背
が
一
般
と
思
う
が
福
沢
は
な
ぜ
か
脊
を
用
い
る
。
こ
の
う
ち
軽１
は
現
代
表
記
で
は

標
準
字
体
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
仮
名
遣
い
で
は
ユ�

ヘ

(

正
し
く
は
ユ
ヱ)

、
濁
点
は
生
シ７
タ
ル
、
軽
ア
ラ
サ８
レ
ハ９
、
善
ア
ラ

サ�

レ
バ
可
ラ
ス�

、
対
セ
サ�

レ
バ
、
論
ス�

可
ラ
ス�

、
守
ラ
サ�

ル
、
他
に
片
仮
名
合
字�

�

な
ど
で
あ
る
。
ほ
か
に
事
物
を
議
論
に
書
き

替
え
る
と
か
重
を
書
き
違
え
て
軽
に
直
し
て
い
る
な
ど
右
側
で
修
正
を
加
え
て
い
る
。
又	

云
ク
小
ノ
は
又
云
ク
疵

(

判
読)

を
抹

消
し
て
書
き
替
え
た
も
の
。

一
読
し
て
濁
音
表
記
の
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

古
代
の
万
葉
仮
名
に
は
清
濁
の
区
別
が
あ
っ
た
が
そ
の
衰
退
と
と
も
に
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
片
仮
名
も
平
仮
名
も

万
葉
仮
名
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
漢
文
訓
読
の
補
助
記
号
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
も
あ
り
、
漢
文
訓
読
の
際
の
漢
字
の

送
り
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
濁
点
を
付
け
ず
と
も
語
と
し
て
読
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
程
度
の
伝
統
的
な
使
わ
れ
方
を
し

て
き
た
。
池
上
禎
造
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。

日
常
普
通
に
使
わ
れ
る
平
仮
名
に
対
し
、
学
問
的
あ
る
い
は
記
号
的
性
格
の
あ
る
片
仮
名
は
事
情
を
異
に
す
る
は
ず
だ
が
、

や
は
り
濁
点
な
ど
な
い
の
が
一
般
で
、
そ
の
伝
統
は
詔
勅
や
法
律
文
に
近
年
ま
で
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(

２)

。

福
沢
が

『

文
明
論
之
概
略』

と
い
う
議
論
文
を
強
い
決
意
を
も
っ
て
展
開
す
る
最
初
の
時
、
漢
学
塾
に
長
い
こ
と
学
ん
で
身
に

つ
け
て
い
た
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
文
章
表
記
を
選
択
し
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
き
に
掲
げ
た
Ａ
は
二
丁
ほ
ど
の
少
量
の
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
章
の
草
稿
は
片
々
た
る
草
稿
を
含
め
て
四
種
存
在
す
る
。
す

『文明論之概略』 の文章について
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な
わ
ち
№
１
Ａ
、
№
１
Ｂ
、
№
５
、
№
12

(

こ
れ
ら
の
ナ
ン
バ
ー
は
福
沢
セ
ン
タ
ー
蔵
の
草
稿
の
整
理
番
号)

。
こ
の
№
12
の
草

稿
に
至
っ
て
始
め
て
第
一
章
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
。
№
５
か
ら
№
12
に
淨
書
が
進
む
に
つ
れ
て
濁
点
が
徐
々
に
多
く
な
る
。

読
み
手
へ
の
配
慮
に
よ
る
も
の
か
。
同
じ
こ
ろ
刊
行
さ
れ
た

『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ』

も
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
だ
が
濁
点
は
き
ち
ん

と
施
さ
れ
て
い
る
。『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ
本
文
と
索
引』

の
本
文
は
影
印
な
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る

(

３)

。
№
５
草

稿
に
は
読
点
が
一
つ
付
く
。
白
抜
読
点

、、は
№
12
草
稿
に
も
版
本
に
も
用
い
ら
れ
た
。
小
幡
篤
次
郎
な
ど
も
用
い
て
い
る
。

故
ニ
軽
ト
ハ
重
ヨ
リ
モ
軽
シ
、、
善
ト
ハ
悪
ヨ
リ
モ
善
シ
ト
云
フ�

ニ
テ

傍
線
を
施
し
た
読
点
は
№
12
草
稿
に
も
版
本
に
も
、
ま
た
明
治
三
十
二
年
刊
の

『

福
沢
全
集』

に
も
引
き
継
が
れ
て
行
く
こ
と

に
な
る

(『

福
沢
全
集』

で
は

、、が
、に
替
る)

。
№
５
草
稿
か
ら
一
行
二
二
字
詰
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
版
本
の
二
二
字
詰
に
定
着

す
る
。
版
本
の
体
裁
を
構
想
し
た
の
は
こ
の
時
点
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

加

之

し
か
の
み
な
ら
ず

明
治
七
八
年
の
頃
に
至
り
て
は
世
態
せ
た
い

漸
く
定さ
だ

ま
り
て
人
の
思
案
し
あ
ん

も
漸
く
熟じ
ゅ
くす
る
時
な
れ
ば
此
時
こ
の
と
き

に
當
り
西
洋
文
明

せ
い
や
う
ぶ
ん
め
い

の
概
略

が
い
り
ゃ
く

を
記
し
て
世
人
せ
じ
ん

に
示し
め

し
就
中

な
か
ん
づ
く

儒
教
流

じ
ゅ
け
う
り
う

の
故
老
こ
ら
う

に
訴
へ
て
其
賛
成
さ
ん
せ
い

を
得
る
こ
と
も
あ
ら
ん
に
は
最
も
っ
と
も

妙め
う

な
り
と
思
ひ

之
を
敵て

き

に
せ
ず
し
て
今
は
却
て
之
を
味
方
み
か
た

に
せ
ん
と
の
腹
案
ふ
く
あ
ん

を
以
て
著
あ
ら
は
し
た
る
は
文
明
論

ぶ
ん
め
い
ろ
ん

の
概
略

が
い
り
ゃ
く

六
巻
な
り
讀
者
は
何い
づ

れ

五
十
歳
以
上
視
力

し
り
ょ
く

も
漸
く
衰
お
と
ろ
へ
且
つ
其
少
年
時
代

せ
う
ね
ん
じ
だ
い

よ
り
粗
大
そ
だ
い

な
る
版
本
は
ん
ぽ
ん

に
慣な

れ
た
る
眼め

な
れ
ば
と
て
文
明
論

ぶ
ん
め
い
ろ
ん

の
版
本
は
ん
ぽ
ん

は
特と
く

に
文
字
も
ん
じ

を
大
に
し
て
古
本
こ
ほ
ん

の
太
平
記
同
様

た
い
へ
い
き
ど
う
や
う

の
體
裁
て
い
さ
い

に
印
刷
い
ん
さ
つ

せ
し
め
た
り

(｢

福
沢
全
集
緒
言｣

明
治
三
十
一
年
一
月
刊

時

事
新
報
社

傍
線
筆
者)
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富
田
正
文
氏
は

『

福
沢
諭
吉
全
集
第
四
巻
再
版』

(

岩
波
再
版
本

昭
和
四
十
五
年
刊)

の

｢

後
記｣

の
中
で

｢

本
文
は
肉
太

の
大
き
な
彫
り
方
で
、
原
文
は
漢
字
片
假
名
交
り｣

と
記
し
て
い
ら
れ
る
。
図
版

｢

版
本
Ａ｣

参
照
。
こ
の
肉
太
の
大
き
な
彫
り

方
が
、
福
沢
の
言
う
古
本
の
太
平
記
同
様
の
体
裁
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
福
沢
は
彫
師
と
相
談
し
て
、
あ
る
い
は
福
沢
の
指

示
に
よ
っ
て
肉
太
文
字
が
彫
刻
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
五
十
歳
以
上
の
視
力
も
衰
え
始
め
た
儒
教
流
の
故
老
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
彫
師
の
労
苦
に
感
謝
し
て

『

文
明
論
之
概
略
巻
之
六
大
尾』

と
記
し
た
最
後
の

｢

五
十
三
終｣

と
印
刷
し

た
丁
に
彫
工
佐
脇
金
次
郎

江
川
八
左
衛
門
と
認
め
た
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
。
図
版

｢

版
本
Ｂ｣

参
照
。
読
者
を
想
定
し
儒
教
流
故
老
の
視

力
ま
で
考
え
た
と
す
る
福
沢
の
こ
の
著
述
に
対
す
る
意
気
込
み
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

松
沢
弘
陽
氏
は
岩
波
文
庫

(
一
九
九
七
年
刊)

の
解
説
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ら
れ
る
。

『

概
略』

に
つ
い
て
福
沢
自
身
が
公
け
に
の
べ
た
文
章
は
実
に
少

な
い
。
す
な
わ
ち
晩
年
の
福
沢
が
全
集
を
編
む
に
当
っ
て
、
収
録

す
る
諸
著
作
へ
の
解
説
を
自
ら
記
し
た
、｢

福
沢
全
集
緒
言｣

中

の
『

概
略』

に
つ
い
て
の
項
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も

『

概
略』

と

前
後
し
て
著
し
た

『

学
問
の
す
ゝ
め』

に
つ
い
て
の
項
が
、
旧
著

へ
の
愛
着
が
よ
み
が
え
り
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
長
篇
な
の
に
対
し
、

そ
の
一
〇
分
の
一
程
度
の
長
さ
の
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

書
簡
に
ま
で
目
を
向
け
て
も
、
今
日
伝
わ
る
も
の
の
中
で『

概
略』

『文明論之概略』 の文章について
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の
着
想
か
ら
刊
行
ま
で
の
事
情
を
直
接
間
接
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
は
、
後
に
引
用
す
る
一＊

八
七
四

(

明
治
七)

年
と
一＊＊

八

七
五

(

明
治
八)

年
の
二
通
に
と
ど
ま
る
。

＊

慶
應
義
塾
の
同
志
荘
田
平
五
郎
あ
て
書
簡

＊＊

中
津
在
住
の
旧
中
津
藩
重
臣
島
津
祐
太
郎
あ
て
書
簡

こ
の
よ
う
に
晩
年
の
回
顧
の
中
で
も
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
だ
っ
た
の
に
、
晩
年
の
福
沢
に
は
先
き
に
も
引
用
し
た

｢

特
に
文
字

を
大
に
し
て
云
々｣

と
い
う
こ
と
が
印
象
強
く
残
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
に
思
う
と
版
本
に
接
す
る
筆
者
た
ち
に
切
々

と
福
沢
の
初
版
当
時
の
気
持
ち
、
肉
太
文
字
の
意
図
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
版
本
は
筆
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
読

み
や
す
い
も
の
だ
。
ひ
そ
か
に
覆
刻
を
望
む
者
で
あ
る
。

次
に
版
本

(

明
治
八
年
八
月
刊)
の
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
の
先
に
例
示
し
た
Ａ
と
同
じ
箇
所
を
Ｂ

(

図
版

版
本
Ａ
に
当
た

る)

と
し
て
記
し
て
み
る
。

Ｂ

輕
重
長
短
善
惡
是
非
等
ノ
字
ハ
相
�
シ
タ
ル
考
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
輕
ア
ラ
ザ
レ
バ
重
ア
ル
可
ラ
ズ
善
ア
ラ
ザ
レ
バ

惡
ア
ル
可
ラ
ズ
故
ニ
輕
ト
ハ
重
ヨ
リ
モ
輕
シ
、、
善
ト
ハ
惡
ヨ
リ
モ
善
シ
ト
云
フ�

ニ
テ
此
ト
彼
ト
相
對
セ
ザ
レ
バ
輕
重
善
惡

ヲ
論
ズ
可
ラ
ズ
斯
ノ
如
ク
相
對
シ
テ
重
ト
定
リ
善
ト
定
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
議
論
ノ
本
位
ト
名
ク
諺
ニ
云
ク
�夏
ハ
脊
ニ
替
ヘ
�
シ

又
云
ク
小
ノ
虫
ヲ
殺
シ
テ
大
ノ
虫
ヲ
助
ク
ト
、、
故
ニ
人
身
ノ
議
論
ヲ
ス
ル
ニ
�夏
ノ
部
ハ
脊
ノ
部
ヨ
リ
モ
大
切
ナ
ル
モ
ノ
ユ
ヱ

寧
ロ
脊
ニ
疵
ヲ
被
ル
モ
�夏
ヲ
バ
無
�
ニ
守
ラ
ザ
ル
可
ラ
ズ
又
動
物
ヲ
取
扱
フ
ニ
鶴
ハ
鰌
ヨ
リ
モ
大
ニ
シ
テ
貴
キ
モ
ノ
ユ
ヱ
鶴

ノ
餌
ニ
ハ
鰌
ヲ
用
ル
モ
妨
ナ
シ
ト
云
フ�

ナ
リ
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Ａ
と
Ｂ
と
を
比
べ
る
と
、
Ｂ
に
濁
点
が
正
確
に
打
た
れ
て
い
る
こ
と
、
仮
名
遣
い
は
ユ
ヱ
に
直
さ
れ
、
字
体
は
軽

(

現
在
標
準

字
体)
、
�
、
�
、
�寺
、
夲
、�

、
�
、
�尼
な
ど
が
通
行
字
体
に
直
さ
れ
て
い
る
。
�
、
�夏
は
異
体
字
の
ま
ま
残
る
。
な
お
、
異

体
字
に
つ
い
て
は

『

文
明
論
之
概
略』

で
は
未
調
査
だ
が
、『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ』

で
は
、
そ
の
一
覧
を
作
成
し
て
あ
る
の
で
参
考

に
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
う

(

４)

。
先
述
の
�尼
は
鰌
に
直
る
。
大
字
典

(

上
田
万
年)

に
は
鰌
に
ド
ヂ
ヤ
ウ
の
訓
が
あ
る
。
片
仮
名
合

字�

は
Ａ
か
ら
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
ノ
虫
ヲ
助
ク
ト
、、
の
箇
所
で
読
点
が
一
つ
加
わ
る
。
福
沢
の
最
初
に
書
い
た
漢

字
仮
名
交
り
文
は
版
本
に
至
っ
て
強
く
読
者
を
意
識
し
た
表
記
に
変
わ
り
、
そ
れ
が
読
者
に
と
っ
て
も
読
み
易
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
Ｂ
の
表
記
は
当
時
普
通
に
行
わ
れ
た
正
書
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
あ
と
明
治
十
年
に
活
版
刷
合
本
と
し
て
再
版
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
明
治
三
十
一
年
版
の

『

福
沢
全
集』

の
も
の
を
見
る

こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
を
Ｃ
と
す
る
。
こ
の

『

福
沢
全
集』

は
福
沢
生
前
の
刊
行
で
あ
る
。

Ｃ

輕
重
長
短
善
惡
是
非
等
の
字
は
相
對
し
た
る
考
よ
り
生
じ
た
る
も
の
な
り
輕
あ
ら
ざ
れ
ば
重
あ
る
可
ら
ず
善
あ
ら
ざ
れ
ば

惡
あ
る
可
ら
ず
故
に
輕
と
は
重
よ
り
も
輕
し
、
善
と
は
惡
よ
り
も
善
し
と
云
ふ
こ
と
に
て
此
と
彼
と
相
對
せ
ざ
れ
ば
輕
重
善

惡
を
論
ず
可
ら
ず
斯
の
如
く
相
對
し
て
重
と
定
り
善
と
定
り
た
る
も
の
を
議
論
の
本
位
と
名
く
諺
に
云
く
腹
は
脊
に
替
へ
難

し
又
云
く
小
の
虫
を
殺
し
て
大
の
虫
を
助
く
と
、
故
に
人
身
の
議
論
を
す
る
に
腹
の
部
は
脊
の
部
よ
り
も
大
切
な
る
も
の
ゆ

ゑ
寧
ろ
脊
に
疵
を
被
る
も
腹
を
ば
無
難
に
守
ら
ざ
る
可
ら
ず
又
動
物
を
取
扱
ふ
に
鶴
は
鰌
よ
り
も
大
に
し
て
貴
き
も
の
ゆ
ゑ

鶴
の
餌
に
は
鰌
を
用
る
も
妨
な
し
と
云
ふ
こ
と
な
り

『文明論之概略』 の文章について
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Ｂ
と
Ｃ
と
の
違
い
は
文
表
記
が
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
か
ら
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
刊

行
時
の
明
治
八
年
か
ら
明
治
三
十
二
年
ま
で
の
近
代
化

(

西
欧
化
、
平
易
化
、
民
衆
化
な
ど

(

５))

に
向
う
社
会
の
動
き
と
連
動
す
る

点
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
Ｃ
で
は
、
片
仮
名
合
字�

が
こ、
と、
に
変
わ
っ
た
こ
と
、
字
体
で
は
脊
が
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
変
化
し
な
い
こ

と
、
�
、
�夏
が
通
行
字
体
に
直
る
な
ど
で
あ
っ
て
、
全
体
に
読
点
二
箇
所
を
含
め
て
版
本
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
き
に
平
仮
名
文
に

な
っ
た
と
記
し
た
が
、
明
治
三
十
二
年
、
六
四
歳
の
福
沢
に
は
、
一
つ
に
は
子
孫
、
知
己
朋
友
の
為
、
今
一
つ
は
自
分
の
著
訳
書

を
後
世
に
保
存
す
る
為
の

『

福
沢
全
集』

の
刊
行
で
あ
っ
た
の
で
、
片
仮
名
文
を
平
仮
名
文
に
直
す
こ
と
な
ど
は
あ
ま
り
抵
抗
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
読
み
易
い
文
章
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『

福
沢
全
集』

の
巻
頭
に
置
か
れ
た

｢

福
沢
全

集
緒
言｣

(

明
治
三
十
二
年
九
月)

の
よ
う
に
総
振
り
仮
名
を
施
す
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
施
す
こ
と
も
し

な
か
っ
た
。
ま
た
、
句
読
点
を
も
っ
と
多
く
打
っ
て
文
の
切
れ
目
を
か
っ
き
り
さ
せ
る
な
ど
の
こ
と
も
当
時
と
し
て
も
考
え
ら
れ

た
か
も
知
れ
な
い
。
結
局
は
原
本
通
り
を
漢
字
平
仮
名
文
に
直
す
だ
け
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
執
筆
時
の
気
力
は
表
記
上

か
ら
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
で
は
句
読
点
を
施
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に

福
沢
に
は
管
見
に
よ
れ
ば
句
読
点
へ
の
言
及
は
な
い
。

句
読
点
に
つ
い
て
少
し
記
し
て
お
く
と
、
句
読
点
は
漢
文
訓
読
の
読
解
の
た
め
に
付
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
時
代
を
経
て

新
た
に
西
欧
か
ら
パ
ン
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
入
っ
て
き
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
発
達
し
て
き
た
の
だ
が
今
日
も
十
分
に
定
着

し
た
と
は
言
い
難
い
。
明
治
三
十
九
年
三
月

文
部
大
臣
書
房
図
書
課
句
読
法
案
・
分
別
書
き
方
案
が
示
さ
れ
た
が
、
一
応
の
基
準
と
見
ら
れ
る
も
の
は
戦

後
に
刊
行
さ
れ
た

｢

く
ぎ
り
付
号
の
使
ひ
方

[

句
読
法]

案｣
(

昭
和
二
十
一
年

文
部
省
国
語
調
査
室)

｢

く
ぎ
り
付
号
の
使
ひ

方

[

句
読
法]

案｣
(

昭
和
二
十
四
年

文
部
省
国
語
調
査
室)

｢

く
ぎ
り
符
号
の
用
い
方｣

(

昭
和
二
十
四
年

文
部
省
国
語
課)

な
ど
で
あ
る
。
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言
文
一
致
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
二
葉
亭
四
迷
の
最
初
の
作
品

『

浮
雲』

(

明
治
二
十
年

〈

一
八
八
七〉)

に
は
補
助
符
号
は
多

く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
句
読
点
は
ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
二
葉
亭
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

コ
ン
マ
の
切
り
方
な
ど
も
、
単
に
意
味
の
上
か
ら
切
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
調
の
関
係
か
ら
切
る
場
合
が
少
く
な
い
。

さ
れ
ば
、
外
国
文
を
翻
訳
す
る
場
合
に
、
意
味
ば
か
り
を
考
へ
て
、
こ
れ
に
重
き
を
置
く
と
原
文
を
こ
は
す
虞
が
あ
る
。

須
ら
く
原
文
の
音
調
を
呑
み
込
ん
で
、
そ
れ
を
移
す
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
か
う
自
分
は
信
じ
た
の
で
、
コ
ン
マ
、
ピ

リ
オ
ド
の
一
つ
も
濫
り
に
棄
て
ず
、
原
文
に
コ
ン
マ
が
三
つ
、
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
あ
れ
ば
、
譯
文
に
も
亦
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ

コ
ン
マ
が
三
つ
と
い
ふ
風
に
し
て
、
原
文
の
調
子
を
移
さ
う
と
し
た

(

６)

。(

余
が
翻
訳
の
標
準)

こ
れ
は
翻
訳
文
に
つ
い
て
の
苦
心
で
あ
る
が
、
日
本
文
に
つ
い
て
も
作
家
た
ち
は
苦
心
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『

文
明
論
之
概
略』

は
そ
の
後
、
昭
和
六
年

(

一
九
三
一)

に
岩
波
文
庫
に
入
り
、
昭
和
十
一

(

一
九
三
六)

年
七
月
政
府
当

局
に
よ
り
次
版
か
ら
改
訂
処
分
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
戦
後
削
除
部
分
が
復
元
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
刊
行

の

『

福
沢
諭
吉
選
集』

、
次
い
で
刊
行
の

『

福
沢
諭
吉
全
集』

に
本
文
整
定
の
上
、
収
録
さ
れ
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
岩
波
文

庫
本
、
福
沢
諭
吉
著

松
沢
弘
陽
校
注『

文
明
論
之
概
略』

は

『

福
沢
諭
吉
選
集』

第
四
巻

(

一
九
八
一
年
五
月
、
岩
波
書
店
刊)

を
底
本
と
し
て

い
る
。
何
度
か
本
文
整
定
を
経
て
な
っ
た
岩
波
文
庫
本
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
Ｄ
の
記
号
を
付
け
る
。
こ
の
Ｄ

が
現
代
人
が
一
般
に
受
け
入
れ
て
い
る
文
章
表
記
で
あ
る
。
Ｂ
と
比
較
し
て
も
、
文
庫
本

｢

凡
例｣

に
示
さ
れ
た
以
外
の
変
更
は

な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
は
読
点
２
で
あ
っ
た
が
、
Ｄ
は
読
点
12
、
句
点
８
が
打
た
れ
て
い
る
。

『文明論之概略』 の文章について
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Ｄ

軽
重
、
長
短
、
善
悪
、
是
非
等
の
字
は
相
対
し
た
る
考
よ
り
生
じ
た
る
も
の
な
り
。
軽
あ
ら
ざ
れ
ば
重
あ
る
べ
か
ら
ず
、

善
あ
ら
ざ
れ
ば
悪
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
軽
と
は
重
よ
り
も
軽
し
、
善
と
は
悪
よ
り
も
善
し
と
い
う
こ
と
に
て
、
此
と
彼
と

相
対
せ
ざ
れ
ば
軽
重
善
悪
を
論
ず
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
如
く
相
対
し
て
重
と
定

さ
だ
ま
り
善
と
定
り
た
る
も
の
を
議
論
の
本
位
と
名な
づ

く
。
諺
こ
と
わ
ざ
に
い
わ
く
、
腹は
ら

は
脊せ

に
替か

え
難
し
。
ま
た
い
わ
く
、
小
の
虫
を
殺
し
て
大
の
虫
を
助
く
と
。
故
に
人
身
の
議
論
を

す
る
に
、
腹
の
部
は
脊
の
部
よ
り
も
大
切
な
る
も
の
ゆ
え
、
む
し
ろ
脊
に
疵き

ず

を
被
こ
う
む
る
も
腹
を
ば
無
難
に
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

ま
た
動
物
を
取
扱
う
に
、
鶴
は
鰌

ど
じ
ょ
う
よ
り
も
大
に
し
て
貴
た
つ
と
き
も
の
ゆ
え
、
鶴
の
餌え
さ

に
は
鰌
を
用
も
ち
う
る
も
妨
さ
ま
た
げ
な
し
と
い
う
こ
と
な

り
。

明
治
期
に
国
学
国
語
問
題
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
は
明
治
二
十
七
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
帰
朝
し
た
上
田
万
年
帝
国
大
学
教
授
で
あ

る
。
明
治
三
十
三
年
に
は
、
帝
国
教
育
会
内
に

｢

言
文
一
致
会｣

が
結
成
さ
れ
、
明
治
三
十
四
年
二
・
三
月
に
は

｢

言
文
一
致
の

実
行
に
就
て
の
請
願
書｣

を
貴
衆
両
院
に
提
出
し
可
決
さ
せ
、
国
家
と
し
て

｢

文
章
は
言
文
一
致
の
方
針
を
と
る｣

こ
と
に
な
っ

た
。
こ
う
い
っ
た
中
央
集
権
化
の
た
め
の
国
語
政
策
の
事
業
と
し
て
、
明
治
三
十
五
年
に
国
語
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
。
主

事
は
上
田
万
年
で
あ
る
。

こ
の
委
員
会
は
昭
和
九
年
の
国
語
審
議
会
に
継
承
さ
れ
昭
和
四
十
八
年

｢

送
り
仮
名
の
付
け
方｣

昭
和
五
十
六
年

｢

常
用
漢
字

表

(

字
体
表
を
含
む)｣

昭
和
六
十
一
年

｢

現
代
仮
名
遣
い｣
な
ど
の
内
閣
告
示
に
従
い
、
今
日
の
姿
と
な
っ
た
。
こ
の
内
閣
告

示
の
浸
透
に
は
、
教
科
書
の
採
用
や
マ
ス
コ
ミ
の
協
力
な
ど
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。
先
き
の
岩
波
文
庫
の
表
記
に
つ
い
て

も
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
経
て
、
ま
た
校
訂
者
の
意
向
も
踏
ま
え
て
今
日
の
本
文
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

校
訂
者
の
松
沢
弘
陽
氏
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
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福
沢
は
、『

文
明
論
之
概
略』

の
文
体
に
、
一
面
で
は
き
わ
め
て
新
し
い
企
て
を
あ
え
て
し
た
が
、
他
面
で
は
漢
字
片
か
な

ま
じ
り
と
い
う
漢
文
読
み
下
し
風
の
当
時
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
議
論
文
の
ス
タ
イ
ル
を
ふ
ま
え
て
い
た
。
福
沢
は
著
述
に
あ

た
っ
て
、
議
論
の
内
容
や
想
定
す
る
読
者
に
よ
っ
て
、
片
か
な
か
平
が
な
か
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
た
か
ら
、
片
か
な
原

文
を
平
が
な
に
改
め
る
こ
と
は
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
原
型
を
忠
実
に
示
す
と
い
う
必
要
と
、
常
に
新
し

い
読
者
に
語
り
か
け
る
思
想
的
生
命
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
与
え
る
必
要
と
の
、
古
典
に
不
可
避
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
か
か
わ
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
文
庫
版
で
は
始
め
の
形
を
写
真
で
示
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
諸
版
に
従
い
漢
字
平
が
な
ま
じ

り
に
し
た
。

句
読
点
に
つ
い
て
も
同
様
に
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
話
し
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
、
そ
の
改
革

を
志
し
た
福
沢
の
こ
と
ば
は
、『
文
明
論
之
概
略』

の
よ
う
に
、
彼
の
著
述
の
う
ち
最
も
理
論
的
な
議
論
に
お
い
て
も
、
対

論
的
性
格
を
も
ち
、
発
声
に
な
じ
む
よ
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
。
本
文
整
定
に
あ
た
り
句
読
点
を
つ

け
る
こ
と
は
、
一
面
そ
の
よ
う
な
文
章
の
読
み
を
助
け
る
上
で
有
用
だ
が
、
福
沢
自
身
が
期
待
し
た
読
み
と
一
致
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
読
者
が
、
こ
の
版
の
句
読
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
を
試
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

(｢

解
説｣)

右
文
中
に
校
訂
者
が
古
典
に
不
可
避
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
持
た
れ
た
一
節
が
あ
る
。
デ
ィ
レ
ン
マ
は
句
読
点
に
も
及
ん
で
い
る
。

筆
者
の
深
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
筆
者
は
か
つ
て
明
治
初
年
の
子
供
た
ち
が
懐
中
に
入
れ
て
時
に
声
に
出
し
て

読
み
、
時
に
諳
誦
し
た

『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ』

と
同
様
の
感
動
を
追
体
験
し
た
く
て
原
文
を
印
影
し
こ
れ
に
よ
っ
て
索
引
を
作
っ
た

『文明論之概略』 の文章について
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こ
と
が
あ
る

(

７)

。
こ
れ
は
世
の
風
に
逆
行
す
る
も
の
だ
か
ら
、
今
日
ど
の
程
度
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
右

の
松
沢
氏
の
文
中
に
、
片
か
な
か
平
が
な
か
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
た
と
記
さ
れ
た
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
な
調
査

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

(

８)

。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、『

福
沢
全
集』

で
は
、
著
作
の
収
録
に
当
た
り
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
振
り
が
な
付
の
も
の
は
そ
の

ま
ま
収
録
、
漢
字
片
か
な
交
じ
り
は
平
仮
名
交
じ
り
文
に
直
し
て
収
録
し
た
。
有
名
な

『

福
沢
全
集
緒
言』

は
新
た
な
書
き
下
ろ

し
で
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
振
り
が
な
つ
き
で
こ
の
全
集
の
巻
頭
を
飾
っ
て
い
る
。
福
沢
が
こ
れ
に
倣
っ
て『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ』

『

文
明
論
之
概
略』

な
ど
に
振
り
が
な
を
振
っ
て
く
れ
て
い
た
ら
、
後
世
の
読
み
手
は
有
力
な
手
が
か
り
を
得
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
残
念
に
思
う
。
少
く
と
も
人
間

(

仲
間)

は
ニ
ン
ゲ
ン
か
ジ
ン
カ
ン
か
、
軽
重
は
ケ
イ
チ
ョ
ウ
か
ケ
イ
ジ
ュ
ウ
か
な
ど
と

悩
ま
ず
と
も
よ
か
っ
た
と
思
う

(

９)
。

二

俗
文
体
創
造
の
苦
心

福
沢
は
先
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
漢
学
塾
に
学
ん
だ
漢
学
書
生
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
晩
学
で
、
何
度
か
漢
学
塾
を

変
え
た
が
、
長
く
い
た
の
は
白
石
照
山
と
い
う
人
の
家
塾
で
、
四
、
五
年
通
っ
た
と
い
う
。
蒙
求
、
世
説
、
左
伝
、
戦
国
策
、
老

子
、
荘
子
、
史
記
、
前
後
漢
書
、
晋
書
、
五
代
史
、
元
明
史
略
な
ど
、
こ
の
う
ち
左
伝
は
全
巻
を
一
一
度
も
読
み
返
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
漢
学
者
の
前
座
ぐ
ら
い
は
務
め
ら
れ
た
と
自
負
し
て
い
る
。
亡
き
父
か
ら
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
福
沢
が
引
き
続
き
若
い
時
代
に
蘭
学
に
接
し
て
い
な
か
っ
た
ら
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
の
道
は
開
け
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

12



大
阪
の
緒
方
洪
庵
の
適
塾
に
学
ん
だ
福
沢
は
洪
庵
に
深
く
傾
倒
し
た
。
ペ
ル

(C
.M
.H
.Pel)

の
築
城
書
を
翻
訳
し
て
い
る
時
、

洪
庵
は
福
沢
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
足
下

そ
く
か

の
飜
譯
ほ
ん
や
く

す
る
築
城
書

ち
く
じ
や
う
し
よ

は
兵
書
へ
い
し
よ

な
り
兵
書
へ
い
し
よ

は
武
家
ぶ

け

の
用
に
し
て
武
家
ぶ

け

の
為
め
に
譯や
く

す
る
も
の
な
り
就つ
い

て
は
精せ
い

�々
文
字
も
ん
じ

に
注
意
ち
う
い

し
て
決
し
て
�
解
な
ん
か
い

の
文
字
も
ん
じ

を
用も
ち

ふ
る
勿
れ
其
次
第

そ
の
し
だ
い

は
日
本
國
中
に
武
家
ぶ

け

多
し
と
雖
も
大
抵
た
い
て
い

は
無
學
む
が
く

不
文
ふ
ゞ
ん

の
輩は
い

の
み
に

し
て
是
れ
に
�
解

な
ん
か
い

の
文
字
は
禁
物
き
ん
も
つ

な
り

(

中
略)

高た
か

の
知し

れ
た
る
武
家
ぶ

け

を
相
手
あ
ひ
て

に
す
る
こ
と
な
れ
ば
返か
へ

す

�
も
六
か
し
き

字じ

を
弄
も
て
あ
そぶ
勿な
か

れ
云
々
と
警
い
ま
し
め
ら
れ
た
る
先
生
の
注
意
懇
到

ち
う
い
こ
ん
た
う

父
の
子
を
訓
お
し
ふ
る
も
啻た
ゞ

な
ら
ず
余
は
深
く
之
を
心
に
銘め
い

し
て
爾
来
じ
ら
い

曽か
つ

て
忘わ
す

れ
た
る
こ
と
な
し
文ぶ
ん

を
草さ
う

す
る
に
當あ
た

り
思お
も

は
ず
筆
端
ひ
つ
た
ん

に
難
文
字

な
ん
も
ん
じ

の
現あ
ら

は
れ
ん
と
す
る
こ
と
あ
れ
ば
直
た
ゞ
ち
に
先
生
の
警
い
ま
し
め
を

思
出

お
も
ひ
だ

し
て
之
を
改
あ
ら
た
む
る
に
吝り
ん

な
ら
ず
例た
と

へ
ば
築
城
書

ち
く
じ
や
う
し
よ

の
一
節
に

｢

應
有
お
う
い
う

の
材
料
云
々｣

と
記し
る

し
て
心
窃

こ
こ
ろ
ひ
そ
か

に
平
か
な
ら
ず

早
速

さ
つ
そ
く｢

有
合
あ
り
あ
ひ

の
品し
な

云
々｣

と
改
め
て
始は
じ

め
て
満
足
ま
ん
ぞ
く

し
た
る
が
如ご
と

き
毎
度
ま
い
ど

の
事こ
と

に
し
て
枚
擧
ま
い
き
よ

に
遑
い
と
ま
あ
ら
ず
余よ

が
著
譯
ち
よ
や
く

の
平
易
へ
い
ゝ

を

以も
つ

て
終
始
し
う
し

す
る
は
誠
ま
こ
と
に
先
生
の
賜
た
ま
も
の

に
し
て
今
日
に
至い
た

る
迄ま
で

無
窮
む

き
う

の
師
恩
を
拝は
い

す
る
者
な
り

(｢

福
沢
全
集
緒
言｣

四
〜
五

頁)

こ
の
洪
庵
の
教
は
の
ち
の
福
沢
の
文
体
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

福
沢
は

｢

福
沢
全
集
緒
言｣

で
続
け
て
言
う
。

江
戸
の
洋
學
社
會

や
う
が
く
し
ゃ
く
わ
い

を
見
る
に
著
譯
ち
ょ
や
く

の
書
固
し
ょ
も
と

よ
り
多お
ほ

く
し
て
何
れ
も
假
名
交

か

な
ま
じ

り
の
文
體
ぶ
ん
た
い

な
れ
ど
も
動や
ゝ

も
す
れ
ば
漢
語
か
ん
ご

を
用
ひ

て
行か

う

文ぶ
ん

の
正
雅
せ
い
が

な
る
を
貴
た
つ
と
び
之
が
為
め
に
著
譯
者

ち
よ
や
く
し
や

は
原
書
げ
ん
し
よ

の
文
法
ぶ
ん
ぱ
ふ

を
読
砕
よ
み
く
だ

き
て
文
意
ぶ
ん
い

を
解
す
る
は
容
易
よ
う
い

な
れ
ど
も
穏
當
を
ん
た
う

の

『文明論之概略』 の文章について
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譯
字
や
く
じ

を
得
る
こ
と
難か
た

く
し
て
學
者
が
く
し
や

の
苦
く
る
し
み
は
専
ら
此
邊
こ
の
へ
ん

に
在あ

る
の
み
其そ
の

事
情
じ
ゞ
や
う

を
丸
出
ま
る
だ

し
に
云
へ
ば
漢
學
か
ん
が
く

流
行
り
う
か
う

の
世よ

の
中な
か

に

洋
書

や
う
し
ょ

を
譯や
く

し
洋
説
や
う
せ
つ

を
説と

く
に
文
の
俗ぞ
く

な
る
は
見み

苦ぐ
る

し
と
て
云
は
ゞ
漢
學
か
ん
が
く

者し
や

に
向
て
容
か
た
ち
を
裝
よ
そ
ほ
ふ
も
の
ゝ
如
し

(｢

緒
言｣

六
頁)

中
央
の
洋
学
社
会
で
は
翻
訳
に
穏
当
の
訳
語
探
し
に
汲
々
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
漢
学
者
に
対
し
て
見
苦
し
く
な
い
俗
で
な
い

文
章
を
作
る
の
に
苦
心
し
て
い
た
。
そ
れ
で
大
阪
洪
庵
塾
出
身
の
福
沢
は
次
の
よ
う
な
文
体
の
創
設
を
考
え
た
。

漢
文
の
漢
字
の
間
に
假
名
を
挿
み
俗
文
中
の
候そ

ろ

の
字
を
取
除
と
り
の
ぞ

く
も
共
に
著
譯
ち
ょ
や
く

の
文
章

ぶ
ん
し
や
う

を
成
す
可
し
と
雖
も
漢
文
か
ん
ぶ
ん

を
臺だ
い

に
し

て
生

し
や
う
じ
た
る
文
章

ぶ
ん
し
や
う
は
假
名
か

な

こ
そ
交ま
じ

り
た
れ
矢
張
や

は

り
漢
文
か
ん
ぶ
ん

に
し
て
文
意
ぶ
ん
い

を
解か
い

す
る
に
難か
た

し
之
に
反は
ん

し
て
俗
文
俗
語

ぞ
く
ぶ
ん
ぞ
く
ご

の
中
に
候そ
ろ

の

文
字
な
け
れ
ば
と
て
其そ

の

根
本
こ
ん
ぽ
ん

俗ぞ
く

な
る
が
故
に
俗
間
ぞ
く
か
ん

に
通
用
つ
う
よ
う

す
可
し
但
し
俗
文
に
足
ら
ざ
る
所
を
補
ふ
に
漢
文
字

か
ん
も
ん
じ

を
用
ふ
る
は

非
常

ひ
じ
や
う

の
便
利
べ
ん
り

に
し
て
決
し
て
棄す

つ
可
き
に
非
ず
行
文
か
う
ぶ
ん

の
都
合
つ
が
う

次
第
し
だ
い

に
任ま
か

せ
て
遠
慮
え
ん
り
よ

な
く
漢
語
か
ん
ご

を
利
用
り
よ
う

し
俗
文
中

ぞ
く
ぶ
ん
ち
う

に
漢
語
か
ん
ご

を

挿さ
し
は
さ
み
漢
語
か
ん
ご

に
接せ
つ

す
る
に
俗
語
ぞ
く
ご

を
以
て
し
て
雅
俗
が
ぞ
く

め
ち
ゃ

�
に
混
合
こ
ん
が
ふ

せ
し
め
恰
あ
た
か
も
漢
文
か
ん
ぶ
ん

社
會

し
や
く
わ
い

の
靈
塲

れ
い
ぢ
や
う

を
犯お
か

し
て
其そ
の

文
法
ぶ
ん
ぱ
ふ

を
紊
亂
び
ん
ら
ん

し
唯た
ゞ

早
分
は
や
わ
か

り
に
分
り
易
き
文
章

ぶ
ん
し
や
う

を
利
用
り
よ
う

し
て
通
俗
つ
う
ぞ
く

一
般
い
つ
ぱ
ん

に
廣
く
文
明
ぶ
ん
め
い

の
新
思
想

し
ん
し
そ
う

を
得
せ
し
め
ん
と
の
趣
意
し
ゆ
い

に
し
て

乃
ち
此こ

の

趣
意
し
ゆ
い

に
基
も
と
づ
き
出
版
し
た
る
は
西
洋
旅
案
内

せ
い
や
う
た
び
あ
ん
な
い

窮
理
圖
解
等

き
う

り

づ

か
い
と
う

の
書
に
し
て
當
時
と
う
じ

余
は
人
に
語か
た

り
て
云
く
是
等
こ
れ
ら

の
書
は
教
育
け
う
い
く

な
き
百
姓
町
人
輩
に
分
る
の
み
な
ら
ず
山
出
や
ま
だ
し

の
下
女
げ
ぢ
よ

を
し
て
障
子
越
に
聞
か
し
む
る
も
其
何
の
書
た
る
を
知
る
位
に
あ
ら
ざ

れ
ば
余
が
本
意

ほ
ん
い

に
非あ
ら

ず
と
て
文ぶ
ん

を
草
し
て
漢
學
者

か
ん
が
く
し
や

な
ど
の
校
正
か
う
せ
い

を
求も
と

め
ざ
る
は
勿
論
も
ち
ろ
ん

殊
更
ら
に
文
字
に
乏と
ぼ

し
き
家
の
婦
人
ふ
じ
ん

子
供
こ
ど
も

等ら

へ
命
じ
て
必
ず
一
度
は
草
稿
さ
う
こ
う

を
讀よ

ま
せ
其そ
の

分わ
か

ら
ぬ
と
訴
う
つ
た
ふ

る
處
に
必
ず
漢
語
か
ん
ご

の
六む
つ

か
し
き
も
の
あ
る
を
發は
つ

見け
ん

し
て
之こ
れ

を
改
あ
ら
た
め
た
る
こ
と
多お
ほ

し

(｢

緒
言｣

六
〜
七
頁)
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福
沢
は
俗
文
体
創
設
の
苦
心
を
洗
い
ざ
ら
い
人
の
前
に
見
せ
た
。
漢
語
と
俗
語

(

普
通
に
使
わ
れ
る
話
し
こ
と
ば
の
語)

を
混

合
し
て
雅
俗
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
文
章
を
作
る
と
い
っ
た
苦
心
、
日
常
普
通
の
候
文
体
か
ら
候
を
除
い
て
作
っ
た
俗
文
体
、
漢
文
法

を
紊
亂
す
る
や
り
方
、
蓮
如
上
人
の
御
文
章
様

お

ふ

み
さ
ま

を
何
度
も
読
ん
で
咀
嚼
し
た
な
ど
の
試
み
を
し
た
結
果
作
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。

従
っ
て
彼
の
漢
語
に
は
い
わ
ゆ
る
新
漢
語
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
彼
は
自
然
に
口
に
上
る
漢
文
口
調

｢

之
を
知
ら
ざ
る
に
座

す
る｣

を

｢
之
を
知
ら
ざ
る
の
不
調
法

ぶ
て
う
は
ふ

な
り｣

、｢

此
事
こ
の
こ
と

を
誤ご

解か
い

し
た
る
罪
な
り｣

を

｢

此
事
こ
の
こ
と

を
心
得
違

こ
こ
ろ
え
ち
が
ひ

し
た
る
不
行
届

ふ
ゆ
き
と
ど
き

な
り｣

な
ど
と
意
図
的
に
直
す
と
い
う
こ
と
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
苦
心
の
目
的
は
何
か
。
通
俗
一
般
に
文
明
の
新
思
想
を
普
及
す
る
、

教
育
の
な
い
百
姓
町
人
ま
で
分
か
ら
せ
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
世
俗
平
易
の
文
章
法
、
俗
文
主
義
を
押
し
通
し
世

俗
と
共
に
文
明
の
佳
境
に
達
せ
ん
と
す
る
本
願
で
あ
っ
た
。

福
沢
の
言
う
真
宗
蓮
如
上
人
の

『
御
文
章
様

オ

フ

ミ
サ
マ』

と
は

｢

マ
ヅ
当
流
ノ
安
心
ア
ン
ジ
ン

ノ
ヲ
モ
ム
キ
ハ
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ
ワ
ガ
コ
ヽ
ロ
ノ
ワ
ロ

キ
ヲ
モ
、
マ
タ
妄
念
妄
執

マ
ウ
ネ
ン
マ
ウ
シ
ウ

ノ
コ
ヽ
ロ
ノ
ヲ
コ
ル
ヲ
モ
、
ト
ヾ
メ
ヨ
ト
イ
フ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。｣

と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
福
沢

の
時
代
か
ら
言
え
ば
三
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
も
の
で
あ
る
。

福
沢
が

｢

漢
文
社
會
の
靈
塲
を
犯
し
て
其
文
法
を
紊
亂
し
唯
早
分
り
に
分
り
易
き
文
章
を
利
用
し
て
通
俗
一
般
に
廣
く
文
明
の

新
思
想
を
得
せ
し
め
ん
と
の
趣
意
に
し
て
乃
ち
此
趣
意
に
基
き
出
版
し
た
る
は
西
洋
旅
案
内
窮
理
圖
解
等
の
書
に
し
て｣

(｢

福
沢

全
集
緒
言｣

ル
ビ
を
除
く)

と
あ
る

『

西
洋
旅
案
内』

は
次
の
も
の
で
あ
る
。

世
界

せ
か
い

の
形か
た

ち
は
圓ま
ろ

く
し
て
球た
ま

の
如ご
と

し
故ゆ
へ

に
こ
れ
を
地
球
ち
き
う

と
い
ふ
こ
の
地ち

球き
う

の
中う
ち

に
海う
み

あ
り
陸
地
り
く
ち

あ
り
陸
地
り
く
ち

を
五
い
つ
ゝ
に
分わ
け

て
五
大
ご
だ
い

州し
う

と
名な
づ

く
第
一
だ
い
い
ち

亞
細
亞
州

あ

じ

や
し
う

第
二
だ
い
に

歐
羅
巴
州

よ
ふ
ろ
つ
ぱ
し
う

第
三
だ
い
さ
ん

亞
米
利
加
州

あ

め

り

か
し
う

第
四
だ
い
し

亞
非
利
加
州

あ

ふ

り

か
し
う

第
五
だ
い
ご

墺
太
利
州

お
ふ
す
た
ら
り
し
う

こ
れ
な
り
亞
細
亞
州

あ

じ

や
し
う

の
中う
ち

に

『文明論之概略』 の文章について
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は
日
本
に
つ
ほ
ん

支
那
印
度
等

し

な
い
ん
ど
と
う

の
諸
國
し
よ
こ
く

あ
り
て
金き
ん

、
銀ぎ
ん

、
銅
あ
か
が
ね

、
鐵て
つ

、
材
木
さ
い
も
く

、
絹
糸
き
ぬ
い
と

、
綿わ
た

、
茶ち
や

、
砂
糖
さ
と
う

、
其
外
そ
の
ほ
か

天
然
て
ん
ね
ん

の
産
物
さ
ん
ぶ
つ

多を
ほ

し

こ
の
種
の
著
作
は
こ
の
ほ
か

『

条
約
十
一
国
記』

『

訓
蒙
窮
理
図
解』
『

世
界
国
尽』

『

童
蒙
教
草』

『

か
た
わ
娘』

『

改
暦
弁』

な
ど
七
著
作
で
、
慶
応
三
年

(

一
八
六
七)

か
ら
明
治
六
年

(

一
八
七
三)

に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
想
定
読
者
層
は
児
童

婦
女
子
、
一
般
庶
民
、
外
国
事
情
に
無
智
な
人
だ
っ
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
啓
蒙
文
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

『

世
界
國
盡』

に
つ
い

て
は
、
後
年

｢

福
沢
全
集
緒
言｣

で

｢

世せ

界か
い

國く
に

尽
づ
く
し

は
俗
中
の
俗
文
、
自じ

分ぶ
ん

の
目
に
も
可を

笑か

し
く
見
ゆ
る
程
な
れ
ば
、
世せ

間け
ん

の
儒じ
ゆ

流り
う

は
無む

論ろ
ん

、
洋や
く

学が
く

社し
や

会
く
わ
い

に
も
必
ず
之
を
嘲
あ
ざ
け
り
笑わ
ら

ふ
者
あ
る
べ
し

(

中
略)

不ふ

図と

思
お
も
ひ

付づ

き
た
る
は
英え
い

文ぶ
ん

翻ほ
ん

訳や
く

の
を
な
り
国く
に

盡
づ
く
し

の

本
書
に
不ふ

似に

合あ
ひ

な
る
難な
ん

解か
い

の
英
文
字
を
翻ほ
ん

訳や
く

し
て
世せ

間け
ん

に
示
し
た
ら
ば
自
か
ら
本
書
の
重お
も

き
を
成
す
こ
と
も
あ
ら
ん
か
と
思し

案あ
ん

の

末
、
米
国
学
士
ワ
ル
ブ
ラ
ン
ク
氏
の
一
文
を
譯や

く

し｣

と
あ
る
。
寺
子
屋
で
習
う
江
戸
方
角
、
都
路
な
ど
を
手
本
に
通
俗
的
な
文
章

を
綴
っ
た
と
言
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
儒
流
や
洋
学
社
会
の
嘲
笑
を
気
に
し
て
い
る
福
沢
が
い
る
。
彼
は
一
般
庶
民
ま
で
を
読
者
対
象
と
し
て
自

ら
創
出
し
た
俗
文
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。｢

こ
れ
は
わ
た
し

(

福
沢)

の
作
っ
た
文
体
だ
。
わ
た
し
の
生
地
の

文
体
は
ほ
か
に
あ
る
の
だ｣

と
い
っ
た
思
い
が
心
の
底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
福
沢
は
平
仮
名
に
つ
い
て
明
治
十
二
年
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

平
仮
名
ト
片
仮
名
ト
ヲ
較
ヘ
テ
市
在
民
間
ノ
日
用
ニ
孰
レ
カ
普
通
ナ
リ
ヤ
ト
尋
レ
バ
平
仮
名
ナ
リ
ト
答
ヘ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
男
女

ノ
手
紙
ニ
片
仮
名
ヲ
用
ヒ
ズ
手
形
証
文
受
取
書
ニ
之
ヲ
用
ヒ
ズ

(
中
略)

サ
レ
バ
爰
ニ
小
学
ノ
生
徒
ア
リ
テ
入
学
ノ
後
一
二

箇
月
ヲ
過
ギ
当
人
ノ
病
気
カ
親
ノ
病
気
カ
又
ハ
家
ノ
世
帯
ノ
差
支
ヲ
以
テ
廃
学
ス
ル�

ア
ラ
ン
其
廃
学
ノ
中
ニ
是
迄
学
ビ
得
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タ
ル
モ
ノ
ヲ
調
ベ
テ
片
仮
名
ヲ
覚
ヘ
タ
ル
ト
平
仮
名
ヲ
覚
ヘ
タ
ル
ト
孰
レ
カ
生
涯
ノ
利
益
タ
ル
可
キ
ヤ
平
仮
名
ナ
レ
バ
極
々

低
キ
所
ニ
テ
め
し
や
ノ
看
板
ヲ
見
分
ル
便
ニ
モ
為
ル
可
キ�

ナ
レ�

�
片
仮
名
ニ
テ
ハ
殆
ド
民
間
ニ
其
用
ナ
シ
ト
云
フ
モ
可
ナ

リ
是
等
ノ
便
不
便
ヲ
考
レ
ハ
小
学
ノ
初
学
第
一
歩
ニ
ハ
平
仮
名
ノ
必
要
ナ
ル�

疑
ヲ
容
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ

(『

福
沢
文
集』

二
編

｢
小
学
校
教
育
ノ
事
二｣

一
七
丁
〜
一
八
丁
オ

明
治
十
二
年
刊)

福
沢
は

『

文
字
之
教』

(

明
治
六
年

〈

一
八
七
三〉

十
一
月)

の
中
で
、
漢
字
節
減
論
を
唱
え
、
千
字
に
足
ら
ぬ
漢
字
で

『

文

字
之
教』

を
書
き
、
明
治
十
二
年
に
は
右
に
あ
る
よ
う
に
平
仮
名
先
習
の
説
を
唱
え
る
。

『

文
字
之
教』

端
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

日
本
に
假
名
の
文
字
あ
り
な
が
ら
漢
字
を
交
へ
用
る
は
甚
た
不
都
合
な
れ
ど
も
、
往
古
よ
り
の
仕
來
に
て
全
國
日
用
の
書
に

皆
漢
字
を
用
る
の
風
と
為
り
た
れ
ば
今
俄
に
こ
れ
を
廢
せ
ん
と
す
る
も
亦
不
都
合
な
り
。
今
日
の
處
に
て
は
不
都
合
と
不
都

合
と
持
合
に
て
不
都
合
な
が
ら
用
を
便
す
る
の
有
様
な
る
ゆ
江
、
漢
字
を
全
く
廢
す
る
の
説
は
願
ふ
可
く
し
て
俄
に
行
は
れ

難
き
こ
と
な
り
。
此
説
を
行
は
ん
と
す
る
に
は
時
節
を
待
つ
よ
り
外
に
手
段
な
か
る
可
し
。

時
節
を
待
つ
と
て
唯
空
ふ
し
て
待
つ
可
き
に
も
非
ざ
れ
ば
、
今
よ
り
次
第
に
漢
字
を
廢
す
る
の
用
意
専
一
な
る
可
し
。
其

用
意
と
は
文
章
を
書
く
に
、
む
づ
か
し
き
漢
字
を
ば
成
る
丈
け
用
ひ
ざ
る
や
う
心
掛
る
こ
と
な
り
。
む
づ
か
し
き
字
を
さ
へ

用
ひ
ざ
れ
ば
漢
字
の
數
は
二
千
か
三
千
に
て
澤
山
な
る
可
し
。
此
書
三
冊
に
漢
字
を
用
ひ
た
る
言
語
の
數
僅
か
に
千
に
足
ら

ざ
れ
ど
も
一
と
通
り
の
用
便
に
差
支
え
な
し
。(『

福
沢
全
集』

巻
之
三
所
収

傍
線
筆
者)

『文明論之概略』 の文章について
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こ
の

『

文
学
之
教』

に
つ
い
て
国
語
学
者
吉
田
澄
夫
氏
は

｢
文
学
之
教｣

(

第
一
、
第
二
は
明
治
六
年
八
月
刊
、

同
附
録
は
同
年
十
一
月
刊

)

は
、
小
学
校
用
国
語
読
本
と
し
て
、
ま
た
漢
字
節
減
を
教
科
書
に
実
行
し
た

最
初
の
文
献
と
し
て
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
漢
字
節
減
に
関
す
る
自
説
を
教
科
書
に
実
行
し
て
、
第

一
文
字
之
教
に
は
三
百
十
九
字
、
第
二
文
字
之
教
に
は
三
百
字
、
文
字
之
教
附
録

(

手
紙
之
文)

に
は
百
八
十
三
字
の
新
出

漢
字
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
、
右
三
冊
で
合
計
八
百
二
字
の
新
出
漢
字
を
教
え
る
こ
と
に
し
た

(

�)

。(

吉
田
澄
夫

井
之
口
有
一
編

『

明
治
以
降
国
字
問
題

諸
案
集
成』

昭
和
三
十
七
年

〈

一
九
六
二〉

風
間
書
房
刊)

｢

文
学
之
教｣

に
実
行
し
た
彼
の
漢
字
節
減
に
関
す
る
意
見
は
、
後
の
漢
字
節
減
説
に
影
響
す
る
こ
と
極
め
て
大
き
く
、
後

年
、
彼
の
創
立
に
か
か
る
慶
應
義
塾
出
身
者
に
、
那
珂
通
世
、
矢
野
文
雄
、
後
藤
牧
太
の
ご
と
き
国
語
国
字
問
題
に
対
し
て

関
心
を
有
し
た
諸
家
の
現
れ
た
の
も
、
彼
の
感
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。(

同
右)

福
沢
が
日
常
普
通
の
語
か
ら
抽
出
し
て
み
せ
た

『
文
学
之
教』

の
思
想
と
実
践
と
の
意
義
は
頗
る
大
き
い
。
ち
な
み
に
現
行
の

常
用
漢
字
は
一
九
四
五
字
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
大
正
十
年
五
月
設
立
の
臨
時
国
語
調
査
会
で
漢
字
制
限
が
審
議
さ

れ
、
引
き
続
き
国
語
審
議
会
の
長
い
間
の
審
議
の
歴
史
が
あ
る
。

右
の
福
沢
の
言
の
背
景
に
は
前
島
密

(

一
八
三
五
〜
一
九
一
九)
が
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
に
建
白
し
た
、
漢
字
は
す
べ
て
や

め
て
か
な
に
す
る
と
い
う

｢

漢
字
御
廃
止
之
議｣

な
ど
一
連
の
建
白
書
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
明
治
以
降
の
国
語
国
字
問
題
の
出
発

点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
国
字
国
語
問
題
に
つ
い
て
当
時
の
有
識
者
た
ち
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
建
議
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
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が
開
国
し
近
代
化
す
る
流
れ
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
学
校
教
育
の
制
度
の
制
定
な
ど
と
も
相
俟
っ
て
方
針

を
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
っ
た
。
教
科
書
と
し
て
の

『

文
字
之
教』

の
論
も
実
践
も
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
源
流
と

し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
こ
の
千
字
に
足
ら
ぬ
文
字
で
彼
の
著
作
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
分
か
り
易
い
文
字
で

書
く
と
い
う
こ
と
は
努
力
し
た
と
思
う
。
漢
字
を
制
限
す
れ
ば
む
ず
か
し
い
文
字
が
使
わ
れ
ず
、
従
っ
て
用
語
も
平
易
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

『

文
明
論
之
概
略』
の
執
筆
準
備
に
入
る
前
に
、
福
沢
は
一
つ
の
大
き
な
仕
事
を
し
た
。
そ
れ
は

『

會
議
辨』

の
刊
行

(

明
治

七
年)

で
あ
る
。
演
説
、
討
論
形
態
の
実
践
で
あ
る
。
福
沢
は
こ
の
新
法
を
日
本
国
中
に
弘
め
よ
う
と
し
た
。
慶
應
義
塾
の
社
友

が
集
ま
っ
て
実
地
練
習
を
重
ね
て
き
た
。
福
沢
の
場
合
は

｢

口
に
弁
ず
る
通
り
に
予
め
書
に
綴
り
、
仮
り
に
活
字
印
刷
に
附
し
て

之
を
其
ま
ま
述
べ
ん
こ
と
を
試
み
た
る
も
の｣

で
次
の
よ
う
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
集
会

し
ゅ
う
か
い

も
昨
年
か
ら
思
立

お
も
ひ
た
つ

た
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
と
か
く
其
規
律
き
り
つ

も
た
ゝ
ず
あ
ま
り
益
も
な
い
や
う
で
、
こ
の
あ

ひ
だ
ま
で
も
其
當
日
に
は
人
は
集

あ
つ
ま
る
と
申
す
ば
か
り
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
は
ま
た
す
こ
し
趣
お
も
む
き

を
替か

へ

て
、
社
中
の
宅
へ
順
々

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

に
席せ
き

を
設ま
う

け
る
約
束
に
し
ま
し
て
、
則
ち
今
日
は
こ
の
肥
田
君
の
御
宅
お
た
く

に
集
あ
つ
ま
つ

た
こ
と
で
、
ご
ざ

り
ま
す

ぜ
ん
た
い
、
こ
の
集
會

し
ふ
く
わ
い

は
初
め
か
ら
西
洋
風

せ
い
や
う
ふ
う

の
演
説
え
ん
ぜ
つ

を
稽
古
け
い
こ

し
て
見
た
い
と
云
ふ
趣
意
し
ゅ
い

で
あ
っ
た
、
と
こ
ろ
が
何
分
な
に
ぶ
ん

日
本

の
言
葉

こ
と
ば

は
、
獨
り
で
事
を
述の

べ
る
に
不
都
合

ふ

つ
が
ふ

で
演
説
の
體
裁
て
い
さ
い

が
出
来
で

き

ず
に
、
こ
れ
ま
で
も
當
惑
し
た
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
し
た
、

け
れ
ど
も
よ
く
考
へ
て
見
れ
ば
、
日
本
の
言
葉

こ
と
ば

と
て
も
演
述

え
ん
じ
ゅ
つ

の
で
き
ぬ
と
申
す
は
な
い
わ
け
、
畢
竟

ひ
っ
き
ゃ
う

昔
し
か
ら
人
の
な
れ

ぬ
か
ら
の
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
、

『文明論之概略』 の文章について
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原げ
ん

書し
ょ

を
読
で
も
飜
譯
ほ
ん
や
く

が
出
来
で

き

ぬ
人
が
あ
り
、
ま
た
で
き
て
も
ひ
ま
の
な
い
も
の
も
ご
ざ
り
ま
す
、
假
令
た

と

ひ
其
ひ
ま
が
あ
る
に

も
せ
よ
、
生
涯

し
や
う
が
い

の
内
に
何
ほ
ど
の
飜
譯
ほ
ん
や
く

が
で
き
ま
せ
う
、
そ
こ
に
今
演
説
え
ん
ぜ
つ

の
道
が
開ひ
ら

け
ま
し
た
ら
、
學
問
が
く
も
ん

の
弘ひ
ろ

ま
る
こ
と

は
こ
れ
ま
で
よ
り
十
倍
も
は
や
く
な
り
ま
せ
う

世
の
中
に
原
書

げ
ん
し
ょ

が
読
め
て
飜
譯
ほ
ん
や
く

の
で
き
ぬ
と
云
ふ
人
は
、
唯
む
づ
か
し
い
漢
文
か
ん
ぶ
ん

の
や
う
な
譯
文
や
く
ぶ
ん

か
で
き
ぬ
と
云
ふ
ま
で
の
こ

と
で
、
原げ

ん

文ぶ
ん

の
意い

味み

は
よ
く
わ
か
つ
て
居
る
こ
と
だ
か
ら
、
其
意い

味み

を
口
で
云
ふ
通と
ほ

り
に
書か

く
こ
と
は
誰た

れ
に
も
で
き
ま
せ

う
、
し
て
見
れ
ば
こ
の
後
は
世よ

の
中
の
原
書
げ
ん
し
ょ

よ
み
は
其
ま
ゝ
飜ほ
ん

譯や
く

者し
ゃ

に
な
ら
れ
る
、(

中
略)

飜
譯
書

ほ
ん
や
く
し
ょ

の
を
か
し
い
と
云
ふ

の
は
、
漢
文

か
ん
ぶ
ん

の
や
う
な
文
章

ぶ
ん
し
や
う

の
中
に
は
な
し
こ
と
ば
が
ま
じ
る
か
ら
こ
そ
を
か
し
け
れ
、
こ
れ
を
ま
る
で
は
な
し
の
文
に
す

れ
ば
す
こ
し
も
を
か
し
い
わ
け
は
あ
り
ま
す
ま
い
、(｢

福
沢
全
集
緒
言｣

八
三
〜
八
五
頁

傍
線
筆
者)

福
沢
の
演
説
の
調
子
は
大
体
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、｢

ご
ざ
り
ま
す｣

体
と

｢

ま
す｣

体
を
基
調
と
し
た
、
ま
れ
に

｢

だ｣

で

終
わ
る
も
の
、｢

ま
じ
る
か
ら
こ
そ
お
か
し
け
れ｣

と
い
っ
た
文
語
調
の
入
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
傍
線
に
あ

る
よ
う
な
話
し
文
と
い
う
も
の
を
作
る
、
そ
の
た
め
こ
と
ば
を
鍛
え
る
、
原
書
訳
文
を
話
し
こ
と
ば
に
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

落
語
家

は
な
し
か

を
招
い
て
勉
強
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
い
っ
た
話
し
こ
と
ば
領
域
の
開
拓
は
わ
が
国
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
に
た
い
へ
ん
な
改
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
演
説
の
準
備
段
階
的
な
問
題
と
し
て
、
話
し
こ

と
ば
を
書
き
こ
と
ば
に
近
づ
け
る
、
話
の
文
に
す
る
訓
練
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。
松
崎
欣
一
氏
に
は
福
沢
の
演
説
の
こ
と
ば

に
つ
い
て
詳
細
な
御
研
究
が
あ
る
の
で
ぜ
ひ
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
う

(

�)

。

の
ち
に
三
宅
米
吉
博
士
は

(

�)
｢

ぞ
く
ご

を

い
や
し
む
な｣

(

明
治
十
八
年)

を

｢

か
な

の

ざ
っ
し｣

に
発
表
し
た
が
、

｢

ふ
く
ざ
わ

せ
ん
せ
い

え
ん
ぜ
つ

さ
ん
ゆ
う
て
い

え
ん
ち
ょ
う

の

は
な
し
、
ぞ
く
ご

を

ん
ま
く

つ
か
う
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か
ら

お
も
し
ろ
い
。｣

と
評
価
し
て
い
る

(

山
本
正
秀

『

近
代
文
体
形
成
史
料
集
成
発
生
篇』

一
九
七
八
年

桜
楓
社)

。
明
治

十
八
年
ご
ろ
に
は
、
福
沢
の
演
説
に
は
こ
の
よ
う
な
定
評
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

三

『

文
明
論
之
概
略』

の
文
体

俗
文
体
の
創
造
に
努
力
し
数
種
の
著
作

(

前
出)

を
刊
行
し
た
の
ち
、
次
に
着
手
し
た
の
は
漢
字
節
減
論
に
よ
る
漢
字
の
選
択

と
其
の
習
得
の
た
め
の
実
践
的
教
科
書
の
刊
行
だ
っ
た
。
つ
い
で

『

會
議
辨』

を
刊
行
し

｢

ス
ピ
ー
チ
ュ｣

の
稽
古
を
し
て
話
し

こ
と
ば
の
向
上
に
努
め
た
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
福
沢
の
実
践
し
た
こ
と
の
社
会
的
影
響
は
大
き
く
今
日
も
高
い
評
価
を
得

て
い
る
。
続
い
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ』

で
あ
り
、『

文
明
論
之
概
略』

で
あ
る
。『

文
明
論
之
概
略』

は
、
小
稿

の
冒
頭
に
掲
げ
た
格
調
の
高
い
リ
ズ
ム
感
の
横
溢
し
た
文
章
で
あ
る
。

さ
き
に
掲
げ
た
Ｂ

(

版
本)

の
一
節
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

軽
重
長
短
善
悪
是
非
と
最
初
か
ら
対
語
を
四
つ
続
け
て
リ
ズ
ム
を
作
る
、
軽
ア
ラ
ザ
レ
バ
重
ア
ル
可
ラ
ズ
、
善
ア
ラ
ザ
レ
バ
悪

ア
ル
可
ラ
ズ
、
こ
の
よ
う
に
対
句
の
形
を
と
っ
て
、
傍
線
部
分
の
漢
文
訓
読
調
の
形
を
作
る
、
斯
ノ
如
ク
相
対
シ
テ
の
斯
ノ
如
ク

は
訓
読
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
語
法
で
、
順
接
の
接
続
詞
、
次
に
諺
が
二
つ
、
又
云
ク
ー
ト
の
訓
読
形
式
に
挟
ま
れ
て
続
く
。
又

云
ク
腹
ハ
脊
ニ
替
ヘ
難
シ
、
小
ノ
虫
ヲ
殺
シ
テ
大
ノ
虫
ヲ
助
ク
ト
。
ま
た
、
寧
ロ
脊
ニ
疵
ヲ
被
ル
モ
腹
ヲ
バ
無
難
ニ
守
ラ
ザ
ル
可

ラ
ズ
の
傍
線
部
分
も
訓
読
文
で
あ
る
。
挟
ま
れ
た
諺
は
庶
民
、
世
俗
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
被
ル
モ
は

(

�)

明
治
普
通
文

(

�)

で
認
め

ら
れ
た
語
法
で
中
古
文
法
で
は
誤
用
で
あ
る

(

正
し
く
は
被
ル
ト
モ)

。
ま
た
点
線
箇
所
の
腹
ヲ
バ
の
ヲ
バ
は
、
武
士
階
級
の
こ

と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ら
し
く
、
一
方
で
は
和
文
的
傾
向
の
強
い
平
俗
的
な
和
漢
混
淆
文
に
多
く
用
い
ら
れ
る
語
と
さ
れ
る
。

『文明論之概略』 の文章について
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(

信
太
知
子

｢

近
世
の

｢

を
ば｣

に
つ
い
て

武
士
こ
と
ば
と
文
語
と
の
関
連

｣
『

近
代
語
研
究

第
六
集』

近
代
語
学
会

編
、
昭
和
五
十
五
年

〈

一
九
八
〇〉

、
武
蔵
野
書
院)

。
今
日
は
余
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
辞
書
に
は

｢

万
巻
の
書

を
ば
読
ま
ん

(

�)｣
｢

失
礼
を
ば
い
た
し
ま
し
た

(

�)｣

の
よ
う
に
文
語
に
も
口
語
に
も
用
い
ら
れ
る
。
福
沢
の

｢

を
ば｣

の
用
法
は
非
訓

読
体
の
平
俗
的
な
連
語
助
詞
で
あ
る
。
さ
ら
に
鶴
と
か
鰌
な
ど
俗
語
を
取
り
入
れ
て
読
み
手
に
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
て
議
論
の

本
題
に
導
い
て
行
く
。
漢
文
訓
読
形
式
で
骨
格
を
整
え
な
が
ら
俗
語

(

日
常
語)

や
非
訓
読
要
素
、
破
格
の
助
詞
な
ど
を
自
由
に

取
り
入
れ
て
ゆ
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
訓
読
調
の
文
は
少
し
も
大
上
段
に
構
え
て
な
く
、
口
に
も
唱
え
や
す
い
。
読
み

手

(

あ
る
い
は
朗
唱
し
た
か
も)

は
面
白
い
と
感
じ
引
き
入
れ
ら
れ
て
行
く
。
さ
き
の
三
宅
米
吉
博
士
の

｢

ぞ
く
ご

を

ん
ま

く

つ
か
う
か
ら

お
も
し
ろ
い｣

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る

(

こ
れ
は
演
説
だ
っ
た
が)

。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
章
冒
頭
文
は

明
治
普
通
文

(

後
述
の

｢

四

明
治
普
通
文
と
福
沢
諭
吉｣

参
照)

と
し
て
雅
俗
通
用
の
平
易
な
分
か
り
易
い
議
論
文
を
創
り
出

し
て
行
く
。
こ
れ
が
福
沢
流
の
文
章
作
成
の
方
法
で
あ
っ
た
。

『

文
明
論
之
概
略』

の
読
者
と
し
て
想
定
し
た
層
は
学
者
、
古
老
の
儒
学
者
流
で
あ
る
。
援
用
し
た
書
物
は
頼
山
陽
の
日
本
外

史
、
白
石
の
読
史
余
論
、
中
国
の
論
語
、
孟
子
、
西
欧
の
ミ
ル
の
代
議
政
治
論
、
ギ
ゾ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
、
バ
ッ
ク
ル
の

英
国
文
明
史
な
ど
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
か
つ
て
筆
者
は
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
草
稿
を
拝

見
し
、
そ
の
す
べ
て
を
調
査
し

『『

文
明
論
之
概
略』

草
稿
の
考
察』

と
し
て
、
福
沢
諭
吉
協
会
か
ら
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

(

�)

。

こ
の
草
稿
で
福
沢
は
大
小
と
な
く
多
く
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
文
体
に
か
か
わ
る
修
正
の
み
を
若
干
取
上
げ
考

察
を
試
み
た
い
。

口
調
を
整
え
る
修
正

漢
文
口
調
に
整
え
る

(

挿
入
箇
所
に
傍
線
。
例
文
は
通
行
字
体
に
直
す
。
草
稿
で
の
直
し
だ
が
、
出
典
箇
所
を
版
本
に
よ
っ
て
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示
す
。)

１

蓋
シ
此
市
民
ノ
相
集
テ
群
ヲ
成
ス
ヤ

(

第
八
章
版
本
四
二
丁
表
六)

２

日
本
ノ
商
人
必
ズ
シ
モ
不
正
ニ
非
ズ
亦
必
シ
モ
懶
惰
ニ
非
ズ
加
之
其
質
素
倹
約
ノ
風
ニ
至
テ
ハ(

第
四
章
版
本
三
丁
裏
五)

３

天
下
ノ
議
論
ヲ
一
直
線
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ハ
果
シ
テ
何
ノ
心
ゾ
ヤ
斯
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
ナ
バ
カ
ノ
智
者

ナ
ル
モ
ノ
ハ

(
第
一
章
版
本
一
八
丁
表
二)

４

現
ニ
我
国
ノ
有
様
ニ
就
テ
得
失
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
余
ハ
全
ク
此
説
ニ
同
意
ス
ル
ヲ
得
ズ
如
何
ト
ナ
レ
バ
彼
ノ
学
者
ノ
憶
測

ニ

(

第
十
章
版
本
一
二
丁
表
七)

５

試
ニ
彼
ノ
貧
民
ノ
心
ヲ
問
ハ
ヾ

抹
消
シ
テ
書
換

ニ
向
テ
問
ハ
ヾ
口
ニ
云
フ
能
ハ
ズ
ト
雖
モ
心
ニ
ハ
左
ノ
如
ク
答
ル�

ナ
ラ
ン

(

第
九
章
版

本
四
九
丁
裏
二)

６

所
謂
理
財
ノ
智
理
財
ノ
習
慣
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ

抹
消
シ
テ
書
換
モ
ノ
是
ナ
リ

(

第
九
章
版
本
五
二
丁
表
五)

７

遽
ニ
其
良
否
ヲ
定
ム
可
ラ
ス�
ザ
ル
ハ
固
ヨ
リ
論
ヲ
俟
タ
ズ

(

第
三
章
版
本
七
九
丁
表
六)

８

断
髪
ノ
男
子
ニ
逢
テ
コ
レ
ヲ
文
明
ノ
人
ト
云
フ
可
キ
ヤ
肉
ヲ
喰
フ
者
ヲ
見
テ
コ
レ
ヲ
開
化
ノ
人
ト
称
ス
可
キ
ヤ

(

第
二
章

版
本
二
七
丁
表
五)

９

世
人
簡
易
ヲ
悦
ベ
バ
簡
易
ヲ
装
フ
テ
世
ニ
侫
ス
ル
者
ア
リ
簡
易
ヲ
仮
テ
人
ヲ
嚇
ス
ル
者
ア
リ(

第
三
章
版
本
七
五
丁
表
六)

10

故
ニ
云
ク
物
ア
リ
テ
然
ル
後
ニ
倫
ア
ル
ナ
リ
倫
ア
リ
テ
然
ル
後
ニ
物
ヲ
生
ズ
ル
ニ
非
ズ

(

第
三
章
版
本
七
〇
丁
裏
一
〇)

１
蓋
シ
、
２
加
之
、
３
斯
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
ナ
バ
、
４
如
何
ト
ナ
レ
バ
、
５
〜
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
６
〜
モ
ノ
是
ナ
リ
、
８
、

『文明論之概略』 の文章について
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９
、
10
、
は
漢
文
に
特
徴
的
な
対
句
を
設
け
る
な
ど
の
手
法
で
と
く
に
む
ず
か
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
通
じ
て

訓
読
の
骨
格
を
作
る
福
沢
の
表
現
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。

連
体
格
助
詞
ノ
に
つ
い
て

１

数
千
万
年
ノ
後
ニ
ハ
世
界
中
一
家
ノ
如
ク
ナ
ル
ノ
時
節
モ
ア
ラ
ン

�(

第
七
章
版
本
二
三
丁
表
三)

２

言
ヲ
替
へ
テ
云
ヘ
バ
人
ヲ
雑
居
セ
シ
メ
ズ
シ
テ
金
ヲ
雑
居
セ
シ
ム
ル
ノ
法
ナ
リ

(

第
十
章
版
本
二
二
丁
裏
一)

１
、
２
に
、
挿
入
の
ノ
に
つ
い
て
は
前
出
の

[

文
法
上
許
容
ス
ベ
キ
事
項]

に
あ
る
。

福
沢
に
は
、
こ
の
ノ
の
挿
入
は
多
い
。[

文
法
上
許
容
ス
ベ
キ
事
項]

中
に

｢

て
に
を
は
ノ

｢

ノ｣

ハ
動
詞
・
助
動
詞
ノ
連
体

言
ヲ
受
ケ
テ
名
詞
ニ
連
続
ス
ル
モ
妨
ナ
シ
。｣

に
該
当
す
る
。
例
文
に

｢

花
ヲ
見
ル
ノ
記｣

｢

学
齢
児
童
ヲ
就
学
セ
シ
ム
ル
ノ
義
務

ヲ
負
フ｣

｢

市
町
村
会
ノ
議
決
ニ
依
ル
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ｣

な
ど
を
あ
げ
る
。
中
世
中
頃
に
漢
文
訓
読
の
場
か
ら
成
立
。
置
字

｢

之｣

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
。

元
歴
年
中
に
鎌
倉
の
右
大
将
�
朝
�
、
平
家
を
追
討
し
て
そ
の
功
あ
る
の
時

(『

太
平
記』

和
漢
混
淆
で
記
さ
れ
る)

こ
の
用
法
が
明
治
普
通
文
に
一
般
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。

学
術
以
上
人
心
ノ
高
尚
ナ
ル
部
分
ニ
属
ス
ル
所
ノ
事
件

(

第
九
章
版
本
六
五
丁
裏
七)
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こ
の
所
ノ
は
漢
文
訓
読
か
ら
西
欧
語
の
関
係
代
名
詞
の
翻
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
福
沢
に
は
こ
う
い
っ
た

欧
文
脈
的
用
法
も
見
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
例
示
は
福
沢
の
推
敲
箇
所
に
限
っ
て
い
る
が

『

文
明
論
之
概
略』

全
体
を
調
査
す
れ
ば
も
っ
と
多
く
の
こ
と

が
分
か
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
今
は
小
調
査
に
と
ど
め
る
。

四

明
治
普
通
文
と
福
沢
諭
吉

さ
き
に

｢

普
通
文｣

に
つ
い
て
後
述
す
る
と
し
た
の
で
、
こ
こ
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。

[

普
通
文]

明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
漢
字
か
な
交
じ
り
の
一
種
の
文
語
文
。(

中
略)

江
戸
時
代
の
諸
文
体
が
、
明
治
時
代

を
む
か
え
て
変
革
を
求
め
ら
れ
た
際
、
一
般
に
は
漢
文
の
訓
読
を
そ
の
ま
ま
書
き
下
ろ
し
た
文
体

(

漢
文
直
訳
体)

が
盛
ん

に
行
な
わ
れ
、
ほ
か
に
擬
古
和
文
の
文
体

(

雅
文
体)

、
江
戸
戯
作
系
の
軽
い
文
体

(

俗
文
体)

等
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ

れ
ら
に
対
し
て
、
福
沢
諭
吉
が｢

世
俗
通
用
の
俗
文｣
を
め
ざ
し
て
、
�
い
た
ず
ら
に
難
解
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
、

し
か
も
�
遠
慮
な
く
漢
語
を
利
用
し
、
�
雅
俗
混
合
さ
せ
て
、
�
誰
に
で
も
わ
か
る
文
章
を
主
張
し
た
の
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
意
識
か
ら
発
し
て
成
長
し
た
一
文
体
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
文
語
文
法
に
従
う
が
、
助
動
詞
で
も

｢

ま
ほ
し｣

｢

は
べ
り｣

等
の
雅
文
系
の
も
の
は
用
い
ず
、｢

文
法
上
許
容
ニ
関
ス
ル
事
項｣

(
明
治
三
八
年)

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
簡
易
化
・
通
俗
化

を
は
か
り
、
漢
語
を
主
体
に
口
語
的
語
彙
を
併
用
し
て
、
普
通
通
用
の
文
章
と
し
て
明
治
時
代
の
文
章
体
の
中
心
と
な
り
、

『文明論之概略』 の文章について
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大
正
に
及
ん
だ
も
の
。
大
正
以
後
は
明
治
後
半
期
か
ら
成
長
し
た
口
語
体
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く

な
っ
た
。

こ
れ
は

『
日
本
文
法
大
辞
典』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
担
当
執
筆
は
林
巨
樹
氏
で
あ
る
。

明
治
普
通
文
を
創
造
し
た
の
は
福
沢
諭
吉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
林
氏
の
記
述
は
筆
者
を
深
く
首
肯
、
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
福
沢
は
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
言
語
改
革
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
文
章
に
お
い
て
も
明
治
普
通
文
の
創
始
者

な
の
で
あ
る
。

な
お
、[

文
法
上
許
容
ス
ベ
キ
事
項]

に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
五
年
調
査
委
員
会
の
調
査
事
項
の
中
に

｢

現
行
普
通
文
体
ニ

就
キ
テ｣

と
い
う
項
目
が
あ
り

(
注
14
参
照)

、
そ
の
審
議
の
結
果
、
内
閣
告
示
と
し
て
一
つ
の
基
準
を
打
ち
出
し
た
の
で
は
な

い
か
。
普
通
文
は
法
令
文
、
教
科
書
、
新
聞
、
雑
誌
の
文
章
に
広
く
用
い
ら
れ
た
。
明
治
三
十
年
前
後
か
ら
言
文
一
致
体
の
採
用

が
決
ま
り
こ
の
文
体
が
急
速
な
勢
で
浸
透
し
て
い
っ
た
。
福
沢
は
言
文
一
致
体
口
語
体
隆
盛
の
時
流
に
乗
ら
ず
、
言
文
一
致
と
紙

一
重
の
明
治
普
通
文
の
創
始
者
と
し
て
明
治
三
十
四
年

(

一
九
〇
一)

に
逝
去
し
た
。

註

(

１)

伊
藤
正
雄

『

口
訳

標
注
文
明
論
之
概
略』

昭
和
四
十
七
年

(

一
九
七
二)

慶
應
通
信
株
式
会
社

伊
藤
氏
は
、
丸
山
真
男

｢

福
沢
諭
吉
の
哲
学｣

国
家
学
会
雑
誌

昭
和
二
十
二
年
九
月

(

一
九
四
七
・
九)

『

丸
山
真
男
集』

第
三
巻

に
収
録
、
を
引
用
さ
れ
て
、｢〈『

学
問
の
す
ゝ
め』

冒
頭
の

｢

天
は
人
の
上
に
云
々｣

の
文
句
に
比
べ
る
と
、『

文
明
論』

の
冒
頭
は
有
名

で
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
第
一
章
は
、
や
や
も
す
れ
ば
第
二
章
以
下
の
前
置
き
の
や
う
に
軽
く
見
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
劈
頭
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の
テ
ー
ゼ
は
、｢

天
は
人
の
上
に
云
々｣

が

『

学
問
の
す
ゝ
め』

全
体
の
精
神
の
圧
縮
で
あ
る
の
と
同
様
に
、『

文
明
論』

を
貫
く
、
否
、

あ
る
意
味
で
は
福
沢
の
全
著
作
に
共
通
す
る
思
惟
方
法
を
簡
潔
に
要
約
し
た
も
の
だ〉

と
。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
と
思
は
れ
る
。｣

と
記

さ
れ
た
。

(

２)
池
上
禎
造

｢

国
語
表
記
法
の
諸
問
題｣

続
日
本
文
法
講
座
２

昭
和
三
十
三
年

(

一
九
五
八)

明
治
書
院

(

３)
進
藤
咲
子
編

『

學
問
ノ
ス
ヽ
メ
本
文
と
索
引』

一
九
九
二

笠
間
書
院
。
他
に
佐
志
伝
氏
解
説
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
も
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

(

４)

付
表

｢

異
体
字
の
表｣

注
３
に
同
じ
。

(

５)

進
藤
咲
子

｢

文
章
が
近
代
化
す
る
と
い
う
こ
と

福
沢
諭
吉
と
二
葉
亭
四
迷
と
を
中
心
に

｣
『

明
治
時
代
語
の
研
究』

所
収

昭
和
五
十
六
年

〈

一
九
八
一〉

明
治
書
院

(

６)
『

二
葉
亭
四
迷
全
集』

第
九
巻

昭
和
三
十
八
年

(

一
九
五
三)

岩
波
書
店

(

７)

注
３
に
同
じ
。

(

８)

進
藤
咲
子

｢

福
沢
諭
吉
の
文
章
表
記
と
諸
者
層｣

『

明
治
時
代
語
の
研
究』

所
収

前
出
。

(

９)
『

訓蒙
窮
理
圖
解』

序
に

｢

大だ
い

小せ
う

輕
重
け
い
じ
ゅ

に
拘か
ヽ

は
ら
ず｣

と
あ
る
。
福
澤
全
集
巻
二
所
収
の
同
書
も
同
様
。
明
治
初
期
の
読
み
の
一
つ
の
参

考
に
な
る
。
ま
た

『

福
澤
全
集
緒
言』

に
は

｢
事
の
大
小
だ
い
せ
う

輕
重
け
い
ぢ
う

に
眼
を
着
ち
ゃ
く
す
可
き
な
り｣

と
あ
る
。

(

10)

中
川
眞
弥

｢

福
澤
諭
吉
著

『

文
字
之
教』

復
刻
版
を
読
む｣

福
沢
手
帖
二
〇
〇
一
・
三

福
沢
諭
吉
協
会

『

文
字
之
教』

の
題
字
の
数
は
、
第
一
が
三
〇
八
語
・
第
二
が
三
五
六
語
・
附
録
が
二
九
六
語
・
合
計
九
六
〇
語
で
、
題
字
語
に
使
っ

た
初
出
漢
字
は
三
册
合
わ
せ
て
八
二
五
字
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
代
の
教
育
漢
字
・
常
用
漢
字
表
に
重
ね
て
み
る
と
八
二
五
字
の
六
五
％
が

教
育
漢
字
、
二
三
％
が
常
用
漢
字
で
、
常
用
以
外
の
漢
字
は
一
二
％
で
あ
る

(

中
川
調
べ)

、
と
記
し
て
い
ら
れ
る
。

(

11)

松
崎
欣
一

｢

語
り
手
と
し
て
の
福
澤
諭
吉

こ
と
ば
を
武
器
と
し
て

｣

二
〇
〇
五

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

(

12)

三
宅
米
吉

(

万
延
一
年

〈

一
八
六
〇〉

昭
和
四
年

〈

一
九
二
九〉)

慶
應
義
塾
中
退
、
金
港
堂
編
集
長
、
言
文
一
致
の
推
進
者
、
の
ち

『文明論之概略』 の文章について
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東
京
高
師
校
長
兼
帝
国
博
物
館
長
。

(

13)

て
に
を
は
ノ

｢

モ｣

ハ
誤
解
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
限
リ
ニ
於
テ

｢

ト
モ｣

或
ハ

｢

ド
モ｣

ノ
如
ク
用
ヰ
ル
モ
妨
ナ
シ

(

明
治
三
十
八
年
文
部
省

告
示
第
一
五
八
号

｢

文
法
上
許
容
ス
ベ
キ
事
項｣)

(

14)
｢

今
ノ
日
本
普
通
文
ト
ハ
謂
ハ
ユ
ル
文
字
有
ル
人
が
漢
字
ト
仮
名
ニ
テ
書
キ
綴
レ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
即
チ
新
聞
紙
、
雑
誌
、
著
書
、
翻

訳
、
官
符
ノ
文
書
等
ノ
文
章
ヲ
総
称
シ
テ
謂
フ
意
ナ
リ｣

(

西
邨
貞

｢

日
本
普
通
文
ノ
前
途｣

大
日
本
教
育
会
雑
誌
七
一
号

明
治
二
十

一
年

〈
一
八
八
八〉

一
月)

の
よ
う
に
、
一
般
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

明
治
三
十
五
年
七
月

国
語
調
査
委
員
会

国
語
調
査
方
針
と
調
査
事
項
と
い
う
中
に
次
の
項
目
が
あ
る
。

文
章
ハ
言
文
一
致
体
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ゝ
シ
是
ニ
関
ス
ル
調
査
ヲ
為
ス
コ
ト

右
の
よ
う
な
画
期
的
、
重
要
な
決
議
を
文
部
省
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て

然
レ
ト
モ
普
通
教
育
ニ
於
ケ
ル
目
下
ノ
急
ニ
応
セ
ン
カ
タ
メ
ニ
左
ノ
事
項
ニ
就
キ
テ
別
ニ
調
査
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス

一

漢
字
節
減
ニ
就
キ
テ

二

現
行
普
通
文
体
ニ
就
キ
テ

(
以
下
略)

(

明
治
三
十
五
年
七
月
四
日

｢

官
報｣

所
載)

こ
こ
に
文
部
省
と
し
て
始
め
て
現
行
普
通
文
体
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
。

(

15)
『

学
研
現
代
新
国
語
辞
典』

(

金
田
一
春
彦
編

二
〇
〇
四
年)

の

｢

を
ば｣

の
用
例
。

(

16)
『

三
省
堂
国
語
辞
典』

第
三
版

(

見
坊
豪
紀
主
幹

一
九
八
二
年)

｢

を
ば｣

の
用
例
。
俗
語
的
表
現
と
あ
る
。
見
坊
氏
は
実
際
に
用
例

を
採
集
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。

(

17)

進
藤
咲
子

『

研
究
資
料

『

文
明
論
之
概
略』

草
稿
の
考
察』
二
〇
〇
〇
年

福
沢
諭
吉
協
会

参
考
文
献

古
田
東
朔

｢

現
代
の
文
法｣

『

講
座

国
語
史
４
文
法
史

昭
和
五
七
年

(

一
九
八
二)
大
修
館
書
店
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山
本
正
秀

『

近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究』

昭
和
四
十
年

(

一
九
六
五)

岩
波
書
店

山
本
正
秀

『

近
代
文
体
形
成
史
料
集
成

発
生
篇』

昭
和
五
十
三
年

(

一
九
七
八)

桜
楓
社

岡
本

勲

『

明
治
諸
作
家
の
文
体

明
治
文
語
の
研
究

』

昭
和
五
十
五
年

(

一
九
八
〇)

笠
間
書
院

森
岡
健
二

『

日
本
語
と
漢
字』

平
成
十
六
年

(

二
〇
〇
四)

明
治
書
院

野
村
雅
昭

『

漢
字
の
未
来』

二
〇
〇
八

三
元
社

江
湖
山
恒
明

『
日
本
文
章
史』

昭
和
三
十
一
年

(

一
九
五
六)

河
出
書
房

佐
藤
喜
代
治

『
日
本
文
章
史
の
研
究』

昭
和
四
十
一
年

(

一
九
六
六)

明
治
書
院

吉
田
澄
夫

井
之
口
有
一
共
編

『
國
字
問
題
論
集』

昭
和
二
十
五
年

(

一
九
五
〇)

富
山
房

中
井
信
彦

戸
沢
行
夫

｢『

文
明
論
之
概
略』
の
自
筆
草
稿
に
つ
い
て｣

福
沢
諭
吉
年
鑑
２

一
九
九
二

中
井
信
彦

(

補
註
戸
沢
行
夫)

｢『
文
明
論
之
概
略』

を
め
ぐ
っ
て｣

福
沢
諭
吉
年
鑑
19

有
賀
要
延
篇

『

難
字
・
異
体
字
典』
昭
和
六
十
二
年

(

一
九
八
七)

国
書
刊
行
会

高
田
竹
山
監
修

『

五
體
字
類』

大
正
五
年

(
一
九
一
六)

(

昭
和
四
十
四
年

〈

一
九
六
九〉

版
を
使
用)

西
原
書
房

諸
橋
轍
次

『

大
漢
和
字
典』

昭
和
四
十
二
年

(
一
九
六
七)

縮
写
版

渡
部

温

『

標
註

訂
正
康
煕
字
典』

昭
和
五
十
二
年

(
一
九
七
七)

復
刻
版

講
談
社

上
田
万
年

『

大
字
典』

昭
和
四
十
九
年

(

一
九
七
四)
二
〇
〇
版

大
槻
文
彦

『

言
海』

明
治
二
十
二

二
十
四
年

(

一
八
八
九

一
八
九
一)

佐
藤
喜
代
治
編

『

国
語
学
研
究
事
典』

昭
和
五
十
二
年

(

一
九
七
七)

明
治
書
院

古
田
島
洋
介

｢

福
沢
諭
吉
の
文
章
と
漢
字
訓
読

『

文
明
論
之
概
略』
を
素
材
と
し
て｣

福
沢
諭
吉
年
鑑
24

一
九
九
七

松
沢
弘
陽

『

近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験』

｢

第
Ⅴ
章｣

一
九
九
三

復
刊
二
〇
〇
八

岩
波
書
店

『文明論之概略』 の文章について
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[

付
記]

小
稿
を
成
す
に
あ
た
り
温
か
な
御
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
小
室
正
紀
教
授
、
西
沢
直
子
准
教
授
に
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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