
真
宗
大
学
の
特
質

慶
応
義
塾
と
の
対
比(

中)
-

延 

塚 

知 

道

三 

「
修
身
要
領
」
制
定
の
事
情

㈡

内

地

雑

居

福
沢
諭
吉
は
、

一
八
九
八(

明
治
三
十
一)

年
九
月
二
十
六
日
に
、
脳
出
血
で
倒
れ
た
。
幸
に
も
病
は
回
復
す
る
が
、
そ
れ
以
後
、
彼
は 

再
び
著
書
や
論
説
等
を
著
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
〇
ー(

明
治
三
十
四)

年
、
こ
の
年
の
十
月
十
三
日
に
真
宗
大
学
が
開
校
さ
れ 

る
が
、
そ
の
ハ
ケ
月
ほ
ど
前
の
二
月
三
日
に' 

彼
は' 

脳
出
血
の
再
発
で
こ
の
世
の
命
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
病
に
倒
れ
て
か
ら
そ
の
再 

発
で
亡
く
な
る
ま
で
の
二
年
四
ヶ
月
の
短
い
間
に' 

福
沢
は' 

慶
応
義
塾
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
「修
身
要
領
」
の
制
定
に
、
最
後
の
力 

を
ふ
り
し
ぼ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「修
身
要
領
」
は' 

義
塾
の
建
学
の
精
神
と
い
う
だ
け
で
な
く'

彼
の
生
涯
を
貫
ぬ
く
志
願
で 

も
あ
っ
た
道
徳
教
育
の
集
大
成
と
し
て
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
義
塾
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
学
生
の
数
に
は
限
り
が 

あ
る
か
ら
、
こ

の

「修
身
要
領
」
を
、
彼
の
新
聞
社
で
あ
っ
た
時
事
新
報
社
を
通
じ
て
、
全
国
に
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
義
塾 

か
ら
は
、
数
多
く
の
遊
説
隊
を
全
国
へ
派
遣
し
て
、
こ

の

「修
身
要
領
」
を
、
全
国
規
模
の
道
徳
運
動
と
し
て
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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ち
ょ
う
ど
そ
の
運
動
が
最
も
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
頃
、
真
宗
大
学
が
開
校
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

福
沢
が
、
こ
の
運
動
を
全
国
規
模
に
ま
で
展
開
さ
せ
た
一
つ
の
事
情
に
は
、
先
稿
で
尋
ね
た
よ
う
に' 

日
清
戦
争
後
の
日
本
の
思
想
の 

混
迷
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
世
相
の
頹
廃
状
況
と
が
あ
っ
た
。
今
一
つ
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
時
期
、
日
本
は
、
対
外
的
な
事
情
と
し
て' 

条
約
改
正
に
よ
る
外
国
人
居
留
地
の
廃
止
と
、
内
地
雑
居
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
七
年
か
ら
三
十
年
の
間
に
か
け
て
、
日
本
は
、
関
係
す
る
十
五
ケ
国
と
の
間
で
、
不
平
等
条
約
の
改
正
を
行
な
っ
て
い
た
。
 

そ
の
条
約
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
 

明
治
三
十
二
年
の
七
月
か
ら' 

外
国
人
の
治
外
法
権
が
撤
廃
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に' 

そ
れ
ま
で
の 

居
留
地
を
失
く
し
て
、
外
国
人
の
内
地
雑
居
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
地
雑
居
は
、
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
「第
二 

の
開
国
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 

宗
教
、
教
育
、
産
業
、
政
治
等
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
近
代
国
家
と
し
て
の
実
質
が
た
め
さ
れ 

る
、
日
本
の
事
実
上
の
開
国
で
あ
っ
た
。
横
山
源
之
助
は' 

明
治
三
十
二
年
に
発
行
さ
れ
た
『
内
地
雑
居
後
之
日
本
』
と
い
う
著
書
の
中 

で
、
当
時
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
十
七
年
に
入
り
て
、
日
清
戦
争
起
り
た
り
、
今
ま
で
東
洋
の
一
孤
島
と
し
て
、
世
界
の
注
目
の
外
に
在
り
た
る
日
本
国
が
、
俄
に 

東
洋
の
一
大
強
国
と
し
て
、
世
界
の
注
目
を
惹
く
に
至
れ
り
、
而
し
て
間
も
な
く
此
の
七
月
よ
り' 

内
地
雑
居
と
い
う
今
古
未
曾
有 

の
時
機
に
入
ら
ん
と
す
。(

中
略)

果
然
四
五
年
前
よ
り
そ
ろ
く
準
備
は
始
め
ら
れ
た
り
、
内
地
雑
居
準
備
等
は
当
局
者
の
間
に
設
け
ら
れ
た
り
、
民
法
商
法
の
法 

典
は
編
算
せ
ら
れ
た
り
、
警
察
事
務
取
扱
は
丁
重
と
は
な
れ
り
迅
速
と
は
な
り
た
り
、
監
獄
事
務
も
急
に
改
め
ら
れ
ん
と
せ
り
、
民 

間
に
は
英
語
研
究
会
四
方
に
起
り
、
急
に
語
学
生
増
加
し
、
欧
文
印
刷
所
忙
し
く
、
教
育
家
の
間
に
も
内
地
雑
居
後
の
教
育
方
法
研 

究
せ
ら
れ
、
文
学
者
も
志
あ
る
者
は
世
界
の
文
学
を
頭
脳
に
置
き
、
特
に
影
響
あ
る
べ
き
実
業
界
に
於
て
は
、
商
人
は
日
夜
内
地
雑 

居
後
を
夢
み
、
工
業
家
は
資
本
を
集
め
て
基
礎
を
堅
め
ん
と
す' 

今
や
甲
も
、
乙
も
、
丙
も
、
丁
も
、
猫
も
、
杓
子
も
内
地
雑
居
を 

説
き
、
七
月
以
後
を
想
像
し
て
身
の
仕
末
を
付
け
ん
と
す
、
浮
世
風
呂
の
流
が
し
場
、
床
屋
の
店
端
、
噂
に
出
づ
る
は
内
地
雑
居
の
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事' 

鉄
道
の
音
響
聞
こ
へ
ぬ
草
深
か
き
田
舎
に
至
る
ま
で
、
永
き
日
を
此
の
噂
に
消
し
居
る
な
り
。

(
『内
地
雑
居
後
之
日
本
』
・
横
山
源
之
助
著
・
岩
波
文
庫
・
四
三
頁) 

こ
の
横
山
の
著
述
に
よ
っ
て
も
、
日
本
の
全
体
が
、
近
代
国
家
の
真
価
が
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
と
、
そ
の
狼
狙
ぶ
り
が
よ
く 

分
か
る
。
横
山
は
ま
た
、
同
じ
書
物
の
中
で' 

次
の
よ
う
に
も
述.
へ
て
い
る
。

日
清
戦
争
は
、
武
器
を
以
て
其
の
勝
利
を
決
し
た
る
。
言
は£

単
純
な
る
勝
負
に
過
ぎ
ざ
り
し
が
、
内
地
雑
居
は' 

人
情
に
於
て
、
 

道
徳
に
於
て' 

産
業
に
於
て
、
 

企
業
心
に
於
て
、

且
つ
労
働
に
於
て
、

技
芸
に
於
て
勝
負
を
決
す
る
戦
争
な
れ
ば
、(

中
略)

軍
器 

を
も
て
勝
敗
の
定
ま
る
や
う
な
、
気
楽
に
し
て
迅
速
な
る
者
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
 

(

同
・
一
四
頁) 

こ
の
よ
う
に
横
山
は
、
こ
の
内
地
雑
居
を
国
際
的
な
戦
争
と
捉
え
て
い
る
。
日
本
の
宗
教
、
道
徳
、
教
育
、
文
化
、
伝
統
、
法
律
、
企 

業
の
生
産
能
力
、
等
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
近
代
性
や
競
争
力
が
問
わ
れ
る
の
は
、
開
国
以
来
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し 

か
も
そ
れ
が
、
国
際
舞
台
と
い
う
ま
な
板
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
内
地
雑
居
の
問
題
は
、
烈
強
諸
国
と
の
国
家
的
な
戦
争
と 

い
う
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
内
地
雑
居
は
、
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
単
に
外
国
人
と 

生
活
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
分
野
で
、
今
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
の
、
多
く
の
問
題
を 

抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈢

内
地
雑
居
と
同
志
社
の
綱
領
削
除
問
題

実
は
、
こ
の
内
地
雑
居
の
問
題
は
、

『
親
鸞
教
学
』
第
六
十
号
で
す
で
に
発
表
し
た
、

同
志
社
の
綱
領
削
除
問
題
と
も
深
く
か
か
わ
っ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
同
志
社
は
、

一
八
九
八(

明
治
三
十
一)

年
二
月
の
社
員
会
に
お
い
て
、
文
部
省
よ
り
徴
兵
猶
予
の
認
可
を
得
る
た
め 

に
、
同
志
社
通
則
の
綱
領
を
削
除
し
た
。
こ
の
年
の
三
月
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
経
営
的
に 

は
大
き
な
効
果
が
期
待
さ
れ
た
こ
の
措
置
も
、
教
育
理
念
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
大
き
く
後
退
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
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と
し
て
、
社
員
会
と
校
友
会
に
代
表
さ
れ
る
同
志
社
内
外
に' 

大
き
な
波
紋
を
広
げ
な
が
ら
、
紛
糾
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
同
志
社
社
員
会
が
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
措
置
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
よ
り
ー 

年
前
の
明
治
三
十
年
に
は
、
同
志
社
の
経
営
母
体
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
か
ら
の
寄
附
金
は
完
全
に
途
絶
え' 

同
志
社
は
経
営 

的
に
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
は
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
、
同
志
社
の
創
立
者
で
あ
っ
た
新
島
襄
を
全
面
的
に
支
援
し
た
。
 

だ
か
ら
同
志
社
に
は
、
創
立
当
初
か
ら
多
額
の
資
金
を
提
供
し' 

多
く
の
宣
教
師
を
送
り
込
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
島
の
死
後' 

同
志 

社
と
ボ
ー
ド
と
の
関
係
は' 

徐
々
に
険
悪
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
が
、
資
産
の
問
題
で
あ
る
。
当 

時
、
日
本
の
法
律
で
は' 

外
国
人
が' 

国
内
の
土
地
や
建
物
を
所
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て' 

多
額
の
寄
附
を
し 

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ー
ド
と
そ
の
宣
教
師
達
は
、
同
志
社
の
運
営
に
関
し
て
、
社
員
会
に
全
面
的
に
ま
か
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
神
学
の
教
義
上
の
問
題
で
、
同
志
社
と
ボ
ー
ド
と
の
間
に
、
齟
齬
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
は
、
強
烈
な 

教
育
勅
語
体
制
の
下
に
あ
り
、
国
家
の
統
制
が
厳
し
い
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
よ
り
も
、
天
皇
の
臣
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
余 

儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
同
志
社
の
社
員
会
に
、
業
を
煮
や
し
た
ボ
ー
ド
は' 

神
学
上
の
問
題
を
つ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
は
同
志
社 

に
対
し
て' 

自
分
達
が
主
張
す
る
教
義
に
則
っ
た
信
仰
告
白
を
求
め
て
く
る
が
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
同
志
社
は' 

逆
に
、
日
本
の
実
情
に 

合
っ
た
研
究
と
教
育
の
自
由
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
と
そ
の
宣
教
師
達
に
し
て
み
れ
ば
、
多
額
の
資
金
提
供
を
し
て
い
る
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
同
志
社
の
勝
手
な
主
張
を
、
絶
対
に
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
等
の
影 

響
も
あ
っ
て
、
国
民
の
排
外
感
情
に
拍
車
が
か
か
り
学
生
数
の
激
減
が
起
こ
る
。
ボ
ー
ド
は
こ
れ
を
、
同
志
社
の
教
育
上
の
責
任
と
し
て 

追
求
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
明
治
三
十
年
、
ボ
ー
ド
は
同
志
社
へ
の
寄
附
金
を
、
全
面
的
に
取
り
や
め
る
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
同 

志
社
は
、
こ
れ
よ
り
、
教
育
勅
語
体
制
下
に
あ
っ
た
日
本
の
厳
し
い
状
況
の
中
で' 

教
育
に
お
い
て
も
経
営
に
お
い
て
も
、

一
人
立
ち
を
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余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
ボ
ー
ド
は
、
教
育
理
念
の
問
題
と
同
時
に
、
経
営
上
の
不
信
感
か
ら' 

明
治
三
十
一
年
の
綱
領
削
除
に
際 

し
て
、
明
治
三
十
年
ま
で
に
ボ
ー
ド
が
同
志
社
に
対
し
て
行
な
っ
た
寄
附
金
の
全
額
返
還
を
求
め
て
、
訴
訟
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
で 

あ
る
。
し
か
し
資
産
の
所
有
者
は
、
名
義
上
社
員
会
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
の
法
律
で
は' 

ボ
ー
ド
に
勝
訴
の
見
込
み
は
な
か
っ
た
。
そ 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
訟
を
し
よ
う
と
じ
た
の
は
、
条
約
改
正
を
ひ
か
え
て
、
外
国
人
の
資
産
の
所
有
問
題
に
つ
い
て
、
近
代
国
家
と
し 

て
の
日
本
の
法
律
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
、
世
界
に
知
ら
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
う
な
る
と
同
志
社
の
綱
領
削
除
の
問
題
は
、
単
に
一
大
学
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
国
際
問
題
と
な
る
。
外
交
上
の
諸
問
題
を
視 

野
に
入
れ
な
が
ら
、
大
隈
前
首
相
も
、
同
志
社
に
対
し
て
、
寄
附
金
を
全
額
返
還
す
る
か
、
綱
領
を
復
元
し
て
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
あ
き 

ら
め
る
か
、
 

ど
ち
ら
か
に
す
る
よ
う
勧
告
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
勝
訴
し
て
も' 

同
志
社
の
風
当
り
を
強
く
す 

る
ば
か
り
で
あ
る
と
判
断
し
た
社
員
会
は
、
ボ
ー
ド
が
提
訴
に
踏
み
切
る
前
の
十
二
月
、
即
ち
綱
領
削
除
か
ら
十
ヶ
月
に
し
て
、

つ
い
に 

総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

一
八
九
九(

明
治
三
十
二)

年
、
新
社
員
会
は
、
た
だ
ち
に
綱
領
の
復
元
を
決
め
る
が
、
条
約
改
正 

を
間
近
に
ひ
か
え
た
政
府
は
、
外
交
上
の
問
題
を
恐
れ
た
の
か
、
同
志
社
の
徴
兵
猶
予
の
特
典
を
取
り
消
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
こ
の
年
の
条
約
改
正
に
よ
っ
て
、
外
国
人
居
留
地
が
廃
止
さ
れ
、
 

内
地
雑
居
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
同
志
社
の
問
題
で
も
よ
く
分
か
る
よ
う
に' 

ボ
ー
ド
は
、
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
法
律
上
の
不
備
を
、
国
際
的
に
強
く
訴
え 

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
中
心
問
題
は
、
外
国
人
の
日
本
に
お
け
る
資
産
の
問
題
で
あ
る
。
条
約
改
正
と
明
治
三
十
二
年
七
月 

か
ら
の
内
地
雑
居
は
、
日
本
が
様
々
な
面
で
烈
強
諸
国
と
対
等
に
つ
き
合
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
特
に
資
本
力
の
大
き
な
外 

国
企
業
が' 

日
本
で
自
由
に
資
産
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
産
業
界
に
お
い
て
、
殊
に
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
労
働
問
題
に
焦 

点
を
当
て
た' 

先
の
横
山
源
之
助
著
の
『
内
地
雑
居
後
之
日
本
』
に
は
、

あ
ゝ
内
地
雑
居
は
、
欧
米
人
と
平
和
の
間
に
戦
争
を
開
く
な
り
、
特
に
産
業
の
上
に
最
も
激
し
き
戦
争
あ
る
べ
し
、
而
し
て
觀
面
に
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影
響
あ
る
べ
き
は
職
工
な
り
、
知
ら
ず
職
工
諸
君
は
如
何
な
る
覚
悟
あ
り
や' 

請
ふ
余
輩
を
し
て
暫
ら
く
職
工
諸
君
の
現
状
に
就
き 

果
し
て
内
地
雑
居
後
、
欧
米
人
と
戦
争
し
て
能
く
勝
を
占
む
べ
き
や
、
否
や
を
考
ふ
べ
し
。
 

(

同
・
ニ
ハ
頁) 

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
内
地
雑
居
が
、
特
に
そ
の
産
業
面
に
お
い
て
は
、
資
本
力
や
生
産
力
が
問
わ
れ
る
国
家
的 

な
戦
い
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、

窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
注
、
こ
の
同
志
社
の
綱
領
削
除
に
対
す
る
清
沢
満
之
の
発
言
や
、
そ
の 

発
言
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
満
之
の
学
の
特
質
等
に
つ
い
て
は
、
『
親
鸞
教
学
』
第
亠
ハ
十
号
、
拙
稿
「真
宗
大
学
の
特
質!
!

清
沢
満
之
畢
生
の
願
い!
!

」 

を
、
お
読
み
頂
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。)

㈣

内
地
雑
居
と
清
沢
満
之

近
代
日
本
に
と
っ
て
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
の
内
地
雑
居
に
つ
い
て
、

清
沢
満
之
は
、

『
病
床
雑
誌
』
と

『
徒
然
雑
誌
』
で
触
れ 

て
い
る
。
し
か
し
当
時
の
満
之
は
、
肺
患
の
病
が
ひ
ど
く
、
そ
の
た
め
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
充
分
な
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ 

れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
こ
の
事
態
を
ど
う
い
う
事
柄
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
、
満
之
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
。
 

そ
の
満
之
の
姿
勢
と
思
索
は
、
福
沢
諭
吉
が
目
指
し
た
方
向' 

だ
か
ら
ま
た
近
代
日
本
が
志
向
し
た
方
向
と
は
、
異
質
で
あ
る
と
思
わ
れ 

る
。
満
之
と
福
沢
の
思
想
の
質
的
な
違
い
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
と
ま
と
め
は' 

次
稿
に
譲
る
と
し
て' 

こ
こ
で
は
満
之
の
言
葉
を
手 

が
か
り
と
し
て
、
平
等
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
福
沢
と
の
質
的
な
違
い
を
尋
ね
て
み
た
い
。

満
之
は
、
明
治
三
十
一
年
一
月
十
五
日
の
『
病
床
雑
誌
』
で
、
内
地
雑
居
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
 

内
地
雑
居
の
準
備
と
云
ふ
て
別
段
の
思
ひ
附
き
も
な
け
れ
ど
も
、
先
づ
教
育
上
に
就
き
て
云
は
ヾ
ヽ
日
本
に
は
日
本
固
有
の
元
気
と 

か' 

精
神
と
か' 

思
想
と
か
云
ふ
も
の
ゝ
あ
る
こ
と
を
、

一
層
顕
赫
な
ら
し
む
る
こ
と
を
努
む
べ
き
な
り
。

(

『
清
沢
満
之
全
集
』
第

七

巻

・
一
四
五
頁) 

と
述
べ
て
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彼
の
酔
欧
と
か
云
ふ
が
如
き
風
に
、
何
も
彼
も
西
洋
と
か
、
欧
米
と
か
云
ふ
て
、
我
を
忘
れ
て
彼
に
従
ふ
は
決
し
て
正
当
の
こ
と
に 

あ
ら
ず
。
先
づ
我
が
固
有
の
妙
所
長
所
を
善
く
考
究
し
て
、
而
し
て
之
を
攻
む
る
に
他
山
の
石
を
以
て
す
る
の
順
序
精
神
を
忘
る
可 

か
ら
ず
。
 

(

同-

一
四
五
頁) 

と
、
近
代
合
理
主
義
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
国
の
考
え
方
や
様
々
な
文
化
を' 

我
を
忘
れ
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く'

そ 

れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
日
本
人
と
は
何
か
、
そ
の
主
体
を
ま
ず
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
育
に
お
い
て
は' 

「
日
本
の
事
を
第
一
に
教
授
」
す
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、

然
れ
ど
も
、
斯
く
云
は
づ
と
て
、
決
し
て
強
ち
に
排
欧
と
か
斥
米
と
か
云
ふ
こ
と
を
為
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
日
本
に
は
日
本
固
有
の 

特
長
あ
る
を
認
む
る
と
同
時
に
、
外
国
に
は
各
を
亦
た
特
長
あ
る
べ
き
こ
と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
此
の
辺
よ
り
見
る
時
は
、
万
国
共 

に
各
ミ
特
長
あ
り
て
彼
此
相
互
に
平
等
た
る
べ
き
な
り
。
此
の
平
等
的
観
念
が' 

今
所
謂
内
地
雑
居
な
る
こ
と
を
惹
起
し
た
る
本
源 

な
る
が
故
に
、
此
の
観
念
は
飽
迄
懇
篤
丁
寧
に
養
成
せ
ら
れ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
 

(

同
・
一
四
五
頁) 

と
述
べ
て
、
内
地
雑
居
が
立
脚
す
べ
き
根
拠
は
、
平
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
平
等
と
い
う
根
拠
に
立
脚
し
て
、
ま
ず
第
一
に
日
本 

固
有
の
特
長
を
学
び
、
そ
の
上
で
外
国
固
有
の
特
長
を
良
く
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
内
地
雑
居
に
当
っ
て
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
こ
の
平 

等
と
い
う
観
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
平
等
こ
そ
を
、
教
育
の
上
か
ら
よ
く
養
成
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 

即
ち

(ヽ

一)

日
本
に
は
日
本
固
有
の
特
長
あ
る
こ
と
、
及
び
、(

二)

外
国
に
も
各
国
固
有
の
特
長
あ
る
が
故
に
、
此
の
点
に
於
い 

て
は
、
日
本
と
外
諸
国
と
は
対
等
平
等
の
位
地
に
あ
る
べ
き
こ
と
。
此
の
ニ
要
義
は
、
特
に
日
本
の
道
徳
宗
教
上
に
於
い
て' 

充
分 

に
明
示
せ
ら
れ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
即
ち' 

此
の
如
き
道
徳
宗
教
の
主
義
は
、
単
に
国
家
の
み
を
至
上
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
又
、
単 

に
万
民
平
等
の
み
を
主
義
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
差
別
平
等
の
二
主
義
を
融
和
包
含
せ
る
円
満
主
義
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

(

同
・
一
四
六
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
内
地
雑
居
に
あ
た
っ
て
、
満
之
は
、
ま
ず
第
一
に
、
外
国
の
思
想
文
化
を
受
け
入
れ
る
べ
き
、
日
本
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の
主
体
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
道
徳
宗
教
と
い
う
観
点
か
ら
、
平
等
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と 

い
う
の
で
あ
る
。

満
之
が
こ
こ
で
い
う
平
等
と
は' 

一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
満

之

は

「単
に
国
家
の
み
を
至
上
と
す
べ 

き
に
あ
ら
ず
。
」
と
言
う
。
日
本
の
独
立
と
い
う
一
国
の
命
運
を
賭
け
た
課
題
を' 

誰
も
が
担
っ
て
い
た
当
時
、

こ
の
言
葉
は
、

満
之
の 

平
等
が
、
国
家
を
も
越
え
た
意
義
を
持
つ' 

と
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
先
の
言
葉
に
続
け
て
、

「
単
に
万
民
平
等
の 

み
を
主
義
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

差
別
平
等
の
二
主
義
を
融
和
包
含
せ
る
円
満
主
義
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
」

と
い
う
満
之
の
平 

等
は
、
ど
こ
ま
で
も
日
本
一
国
の
独
立
を
生
涯
の
課
題
と
し
て
、
万
民
平
等
を
唱
え
た
福
沢
の
平
等
と
は
、
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
を
感 

じ
さ
せ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
福
沢
諭
吉
は
、
『
学
問
の
す
す
め
』
の
冒
頭
で

天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
。
さ
れ
ば
天
よ
り
人
を
生
ず
る
に
は
、
万
人
は
万
人
皆
同
じ
位
に
し 

て
、
生
れ
な
が
ら
貴
賤
上
下
の
差
別
な
く
、
万
物
の
霊
た
る
身
と
心
と
の
働
き
を
も
っ
て
天
地
の
間
に
あ
る
よ
ろ
ず
の
物
を
資
り
、
 

も
っ
て
衣
食
住
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
、
互
い
に
人
の
妨
げ
を
な
さ
ず
し
て
各
ゝ
安
楽
に
こ
の
世
を
渡
ら
し
め
給
う
の
趣
意
な
り
。

(
『全
集
』
第
三
巻
・
二
九
頁) 

と
、
人
が
こ
の
世
で
生
き
る
上
に
お
い
て' 

万
人
は
、
平
等
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
世
に
不
平
等
を
作 

り
出
す
原
因
は'

実
語
教
に
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
し
、
智
な
き
者
は
愚
人
な
り
と
あ
り
。
さ
れ
ば
賢
人
と
愚
人
と
の
別
は' 

学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に 

由
っ
て
出
来
る
も
の
な
り
。
 

(

同'

一
五
頁) 

と
い
い
、
そ
の
学
問
を

た
だ
む
つ
か
し
き
字
を
知
り
、
解
し
難
き
古
文
を
読
み
、
和
歌
を
楽
し
み' 

詩
を
作
る
な
ど' 

世
上
に
実
の
な
き
文
学
を
言
う
に
あ
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ら
ず
。(

中
略)

今
か
か
る
実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し
、
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
。

(

同

・
三
〇
頁) 

と
、
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
福
沢
が
日
本
の
独
立
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
決
定
的
な
縁
は
、
彼
の
三
回
の
渡
航
経
験
で
あ
っ
た
。
彼
が 

こ
の
経
験
で
学
ん
だ
こ
と
の
第
一
は
、
国
家
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
が
ア
ジ
ア
の
港
で
見
た
国
は
、
文
化
や
伝
統
の
違
い
も
さ
る
こ 

と
な
が
ら' 

圧
倒
的
な
国
力
の
違
い
に
よ
っ
て
、
弱
肉
強
食
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
第
二
に
は
、
そ
の
国
力
の
違
い
が
、
サ
イ
エ 

ン
ス
と
い
う
学
問
を
基
に
し
た
文
明
の
進
歩
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
は
、
そ
の
文
明
の
進
歩
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
そ 

の
国
の
人
々
の
独
立
不
羈
の
精
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
明
強
国
の
中
に
あ
っ
て
、
わ
が
日
本
国
は
、
ど
の
よ
う
に
独
立
を
全
う
す 

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
三
度
の
渡
航
経
験
に
よ
っ
て
福
沢
が
担
っ
た
日
本
人
と
し
て
の
彼
の
責
任
で
あ
っ
た
。
彼

の

『
文
明
論 

之
概
略
』
に
は
、

目
的
を
定
め
て
文
明
に
進
む
の
一
事
あ
る
の
み
。
其
目
的
と
は
何
ぞ
や
。
内
外
の
区
別
を
明
に
し
て
我
日
本
国
の
独
立
を
保
つ
こ
と 

な
り
。
而
し
て
此
の
独
立
を
保
つ
の
法
は
文
明
の
外
に
求
む
可
ら
ず
。
今
の
日
本
国
人
を
文
明
に
進
る
は
此
国
の
独
立
を
保
た
ん
が 

た
め
の
み
。
故
に
、
国
の
独
立
は
目
的
な
り' 

国
民
の
文
明
は
此
目
的
に
達
す
る
の
術
な
り
。
 

(
『全
集
』
第
四
巻
'.
一
〇
七
頁) 

と
、
記
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

福
沢
は
、

「
日
本
国
人
を
文
明
に
進
る
」
た
め
に
実
学
を
起
用
し
、
そ
の
学
問
と
教
育
と
を
慶
応
義
塾 

に
托
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
学
問
の
す
す
め
』
で
、
平
等/

実
学/

一
国
の
独
立
、
と
展
開
す
る
彼
の
論
旨
は
、
彼
の
渡
航
経 

験
で
の
学
び
に
則
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
近
代
日
本
を
支
え
て
い
っ
た
あ
る
意
味
で
の
卓
見
で
も
あ
っ
た
。
 

し
か
し' 

福
沢
の
思
想
の
前
提
と
な
っ
た
平
等
は
、
こ
の
世
を
生
き
る
た
め
に
、
万
人
に
与
え
ら
れ
た
平
等
の
「
権
理
通
義
」
と
し
て
、
 

主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
平
等
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
生
き
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
 

生
き
る
こ
と
を
脅
や
か
す
何
物
を
も
排
除
し
、
自
己
の
生
存
権
を
主
張
す
る
と
い
う
、
無
意
識
の
自
己
保
存
本
能
と
も
い
え
る
強
烈
な
主 

張
が
、
彼
の
平
等
の
裏
に
は
い
つ
も
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
唐
人
往
来
』
で

は

「
天
理
人
情
」
と
い
い
、
『
学
問
の
す
す
め
』
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で
は
、
「
天
理
人
道
」
と
い
わ
れ
る
平
等
の
「
権
理
通
義
」
は' 

そ
の
内
容
に
お
い
て
誠
に
素
朴
で
あ
る
。

福
沢
は
、

そ
れ
を
次
の
よ
う 

に
言
う
。

人
の
生
る
る
は
天
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
に
て
人
力
に
非
ず
。
こ
の
人
々
互
い
に
相
敬
愛
し
て
各2

そ
の
職
分
を
尽
し
互
い
に
相
妨 

ぐ
る
こ
と
な
き
所
以
は
、
も
と
同
類
の
人
間
に
し
て
共
に
一
天
を
与
に
し' 

共
に
与
に
天
地
の
間
の
造
物
な
れ
ば
な
り
。

(

『
全
集
』
第
三
巻
・
三
七
頁) 

ま
た
、そ

の
権
理
通
義
と
は
、
人
々
そ
の
命
を
重
ん
じ
、
そ
の
身
代
所
持
の
物
を
守
り
、
そ
の
面
目
名
誉
を
大
切
に
す
る
の
大
義
な
り
。
天 

の
人
を
生
ず
る
や
、
こ
れ
に
体
と
心
と
の
働
き
を
与
え
て
、
人
み
を
し
て
こ
の
通
義
を
遂
げ
し
む
る
の
仕
掛
を
設
け
た
る
も
の
な
れ 

ば
、
 

何
ら
の
事
あ
る
も
人
力
を
も
っ
て
こ
れ
を
害
す
べ
か
ら
ず
。
 

(

同-

三
八
頁) 

当
時
に
あ
っ
て
は
、
進
歩
的
で
画
期
的
な
平
等
の
「
権
理
通
義
」
も
、
福
沢
の
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
天
然
自
然
に
与
え
ら
れ
た
平 

等
の
権
理
で
あ
り
、
人
力
に
そ
こ
な
わ
れ
な
い
通
義
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
の
ど
か
な
概
念
は
、
 

平
等
の
「権
理
通
義
」
の
裏
に
潜
む' 

無
意
識
の
強
烈
な
自
己
保
存
本
能
と
も
い
え
る
も
の
に
、
厳
し
い
状
況
の
中
で
は' 

い
つ
で
も
と 

っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
平
等
を
唱
え
な
が
ら
、
他
方
で
他
の
国
を
侵
略
し
て
い
っ
た
近
代
の
歴
史
を
見
て
も
よ
く
分
る
通
り 

で
あ
る
。
福
沢
が
言
う
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
以
上
、
自
ら
が
生
き
る
た
め
に
は
他
を
顧
み
な
い
と
い
う
罪
が
、
彼
の
主
張 

す
る
平
等
の
裏
に
は
、
い
つ
も
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
学
に
よ
っ
て
烈
強
諸
国
に
追
い
つ
け
、
そ
れ
こ
そ
が
平
等
に
与
え 

ら
れ
て
い
る
「
権
理
通
義
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
福
沢
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
理
由
で
、
学
ぶ
こ
と
を
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
実
に
冷 

や
か
な
眼
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

無
学
文
盲
、
理
非
の
理
の
字
も
知
ら
ず
、
身
に
覚
え
た
る
芸
は
飲
食
と
寝
る
と
起
る
と
の
み(

中
略)

斯
る
馬
鹿
者
を
取
扱
ふ
に
は
、
 

迪
も
道
理
を
以
て
す
可
ら
ず
、
不
本
意
な
が
ら
力
を
以
て
威
し' 

一
時
の
大
害
を
鎮
む
る
よ
り
外
に
方
便
あ
る
こ
と
な
し
。
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(

同
・
四
〇
頁) 

こ
れ
も
、
同

じ

『
学
問
の
す
す
め
』
の
中
に
あ
る
、
彼
の
言
葉
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
、
美
事
に
文
明
国
の
成
り
立
ち
を
見
抜
き
、

一
 

国
の
独
立
と
い
う
責
任
を
担
い
な
が
ら
、
平

等
の
「
権
理
通
義
」
に
立
っ
て
実
学
を
推
め
る
福
沢
は
、
学
ぶ
こ
と
を
し
な
い
者
達
に
、
返 

す
刀
で
切
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
こ

の

『
学
問
の
す
す
め
』
を
書
い
た
十
三
年
後
、

一
八
ハ
五
年
三
月
十
六
日
付
の
『
時
事
新
報
』
で
、

「脱
亜
論
」
を
発
表 

す
る
。
そ
こ
で
は
、

国
中
朝
野
の
別
な
く 

一
切
万
事
西
洋
近
時
の
文
明
を
採
り
、
独
り
日
本
の
旧
套
を
脱
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
全
州
の
中
に
あ 

っ
て
新
に
一
新
機
軸
を
出
し
、
主
義
と
す
る
所
は
、
た
だ
脱
亜
の
二
字
に
あ
る
の
み
。
 

(
『全
集
』
第
十
巻'

一
三
九
頁) 

と
言
い
、
さ
ら
に

我
国
は
隣
国
の
開
明
を
待
っ
て
共
に
亜
細
亜
を
興
す
の
猶
予
あ
る
べ
か
ら
ず
、
寧
ろ
其
伍
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
国
と
進
退
を
共
に 

し
、
其
支
那
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
隣
国
な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
会
釈
に
及
ば
ず
、
正
に
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風
に
従
っ
て 

処
分
す
可
き
の
み
。
悪
友
を
親
し
む
者
は
共
に
悪
名
を
免
か
る
可
か
ら
ず
。
我
は
心
に
お
い
て
亜
細
亜
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
す
る
も 

の
な
り
。 

(

同2

一
四
〇
頁) 

と
、
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

一
見
、
万
民
平
等
を
唱
え
た
『
学
問
の
す
す
め
』
か
ら
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
論
文
で
あ
る
。
し
か 

し
こ
れ
は
、
彼
が
堕
落
し
た
の
で
も
、
 

思
想
的
な
変
更
を
し
た
の
で
も
な
い
。

い
つ
で
も
こ
の
よ
う
な
形
に
な
り
う
る
罪
は
、

『
学
問
の 

す
す
め
』
で
唱
え
た
、
彼
の
平
等
の
「
権
理
通
義
」
の
中
に
潜
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
罪
は
、
福
沢
の
思
想
を
基
軸 

に
し
て
押
し
推
め
ら
れ
た
日
本
の
近
代
が
、
い
つ
で
も
孕
み
続
け
て
き
て
い
る
罪
で
も
あ
る
。

清
沢
満
之
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
主
義
に
立
っ
た
平
等
観
に
対
し
て
、

そ
の
成
り
立
ち
の
根
源
を
よ
く
見
抜
き
な
が
ら
、

『
有
限
無
限 

録
』
の
な
か
で
、
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無
限
平
等
の
信
念
な
く
し
て
、
精
進
忍
辱
の
事
に
従
は
ん
と
す
る
は
、
是
れ
全
く
無
根
帯
の
妄
想
に
し
て
、
或
は
益
々
有
限
差
別
を 

増
長
す
る
の
私
利
的
偏
見
な
り
。
是
れ
決
し
て
吾
人
の
認
許
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
七
巻
，
三
三
頁) 

と' 

妄
想
の
上
に
成
り
立
っ
た
近
代
の
平
等
観
は
、
私
利
的
偏
見
で
あ
り' 

ま
す
ま
す
有
限
差
別
を
増
長
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し 

て
そ
の
妄
想
に
つ
い
て
満
之
は
、

生
く
べ
き
も
の
と
、
死
す
べ
き
も
の
と
の
分
界
を
弁
知
せ
ず
し
て
、
強
い
て
死
す
べ
き
も
の
を
も
活
か
さ
ん
と
す
る
の
困
難
が
、
正 

に
是
れ
国
家
問
題
、
社
会
問
題
の
難
点
た
る
に
あ
ら
ず
や
。
是
れ
生
と
死
と
を
峻
別
し
て
、
死
を
排
し
て
、
生
を
貪
ら
ん
と
す
る
の 

迷
謬
に
基
因
す
る
も
の
な
り
。
 

(

同

・
第
六
巻
・
五
五
頁) 

と' 

そ
の
平
等
観
の
立
脚
す
る
妄
想
を
、
見
破
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
満
之
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
 

如
何
に
生
命
を
助
長
し
得
る
と
す
る
も
、
生
死
問
題
の
根
本
的
解
決
に
対
し
て
は
、
豪
も
効
力
な
き
も
の
た
る
な
り
。
而
し
て' 

生 

死
問
題
の
根
本
的
解
決
な
き
以
上
は' 

所
謂
国
家
問
題
、
社
会
問
題
に
対
し
て' 

決
し
て
効
力
あ
る
能
は
ざ
る
べ
き
な
り
。
故
に
知 

る
べ
し
、
衛
生
論
や
摂
生
論
や
、
衣
服
論
や
、
飲
食
論
や
は' 

決
し
て
国
家
問
題
、
社
会
問
題
を
解
決
す
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
こ
と 

を
。 

(

同) 

福
沢
の
敷
い
た
近
代
化
路
線
は
、
明
治
、
大
正' 

昭
和
か
ら
、
現
代
日
本
を
も
貫
ぬ
い
て
延
び
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
恩
恵
は
、
は 

か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
独
立
す
る
日
本
国
を
実
現
し
、
戦
後
の
あ
の
貧
し
さ
か
ら
世
界
に
冠
た
る
経
済
大
国
と
な
っ
た
の
も
、
そ 

の
恩
恵
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
衣
服
論
や
飲
食
論
ば
か
り
に
明
け
暮
れ
、
物
質
的
な
豊
か
さ
の
中
で
ま
す
ま
す
貧
し
く
な 

っ
て
い
く
現
代
人
の
精
神
生
活
は
、

一
体
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
満
之
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
日
本
の 

病
巣
を
、
近
代
の
出
発
点
に
お
い
て
、
す
で
に
見
抜
い
て
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
生
死
問
題
の
根
本
的
解
決
で
あ
る 

と
、
満
之
は
言
う
の
で
あ
る
。

肺
患
の
血
を
吐
き
な
が
ら
、
満
之
が
切
実
に
求
め
た
も
の
は
、
生
に
お
い
て
も
死
に
お
い
て
も
、
真
理
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
福
沢
の
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よ
う
に
生
の
み
を
肯
定
し
、
上
昇
思
考
の
中
で
夢
想
さ
れ
る
よ
う
な
真
理
で
は
な
か
っ
た
。
生
死
と
い
う
厳
粛
な
事
実
を
貫
ぬ
く
真
理
を
、
 

満
之
は
求
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然' 

生
の
み
に
執
着
す
る
妄
想
は
、
自
力
と
し
て
摧
破
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
満
之
は
そ
れ
を
、
 

私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
と
云
ふ
点
が
あ
り
ま
す
。
此
の
自
力
の
無
功 

な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て' 

其
の
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い
様
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要 

で
あ
る
。(

中
略)

何
が
善
だ
や
ら
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、

非
真
理
だ
や
ら
、

何
が
幸
福
だ
や
ら
不
幸
だ
や
ら
、

一
つ
も 

分
る
も
の
で
は
な
い
。
我
に
は
何
に
も
分
ら
な
い
と
な
っ
た
処
で
、

一
切
の
事
を
挙
げ
て' 

悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
と
云
ふ
こ 

と
に
な
っ
た
の
が
、
私
の
信
念
の
大
要
点
で
あ
り
ま
す
。
 

(

同
，
第
六
巻1

ニ
ー
ー
〇
頁) 

と
言
う
の
で
あ
る
。
満
之
は
、
そ
の
信
念
に
立
っ
て'

生
の
み
が
我
等
に
あ
ら
ず
。
死
も
亦
我
等
な
り
。
我
等
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
。
我
等
は
生
死
に
左
右
せ
ら
る
べ
き
も
の
に 

あ
ら
ざ
る
な
り
。
我
等
は
生
死
以
外
に
霊
存
す
る
も
の
な
り
。
 

(

同
・
五
〇
頁) 

と
い
い
、
そ
の
生
死
の
全
体
を
貫
ぬ
き
支
え
て
働
く
如
来
を'

「
無
限
他
力
の
妙
用
」
と
し
て
嘆
賞
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
満
之
が
言 

う
平
等
は
、
生
の
み
を
肯
定
し
、
死
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

生
と
死
を
貫
ぬ
い
て
働
く
「
無
限
他
力
の
妙
用
」
、

そ
こ
に 

こ
そ' 

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
平
等
の
根
拠
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

「
無
限
他
力
の
妙
用
」
と
し
て
働
く
如
来
、

そ
の
如
来
の
家
に
生
ま 

れ
た
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
違
い
の
ま
ま
、
そ
の
徳
を
認
め
あ
っ
て
、
如
来
の
平
等
を
生
き
よ
う
と
志
願
す
る
。
そ
の
意
味
で
全
て
は' 

如
来 

の
子
で
あ
る
。
そ
の
信
境
を
、
満
之
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

有
限
の
世
界
に
あ
り
て' 

無
限
の
境
界
を
享
有
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
過
者
、
不
及
者
、
互
に
相
施
受
し
て
平
等
的
慶
福
を
期
図
す 

べ
し
。
而
し
て
上
者
に
は
上
者
の
徳
あ
り
、
下
者
に
は
下
者
の
徳
あ
り' 

以
て
互
に
相
施
受
す
べ
き
な
り
。
上
下
各
・
其
の
有
す
る 

所
を
以
て' 

公
の
為
に
尽
す
べ
き
な
り
。
 

(

同
・
第
七
巻
・
三
四
頁) 

と
、
足
り
な
い
者
は
求
め' 

あ
ま
っ
た
者
は
与
え
、
お
互
い
に
そ
の
徳
を
認
め
合
い
、
如
来
の
子
と
し
て
尊
敬
し
な
が
ら' 

如
来
の
平
等
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を
こ
の
世
で
生
き
る
こ
と
を' 

満
之
は
願
っ
た
の
で
あ
る
。

清
沢
満
之
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
無
限
の
妙
用
と
し
て
の
平
等
に
立
っ
て
、
内
地
雑
居
を
迎
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ま
ず 

第
一
に
、
日
本
人
は
、
西
洋
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
、
明
確
に
見
究
め
る
主
体
そ
の
も
の
を
学
ぶ
べ
で
あ
る
。
 

次
に
、
国
家
を
も
越
え
た
絶
対
無
限
の
平
等
に
立
っ
て
、
西
洋
の
こ
と
を
良
く
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
本
当
の
意
味
で
内 

地
雑
居
を
成
立
せ
し
め
る
絶
対
無
限
の
妙
用
と
し
て
の
平
等
、
そ
れ
を
、
道
徳
宗
教
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と 

言
う
の
で
あ
る
。

西
洋
思
想
の
流
入
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
非
合
理
で
因
習
的
な
も
の
と
し
て
捨
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
当
時' 

伝
統
的
な
仏
教
の
真
理 

の
中
に' 

人
間
の
自
由
と
平
等
の
根
拠
を
見
い
出
し
、
仏
教
復
興
に
責
任
を
持
っ
て
立
と
う
と
し
た
、
満
之
の
気
慨
を
窺
う
こ
と
が
で
き 

る
。
さ
ら
に
そ
の
絶
対
平
等
の
観
点
か
ら
、
西
洋
に
つ
い
て
良
く
学
ぶ.
へ
き
で
あ
る
と
い
う
謙
虚
さ
に
は
、
草
創
期
の
東
京
大
学
で
西
洋 

哲
学
を
学
ん
だ
、
近
代
の
学
徒
の
公
平
な
知
性
を
感
じ
る
と
同
時
に' 

国
家
を
越
え
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
学
べ
と
い
う
、

「
十
方
衆
生
」 

を
視
野
に
据
え
た
仏
道
の
知
見
の
広
大
さ
を
、
何
よ
り
も
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
満
之
は
、
 

こ
の
内
地
雑
居
に
つ
い
て
も
う
一
ケ
所
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
治
三
十
一
年
六
月
二
十
五
日
の
『
徒
然
雑
誌
』 

で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
詳
細
な
項
目
が
立
て
ら
れ
、
具
体
的
な
考
察
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
途
中
で 

終
っ
て
お
り
、
見
る
べ
き
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。
清
川
円
誠
氏
に
宛
て
た
そ
の
書
簡
に
は
、
満
之
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
記
し
て
い
る
。
 

内
地
雑
居
は' 

世
界
に
例
を
見
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
が
ま
っ
た
く
な
い
た
め' 

社
会
学
や
史
学
等
の
充
分
な
調 

査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
調
査
の
方
法
も
多
様
で
あ
る
の
で
、
病
状
の
良
い
時
に
着
手
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
病
状
が
思
わ
し 

く
な
く
、
今
ま
た
病
床
に
あ
る
た
め
、
そ
の
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
等
を
丁
重
に
断
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い 

る
。

内
地
雑
居
は
我
が
国
を
外
人
に
対
し
開
放
す
る
も
の
に
し
て
、
畢
竟
国
と
国
と
の
対
立
上
に
於
け
る
一
種
の
関
係
に
過
ぎ
だ
る
も
の

31



な
り
。
而
し
て
国
と
国
と
の
対
立
的
関
係
は
、

要
す
る
に
勢
力
の
消
長
を
以
て
主
眼
と
す
る
も
の
な
る
べ
し
。
(

世
界
統
一
的
国
家 

等
の
旨
義
は
今
之
を
略
す
。)(

中
略)

今
略
し
て
、
国
家
上
勢
力
消
長
の
素
因
を
挙
せ
ば
、
左
の
如
き
も
の
あ
る
べ
し
。

(

同
・
三
二
七
頁) 

こ
の
文
章
に
続
い
て
満
之
は' 

国
の
勢
力
消
長
の
素
因
と
し
て
、
自
然
的
、
人
為
的
、
合
果
的
、
の
三
つ
の
素
因
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら 

に
、
自
然
的
素
因
に
、
風
土
、
人
種
、
人
員
。
人
為
的
素
因
に
、
制
度
、
教
育
、
事
業
。
合
果
的
素
因
に
、
宗
教
道
徳
、
風
俗
習
慣
、
文 

学
美
術
、
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。
だ
か
ら
満
之
は
、

「
世
界
統
一
的
国
家
」
と
い
う
、

絶
対
無
限
の
妙
用
に
立
っ
た
世
界
観
で
は
な 

く
、
如
来
の
世
界
に
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
と
し
て
の
違
い
を
持
つ
、
そ
の
国
に
つ
い
て
具
体
的
な
考
察
を
試
み
て
い
る
の
で 

あ
る
。
し
か
し
最
初
の
、
風
土
、
人
種
、
人
員
、
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
、
調
査
の
必
要
を
説
く
の
み
で
、
他
の
素
因
に
っ 

い
て
は
、
項
目
を
挙
げ
た
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
明
治
三
十
一
年
六
月
と
い
え
ば
、
満
之
は
大
浜
の
西
方
寺
に
虧
っ
た
。
白
川
党
の 

宗
門
改
革
運
動
に
疲
れ
た
病
の
身
を
養
い
な
が
ら'

『
阿
含
経
』
を
読
ん
で
い
た
頃
で
あ
る
。

病
の
身
で
、
内
地
雑
居
に
つ
い
て
の
調
査 

が
、
充
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
内
地
雑
居
に
つ
い
て
、
詳
細
で
具
体
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
窺 

う
こ
と
が
で
き
る
。

㈤

内
村
鑑
三
と
英
字
新
聞 

福
沢
諭
吉
が
、
真
宗
大
学
開
校
当
時
、
慶
応
義
塾
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
「修
身
要
領
」
を
制
定
し
、
そ
れ
を
全
国
規
模
の
道
徳
運
動 

に
展
開
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
を
、
尋
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
福
沢
は' 

学
問
に
よ
る
独
立
と
道
徳
に
よ
る
自
尊
を
、
生
涯
唱 

え
た
。
だ
か
ら
、
様
々
な
分
野
で
多
く
の
問
題
が
山
積
み
で
あ
っ
た
内
地
雑
居
に
あ
た
っ
て
も
、
彼
は
、
道
徳
教
育
の
問
題
と
し
て
こ
れ 

を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
彼
の
眼
に
映
っ
た
当
時
の
庶
民
の
道
徳
的
な
頹
廃
ぶ
り
は
、
外
国
人
と
対
等
に
つ
き
合
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
お 

粗
末
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
三
回
の
渡
航
経
験
で
、
欧
米
の
紳
士
淑
女
の
生
活
ぶ
り
を
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知
っ
て
い
る
彼
に
と
っ
て
は
、
眼
を
お
お
い
た
く
な
る
よ
う
な
事
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
本
の
道
徳
的
な
遅
れ
を
、
外
国
人
の
眼
か 

ら
記
し
た
も
の
と
し
て
、
当
時
の
居
留
地
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
英
字
新
聞
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
福
沢
に
と
っ
て
は
、
こ
の
外
国
人
の
眼
の 

方
が
彼
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
こ
の
英
字
新
聞
を
、
詳
細
に
見
る
必
要
も
感
じ
る
が' 

す
で
に
紙
数
の
制
限
を 

越
え
て
い
る
た
め
、
簡
単
に
一
点
だ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
内
地
雑
居
の
少
し
前' 

明
治
三
十
五
年
二
月
に
、
内
村
鑑
三
は
、
不
敬
事
件
以
後
の
不
遇
な
時
代
を
経
て
、
萬
朝
報
と
い
う
新
聞 

社
の
英
文
欄
の
主
筆
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
内
村
は
、
そ
の
立
場
か
ら
、
治
外
法
権
を
盾
に
と
っ
て
、
無
法
卑
劣
な
振
舞
が
目 

に
あ
ま
っ
た
居
留
地
の
外
国
人
を
、
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
批
難
を
通
し
て
、
外
国
人
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
、
と
彼
は 

叫
ぶ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
、
「外
国
の
悪
魔
」
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
外
国
の
聖
徒
や
紳
士
」
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は 

な
か
っ
た
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
、
小
原
信
は
、
そ
の
著
『
評
伝 

内
村
鑑
三
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
 

日
本
人
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
よ
い
が' 

日
本
へ
来
る
途
中
で
 ヽ

た
ぶ
ん
ス
エ
ズ
運
河
あ
た
り
で
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を 

棄
て
て
し
ま
う
在
日
英
米
人
に
対
す
る
伝
道
も
必
要
で
は
な
い
の
か
、
と
鑑
三
は
皮
肉
る
。

い
や
、
こ
う
い
う
人
た
ち
に(

つ
ま
り 

キ
リ
ス
ト
教
国
の
不
信
者
た
ち)

に
で
き
る
だ
け
謙
遜
に
キ
リ
ス
ト
教
の
初
歩
を
説
教
す
る
の
が
、

『
萬
朝
報
』

英
文
欄
の
使
命
で 

あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
 

(
『
評
伝
内
村
鑑
三
』
小
原
信
著
，
二
六
二
頁) 

内
村
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
文
明
の
指
導
者
を
自
認
し
、
日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し
て
き
た
と
自
負
す
る
外
国
人
達
の
、
日
本
に
対
す 

る
文
化
的
な
優
越
感
を
必
要
以
上
に
刺
激
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
橫
浜
居
留
地
の
ジ
ャ
パ
ー
ン
デ
ィ
リ
ー
メ
ー
ル
や' 

神
戸
居
留
地
の
神 

戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
、
神
戸
ヘ 

ラ
ル
ド
あ
る
い
は
兵
庫
ニ
ュ
ー
ス
、
長
崎
居
留
地
の
長
崎
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
、
長
崎
シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
な
ど 

の
英
字
新
聞
が' 

彼
の
論
説
に
対
し
て
、

一
勢
に
不
快
感
を
示
し
、
猛
烈
に
反
撥
を
す
る
の
で
あ
る
。
中
村
博
武
は
そ
れ
を
、
 

サ
ン
は
「
日
本
が
西
洋
の
文
明
国
に
門
戸
を
開
い
て
以
来
、
そ
れ
ま
で
の
奴
隸
の
よ
う
な
国
民
の
状
態
が
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
た
の 

に
、
な
ぜ
我
々
を
憎
悪
す
る
の
か
」
と
も
言
っ
て
お
り
、
大
英
帝
国
の
一
員
と
し
て
、
世
界
の
文
明
の
指
導
者
と
し
て
の
自
負
が
顕
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著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

(
『宗
教
研
究
』
三
〇
一
、

一
六
二
頁) 

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
内
村
と
英
字
新
聞
と
の
議
論
は
始
ま
る
。
し
か
し
内
村
は
、
そ
の
攻
撃
の
矛
先
を
、
単
に
外
国
人 

に
向
け
た
だ
け
で
は
な
い
。
理
想
の
神
の
国
で
あ
る
日
本
に
、
彼
は
立
脚
し
、
そ
の
国
と
現
実
の
日
本
と
の
ず
れ
に
対
し
て
も
、
痛
烈
に 

批
判
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
踏
的
で
公
平
な
内
村
の
態
度
は'

居
留
英
国
人
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
、

一
段
上
か
ら
一
方
的 

に
裁
断
す
る
も
の
と
し
て' 

か
え
っ
て
彼
ら
の
誇
り
を
傷
つ
け
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
萬
朝
報
の
英
文
欄
は
、

「御
説
教
新
聞
」
と
い
う 

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
嘲
笑
と
彼
ら
の
感
情
的
な
反
撥
を
招
く
こ
と
の
方
が
大
き
く
、
そ
の
議
論
は
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
論
へ
深
ま
ら
な 

い
。
結
局
、
居
留
外
国
人
の
不
道
徳
を
発
く
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
し
て' 

お
よ
そ
近
代
国
家
と
は
い
い
難
い
、
当
時
の
日
本
の
道
徳
状
況 

へ
の
批
難
が
、
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
居
留
地
の
売
春
に
対
し
内
村
が
批
判
を
す
る
と
、
英
字
新
聞
は
、
単
な
る
伝
聞
に
基
づ
く
記
事
は
人
権
侵
害
で
あ
る
。
ま
ず 

自
分
の
家
を
整
え
て
か
ら
他
人
の
欠
点
を
批
判
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
。
さ
ら
に' 

日
本
で
売
春
が
市
民
権
を
得
て' 

何
の
嫌
悪
も
な 

く
公
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
と
言
い
、
普
通
の
女
性
や
愛
情
深
い
母
親
が' 

そ
の
よ
う
な
職
業
に
従
事
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
日
本
の
男 

性
の
無
責
任
さ
を
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
村
に
対
し
て
、
長
崎
シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
は

「
萬
朝
報
編
集
長
の
原
始
人
の
よ
う
な
純
粋
さ
に
は
感
嘆
す
る
が
、
そ
こ
に
は
野
蛮
な
遺
物
が
あ
る
。
」
と
い
い
、
「
こ
の
粗
野
な
無 

作
法
さ
は
思
考
の
単
純
さ
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
公
衆
浴
場
で
男
女
の
混
浴
が
禁
止
さ
れ
た
と
き
、
真
ん
中
に
ロ
ー
プ
を 

張
る
よ
う
な
単
純
さ
で
あ
る
。
彼
ら
は
な
ぜ
混
浴
の
禁
止
に
ロ
ー
プ
が
役
立
た
な
い
の
か
理
解
し
て
い
な
い
」 

(

同
一
五
七
頁) 

と
反
撥
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
村
鑑
三
と
居
留
地
の
英
字
新
聞
と
の
一
年
三
ケ
月
に
及
ぶ
議
論
は' 

も
ち
ろ
ん
、
彼
が
意
図
し
た
よ
う 

に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
道
徳
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か' 

と
い
う
視
点
で
見
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
、
当
時
の
日
本
の 

道
徳
と
し
て
見
る
限
り
、
形
は
近
代
国
家
で
あ
っ
て
も
、
庶
民
の
道
徳
的
な
生
活
ぶ
り
は
、
そ
れ
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を' 

こ
の
議
論 

は
、
は
か
ら
ず
も
明
ら
か
に
す
る
形
と
な
っ
た
ヽ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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福
沢
は
、

一
身
の
独
立
に
よ
っ
て
一
国
の
独
立
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代
を
貫
ぬ
く
彼
の
卓
見
で
あ
る
。
だ
か
ら
内
地
雑 

居
に
当
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
道
徳
的
な
頹
廃
ぶ
り
を
、
心
か
ら
憂
え
た
の
で
あ
る
。

一
国
の
独
立
に
責
任
を
持
と
う
と
し
た
彼
は. 

道
徳
と
い
う
教
育
に
よ
っ
て
独
立
す
る
人
物
を
養
成
し
よ
う
と
、
最
後
の
命
を
燃
え
尽
す
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
の
畢
生
の
志
願
が
、

「
修 

身
要
領
」
の
制
定
へ
と
結
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

註
、
本
文
中
の
福
沢
諭
吉
に
関
す
る
引
文
は
、
全
て
、
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
全

二

十

二

巻(

岩
波
書
店)

に
よ
っ
て
引
文
し
、
『
全
集
』
と
略
し
た
。
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岩
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。
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、
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、
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。
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史
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、
国
立
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所
編
集
。

『
教
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体
系
』
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正
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著
、
岩
波
書
店
。

『
教
育
勅
語
』
山
住
正
己
著
、
朝
日
新
聞
社
。

『
日
本
近
代
教
育
の
歩
み
』
影
山
昂
著
、
学
陽
書
房
。

『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
上

・
中

・
下
、

慶
応
義
塾
。

『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
、
早
稲
田
大
学
。
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『
東
京
大
学
百
年
史
』
東
京
大
学
。 

『
建
学
の
精
神
』

日
本
私
立
大
学
連
盟
。
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