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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

『
慶
應
義
塾
史
事
典』

『

福
沢
諭
吉
事
典』

の
完
成
に
寄
せ
て

大
日
方

純
夫

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
大
日
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
専
門
は
日
本
の
近
代
史
な
も
の
で
す
か
ら
、『

慶
應
義
塾

史
事
典』

と

『

福
沢
諭
吉
事
典』

は
、
願
っ
て
も
な
い
宝
物
を
手
に
し
た
と
い
う
感
じ
で
非
常
に
あ
り
が
た
く
、
大
い
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
ま
ず
、
二
つ
の
大
き
な

『

事
典』

が
完
成
し
た
こ
と
を
お
祝
い
す
る
と
と
も
に
、

事
典
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
変
な
作
業
で
す
か
ら
、
ご
苦
労
を
お
察
し
し
ま
す
。
事
典
で
は
項
目
を
立
て
る
こ
と
が

不
可
欠
と
な
り
ま
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
、
ど
の
よ
う
な
項
目
を
選
び
だ
す
の
か
、
そ
の
首
尾
一
貫
性
と
い
う
も
の
が
必

要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
論
文
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
書
き
手
の
説
だ
け
を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
原
稿
が
出
て
こ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
結
構
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
非
常
に
大
変
な

作
業
を
完
成
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
ほ
ど
お
話
し
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
は

｢

百
五
十
年
史｣

と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
三
二
年
、
つ
ま
り
あ
と
二
〇
年
ち
ょ
っ
と

後
に

｢

百
五
十
年
史｣

を
つ
く
る
こ
と
を
、
去
年
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
さ
て
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
る
時
期
に
、
二
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つ
の
大
き
な

『

事
典』

の
完
成
に
遭
遇
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
ど
う
見
習
う
べ
き
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
日
は
関
西
学
院
大
学
と
日
本
女
子
大
学
と
い
う
、
二
つ
の
�
先
輩
�
の

『

事
典』

に
つ
い
て
も
お
話
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
私

た
ち
の
場
合
は
ど
う
す
べ
き
か
、
作
戦
を
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ⅰ
｢

事
典｣

と
い
う
思
想
と
実
践

１

二
つ
の
事
典
の
編
成

ま
ず
、
な
ぜ
事
典
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
編
纂
の
ご
説
明
の
と
こ
ろ
で
、
十
分
準
備
が
で
き
て
い

な
か
っ
た
か
ら
と
か
、
資
料
が
な
い
か
ら
と
い
っ
た
こ
と
で
、
正
史
で
は
な
く
、
事
典
と
い
う
様
式
を
選
択
さ
れ
た
と
い
っ
た
趣

旨
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
で
は
、
正
史
で
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
事
典
な
の
か
。
こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ス
、
つ
ま
り
余
儀
な
い
選
択
と
し
て
の
事
典
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
と
し
て
の
積
極
的
な
意
味
を
ど
う
打
ち
出

し
て
い
く
の
か
。
事
典
の
効
果
、
機
能
を
十
分
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
、
い
っ
そ
う
パ
ワ
ー
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

『

慶
應
義
塾
史
事
典』

(

以
下
、『

義
塾
史
事
典』)

と

『
福
沢
諭
吉
事
典』

(

以
下
、『

福
沢
事
典』)

と
い
う
二
つ
の
事
典
が
ペ

ア
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
目
出
度
く
完
成
し
ま
し
た
の
で
、
早
稲
田
大
学
と
大
隈
重
信
の
ペ
ア
な
ら
ば
ど
う
な
る
の
か
。
両
方
と
も
、

ま
だ
事
典
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
後
ほ
ど
少
し
思
い
め
ぐ
ら
し
て
み
ま
す
。

さ
て
、
先
ほ
ど
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
事
典
の
場
合
は
、｢
引
く｣

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り

｢

調
べ
る｣

と
い
う
こ

と
と
、｢

読
む｣

と
い
う
こ
と
の
、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
ど
う
う
ま
く
統
一
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
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ど
関
西
学
院
大
学
の
井
上
先
生
も
ご
指
摘
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
女
子
大
学
の
秋
山
先
生
の
お
話
で
も
、
や
は
り
最
初

に
｢

通
史｣

を
書
い
て
、
後
の
と
こ
ろ
に

｢

項
目｣

を
入
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し
た
点
で
見
ま
す
と
、『

義
塾
史
事
典』

も

『
福
沢
事
典』

も
、
と
も
に
あ
る
種
、
ア
イ
デ
ィ
ア
で
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

前
半
の
ほ
う
で
は
流
れ
を
重
視
し
て
項
目
別
に
追
う
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『

義
塾
史
事
典』

の
前
半

の
通
史
部
分
は
、
時
系
列
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
項
目
を
並
べ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
あ
る
種
、
通
史
的
な
章
・
節
・

項
に
編
成
し
て
、
流
れ
を
追
っ
て
い
ま
す
。
個
別
の
項
目
を
単
位
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
機
械
的
に
五
〇
音
順
に
配
列
す
る
の

で
は
な
く
、
章
・
節
の
も
と
に
体
系
化
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
通
史
的
な
流
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
を
項
目

で
編
成
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
想
定
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て

『

義
塾
史
事
典』
の
後
半
は
、
箇
所
別
・
テ
ー
マ
別
に
な
っ
て
い
ま
す
。『

福
沢
事
典』

も
後
半
は
五
〇
音
順

の
人
名
事
典
と
な
っ
て
い
て
、
あ
る
意
味
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
五
〇
音
順
と
い
う
の
は
、
一
人
ひ
と
り
は
読
め
て
も
、

互
い
の
関
係
は
な
か
な
か
読
め
ま
せ
ん
。｢
読
む｣

と
い
う
点
で
は
、
一
人
ひ
と
り
を
読
む
と
い
う
性
格
に
ど
う
し
て
も
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
何
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の

｢

読
む｣

に
は
含
ま
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

２

『

福
沢
事
典』

を
読
む

『

福
沢
事
典』

は
完
成
し
た
ば
か
り
で
新
し
く
、
ま
た
、
私
の
研
究
関
心
と
も
深
く
関
わ
り
ま
す
の
で
、『

福
沢
事
典』

に
即
し

て
そ
の
仕
組
み
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。｢

読
む｣

と
い
う
要
素
は
、
大
き
な
区
切
り
の

｢

Ⅰ

生
涯｣

の
と
こ
ろ
に
非
常

に
よ
く
出
て
い
ま
す
。
流
れ
を
追
い
な
が
ら
、
し
か
も
丹
念
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
え
っ
、
こ
ん
な
項
目
が
、
と
い
う

も
の
も
立
て
ら
れ
て
い
て
、
通
常
の
通
史
的
叙
述
で
は
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
完
結
さ
せ
る
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か
た
ち
で
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
事
典
的
な
項
目
編
成
の
妙
が
表
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
自
由
民
権
運
動
に
関
わ
る
部
分
に
は
、
非
常
に
興
味
深
い
項
目
が
並
ん
で
い
ま
す
。
民
権
運
動
に
関
し
て
は
、
愛

国
社
系
政
社
の
潮
流
、
都
市
民
権
派
の
潮
流
、
在
地
民
権
結
社
の
潮
流
と
い
う
三
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
研

究
レ
ベ
ル
で
は
、
近
年
、
都
市
部
で
の
民
権
運
動
や
文
化
史
的
な
要
素
へ
の
関
心
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
研
究
の
流
れ
と
し
て

は
、
ま
ず
、
愛
国
社
系
に
関
す
る
研
究
が
あ
り
、
つ
ぎ
に
在
地
の
民
権
結
社
、
豪
農
層
に
関
す
る
研
究
が
さ
か
ん
と
な
っ
た
の
で

す
が
、
一
九
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
都
市
民
権
派
の
研
究
、
つ
ま
り
都
市
に
お
け
る
演
説
会
や
結
社
、
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
へ
の

関
心
が
高
ま
り
、
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
い
っ
て
、｢

４

文
明
の
始
造｣

に
含
ま
れ
る

｢

明
六
社｣

な
ど
の
結
社
の
動
き
や
、｢
三
田
演
説
会｣

を
は
じ
め
と
す
る
演
説
会
の
活
動
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の

｢

５

建
置
経
営｣

に
出
て
く

る

｢『

時
事
新
報』

の
創
刊
と
経
営｣
関
係
の
項
目
も
含
め
、
都
市
民
権
派
に
と
っ
て
の
福
沢
の
位
置
を
考
察
す
る
う
え
で
、『

福

沢
事
典』

は
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に

｢

５

建
置
経
営｣

と
い
う
大
き
な
項
目
の
な
か
に
入
っ
て
い
る

｢

民
権
と
国
権｣

は
、
先
ほ
ど
秋
山
先
生
が
ご
指
摘

の
と
こ
ろ
に
も
関
わ
る
の
で
す
が
、
大
隈
と
福
沢
の
関
係
を
深
く
示
す
部
分
に
当
た
り
ま
す
。｢

明
治
一
四
年
の
政
変｣

の
前
提

と
な
る
熱
海
会
議
以
後
の
大
隈
の
憲
法
プ
ラ
ン
と
三
田
派
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
部
分
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
非
常
に
重
要
な

部
分
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
あ
る
が
ゆ
え
に
東
京
専
門
学
校
、
す
な
わ
ち
早
稲
田
大
学
が
あ
る
と
い
う
関
係
に
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
福
沢
の
動
き
や
、
三
田
派
の
憲
法
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
大
隈
が
政
府
か
ら
追
い
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
東
京
専
門
学
校
は
実
際
と
は

大
い
に
違
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
誕
生
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
因
縁
か
ら
た
い
へ

ん
興
味
深
く
読
ん
だ
の
で
す
。
た
だ
し
、
東
京
専
門
学
校
は
こ
の

『

福
沢
事
典』

に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
残
念
だ
な
と

い
う
気
も
し
ま
し
た

(

笑)

。
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そ
れ
か
ら
、｢

大
隈
の
条
約
改
正｣

に
対
す
る
福
沢
の
意
見
に
つ
い
て
も
立
項
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
後
ほ
ど
も
触
れ
ま
す
が
、
ど
う
書
く
の
か
と
思
い
な
が
ら
非
常
に
注
目
し
た
の
が
、｢

朝
鮮
問
題
と
日
清
戦
争｣

の
部
分
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
避
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
単
純
な
切
り
捨
て
は

し
な
い
と
い
う
立
場
で
書
か
れ
て
お
り
、
興
味
深
く
拝
読
し
ま
し
た
。

以
上
が

｢
読
む｣

と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
項
目
を
配
列
し
て
、
時
代
の
流
れ
を
追
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
時
系
列
的

な
展
開
に
な
っ
て
い
る
部
分
で
す
。

３

『

福
沢
事
典』

を
引
く

こ
れ
に
対
し
て
、｢

引
く｣

部
分
に
あ
た
る
の
は
、｢

Ⅱ

人
び
と｣

の
部
分
で
す
。
こ
れ
は
、
五
〇
音
順
に
配
列
さ
れ
た
、
い

わ
ば
福
沢
人
脈
の
人
事
デ
ー
タ
に
関
わ
る
部
分
で
す
。
私
は
、
大
隈
を
助
け
て
東
京
専
門
学
校
を
創
立
す
る
と
と
も
に
、
立
憲
改

進
党
の
結
成
と
運
営
に
深
く
関
わ
っ
た
小
野
梓
と
い
う
人
物
の
研
究
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、
犬

養
毅
、
牛
場
卓
造
、
尾
崎
行
雄
、
加
藤
政
之
助
、
波
多
野
承
五
郎
、
藤
田
茂
吉
、
箕
浦
勝
人
、
矢
野
文
雄
と
い
っ
た
慶
應
系
の
人

た
ち
の
名
前
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

『

事
典』
に
は
出
て
く
る
の
で
す
が
、
後
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
す
よ
う
に
、
互

い
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
出
て
く
る
の
で
す
が
、
五
〇
音
順
に
配
列
さ
れ
た
事
典
と
い
う
性
格
か
ら
、
人
物
ご
と
に
書
か

れ
て
い
る
た
め
、
相
互
の
関
係
が
ど
う
な
の
か
、
福
沢
人
脈
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
さ
ま
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
に
も
思
い
ま
し
た
。

な
お
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
朝
鮮
と
の
関
係
で
は
、
金
玉
均
以
下
、
徐
光
範
と
か
朴
泳
孝
と
か
、
そ
う
し
た
朝
鮮
の
人
び
と
の

名
前
が
出
て
お
り
、
こ
れ
も
福
沢
な
ら
で
は
の

『

事
典』

の
特
色
だ
と
思
い
、
目
を
凝
ら
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
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さ
て
、
そ
の
あ
と
に
配
置
さ
れ
た｢

Ⅲ

著
作｣

で
は
、
福
沢
の
著
作
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
解
題
も
入
っ
て
い
て
、

た
い
へ
ん
便
利
で
す
。
そ
れ
か
ら

｢

Ⅳ

漢
詩｣

で
す
。
え
っ
、
こ
ん
な
も
の
も
、
と
思
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
新
た
な
福
沢
像

に
迫
る
非
常
に
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
い
い
、
と
思
っ
た
の
は
、｢

Ⅴ

こ
と
ば｣

で
す
。｢

人
間｣

｢

文
明｣

｢

社
会｣

｢

学
問｣

｢

教
育｣

｢

実
業｣

｢

立
国｣

｢

処
世｣
に
わ
け
て
、
福
沢
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
た
い
へ
ん
巧
み
な
解
説
が
つ
い
て

お
り
ま
す
の
で
非
常
に
読
み
や
す
い
。
学
生
も
こ
れ
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
く
に

｢

人
間｣

の
な
か
の
項
目
で
は
、｢
男
女｣

｢

家
庭｣

と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
、
福
沢
の
こ
と
ば
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
着

眼
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、｢
文
明｣

と
か

｢

独
立｣

と
か

｢

立
国｣

と
か
い
う
項
目
を
読
み
な
が
ら
、
早
稲
田
の
側
か
ら
す

る
と
、
両
大
学
の
共
通
性
と
差
異
性
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
を
比
較
で
き
る
、
大
変
に
便
利
な
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
た
と

い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
早
稲
田
が
言
う

｢

独
立｣

と
、
福
沢
の

｢

独
立｣

と
は
、
ど
こ
が
ど
う
重
な
っ
て
く
る
の
か
。
お
そ

ら
く
共
通
部
分
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、｢

文
明｣

に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
福
沢
と
大
隈
と

の
、
あ
る
種
の
共
通
基
盤
の
な
か
で
出
て
く
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
部
分
で
す
。

こ
れ
を
う
ま
く
ま
と
め
た
学
生
版
が
で
き
る
と
い
い
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。
福
沢
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
読
め
る
、
福
沢
精

神
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
が
見
え
る
、
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら

｢

見
る｣

部
分
、
こ
れ
が

｢

Ⅵ

表
象｣

、
つ
ま
り
図
像
の
部
分
で
す
。
福
沢
の
写
真
、
遺
品
、
墨
跡
や
、
福
沢
を

描
い
た
絵
、
旅
行
地
図
な
ど
か
ら
福
沢
に
迫
っ
て
お
り
、
展
覧
会
を
見
る
よ
う
な
感
じ
で
、
楽
し
く
学
べ
る
部
分
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
像
に
は
、
丹
念
な
考
証
を
踏
ま
え
た
解
説
が
付
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
な
る
ほ
ど
、
と
思
わ
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
基
本
的
な
デ
ー
タ
が
、｢

Ⅶ

書
簡
宛
名
一
覧｣

｢

Ⅷ

『

時
事
新
報』
社
説
・
漫
言
一
覧｣

｢

Ⅸ

年
譜｣

｢

Ⅹ

基
本
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文
献｣

に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
至
れ
り
尽
く
せ
り
と
い
う
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
大
変
に
便
利
で
す
。

４
『

福
沢
事
典』

の
出
来
栄
え

福
沢
の
威
力
と
編
者
の
実
力

福
沢
に
威
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
福
沢
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
う
い
う
事
典
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
に
、
福

沢
と
い
う
巨
大
な
人
物
の
業
績
が
あ
り
、
他
方
で
、
そ
れ
を
洩
ら
す
こ
と
な
く
把
握
し
て
再
現
し
よ
う
と
す
る
編
集
者
の
方
々
の

努
力
と
実
力
が
あ
り
、
双
方
が
う
ま
く
共
鳴
し
合
っ
て
、
こ
の
膨
大
な
事
典
が
出
来
上
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
あ

ら
た
め
て
感
服
し
ま
し
た
。
と
く
に
、
非
常
に
こ
だ
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
つ
く
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
感
心
し
ま
し
た
。
単
に
流
す
の

で
は
な
く
、
徹
底
的
に
作
ろ
う
と
し
た
構
え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加
え
て
、
項
目
を
ど
う
立
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
非
常
に
細
心
の
配
慮
が
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば

｢

Ⅰ

生
涯｣

の

｢

６

晩
年｣

の
最
後

｢

次
世
代
へ
の
付
託｣

の
と
こ
ろ
は
、
と
く
に
お
も
し
ろ
く
読
み
ま
し
た
。
次
の
時
代
へ
の
期
待
を
い
ろ

い
ろ
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。｢

家
族｣

｢

交
際｣

｢

実
業｣

｢

政
治｣

｢

宗
教｣

｢

学
問｣

な
ど
に
わ
た
っ
て
、
福
沢
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
部
分
が
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、｢

７

日
常
と
家
庭｣

も
、
こ
れ
ま
た
お
も
し
ろ
く
読
め
ま
す
。
身
体
と
気
質
、
食
生
活
、
住
居
、
趣
味
、
執
筆

と
揮
毫
、
家
庭
、
福
沢
家
、
交
際
、
国
内
旅
行
な
ど
、
大
隈
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
と
、
大
い
に
関
心
を
か
き
た
て
ら
れ
ま
し
た
。

と
く
に
、
な
る
ほ
ど
、
と
思
わ
さ
れ
た
の
は
、
福
沢
家
を
支
え
た
人
び
と
と
し
て
、
乳
母
か
ら
大
工
、
馬
丁
、
さ
ら
に
は
人
な
ら

ぬ
動
物
ま
で
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
、
大
変
に
感
心
し
ま
し
た
。
細
大
洩
ら
さ
ず
福
沢
を
キ
ャ
ッ
チ
し
よ
う
、
全
福
沢
像
を
把

握
し
よ
う
と
い
う
、
編
者
の
方
々
の
視
野
の
広
さ
と
い
う
か
、
執
念
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

つ
ぎ
に
、『

福
沢
事
典』

の
効
果
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
私
は
万
華
鏡
の
よ
う
に
福
沢
を
通
し
て
近
代
が
み
え
る
、
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こ
の
事
典
を
通
じ
て
、
そ
ん
な
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
福
沢
が
発
す
る
光
か
ら
日
本
の
近
代
を
照
ら
し
出
す
。
逆
に
福

沢
に
光
を
当
て
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
福
沢
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
と
わ
れ
わ
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み

る
。
そ
う
し
た
試
み
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
い
か
ん
せ
ん
時
代
は
福
沢
が
亡
く
な
る
ま
で
で
あ
り
、
幕
末
か
ら
日
清

戦
後
ま
で
と
時
期
限
定
型
で
す
が
、
そ
う
し
た
人
物
を
通
じ
て
近
代
と
い
う
時
代
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
事
典
に
な
っ
て

い
て
、
項
目
編
成
の
妙
を
感
じ
た
次
第
で
す
。

さ
て
、
利
用
す
る
側
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
宮
内
先
生
か
ら
子
細
に
ご
報
告
が
あ
り
ま
し
た
し
、
そ
れ
か
ら
秋
山
先
生
か
ら

の
ご
指
摘
、
井
上
先
生
か
ら
の
ご
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
〈
引
く
〉〈

調
べ
る
〉
と
い
う
意
味
で
は
、
事
典
で
す
か
ら

項
目
の
完
結
性
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。
流
せ
な
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
書
き
流
す
と
い
う
方
法
を
と
る
と
、
い
い
と

こ
ろ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
サ
ッ
と
次
に
進
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
事
典
と
な
る
と
、
そ
の
後
ど
う
な
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
書
か
ざ
る
を
得
な
い
。
徹
底
し
て
調
べ
て
、
正
確
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
事
典
の
厳
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
曖
昧
さ
を
克
服
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
事
典
と
い
う
も
の
は
非
常
に
便
利
で
す
。
た
だ
し
、
逆
に
叙
述
の
流

れ
は
と
ど
こ
お
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
項
目
と
し
て
完
結
す
る
こ
と
が
基
本
な
わ
け
で
す
か
ら
。

し
か
し
、
逆
に
〈
読
む
〉
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
く
と
、
流
れ
を
重
視
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
前
提
や
結
末
、

と
く
に
結
末
は
曖
昧
に
な
り
が
ち
で
す
。
流
れ
の
表
面
に
出
て
き
た
こ
と
は
叙
述
さ
れ
ま
す
が
、
表
面
か
ら
見
え
な
く
な
る
と
、

叙
述
の
上
で
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
見
え
な
い
こ
と
は
、
な
く
な
っ
た
こ
と
と
同
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
流
れ
だ
け

を
追
う
と
、
そ
の
事
柄
や
人
物
の
行
く
末
は
見
え
な
く
な
り
、
一
体
、
そ
の
後
、
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
事
柄
や
人
物
に
つ
い
て
調
べ
た
い
場
合
、
大
き
な
流
れ
の
な
か
か
ら
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

索
引
が
あ
れ
ば
何
と
か
追
究
で
き
ま
す
が
、
調
べ
よ
う
と
し
て
も
、
ど
う
調
べ
た
ら
い
い
の
か
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
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こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
秋
山
先
生
が
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
際
に
、
事
典
が
あ
っ
た
の
で
サ
ッ
と
調
べ
ら
れ
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に
事
典
の
取
り
柄
だ
と
思
い
ま
す
。
何
か
あ
っ
た
ら
サ
ッ
と
引
い
て
み
れ
ば
出
て
く
る
。

そ
こ
を
起
点
と
し
て
、
索
引
や
、
先
ほ
ど
宮
内
先
生
か
ら
ご
指
摘
の
あ
っ
た
各
項
目
末
尾
の

｢

参
照
事
項｣

｢

参
考
文
献｣

な
ど

を
活
用
し
、
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
通
史
的
な
叙
述
と
は
異
な
る
事
典
の
最
大
の
機
能
、
有
効
性
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
実
は
事
典
に
は
〈
知
る
〉
こ
と
の
楽
し
み
も
あ
る
わ
け
で
す
。
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
項
目
を
眺
め
な
が
ら
、

さ
ら
に
隣
の
項
目
な
ど
を
見
る
と
、
意
外
な
発
見
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
お
も
し
ろ
さ
も
あ
る
わ
け
で
す
。
発
見
の
楽
し
み

で
す
。
知
ら
な
い
面
が
出
て
く
る
と
い
う
点
で
、
事
典
で
は
項
目
が
す
ぐ
に
目
に
入
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
効
果
は
非
常

に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
井
上
先
生
か
ら｢

こ
れ(

こ
の
よ
う
な
大
き
な
事
典)

を
学
生
が
ど
う
使
う
の
か｣

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
学
生
版
の
何
か
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
、
つ
ま
り

｢

福
沢
小
事
典｣

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
、

さ
ら
に
便
利
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
し
ま
す
。

Ⅱ

早
稲
田
の
場
合
の
《
事
典
》

１

早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
構
想
と
事
典
の
位
置

さ
て
つ
ぎ
に
、
早
稲
田
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
早
稲
田
大
学
に
つ
き
ま
し
て
は
、｢

百
五
十
年
史｣

と
い
う
こ
と
で
、
現
在
足
場
固
め
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。『
百
年
史』

を
出
し
た
の
で
す
が
、
一
〇
〇
周
年
に
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近
い
時
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
だ
ん
だ
ん
記
述
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。
戦
後
の
部
分
も
薄
い
と
い
う
反
省
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
を
カ
バ
ー
し
つ
つ
、
さ
ら
に
一
〇
〇
周
年
以
後
の
、
現
在
進
行
形
の
部
分
も
含
め
た
新
し
い

｢

百
五
十
年
史｣

を
つ

く
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
創
立
が
一
八
八
二
年
で
す
の
で
、
二
〇
年
ち
ょ
っ
と
後
の
二
〇
三
二
年
の
完
結
を
目
指
し
、
大
体
三

巻
く
ら
い
の
編
成
で
つ
く
ろ
う
と
準
備
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

最
大
の
課
題
は
資
料
収
集
で
、
こ
れ
が
決
定
的
だ
と
い
う
こ
と
で
作
戦
を
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
同
時
に
三
巻
の
本
体
と

は
別
に
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
検
討
事
項
で
す
が
、
資
料
集
と
か
事
典
と
か
を
追
加
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
お
り
、
事
典
と
し

て
は

｢

大
学
事
典
・
人
名
事
典｣

を
一
応
挙
げ
て
い
ま
す
。
で
は
、
こ
れ
を
ど
う
つ
く
る
の
か
。
�
先
輩
�
と
し
て
三
つ
の
事
典

が
あ
り
ま
す
の
で
、
知
恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

｢

人
名
事
典｣

が

『

福
沢
事
典』
な
み
の
《
大
隈
事
典
》
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
早
稲
田
大
学
関
係
者
の
人
名
事
典
に
な
る

の
か
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
慶
應
の
場
合
、
慶
應
義
塾
と『

福
沢
事
典』

は
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
る
の
で
す
が
、

早
稲
田
に
つ
い
て
は
、《
大
隈
事
典
》
と
早
稲
田
大
学
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
大

隈
は
あ
く
ま
で
政
治
家
で
あ
り
、
早
稲
田
と
い
う
学
校
の
運
営
そ
の
も
の
に
余
り
深
く
は
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
少
な
く

と
も
学
校
の
公
式
の
場
に
登
場
し
た
の
は
、
開
校
か
ら
一
五
年
も
た
っ
て
か
ら
で
す
し
、
総
長
と
な
っ
た
の
は
創
立
二
五
年
目
に

あ
た
る
一
九
〇
七
年
の
こ
と
で
す
。
総
長
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
後
亡
く
な
る
ま
で
の
一
五
年
間
で
す
。

２

『

福
沢
事
典』

と
《
大
隈
事
典
》

そ
こ
で
、『

福
沢
事
典』

と
《
大
隈
事
典
》
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
存
在
し
な
い
《
大
隈
事

典
》
と
比
べ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
勝
手
な
も
の
言
い
に
な
り
ま
す
が
、
福
沢
と
大
隈
が
生
き
た
時
代
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
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い
ま
す
し
、
二
つ
の
大
学
と
そ
れ
ぞ
れ
の
創
立
者
の
関
係
を
考
え
る
点
で
も
、
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
大
隈
の
方
が
長
生
き
で
し
た
。
福
沢
は
一
八
三
五
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
大
隈
の
方
が
三
歳
若
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
、

福
沢
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
〇
一
年
、
日
清
戦
後
の
明
治
三
四
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
大
隈
は
、
一
九
二
二
年
、
大

正
一
一
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
福
沢
が
生
き
て
い
た
時
代
と
は
ほ
ぼ
重
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
年
ほ
ど
大
隈
が
長

く
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
人
の
基
本
的
な
性
格
を
比
べ
て
み
る
と
、
や
は
り
福
沢
は
思
想
家
で
あ
り
教
育
者
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
大
隈
は
も
ち
ろ
ん

政
治
家
で
あ
り
、
狭
い
意
味
で
の
思
想
家
・
教
育
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
福
沢
は
も
っ
ぱ
ら
学
校
そ
の
も
の
と
か
か
わ
っ
た
�
先
生
�
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
早

稲
田
で
は
、
普
通
、
�
大
隈
先
生
�
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。
大
隈
老
侯
と
か
、
大
隈
さ
ん
と
か
呼
ぶ
わ
け
で
す
。
小
野
梓
と
そ
の
門

下
の
グ
ル
ー
プ
に
学
校
の
経
営
や
教
育
を
委
ね
て
お
り
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
表
に
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
、

実
は
早
稲
田
の
成
立
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
早
稲
田
の
前
身
、
東
京
専
門
学
校
は
、｢

明
治
一
四
年
の
政
変｣

に
お

け
る
大
隈
の
政
府
追
放
、
つ
ま
り
政
治
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
登
場
し
ま
し
た
。
大
隈
は
謀
反
人
を
つ
く
る
の
で
は
な
い
か
と

睨
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
東
京
専
門
学
校
発
足
当
時
の
状
況
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
大
隈
は
学
校
に
は
タ
ッ
チ
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
学
校
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
、
関
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
微
妙
な
形
で
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
学
校
に
距
離
を
お
い
た
大
隈
と
、
学
校
そ
の
も
の
と
密
接
に
関
わ
っ
た
福
沢
と
い
う
点
で
、
同
じ
創
立
者
と
は
い
っ

て
も
、
ス
タ
ン
ス
は
異
な
り
、
学
校
と
の
関
係
も
異
な
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
福
沢
と
慶
應
と
の
関
係
を
参
照
軸
に
し
て
い
く
の

か
。
こ
れ
は
、
早
稲
田
に
と
っ
て
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
大
隈
の
思
想
、
大
隈
と
学
校
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
小
野
梓

と
そ
の
下
の
メ
ン
バ
ー
、
現
在
、｢

早
稲
田
の
四
尊｣

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
、
坪
内
逍
遥
、
市
島
謙
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吉
ら
を
組
み
込
ま
な
い
と
、
た
ぶ
ん
早
稲
田
の
事
典
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
早
稲
田
大
学
の
流
れ
に
占
め
る
大
隈
の

位
置
に
は
、
単
純
に
福
沢
と
は
同
一
視
で
き
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
大
隈
研
究
に
は
厄
介
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
福
沢
は
書
く
こ
と
が
仕
事
で
す
が
、
大
隈
は
そ
も
そ
も
文
字
を
書
き
ま

せ
ん
。
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
大
隈
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
書
い
た
の
は
公
文
書
の
署
名
以
外
に
は
二
点
だ
け
だ
と
い
う

ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
文
字
を
書
か
な
か
っ
た
大
隈
で
す
か
ら
、
大
隈
が
書
い
た
と
い
っ
て
も
代
筆
に
よ
る
も
の

が
も
っ
ぱ
ら
で
す
。
し
か
も
、
著
者
が
大
隈
だ
と
は
言
っ
て
み
て
も
、
大
隈
が
自
分
で
ど
こ
ま
で
書
い
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

座
談
と
か
回
顧
録
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
純
粋
な
著
作
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
。
そ
の
意
味
で
、
福
沢
に
は『

全
集』

が
あ
り
、

福
沢
が
出
し
た
手
紙
が
あ
り
ま
す
が
、
大
隈
の

『

全
集』

は
な
く
、
大
隈
に
か
か
わ
る
手
紙
は

｢

関
係
文
書｣

、
つ
ま
り
大
隈
の

と
こ
ろ
に
来
た
手
紙
が
も
っ
ぱ
ら
で
す
。
出
し
た
手
紙
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
福
沢
に
は
い
い
伝
記
や
研
究
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
大
隈
の
伝
記
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
も
福
沢
に
比

べ
る
と
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
研
究
を
進
め
な
が
ら
作
業
の
進
捗
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、

『

福
沢
事
典』

と
比
較
し
て
の
《
大
隈
事
典
》
の
困
難
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
は
た
し
て

『

福
沢
事
典』

の
よ
う
な
も
の
が
で
き
る

の
か
ど
う
か
、《
大
隈
事
典
》
を
つ
く
る
の
は
な
か
な
か
大
変
で
す
。

た
だ
し
、｢

早
稲
田
学｣

と
い
う
こ
と
で
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
学
生
向
け
の
講
義
を
担
当
し
て

お
り
ま
す
。
春
に
大
隈
重
信
に
つ
い
て
一
五
回
教
え
、
秋
に
は
早
稲
田
大
学
の
歴
史
を
一
五
回
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を

二
年
間
や
り
、
こ
の
四
月
か
ら
は
じ
ま
る
二
〇
一
一
年
度
が
三
年
目
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
大
隈
重
信
の
全
人
物
像
と
、

早
稲
田
の
大
き
な
流
れ
を
、
ど
う
語
り
、
ど
う
伝
え
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
い
わ
ば
事
典
的
な
も
の
、

小
事
典
的
な
も
の
が
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
ま
ず
こ
う
し
た
と
こ
ろ
を
足
場
に
し
な
が
ら
、
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《
事
典
》
的
な
も
の
を
準
備
し
、｢

一
五
〇
年｣

を
展
望
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

試
し
に
《
大
隈
事
典
》
な
ら
ど
う
な
る
の
か
、『

福
沢
事
典』

に
な
ら
っ
て
構
成
を
書
い
て
み
る
と
、｢

Ⅰ

生
涯｣

(

幕
末
〜

新
政
府
の
官
僚
〜
下
野
と
政
党
結
成
〜
外
相
・
首
相
・
政
治
家
〜
教
育
・
文
明
運
動
〜
日
常
と
家
庭)

、｢

Ⅱ

人
び
と｣

(

大
隈

を
め
ぐ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク)

、｢

Ⅲ

著
作｣

(

単
行
本
五
〇
冊
以
上)

、｢

Ⅴ

こ
と
ば｣

(

演
説
・
座
談
な
ど
か
ら)

、｢

Ⅵ

表
象｣

(

写
真
・
銅
像
・
遺
品
・
絵
な
ど)

、｢

Ⅸ

年
譜｣

、｢

Ⅹ

基
本
文
献｣

と
い
っ
た
感
じ
で
す
。
結
果
的
に
、
か
な
り
抜

け
る
も
の
が
出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ

｢

辛
口
の
注
文｣

と
い
う
注
文
に
応
え
て

１

三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
と
日
本
の

｢
ポ
リ
ス｣

さ
て
、
最
後
に
、
西
澤
先
生
か
ら

｢

辛
口
の
注
文
を
し
て
ほ
し
い｣

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
え
て
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
、
個
別
的
な
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
、
私
は
日
本
の
警
察
の
歴
史
も
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
、
つ
い
最
近
、
書
い
た
も
の

の
な
か
で
、
福
沢
に
も
言
及
し
ま
し
た
。
実
は

『

福
沢
事
典』
の
一
〇
五
頁
か
ら
一
〇
六
頁
に
か
け
て

｢

三
田
移
転｣

と
い
う
項

目
が
あ
り
、
こ
こ
に

｢

巡
羅｣

の
話
が
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
項
目
で
、
日
本
の
警
察
制
度
の
ス
タ
ー

ト
に
福
沢
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
警
察
研
究
と
い
う
角
度
か
ら
ち
ょ
っ
と
注
文
を
つ
け
る

と
、
お
そ
ら
く

『

福
翁
自
伝』

に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
も
う
少
し
深
め
る
と
、
ポ
リ
ス
制
度
創
設

と
福
沢
と
の
関
わ
り
が
、
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
三
田
の
校
地
を
手
に
入
れ
た
こ
と
と
密
接
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に
か
か
わ
る
事
柄
で
す
の
で
、
慶
應
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
と
く
に
大
切
な
事
柄
か
と
思
い
ま
す
。

一
八
七
〇
年
閏
一
〇
月

(

陽
暦
一
二
月)

、
福
沢
は
参
議
広
沢
真
臣
の
依
頼
を
う
け
て
、｢

取
締
の
法｣

と
題
す
る
文
書
を
東
京

府
に
提
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
三
年
前
、
二
度
目
の
渡
米
の
際
に
持
ち
帰
っ
た
事
典

『

ニ
ュ
ー
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
ク
ロ
ペ

デ
ィ
ア』
の
な
か
のpolice

の
項
目
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
訳
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
福
沢
はpolice

を

｢

取
締｣

と
訳
し
て
、｢
兵
力｣

と
は
別
個
の
も
の
だ
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
東
京
府
は
一
二
月
、
西
洋
の
規
則
に
な
ら
っ
て

｢

ポ
リ
ス｣

を
設
置
し
た
い
と
申
請
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
は
あ
り
ま
し
た
が
、
翌
年
一
〇
月
、｢

邏
卒｣

と

い
う
名
称
で
東
京
に
は
三
〇
〇
〇
人
の

｢

ポ
リ
ス｣

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

２

立
憲
改
進
党
と
三
田
派
の
関
係

つ
ぎ
に
大
隈
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
す
。
索
引
を
活
用
し
ま
す
と
、｢

Ⅰ

生
涯｣

の
な
か
の
三
八
頁
分
で
大
隈
に
言
及
が
あ

る
よ
う
で
す
。
中
心
は

｢

明
治
一
四
年
の
政
変｣

の
部
分
と
、｢

大
隈
条
約
改
正
案｣

に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
研
究
関
心
か
ら
す
る
と
、
立
憲
改
進
党
の
結
党
と
慶
應
義
塾
、
三
田
派
の
関
係
が
よ
く
見
え
な
い
の
で
す
。

改
進
党
の
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
東
洋
議
政
会
は
、
福
沢
門
下
の
三
田
派
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
何
な
の
か
が
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
尾
崎
行
雄
や
犬
養
毅
や
矢
野
文
雄
ら
が
ど
う
絡
み
あ
い
な
が
ら
大
隈
を
支
え
て
い
た
の
か
と
い
う
あ
た
り
を

ぜ
ひ
知
り
た
い
。
立
憲
改
進
党
に
つ
い
て
は
、
小
野
梓
関
係
の
史
料
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
書
け
る
の
で
す
が
、
三
田
派
の
動
き
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
小
野
の
史
料
か
ら
は
、
小
野
中
心
の
立
憲
改
進
党
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
実
際

に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
は
ず
の
東
洋
議
政
会
系
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。『

福
沢
事
典』

に
何
か
な
い
か
と
思
っ
て
見
た

の
で
す
が
、
や
は
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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３

文
明
を
ど
う
問
う
か

以
上
の
個
別
的
な
事
柄
と
は
別
の
大
き
な
問
題
は
、
文
明
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
文
明
は
福
沢
に
と
っ
て
は
も
っ

ぱ
ら
プ
ラ
ス
と
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
大
隈
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。『

文
明
論
之
概
略』

を
書
い
た
福

沢
に
対
し
て
、
大
隈
は

｢

東
西
文
明
の
調
和｣

を
主
張
し
、
大
日
本
文
明
協
会
を
推
進
し
ま
し
た
。

し
か
し
、｢

文
明｣
を
裏
返
せ
ば
、
文
明
の
反
対
に
は
、
こ
れ
は
事
典
の
項
目
に
も
あ
り
ま
す
が
、｢

未
開
と
野
蛮｣

が
控
え
て

い
る
と
い
う
構
造
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
文
明
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
る
べ
き
野
蛮
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
、
こ
う
し

た
問
題
を
含
め
る
と
、
同
時
代
の
な
か
で
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た

｢

文
明｣

の
プ
ラ
ス
面
が
、
改
め
て
問
わ
れ
て
く
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
今
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、｢

野
蛮｣

な
る
も
の
を
ど
う
み
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
の
検
証
が
必
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。

福
沢
、
大
隈
ら
と
同
時
代
の
視
点
、
彼
ら
が
生
き
た
時
代
の
課
題
を
見
据
え
る
目
、
つ
ま
り
、
近
代
化
、
文
明
化
を
同
時
代
の

構
造
の
な
か
で
と
ら
え
る
視
点
は
不
可
欠
で
す
が
、
し
か
し
、
同
時
に
現
在
か
ら
み
て
、
そ
れ
を
ど
う
超
え
て
い
く
の
か
と
い
う

視
点
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
も
、
厄
介
で
す
が
、
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

４

ア
ジ
ア
と
ど
う
向
き
合
う
か

こ
れ
と
も
か
か
わ
っ
て
、
と
く
に
ア
ジ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
目
を
向
け
る
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
朝
鮮
へ
の
視
線
、

あ
る
い
は
清
国
へ
の
視
線
は
、
文
明
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
克
服
の
対
象
、
援
助
の
対
象
に
な
っ
て
く
る
。
援
助
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
�
こ
ち
ら
側
�
が
相
手
に
対
し
て
優
越
し
た
立
場
に
あ
る
と
い
う
構
造
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味

『慶應義塾史事典』 『福沢諭吉事典』 の完成に寄せて

271



で
、
朝
鮮
に
対
す
る
�
援
助
�
の
背
後
に
は
、
介
入
・
干
渉
の
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
厄
介
な
問
題
が
控
え
て
い
る

の
で
す
。

事
典
で
は

｢

脱
亜
論｣

に
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
で
は
、｢

東
洋
盟
主
論｣

的
な
福
沢
の
思
想
は
ど
う
な
の
か
。
大
隈
に

も
同
様
な
問
題
が
は
ら
ま
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
序
列
化
の
論
理
と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
福
沢
に
と
っ
て

｢

脱
亜
論｣
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
隈
に
と
っ
て
は

｢

二
一
ヵ
条
要
求｣

が
あ
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
、
人
物
の
評
価
に
つ
な
げ
て
い
く
の
か
、
問
わ
れ
る
べ
き
大
き
な
課
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、『

福
沢
事
典』

を
め
ぐ
っ
て
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
清
国
を
福
沢
は
ど
う
見
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
点
が
、
ど
う
も
事
典
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
た
し
か
に
、
朝
鮮
に
対
す
る
問
題

は
か
な
り
意
識
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
朝
鮮
に
対
す
る
梃
入
れ
は
、
清
国
と
の
対
立
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
り
ま
す
し
、
儒
教
批
判
や
日
清
戦
争
絡
み
で
言
い
ま
す
と
、
中
国
に
対
す
る
福
沢
の
視
線
や
福
沢
の
評
価
は
、
や
は
り
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
へ
ん
に
つ
い
て
早
稲
田
絡
み
で
言
い
ま
す
と
、
清
国
か
ら
の
留
学
生
受
け
入

れ
と
か
、
大
隈
内
閣
の
時
期
の
中
国
に
対
す
る

｢
二
一
ヵ
条
要
求｣

と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
慶
應
の
場
合
は

ど
う
な
の
か
、
福
沢
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
思
い
つ
く
ま
ま
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
最
後
に
や
は
り
先
ほ
ど
井
上
先
生
、
秋
山
先
生
も
お
話
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
問
題
と
か
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
活
用
と
い
っ
た
こ
と
で
、
何
か
見
通
し
が
あ
れ
ば
う
か
が
っ
て
、
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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