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近
代
日
本
研
究
第
二
十
八
巻

(

二
〇
一
一
年)

特
集
２

事
典
が
ひ
ら
く
新
た
な
世
界

『
万
国
政
表』

後
の
日
本
に
お
け
る
統
計
学
の
展
開

宮

内

環

経
済
学
部
の
宮
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
に

『

義
塾
史
事
典』

お
よ
び

『

福
沢
事
典

(

１)』

上
梓
の
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
・
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
と
い
う
こ
の
お
話
を
い
た
だ
き
、
私
に
ど
の
く
ら
い
の
こ
と
が
で
き
る
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
日

は
表
題
の
と
お
り
の
報
告
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

ま
ず
、
こ
の

『

義
塾
史
事
典』

と
そ
れ
か
ら

『
福
沢
事
典』

を
作
成
さ
れ
ま
し
た
編
集
委
員
、
執
筆
者
お
よ
び
写
真
提
供
な
ど

の
協
力
者
の
方
々
に
は
、
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
素
晴
ら
し
い

『

事
典』

を
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
と
い

う
の
が
、
手
に
と
っ
て
最
初
の
素
直
な
感
想
で
し
た
。
私
も
今
回
の
こ
の
報
告
の
た
め
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
も
っ
と
ゆ
っ
く

り
と
拝
見
す
る
時
間
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に

『

福
沢
事
典』

は
、
ま
だ
手
に
取
っ
て
日
が
浅
い
も

の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
へ
ん
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま

す
。最

初
に
、
き
ょ
う
の
報
告
は
そ
の
題
名

｢『

万
国
政
表』

後
の
日
本
に
お
け
る
統
計
学
の
展
開｣

が
お
示
し
す
る
通
り
、『

義
塾
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史
事
典』

お
よ
び

『

福
沢
事
典』

全
体
の
記
述
の
う
ち
、
た
い
へ
ん
限
定
さ
れ
た
内
容
を
そ
の
主
題
と
し
て
お
り
ま
す
。
と
申
し

ま
す
の
も
、
自
己
紹
介
を
最
初
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
実
は
私
は
こ
こ
に
お
出
で
に
な
ら
れ
る
多
く
の
先
生
方
の
ご
専
門

と
さ
れ
る
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
り
ま
す
。
自
身
の
専
門
と
い
た
し
ま
し
て
は
統
計
学
お
よ
び
計

量
経
済
学
で
す
。
私
も
ふ
だ
ん
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
に
門
前
の
小
僧
よ
ろ
し
く
出
入
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
勉
強
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
自
身
の
専
門
領
域
に
お
け
る
関
心
あ
る
い
は
観
点
か
ら
、
き
ょ
う
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
か
な
り
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
お
話
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
統
計
学
で
は
バ
イ
ア
ス
と

い
う
の
は
決
し
て
良
く
な
い
の
で
す
が
、
き
ょ
う
は
多
少
の
バ
イ
ア
ス
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
お
話

を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
沢
と

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

(『

文
明
論
之
概
略』

よ
り)

『

万
国
政
表』

は
周
知
の
と
お
り
福
沢
が
最
初
に
翻
訳
を
始
め
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
咸
臨
丸
で
渡
米
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
、
こ
れ
を

｢

福
沢
子
囲
閲｣
と
い
う
こ
と
で
出
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の

｢

政
表｣

と
い
う
訳
語
は
後
に

｢

統
計｣

と
い
う
別
の
訳
語
に
代
え
ら
れ
ま
す
。
福
沢
が｢
政
表｣

あ
る
い
は

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク

(

２)｣

と
呼
ん
だ
学
問
に
つ
い
て
、
福

沢
自
身
が
そ
の

『

文
明
論
之
概
略

(

３)』

の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
及
し
て
い
ま
す
。
第
四
章
の
中
で
、｢

国
の
智
徳
と
は
国
中
一
般

に
分
賦
せ
る
智
徳
の
全
量
を
指
し
て
名
を
下
だ
し
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り｣

(

八
一
頁)

と
始
め
、
さ
ら
に

｢

人
の
心
の
変
化
を

察
す
る
は
人
力
の
及
ぶ
所
に
非
ず
、
到
底
そ
の
働
は
皆
偶
然
に
出
て
更
に
規
則
な
き
も
の
と
云
て
可
な
ら
ん
か｣

(

八
五
頁)

と

自
問
自
答
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
。
す
な
わ
ち

｢

こ
の
変
化
を
察
す
る
の
一
法
あ
り｣

(

八
六
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頁)

と
、
そ
れ
が

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

で
あ
る
と
高
ら
か
に
宣
言
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。｢

斯
の
如
く
広
く
実
際
に
就
て
詮
索

す
る
の
法
を
、
西
洋
の
語
に
て

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

と
名
く｣

(

八
九
頁)

。

周
知
の
と
お
り
こ
の

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

は
、
今
日
で
は

｢

統
計
学｣

と
の
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
英
語
のstatistics

の

こ
と
で
す
。
そ
のstatistics

の
語
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
多
く
は
ラ
テ
ン
語
と
す
る
も
の
で
す
。
あ
る
い

は
、
十
八
世
紀
中
葉
の
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
学
問
で
あ
るStaatenkunde

か
らstatistics

と
い
う
学
問
が
派

生
し
た
よ
う
で
す
。

こ
の｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣
と
福
沢
が
呼
ん
で
い
た
も
の
、
こ
れ
の
実
体
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
問
い
へ
の
回
答
の
手
が
か
り
が
き
ょ
う
の
表
題
に
ご
ざ
い
ま
す

『

万
国
政
表』

に
一
つ
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
理
解

で
き
ま
す
。

き
ょ
う
の
お
話
は
二
つ
の
観
点
か
ら
申
し
上
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、『

福
沢
事
典』

と

『

義
塾
史
事
典』

の
一
読
者
と

し
て
、
何
が
私
自
身
の
勉
強
に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
つ
ぎ
に
、
本
日
の
表
題
で
あ
る『

万
国
政
表』

後
の
統
計
学
の
展
開
に
関
し
、
私
自
身
の
問
題
と
し
て
見
出
だ
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
沢
と

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

『

万
国
政
表』

『

福
沢
事
典』

の
八
六
頁
か
ら
始
ま
る

『

万
国
政
表』

の
項
目
に
は

翻
訳
は
初
め
福
沢
諭
吉
が
手
掛
け
た
が
、
訳
業
半
ば
で
木
村
摂
津
守
に
随
行
し
て
渡
米
す
る
こ
と
と
な
り
、
岡
本
節
蔵

(

周

『万国政表』 後の日本における統計学の展開
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吉
、
の
ち
の
古
川
正
雄)

に
完
成
を
託
し
、
福
沢
帰
国
後
の
万
延
元

(

一
八
六
〇)

年
冬
に
福
沢
閲
、
岡
本
訳
と
し
て
出
版

さ
れ
た
。

と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
の

『

万
国
政
表』

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

『

福
沢
事
典』

の
同
じ
項
目
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、｢

日
本
に
お
け
る
西

洋
の
統
計
書
の
も
っ
と
も
古
い
翻
訳｣

と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
原
著
に
つ
い
て
は

｢

一
八
五
四
年
刊
行
の
原
著
の
表
題
は
、
直
訳
す

れ
ば

｢

国
名
、
地
積
、
政
体
、
首
長
、
そ
の
地
を
含
む
、
地
球
上
の
全
土
に
関
す
る
統
計
表｣

の
意｣

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
学
問
は

｢

国
勢
学｣
と
呼
べ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い

た
学
問
に
は
、｢

統
計
学｣

と
い
う
定
訳
が
与
え
ら
れ
る
前
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。｢

国
勢
学｣

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
も
そ
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
当
時
の

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣

と
い
う
学
問
に
つ
い
て
は
、
実
体
と
し
て

今
日
の
記
述
統
計
に
近
い
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

『

万
国
政
表』

と
そ
の
後

図
一
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
図
に
は

｢『

万
国
政
表』

と
そ
の
後｣

と
い
う
題
名
を
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
図
は

『

事
典』

の

記
述
を
手
が
か
り
と
し
て
、『

万
国
政
表』

と
い
う
訳
書
を
世
に
送
り
出
し
た
福
沢
諭
吉
と
岡
本
節
蔵
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
に

関
連
の
あ
る
人
物
の
生
き
た
時
代
を
比
較
で
き
る
よ
う
に
作
っ
た
図
で
す
。
私
自
身
が
こ
の

『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
何
が
私
に
と
っ
て
研
究
上
の
助
け
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
ま
す
と
、
そ
れ
は
こ
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れ
ら

『

事
典』

に
お
け
る
編
集
上
の
工
夫
の
お
か
げ
で
、
こ
の
図
を
書
く
こ
と
が
非
常
に
短
い
時
間
で
出
来
た
こ
と
で
す
。
大
体

二
日
か
三
日
ぐ
ら
い
で
出
来
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
本
当
は
も
っ
と

『

福
沢
事
典』

に
目
を
通
し
て
は
い
る
の
で

す
が
、
今
日
、
ど
う
い
う
観
点
で
お
話
を
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
固
ま
り
ま
せ
ん
で
、
大
体
考
え
が
固
ま
っ
た
の
が

先
週
末
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
で
は
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
書
く
こ
と
が
で
き
た
図
で
す
。

図
一
は
、
緒
方
洪
庵
、
岡
見
彦
三
、
そ
れ
か
ら
杉
亨
二
、
福
沢
諭
吉
、
岡
本
節
蔵
、
高
木
兼
寛
、
北
里
柴
三
郎
、
そ
し
て
森
�

外
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
横
に
と
っ
て
、
縦
軸
に
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
時
間
が
流
れ
る
時
系
列
で
表
し
て
い
ま
す
。
図
一
に
描

か
れ
た
縦
棒
が
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
亡
す
る
ま
で
の
間
を
示
し
、
そ
の
間
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
行
動
、
あ
る
い
は
相
互
の
関
係
が
、

よ
く
わ
か
る
こ
と
を
意
図
し
て
描
い
た
図
で
す
。

こ
の
図
を
作
成
す
る
上
で
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
助
け
に
な
り
ま
し
た

『

福
沢
事
典』

や

『

義
塾
史
事
典』

の
編
集
上
の
工
夫

が
、
二
点
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
工
夫
と
は
、
ま
ず
、
ど
の
項
目
に
も
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の『

事
典』

の｢

こ
こ
を
見
よ｣

と
い
う
参
照
す
べ
き
関
連
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。『

福
沢
事
典』

の
八
六
頁
か
ら
始
ま
る

『

万
国
政
表』

の
項
目
を
例

に
と
る
と
、
岡
本
節
蔵
、
そ
れ
か
ら
杉
亨
二
と
、
関
連
項
目
が
二
つ
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
私
は
一
読
者

と
し
て
理
解
を
深
め
、
広
げ
る
こ
と
が
限
ら
れ
た
時
間
で
出
来
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
編
集
上
の
工
夫
と
し
て

｢

参
考
文
献｣

が
示
さ

れ
て
い
る
点
を
挙
げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
事
典
の
一
冊
で
す
べ
て
の
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
あ

ま
り
に
も
要
求
し
過
ぎ
で
す
の
で
、
読
者
は
関
連
の
あ
る
文
献
に
よ
っ
て
自
身
が
欲
し
て
い
る
情
報
を
補
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

同
じ
く

『

福
沢
事
典』

の

『

万
国
政
表』

の
項
目
に
は

『

福
沢
手
帖』
の
富
田
氏
の
文
献
と
、
そ
れ
か
ら
西
川
氏
の
文
献
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。『

万
国
政
表』

と
い
え
ば
こ
の
西
川
氏
の

『

福
沢
手
帖』
の
記
事
は
決
し
て
外
せ
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
っ

た
参
考
文
献
が
適
切
に
選
ば
れ
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
助
け
に
な
り
ま
し
た
。
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さ
ら
に
研
究
上
の
効
率
性
に
間
接
的
に
か
か
わ
る
点
と
し
て
、
大
変
に
興
味
深
い
と
感
じ
ま
し
た
の
は
、
先
ほ
ど
井
上
先
生
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
項
目
の
最
後
に
署
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
項
目
を
読
み
終
え
た
後
、
あ
あ
な
る
ほ

ど
、
こ
の
記
事
を
こ
の
方
が
書
か
れ
た
の
か
と
、
非
常
に
興
味
深
く
感
じ
る
時
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
読
者
と
し
て
ま
す
ま
す

興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
く
瞬
間
で
し
た
。
書
い
た
方
の
顔
が
見
え
な
い
と
、
多
く
の
事
典
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
何
と
な

く
無
機
質
的
に
読
み
進
め
て
終
わ
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
記
事
を
書
い
た
方
の
顔
が
見
え
る
と
、
あ
あ
な
る
ほ
ど
、
こ

れ
を
こ
の
方
が
書
い
て
い
る
の
か
、
な
ど
と
編
集
者
の
意
図
に
同
感
し
、
意
外
な
方
が
書
か
れ
て
い
る
と
あ
る
種
の
驚
き
を
覚
え
、

あ
る
い
は
知
ら
な
い
方
が
書
か
れ
て
い
る
と
、
こ
の
方
は
ど
う
い
う
方
な
の
か
を
知
り
た
い
と
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
署
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
過
去
の
事
象
に
関
す
る
記
述
と

現
在
の
研
究
者
と
が
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で

『

事
典』

を
読
み
物
と
し
て
読
む
以
上
の
楽
し
み
を
得
た
こ
と
が
今
回
の
私

の
経
験
で
あ
り
、『

事
典』

の
読
者
と
し
て
私
自
身
が
申
し
上
げ
た
い
こ
と
で
す
。

『

福
沢
事
典』
『

義
塾
史
事
典』
に
お
け
る

『

万
国
政
表』

と
そ
の
後

人
名
索
引
を
手
掛
か
り
に

図
一
の

｢『

万
国
政
表』

と
そ
の
後｣

の
展
開
と
し
て
私
は
、
杉
亨
二
、
高
木
兼
寛
、
そ
し
て
森
�
外
に
と
く
に
注
目
し
て
い

ま
す
。
ま
ず
長
い
引
用
で
す
が
、
杉
亨
二
は

『

福
澤
事
典』

の
五
一
五
頁
に

官
僚
、
統
計
学
者
、
日
本
近
代
統
計
の
祖
。(

中
略)

維
新
後
は
静
岡
藩
に
仕
え
、
明
治
二

(

一
八
六
九)

年
現
沼
津
市
原
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の
人
口
調
査
を
試
み
る
。(

中
略)

九
年
に
は
表
記
学
社

(

の
ち
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社)

を
創
設
す
る
。(

中
略)

一
二
年
、

福
沢
が
会
長
を
務
め
た
頃
に
東
京
学
士
会
院
の
会
員
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
、
杉
は
政
表
課
職
員
を
率
い
山
梨
県
で
、
日

本
に
お
け
る
国
勢
調
査
の
先
駆
と
な
る
、
個
別
世
帯
票
に
よ
る

｢

甲
斐
国
現
在
人
別
調｣

を
実
施
し
た
。(

中
略)

一
六
年

東
京
九
段
に
共
立
統
計
学
校
を
開
校
し
、
み
ず
か
ら
教
授
長
と
し
て
統
計
専
門
家
や
学
者
の
養
成
に
力
を
注
い
だ
。

と
の
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
統
計
調
査
の
先
駆
け
で
す
。
さ
ら
に
高
木
兼
寛
、
北
里
柴
三
郎
、
そ
し
て
森
�
外
は

い
ず
れ
も
医
学
者
で
す
。
と
く
に
高
木
兼
寛
は
海
軍
総
監
と
し
て
脚
気
克
服
の
た
め
に
着
手
し
た
海
軍
の
兵
食
改
革
は
、
明
治
十

七
年

(

一
八
八
四
年)

の
洋
食
採
用
、
明
治
十
八
年

(

一
八
八
五
年)

の
麦
飯
主
食
に
よ
り
成
功
を
収
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
す
。
一
方
で
高
木
は
脚
気
の
原
因
究
明
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
森
林
太
郎
と
対
立
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
森
は

｢

統
計｣

と
い
う
訳

語
、
お
よ
び
統
計
学
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
図
一
で
は
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
後
に
述
べ
る
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
の
今

井
武
夫
と
論
争
を
し
て
い
ま
す
。
図
一
は『
万
国
政
表』

後
の
統
計
学
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

『

事
典』

の
中
に
は
、
図
一
で
取
り
上
げ
た
人
物
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
記
述
の
量
、
単
に

｢

量｣

に
の

み
注
目
す
る
と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
記
述
の
量
を
表
一
に
示
し
ま
し
た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に

申
し
上
げ
ま
す
と
、
図
一
で
取
り
上
げ
た
人
物
の
う
ち
、
こ
の
二
つ
の

『

事
典』

に
お
い
て
は
、
緒
方
洪
庵
、
岡
見
彦
三
、
杉
亨

二
、
福
沢
諭
吉
、
岡
本
節
蔵
の
記
述
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
当
然
な
が
ら
北
里
柴
三
郎
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
森
�
外
に
つ
い
て
は
文
学
者
と
し
て
の
記
述
は
見
当
た
り
ま
す
が
、
医
学
者
と
し
て

｢

統
計｣

あ
る
い
は

｢

統
計
学｣

を
論
ず

る
森
林
太
郎

(

４)

に
つ
い
て
の
記
述
は
、
残
念
な
が
ら
一
つ
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
勿
論
、｢

統
計｣

あ
る
い
は

｢

統
計
学｣

の
観
点
か
ら
森
林
太
郎
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
私
自
身
の
興
味
に
よ
る
も
の
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
ま
っ
た
く
の
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歴
史
の
門
外
漢
で
あ
る
私
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
お
見
せ
す
る
の
は
非
常
に
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
お
叱
り
を
受
け

る
か
も
知
れ
な
い
と
は
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
を
恐
れ
ず
に
あ
え
て
ま
と
め
た
も
の
が
、
表
一
で
す
。

表
一
は
、
図
一
の
人
名
が

『

事
典』

に
お
い
て
ど
の
程
度
の
回
数
だ
け
現
れ
る
か
を
、『

事
典』

の
人
名
索
引
を
手
掛
か
り
に

ま
と
め
た
も
の
で
す
。

緒
方
洪
庵
の
記
述
は
、
福
沢
が
適
塾
で
学
ん
だ
こ
と
か
ら
そ
の
医
学
者
と
し
て
の
側
面
も
含
め
、
と
く
に

『

福
沢
事
典』

に
豊

富
で
す
。
さ
ら
に
岡
見
彦
三
は

『

義
塾
史
事
典』

の
六
三
一
頁
に
あ
る

｢

福
沢
諭
吉
を
江
戸
に
呼
び
蘭
学
塾
を
開
か
せ
た
中
津
藩

士｣

の
記
述
を
中
心
に
豊
富
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

図
一
に
戻
り
ま
す
が
、
福
沢
が
咸
臨
丸
で
渡
米
、
さ
ら
に

『

万
国
政
表』

が
世
に
出
た
の
が
一
八
六
〇
年
で
す
。
そ
れ
か
ら
少

し
経
過
し
て
、『

万
国
政
表』

か
ら
九
年
後
の
一
八
六
九
年
、
そ
こ
で
杉
亨
二
が

『

駿
河
国
人
別
調』

、
い
ま
で
言
う
人
口
調
査
を

わ
が
国
で
初
め
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
杉
亨
二
に
関
す
る
記
述
は
、｢

適
塾
の
同
窓
生｣

や

｢

呉
文
聡｣

な
ど
の
項

目
中
に
見
出
さ
れ
、
や
は
り

『

福
沢
事
典』
に
豊
富
で
す
。
そ
の
記
述
は

｢

明
六
社｣

、｢

勝
海
舟｣

、｢

呉
文
聡｣

な
ど
広
範
囲
に

及
ん
で
い
ま
す
。

表
一
で
は
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
の
記
述
は
簡
素
に
し
て
い
ま
す
。『

事
典』

に
お
け
る
福
沢
諭
吉
自
身
の
記
述
が
ど
の
程
度
豊

富
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
目
的
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
こ
れ
以
上
詳
細
な
記
述
は
必
要
な
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、
岡
本
節
蔵
は
福
沢
が
咸
臨
丸
で
渡
米
し
た
後
、『

万
国
政
表』

を
引
き
継
い
だ
人
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
充
分
に
豊
富
な

記
述
が
あ
り
ま
す
。

続
い
て
高
木
兼
寛
で
す
が
、『

福
沢
事
典』

の
中
に
医
学
者
と
し
て
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
高
木
と
い
い
ま
す

と
海
軍
の
兵
食
の
改
革
で
た
い
へ
ん
有
名
で
、
森
林
太
郎
と

｢

脚
気
論
争｣
を
展
開
し
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
世
間
一
般
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表一 『事典』 人名索引による 『万国政表』 とその後

人名索引項目
『義塾史事典』 『福沢事典』

項目数 主な項目名と頁数 項目数 主な項目名と頁数

緒方洪庵 ４ 医学部 (p.216)､ 医学所

(p.219)､ 岡田摂蔵 (p.631)､

福沢諭吉 (p.735)

25 長崎から大阪へ (p.37)､

大阪の蘭学 (p.38)､ 適塾

(pp.38-39)､ 洪庵と諭吉

(p.48)､ 緒方洪庵 (pp.461-

462)など

岡見彦三 ４ 開塾 (p.3)､ 前期鉄砲洲時

代 (p.4)､ 岡見彦三 (p.631)､

仙波均平 (p.681)

５ 兄三之助 (p.19)､ 中津藩

の蘭学 (p.28)､ 中津藩と

様式砲術 (p.28)､ 江戸出

府 (p.56)､ 岡見彦三 (p.462)

杉亨二 ２ 開塾 (p.3)､ 岡見彦三 (p.

631)

９ 適塾の同窓生 (p.43)､ 明

六社 (p.122)､ 勝海舟 (p.

476)､ 呉文聡 (p.494)､ 杉

亨二 (p.515)など

福沢諭吉 多数 開塾 (p.3)､ 福沢諭吉 (p.

734) など

多数 数理と独立 (p.99)など

岡本節蔵 (周吉､

古川正雄)

４ 前期鉄砲洲時代 (p.4)､ 塾

長 (p.4)､ 岡田摂蔵 (p.631)､

岡本周吉 (古川正雄) (p.

632)

７ 江戸出府 (p.56)､ 開塾 (p.

56)､ 万国政表 (p.87)､ 大

槻磐渓 (p.460)､ 岡本節蔵

(古川正雄) (p.464)など

高木兼寛 ２ 医学所 (p.220)､ 松山棟庵

(p.756)

２ 博士会議 (p.310)､ 松山棟

庵 (p.578)

北里柴三郎 18 福沢諭吉の長逝 (p.65)､

医学部 (pp.216-217)､ 大

学病院 (p.218)､ 北里研究

所 (p.220)､ 大森憲太 (p.6

29)､ 北里柴三郎 (p.650)､

福沢諭吉 (p.735) など

15 伝染病研究所・土筆ケ岡養

生園 (pp.314-315)､ 養生

園ミルク事件 (pp.317-318)､

洋食 (pp.371-372)､ 北里

柴三郎 (p.485)､ 森村市太

郎 (市左衛門) (p.590)な

ど

森�外 ５ 文学科 (大学部) (p.173)､

三田文学 (p.176)､ 小山内

薫 (p.637)､ 久保田万太郎

(p.657)､ 永井荷風 (p.704)

０

表一注一) 項目数は 『事典』 中に当該の人名が表れる項目数を示し､ 人名索引が示す頁数の

個数とは必ずしも一致しない｡

表一注二) 頁数は 『事典』 中に当該の人名が表れる頁数を示し､ 項目名の見出しの頁数とは

必ずしも一致しない｡



で
は
高
木
兼
寛
の
圧
勝
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
機
会
を
改
め
て
論
じ
た

い
と
思
い
ま
す
。
医
学
者
と
し
て
の
高
木
兼
寛
に
つ
い
て
の
記
述
も
そ
れ
な
り
に
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

北
里
柴
三
郎
で
す
が
、
一
九
一
七
年
に
医
学
科
長
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
非
常
に
豊
富
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
表
一
に
掲
げ
た

『

事
典』
の
北
里
に
関
す
る
項
目
数
は
、
他
を
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
森
�
外
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
表
一
の
項
目
数
は
す
べ
て

｢

人
名
索
引｣

で
調
べ
た
も
の
で
す
。
森
�
外
に
つ

い
て
は

『

義
塾
史
事
典』

に
表
一
の
五
項
目
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

他
方
、『

福
沢
事
典』

に
は
森
�
外
あ
る
い

は
森
林
太
郎
の
記
述
は
人
名
索
引
の
中
で
は
残
念
な
が
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
表
一
の
森
�
外
の
項
目
を
見
ま

す
と
、
こ
の
五
項
目
の
い
ず
れ
も
が
文
学
者
と
し
て
の
�
外
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
こ
で
お
断
り
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
、
表
一
は
人
名
索
引
を
手
掛
か
り
に
し
て
得
た
結

果
で
あ
る
こ
と
で
す
。
索
引
に
出
て
い
な
い
項
目
は
残
念
な
が
ら
調
べ
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
う
し
た
も
の
は

取
り
こ
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
留
保
を
付
け
た
上
で
表
一
の
結
果
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『

福
沢
事
典』

『

義
塾
史
事
典』
に
お
け
る

『

万
国
政
表』

と
そ
の
後

事
項
索
引
を
手
掛
か
り
に

つ
ぎ
に
表
二
は
図
一
に
掲
げ
ら
れ
た
人
物
が
か
か
わ
る
統
計
学
関
連
の
項
目
を
、
事
項
索
引
を
手
掛
か
り
に

『

事
典』

か
ら
拾

い
出
し
た
も
の
で
す
。
事
項
索
引
か
ら
探
し
出
せ
た
項
目
は
、
表
二
の
左
に
示
し
た

『

万
国
政
表』

、
表
記
学
社
、
共
立
統
計
学

校
、
そ
し
て
統
計
学
の
四
つ
で
す
。
い
ず
れ
も

『

福
沢
事
典』

に
記
述
が
あ
っ
た
も
の
で
、『

義
塾
史
事
典』

に
は
ど
れ
も
見
出
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せ
な
か
っ
た
の
で
表
二
で
は
省
略
し
て
あ
り
ま
す
。

表
二
か
ら
は
、『

万
国
政
表』

と
統
計
学
の
項
目
、
さ
ら
に
全
体
と
し
て
み
る
と
杉
亨
二

に
関
連
す
る
項
目
の
記
述
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

な
お
蛇
足
で
す
が
、
日
本
統
計
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(

５)

に
よ
れ
ば
、
杉
亨
二
に
つ
い
て

明
治
９
年

(

１
８
７
６)

２
月
杉
亨
二
は
、
統
計
学
研
究
の
た
め
政
表
課
員
を
始
め

と
す
る
有
志
10
余
名
を
集
め
て

｢

表
記
学
社｣

(

明
治
11
年

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社｣

、

同
25
年

｢

統
計
学
社｣

と
改
名)

を
創
設
し
ま
し
た
。

ま
た
、
明
治
11
年
12
月
小
幡
篤
次
郎
ら
15
名
と

｢

製
表
社｣

を
創
設
し
、
翌
12
年
に

は
渡
辺
洪
基
ら
と
合
流
し
て

｢

統
計
協
会｣

(

明
治
14
年

｢

東
京
統
計
協
会｣

と
改
名)

を
設
立
し
ま
し
た
。

と
の
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
、
杉
亨
二
の
福
沢
諭
吉
と
の
か
か
わ
り

が
改
め
て
確
認
で
き
、『
福
沢
事
典』

に
お
け
る
杉
亨
二
の
記
述
が
充
実
し
て
い
る
の
も
自

然
な
こ
と
で
す
。

一
方
、
表
二
に
お
い
て
も
、｢
統
計｣

あ
る
い
は｢

統
計
学｣

に
つ
い
て
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

社
の
今
井
武
夫
と
論
争
し
た
人
物
と
し
て
の
森
林
太
郎
の
記
述
は
見
出
さ
れ
ま
せ
ん
。
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表二 『事典』 事項索引による 『万国政表』 とその後

事項索引項目
『福沢事典』

項目数 主な項目名と頁数

『万国政表』 ５ 命名 (p.12)､ 万国政表 (p.86-87)､ 署名 (p.390)､

大槻磐渓 (p.460)､ 岡本節蔵 (古川正雄) (p.464)

表記学社(スタチスチック社) １ 杉亨二 (p.515)

共立統計学校 １ 杉亨二 (p.515)

統計学 ４ 適塾の同窓生 (p.43)､ 万国政表 (p.86-87)､ 呉文聡

(p.493-494)､ 杉亨二 (p.515)

表二注) 『義塾史事典』 は､ 表記の事項索引項目が 『義塾史事典』 中に見出せなかったので

省略してある｡



『

義
塾
史
事
典』

『

福
沢
事
典』

に
見
当
た
ら
な
い
記
述

森
林
太
郎
に
つ
い
て

一
方
、
私
の
今
日
の
主
題
で
あ
る

｢

統
計
学
の

『

万
国
政
表』

後
の
展
開｣

と
い
う
視
点
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
文
学
者
で

あ
る
森
�
外
と
呼
ぶ
よ
り
医
学
者
と
し
て
の
森
林
太
郎
が
高
木
兼
寛
と
の
間
で
繰
り
広
げ
た
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
脚
気
論
争
が
有

名
で
す
。
さ
ら
に
森
林
太
郎
は
、
杉
亨
二
が
設
立
し
た
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
の
幹
事
で
あ
る
今
井
武
夫
と
の
間
で

｢

統
計｣

と
い

う
訳
語
を
め
ぐ
り
論
争
を
し
、
こ
の
論
争
は
さ
ら
に
は

｢

統
計
学｣

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
論
争
に
発
展
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

論
争
に
か
か
わ
る
森
と
今
井
の
論
文
を
表
三
に
掲
げ
ま
す
。

こ
れ
ら
論
争
に
先
立
ち

｢

統
計｣
と
い
う
訳
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
十
九
年

(

一
八
八
六
年)

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

一
号
に
、
杉
亨
二
が

｢
｢

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク｣

ノ
話｣

を
掲
載
し
、
杉
は

｢

統
計｣

と
い
う
訳
語
に
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す

(

６)

。

な
お
今
井
武
夫
は
、
杉
亨
二
が
設
立
し
た
共
立
統
計
学
校
を
卒
業
後
、
明
治
二
十
年
か
ら
二
五
年
ま
で
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
幹
事

を
務
め
た
人
物
で
す
。

こ
の
森
林
太
郎
と
今
井
武
夫
と
の
論
争
は
主
に
二
つ
の
観
点
か
ら
で
し
た
。
一
つ
は

｢

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク｣

に

｢

統
計｣

の
訳

語

(

７)

を
与
え
る
の
は
適
切
な
の
か
と
い
う
観
点
で
す
。
森
林
太
郎
は

｢

統
計｣

と
い
う
の
は
何
ら
悪
い
言
葉
で
は
な
い
と
主
張
し
ま

し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
杉
亨
二
お
よ
び
そ
の
高
弟
で
あ
る
今
井
武
夫
は
、
そ
れ
は
適
切
で
は
な
く
、｢

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク｣

本
来

の
学
問
領
域
を
誤
っ
て
理
解
さ
せ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
悪
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
主
張
し
対
立
し
た
、
そ
れ
が
一
点
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
は
、
こ
れ
は
学
術
的
な
面
で
よ
り
大
事
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
が
、
統
計
学
と
い
う
の
は
因
果
を
明

ら
か
に
す
る
サ
イ
エ
ン
ス
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
相
関
を
示
す
理
法
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
や
は
り
今
井
武
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夫
と
森
林
太
郎
の
間
で
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

森
林
太
郎
の
こ
う
い
っ
た
論
争
に
関
す
る
主
張
は
、
も
っ
ぱ
ら

『

東
京
医
事
新
誌』

に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
今
井
武

夫
の
主
張
は

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
表
三
に
掲
げ
た
森
林
太
郎
の
著
述

｢

統
計
ニ
就
テ
ノ
分
疏｣

の

｢

第
二
、
法
と
学｣

で
は

｢

夫
レ
統
計
ハ
理
法
ノ
一
区
域
ナ
リ｣

｢

統
計
ハ
物
的
帰
納
ノ
一
理
法
ナ
リ｣

と
述
べ
、｢

第
六
、
因
果
の
弁｣

で
は

｢

今
井
君
ハ
統
計
ヲ
以
テ
因
果
ヲ
悟
ル
ノ
方
便
ナ
リ
ト
思
ヒ
玉

フ
ニ｣

と
切
り
出
し

｢(

イ)

統
計
ハ
以
テ
原
因
ヲ
探
求
ス
ベ
キ
方

法
ニ
非
ズ｣

｢(

ロ)

統
計
ノ
方
法
ニ
テ
探
求
シ
タ
ル
法
則
ハ
決
シ
テ

因
果
ト
関
係
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ｣

と
今
井
の
論
を
切
り
捨
て
て
い
ま

す

(

８)

。こ
う
い
っ
た
統
計
学
の
展
開
に
お
け
る
論
争
で
は
、
今
日
に
お
い

て
も
そ
の
学
術
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
、
非
常
に
深
い
議
論
が
行
わ

れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
統
計
学
と
い
う
も
の
は
、
因
果
を
明
ら
か
に

で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
相
関
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
の
か

と
い
う
議
論
は
、
今
日
で
も
た
ぶ
ん
生
き
て
い
る
、
ま
だ
決
着
が
つ

い
て
い
な
い
議
論
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
議
論
が
こ
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表三 ｢統計｣ ｢統計学｣ をめぐる森林太郎と今井武夫の論文

森林太郎

・｢医学統計ノ題言｣ 『東京医事新誌』 569号､ 一八八九 (明治二二) 年二月二三日

・｢統計ニ就テ｣ 『東京医事新誌』 573､ 一八八九年三月二三日

・｢統計ニ就テノ分疏｣ 『東京医事新誌』 573､ 一八八九年六月八日

・｢統計三家論を讀む｣ 『東京医事新誌』 593､ 一八八九年八月十日

・｢答今井武夫君｣ 『東京医事新誌』 593､ 一八八九年九月十日

・｢讀第三駁義｡ 寄今井武夫君｡ 用�外漁史韻｣ 『東京医事新誌』 603､ 一八八九年十月十九

日

・｢｢三タビ統計ニ就テ｣ ヲ讀ム｣ 『東京医事新誌』 604､ 一八八九年十月二六日

・｢統計ノ訳語ハ其定義ニ負カズ｣ 『東京医事新誌』 605､ 一八八九年十一月二日

今井武夫

・｢統計に就て｣ 『スタチスチック雑誌』 37号､ 一八八九 (明治二二) 年

・｢再び統計に就て｣ 『スタチスチック雑誌』 39､ 一八八九年

表三注一) 上記の森林太郎の論文は森林太郎 『�外全集』 第28巻､ 岩波書店､ 一九七四年に

よる｡

表三注二) 上記の今井武夫の論文は日本統計協会創立百周年記念事業計画委員会 『明治・大

正期スタチスチック雑誌統計学雑誌論文選集』 日本統計協会､ 一九七九年による｡



の
時
代
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

慶
應
義
塾
に
お
け
る
研
究
上
の
伝
統
と
し
て
、
実
証
的
方
法
論
、
そ
の
一
つ
と
し
て
三
田
に
お
け
る
統
計
学
の
展
開
、
こ
れ
は

よ
く
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
私
の
専
門
の
計
量
経
済
学
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
三
田
の
歴
史
の
研
究
方
法
の
中
に
お

い
て
も
、
実
証
的
な
研
究
方
法
が
定
着
し
て
い
る
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
研
究
上
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
鑑
み
た
と
き
に
、『

万
国
政
表』

後
の
統
計
学
上
の
展

開
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。

『

万
国
政
表』
後
の
日
本
に
お
け
る
統
計
学

統
計
学
の
展
開
が
、
慶
應
義
塾
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
一
つ
重
要
な
問
題
で
す
が
、
広
く
見
渡
し
て
み
ま

す
と
、
日
本
に
お
け
る
統
計
学
の
展
開
と
い
う
の
は
、
様
々
な
方
向
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
は
、

主
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
結
び
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
有
沢
広
巳
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
表
三
に
掲
げ
ま
し

た
論
文
以
外
に
も
、『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

に
は
統
計
学
の
方
法
論
に
か
か
わ
る
主
な
論
文
と
し
て

(

９)

・
杉
亨
二

｢

社
会
の
事
実
は
方
法
に
よ
ら
ざ
れ
ば
知
る
べ
か
ら
ず｣

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

四
三
号
、
一
八
八
九

(

明
治

二
二)

年

・
呉
文
聡

｢

統
計
の
話｣

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

七
九
・
八
〇
号
、
一
八
九
二

(

明
治
二
五)

年

・
高
野
岩
三
郎

｢

故
杉
亨
二
氏
ト
本
邦
ノ
統
計
学｣

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

三
八
三
号
、
一
九
一
八

(

大
正
七)

年

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
経
済
統
計
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
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・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ェ
ル
述
、
呉
文
聡
訳

｢

経
済
生
活
の
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク｣
『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

第
三
一
・
四
二
・
四

六
・
四
七
号
、
一
九
八
八

(

明
治
二
一)

年

・
高
野
岩
三
郎

｢

経
済
指
数
法
に
就
て｣

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

第
三
二
六
・
三
二
七
号
、
一
九
一
三

(

大
正
二)

年

・
福
田
徳
三

｢

失
業
問
題
の
数
的
考
察｣

『

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌』

第
四
五
三
・
四
五
四
号
、
一
九
二
四

(

大
正
十
三)

年

と
、
三
田
に
も
所
縁
の
あ
る
福
田
徳
三
の
論
文
も
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
統
計
学
の
展
開
の
中
で
、
三
田
、
あ
る
い
は
慶

應
義
塾
の
ス
ク
ー
ル
の
位
置
づ
け
が
、
お
そ
ら
く
他
の
ス
ク
ー
ル
と
の
関
係
性
の
な
か
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
浮
き
出
さ
れ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
研
究
も
一
つ
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は

『

義

塾
史
事
典』

や

『

福
沢
事
典』
へ
の
要
望
と
い
う
よ
り
は
、
私
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
そ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
ろ
う
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

福
沢
諭
吉
と
森
�
外
の
写
真
か
ら

『

�
外
全
集』

第
三
十
巻
、
岩
波
書
店

(

昭
和
四
九
年)
に
は
、
�
外
と
福
沢
が
一
緒
に
並
ん
で
写
っ
て
い
る
写
真
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
明
治
三
十
年
頃
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
が
。
こ
う
し
た
具
合
に
�
外
は
三
田
に
も
通
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
�

外
の
文
学
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
医
学
者
と
し
て
統
計
学
を
考
え
る
研
究
者
、
そ
う
い
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
研
究

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
う
ち
に
、
一
般
的
に
慶
應
義
塾
と
は
い
っ
た
い
何
者
で
あ
ろ
う
か
と
、
我
々
は
何
者
で
あ
ろ
う
か
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と
、
そ
し
て
我
々
は
歴
史
の
ど
の
位
置
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
先
生
方
と
の
お
話

し
の
中
で
も
私
は
思
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
ほ
か
の
ス
ク
ー
ル
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
慶
應
義
塾
に
つ
い
て
も
う
一
回
考
え

て
み
る
と
い
う
作
業
も
必
要
な
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

だ
い
ぶ
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注

(

１)

本
稿
で
は
、『
義
塾
史
事
典』

『

福
沢
事
典』

の
両
方
を
示
す
場
合
は

『

事
典』

と
記
述
し
た
。

(

２)
｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク｣
はstatistics

に
福
沢
が
与
え
た
言
葉
で
あ
る
の
で
、
西
川
俊
作｢

ス
タ
チ
ス
チ
ク

[

ス]｣
『

三
田
評
論』

一
〇
四
四

号

(

二
〇
〇
二
年)

が
述
べ
る
よ
う
に
最
後
に

｢

ス｣

を
付
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、『

文
明
論
之
概
略』

に
お
け
る
記
述
を
本
稿
で
は
そ

の
ま
ま
用
い
る
。

(

３)

引
用
文
の
最
後
の
括
弧
内
に
示
し
た
頁
数
は
す
べ
て
戸
沢
行
夫
編

『

福
沢
諭
吉
著
作
集
第
四
巻
文
明
論
之
概
略』

(

二
〇
〇
二
年)

初
版
に
よ
る
。

(

４)
『

事
典』

に
は
主
に
文
学
者
で
あ
る

｢

森
�
外｣
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
医
学
者
と
し
て
取
り
上
げ
る
場
合
に
は

｢

森

林
太
郎｣

と
記
す
。

(

５)
http://w

w
w
.jstat.or.jp/inform

ation/sugi/index.htm
l
(

二
〇
一
一
年
三
月
九
日
参
照)

(

６)

日
本
統
計
協
会
創
立
百
周
年
記
念
事
業
計
画
委
員
会

『

明
治
・
大
正
期
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
統
計
学
雑
誌
論
文
選
集』

日
本
統
計
協

会
、
一
九
七
九
年
に
よ
る
。

(

７)

二
〇
一
一
年
三
月
十
日
の
福
沢
セ
ン
タ
ー
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
て
筆
者
が
配
布
し
た
資
料
に
、｢

明
治
七
年

(

一
八
七
四
年)

箕
作
麟

祥

(

一
八
四
六
｜
一
八
九
七)

の
翻
訳
書

『

統
計
学

国
勢
略
論』

(

原
著：

M
oreen

de
Jonne

(1856)
Elem

ents
de
Statistique,

2.

『万国政表』 後の日本における統計学の展開
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ed.)

が
最
初
か
？｣

と
の
記
述
を
行
っ
た
。
こ
の
記
述
に
対
し
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
の
都
倉
武
之
氏
よ
り
、『

福
沢
事
典』

七

四
七
頁
に

｢

福
沢
自
身
は

｢

ス
タ
チ
ス
チ

(

ッ)

ク｣

と
表
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に｢

統
計｣

の
語
を
宛
て
た
の
は
柳
川
春
三

で
あ
る
と
い
わ
れ
る｣

と
い
う
記
述
が
あ
る
と
の
ご
教
示
を
受
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

(

８)
森
林
太
郎

『

�
外
全
集』

第
二
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
に
よ
る
。

(

９)

以
下
の
論
文
は
す
べ
て
本
稿
注

(

６)

の
文
献
に
よ
る
。
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