
真
宗
大
学
の
特
質

慶
応
義
塾
と
の
対
比(

上)
-

延 

塚 

知 

道

は

じ

め

に

 

こ
の
論
稿
は
、
『
親
鸞
教
学
』
第
六
十
号
に
「真
宗
大
学
の
特
質
—
清
沢
満
之
畢
生
の
願
い
一
」
と
題
し
て
発
表
し
た
拙
稿
に
続
く
も
の 

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

一
九〇

 

ー
 
(

明
治
三
十
四)

年
に
、
東
京
巣
鴨
の
地
に
移
転
開
校
さ
れ
た
真
宗
大
学
の
「
開
校
の
辞
」,
に
注
目
し
た
。
 

初
代
学
監
で
あ
っ
た
清
沢
満
之
は
、
命
を
賭
け
て
勝
ち
取
っ
た
浄
土
真
宗
の
信
念
に
立
っ
て
、
 

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
、
殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
 

我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
き
ま
し
て' 

我
々
に
於
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
、
其
の
信
仰 

を
他
に
伝
へ
る
、
即
ち
自
信
教
人
信
の
誠
を
尺
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が
、
本
学
の
特
質
で
あ
り
ま
す
。

(

全
集
・
八
巻
・
三
五
四
頁) 

と
、
真
宗
大
学
に
期
待
し
た
宗
教
的
真
理
の
学
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
教
育
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
ゝ
満
之 

は
、
真
宗

大
学

を

「
浄
土
真
宗
の
学
場
」
と
規
定
し
、
そ
こ
で
の
学
び
を
「
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
く
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
教 

育
に
よ
っ
て
生
み
出
そ
う
と
す
る
人
物
像
を
「
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
」
と
い
い
、

そ
の
全
体
を
、

「
他
の
学
校
と
は
異
な

1



り
ま
し
て
宗
教
学
校
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
真
宗
大
学
の
特
質
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
論
稿
で
も
尋
ね
た
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
は
、
強
力
な
教
育
勅
語
体
制
下
に
あ
り' 

天
皇
を
神
と
す
る
擬
似
宗
教
を
国
民
全
体
に 

浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
一
国
の
教
育
に
よ
っ
て
生
み
出
そ
う
と
し
た
人
物
像
は
、
「
開
校
の
辞
」
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、

天 

皇
に
従
順
な
臣
民
の
育
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
家
の
方
針
は
、
単
な
る
文
教
政
策
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
天
皇 

を
頂
点
と
し
た
中
央
集
権
国
家
を
築
こ
う
と
す
る
明
治
政
府
の
強
力
な
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
教
育
を
政
治
的
な
力
に
よ
っ
て
と
り 

し
き
り
、
そ
れ
に
向
け
て
制
度
を
整
え
機
構
を
改
変
す
る
と
い
う
形
で
推
し
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
学
制
公
布
、
明
治
十 

三
年
の
改
正
教
育
令
、
明
治
十
九
年
の
帝
国
大
学
令
、
師
範
学
校
令
、
小
学
校
令
、
中
学
校
令
の
公
布
、
明
治
二
十
三
年
の
教
育
勅
語
の 

発
布
等
が
、
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
。

東
京
帝
国
大
学
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
学
制
と
機
構
の
整
備
は
、
も
っ
ぱ
ら
忠
良
な
る
臣
民
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
皇
国
民 

教
育
の
意
図
に
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
宗
教
教
育
は
当
然
排
除
さ
れ' 

教
師
と
教
育
内
容
に
つ
い
て
は' 

国
家
の
管
理 

の
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
師
は
、
画
一
的
に
滅
私
奉
国
を
教
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
皮
肉
に
も
、

こ
の
忠
良
な
る
臣 

民
の
教
育
に
順
応
し
て
良
い
成
績
を
あ
げ
た
者
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
で
あ
る
東
京
帝
国
大
学
に
進
み
、

エ
リ
ー
ト
官
僚
と
な
っ
て' 

今
度
は
滅
私
奉
国
を
国
民
に
説
く
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
学
制
の
整
備
は
、
天
皇
の
臣
民
を
育
成
し
て
強
力
な
中
央
集
権 

国
家
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
国
民
の
立
身
出
世
を
巧
み
に
利
用
し
た
教
育
制
度
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
府 

の
力
は' 

想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、
宗
教
学
校
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
へ
の
風
当
り
は
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
ら
の 

宗
教
理
念
を
後
退
さ
せ
て
政
府
の
意
図
に
従
い
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
教
育
体
制
の
中
に
入
ら
な
け
れ
ば
学
生
は
集
ま
ら
ず
、
廃
校
に
ま
で 

追
い
込
ま
れ
る
学
校
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
国
情
の
中
で
、
真
宗
大
学
は
開
校
さ
れ
た
。
清
沢
満
之
は
、
当
時
の
明
治
政
府
の
高
官
や
帝
国
大
学
総
長
、
私
立 

学
校
々
長
や
他
の
多
く
の
来
賓
を
前
に
し
て
、
堂
々
と

先

の

「
開
校
の
辞
」
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も' 

一
大
学
を
設
立
す
る

2



と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い6

ま
し
て
先
述
し
た
情
況
下
で
、

一
国
の
意
志
で
あ
る
教
育
勅
語
に
反
し
て
ゝ
仏
教
に
よ
る
人
間 

教
育
を
標
榜
し
な
が
ら
大
学
と
し
て
建
っ
と
い
う
こ
と
は
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
開
学
当
時
の
日
本
の
状
況
に 

つ
い
て
の
満
之
の
配
慮
は
、
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
が' 

そ
の
当
時
の
現
状
認
識
の
厳
し
さ
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な
か 

っ
た
と
思
う
。

真
宗
大
学
は
、

人
類
の
将
来
の
遙
か
遠
く
を
見
据
え
な
が
ら
、
「
世
界
第
一
の
仏
教
大
学
」
た
ら
ん
と
す
る
願
い
に
よ
っ 

て
建
っ
た
大
学
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

の
「
開
校
の
辞
」
は' 

一
方
で
当
時
の
国
情
や
、
他
の
学
校
の
動
向
、
さ
ら
に
は
欧
米
か
ら
押
し 

よ
せ
て
い
た
近
代
化
と
い
う
時
代
の
流
れ
を
、
覚
め
た
眼
で
透
明
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
遠
い
人
類
の
未
来
に
か
か 

わ
っ
て' 

い
つ
で
も
人
間
に
新
し
い
意
味
を
与
え
人
類
の
帰
依
処
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
宗
教
的
真
理
を
、
そ
こ
に
湛
え
て
い
る 

の
で
あ
る
。

さ
て' 

そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
「
開
校
の
辞
」
を
手
掛
か
り
と
し
て' 

先
稿
で
は' 

清
沢
満
之
の
学
の
特
質
と
、
真
宗
大
学
開
校
当 

時
の
同
志
社
の
動
向
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
尋
ね
た
。
そ
れ
は
、
満
之
が
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
他
の
学
校
と
の
異
な
り
」

の
具
体
性
を 

考
え
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論
稿
も
同
様
の
趣
旨
で
、
当
時
の
慶
応
義
塾
の
動
向
と
福
沢
諭
吉
の
学
の
精
神
を
考
え
て
み
た 

い
の
で
あ
る
。
福
沢
は
、
欧
米
の
思
想
に
よ
る
、
日
本
の
独
立
と
近
代
化
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
推
進
す
る
学
問
を
、
慶
応
義
塾 

に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
の
精
神
は
、
現
代
の
日
本
を
築
き
あ
げ
て
き
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
ふ
り
返
っ
て 

み
る
と' 

日
本
の
近
代
化
は' 

多
く
の
大
切
な
も
の
を
失
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
省
も
強
く
あ
る
。

こ
の
論
稿
は
、
そ 

の
よ
う
な
現
代
の
課
題
を
も
視
野
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
福
沢
の
学
の
精
神
を
尋
ね
て' 

清
沢
満
之
の
そ
れ
と
を
比 

較
検
討
し
て
み
た
い
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
 

福

沢

諭

吉

慶
応
義
塾
を
創
設
し
た
福
沢
諭
吉
は' 

一
八
三
五
年(

元
保
五
年
十
二
月
十
二
日)

に
大
阪
で
生
ま
れ' 

一
九
〇
一
年(

明
治
三
十
四
年
二
月
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三
日)

に
東
京
で
六
十
六
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
真
宗
大
学
が
開
校
さ
れ
る
ハ
ヶ
月
前
で
あ
っ
た
。

そ
の
生
涯
は
、
 

福

沢
自

身

が

「
一
身
に
し
て
二
生
あ
る
も
の
の
如
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
徳
川
時
代
が
三
十
三
年' 

明
治
時
代
が
三
十
三
年
と
、
明
治
維 

新
を
ち
ょ
う
ど
そ
の
人
生
の
折
り
返
し
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

・
諭
吉
と
い
う
名
は
、
学
者
肌
で
あ
っ
た
父
百
助
の
命
名
で
あ
る
。
諭
吉
の
生
ま
れ
た
日
、
か
ね
て
欲
し
か
っ
た
『
上
諭
条
例
』
と
い
う 

中
国
の
法
律
書
が
入
手
で
き
、
嬉
び
の
あ
ま
り
そ
の
一
字
を
取
っ
て
諭
吉
と
名
づ
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
儒
教
で
も
社
会
科
学
の
方 

面
の
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
父
の
影
響
か
ま
た
は
時
代
の
要
請
か
、
後
に
蘭
学
を
学
び
英
学
を
学
ん
だ
福
沢
は
、
社
会
科
学
的
な
関 

心
が
特
に
強
く
、
眼
は
い
つ
も
世
界
に
開
か
れ
て
い
た
。
福
沢
は
当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
珍
ら
し
く
、
欧
米
へ
の
渡
航
歴
を
三
回
も
持 

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
当
時
の
西
洋
通
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
後
へ
か
け
て
出
版
さ
れ
た
彼
の
著
書
で
あ
る
『
西
洋 

事
情
』
は' 

爆
発
的
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

こ
の
書
物
の
国
民
へ
の
教
育
的
な
効
果
は
絶
大
な
も
の
で
、
明
治
政
府
の
当
局
者
達 

に
も
多
く
の
啓
発
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

福
沢
の
一
回
目
の
渡
航
は
、

一
八
六
〇
年
に
幕
府
の
軍
艦
咸
臨
丸
に
乗
っ
て
、
軍
艦
奉
行
木
村
摂
津
守
の
従
者
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡 

っ
た
。
彼
が
二
十
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
が' 

彼
自
身
の
強
い
希
望
で
、

っ
て
を
頼
っ
て
強
引
に
摂
津
守
に
頼
み
込
み
、
渡
米
を
実
現
さ
せ 

た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
福
翁
自
伝
』
に
は' 

氷
の
入
っ
た
ワ
イ
ン
を
飲
ん
だ
事
と
か' 

ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
の
消
息
を
あ
る
人
に
尋
ね
て 

み
た
事
と
か
、

ア
メ
リ
カ
の
少
女
と
一
緒
に
写
真
を
と
っ
た
事
と
か
、
帰
り
に
ハ
ワ
イ
の
国
王
に
会
っ
た
事
と
か
、
全
体
は
、

の
ど
か
で 

楽
し
い
話
で
満
ち
て
い
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
五
十
日
余
り
滞
在
し
た
こ
の
旅
は
、
彼
に
と
っ
て
初
め
て
の
外
国
で
あ
り
、
『
自
伝
』 

に
ア
メ
リ
カ
で
の
心
境
を
、

お
嫁
さ
ん
ば
か
り
独
り
静
か
に
し
て
お
行
儀
を
繕
い
、
人
に
笑
わ
れ
ぬ
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
却
っ
て
マ
ゴ
ツ
ィ
テ
顔
を
赤
く
す
る 

そ
の
苦
し
さ
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う 

(

『
全
集
』
第
七
巻
・
九
三
頁) 

と
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、

一
言
で
い
え
ば
異
文
化
に
触
れ
た
驚
き
と
戸
惑
い
の
連
続
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
二
回
目
の
ヨ
ー

コ
ッ
パ
へ
の
渡
航
は
、
ま
っ
た
く
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
福
沢
諭
吉
に
ゝ
国
際
政
治
的
な
観
点
か
ら
見
ざ
る
を 

え
な
い
よ
う
な
体
験
を
余
儀
な
く
強
い
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
幕
府
の
遣
欧
使
の
翻
訳
方
と
し
て
、

一
八
六
二
年
一
月
二
十 

二
日
か
ら
一
年
余
り
を
か
け
て
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
、
プ
ロ
シ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
六
ヶ
国
を
歴
遊
し
、

一
八
六
三
年 

一
月
三
十
日
に
、
品
川
に
帰
着
し
た
。

ア
ジ
ア
の
港
に
寄
港
し
な
が
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
向
っ
た
こ
の
旅
は
、
福
沢
に
西
欧
烈
国
の
国
力
の 

強
大
さ
を
見
せ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
『
自
伝
』

に
も

日
本
の
不
文
不
明
の
奴
ら
が
殻
威
張
り
し
て
攘
夷
論
が
盛
ん
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
日
本
の
国
力
は
段
々
弱
く
な
る
だ
け
の
話
で
、
 

し
ま
い
に
は
如
何
い
う
よ
う
に
な
り
果
て
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
実
に
情
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
 

(

同

・
一
〇
入
頁) 

と
い
う
よ
う
に
、
攘
夷
論
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
日
本
国
内
の
情
況
や
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
姿
勢
で
は
、
と
て
も
た
ち
打
ち
で
き
な
い
欧 

米
の
国
々
と
の
、
対
外
的
な
地
位
に
つ
い
て
深
刻
に
考
え
さ
せ
、
福
沢
に
日
本
の
独
立
の
危
い
こ
と
を
憂
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

福
沢
等
が
日
本
か
ら
最
初
に
寄
港
し
た
の
は
香
港
で
あ
っ
た
。
当
時
の
香
港
は
、

ア
ヘ
ン
戦
争
の
後
の
南
京
条
約
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
割 

譲
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
る
。
彼
の
日
記
で
あ
る
『
西
航
記
』
に
よ
れ
ば
、
港
に
は
多
数
の
英
国
軍
艦
や
砲
艦
商
船
等
が
碇
泊
し
、
陸 

上
に
は
英
国
兵
の
兵
営
が
築
か
れ
、
兵
数
は
三
千
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
彼
が
、
日
本
を
離
れ
て
最
初
に
見
た
外
国
で
あ
り
、
し 

か
も
清
か
ら
割
譲
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
福
沢
の
印
象
は
強
烈
で
、

ア
ジ
ア
人
の
無
力
さ
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
圧
制 

を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
日
記
に
は
、

香
港
の
風
俗
は
極
め
て
鼻
陋
で
あ
り
、
「
全
く
英
人
に
使
役
せ
ら
る
ゝ
の
み
」
(
『
全 

集
』
十
九
巻
・
九
頁)

と
書
か
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
福
沢
の
眼
に
は
、
香
港
と
ア
ジ
ア
の
小
国
で
あ
る
日
本
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
た 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

こ
の
強
大
な
国
力
の
差
は
一
体
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
差
し
迫
っ
た
問
い
を
福
沢 

に
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
福
沢
が
持
っ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、

パ
リ
、

ロ
ン
ド
ン
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
歴
遊
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
し
だ
い
に
彼
の 

中
で
熟
成
さ
れ
形
を
と
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼
は
、

ス
エ
ズ
か
ら
初
め
て
汽
車
に
乗
り
パ
リ
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
見
る
も
の
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聞
く
も
の
の
全
て
が
、
驚
き
と
開
眼
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
文
明
の
差
で
あ
る
。
鉄
道
や
電
信
に
代 

表
さ
れ
る
交
通
通
信
の
発
達
、
 

昨
日
の
事
が
す
ぐ
に
新
聞
に
報
道
さ
れ
る
情
報
伝
達
の
あ
り
方
、
大
量
生
産
の
工
業
施
設
、
そ
の
他
枚
挙 

に
い
と
ま
が
な
い
が' 

ど
の
一
つ
を
取
っ
て
も
眼
を
見
は
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
幕
末
の
日
本
で
は
と
う
て
い
考
え
も
及
ば
な
い
も
の 

で
あ
っ
た
。

し
か
も
福
沢
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
文
明
の
利
器
と
し
て
眼
に
見
え
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
鉄
道
は
民 

間
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
成
り
立
ち
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
街
の
中
の
バ
ン
ク
と
い
う
も
の
の
成
り
立
ち
は 

ど
う
で
あ
る
か
。
さ
ら
に
は' 

そ
の
科
学
文
明
の
全
体
を
支
え
保
障
し
て
い
る
国
の
成
り
立
ち
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
選
挙
制
度
と
い 

う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
の
合
議
で
、
国
の
政
策
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
等
々
。
福
沢
は
、
 

そ
れ
ら
の
社
会
の
仕
組
を
教
え
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
文
明
国
家
の
社
会
全
体
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
日
本
の
士
農
工
商
と
い
う
よ
う 

な
身
分
制
度
な
ど
で
は
な
く'

誰
も
が
堂
々
と
自
分
の
意
見
を
述
べ
、
公
明
正
大
な
合
議
の
上
で
事
を
運
ぶ
と
い
う
自
由
さ
で
は
な
い
か
。
 

し
か
も
そ
の
自
由
は
、
誰
も
が
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
権
利
と
し
て
、
そ
れ
が
法
律
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に 

気
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
文
明
諸
国
に
お
け
る
人
人
の
自
由
と
平
等
と
い
う
人
間
の
尊
厳
は
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
性 

質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
人
々
の
一
人
一
人
の
独
立
不
羈
の
心
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
独
立
の
精
神
が' 

国
民
に
自
由 

と
平
等
を
保
障
す
る
法
律
と
な
っ
て
結
晶
し
、
文
明
国
全
体
の
秩
序
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
次 

第
に
開
眼
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

折
し
も
福
沢
は'

ロ
ン
ド
ン
か
ら
、
中
津
藩
の
島
津
祐
太
郎
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
「
先
ず
当
今
の 

急
務
は
富
国
強
兵
に
ご
ざ
候
。

富
国
強
兵
の
本
は
人
物
を
養
育
す
る
こ
と
専
務
に
存
じ
候
」(
『
全
集
』
第
十
七
巻
・
ハ
頁)

と
、
書
き
送
り' 

日
本
の
文
明
開
化
の
根
本
は
、
何
よ
り
も
そ
の
独
立
不
羈
の
精
神
を
教
育
に
よ
っ
て
養
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
福
沢
の
三
度
目
の
渡
航
は
、

一
八
六
七
年
二
月
か
ら
、
再
度
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
先
回
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で 

の
滞
在
は
五
十
日
余
り
と
日
数
も
少
な
く
、
当
時
の
シ
ス
コ
は
小
都
市
で
も
あ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
を
垣
間
見
た
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
今
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回
は
、
五
ケ
月
に
渡
っ
て
東
部
の
諸
都
市
を
周
る
こ
と
が
で
き
、
何
よ
り
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
歴
訪
し
た
眼
で
ア
メ
リ
カ
を
見
た
こ
と
は
、
 

彼
に
と
っ
て
も
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

一
人
一
人
の
能
力
に
応
じ
て
自
由
に
職
業
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
は
、
そ
の 

根
底
に
、
個
人
の
自
由
と
平
等
を
尊
重
す
る
独
立
不
羈
の
精
神
が
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
独
立
の
精
神
は
、
遠
く
ア 

メ
リ
カ
建
国
を
果
し
遂
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
日
本
の
置
か
れ
て
い
る
国
際
的
な
現
状
を
思
う
と
き
、
彼
が
さ
し
せ
ま 

っ
て
第
一
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
精
神
で
あ
っ
た
。

福
沢
諭
吉
の
こ
の
よ
う
な
三
度
に
も
わ
た
る
渡
航
経
験
は
、
そ
の
後
の
彼
の
思
想
に
決
定
的
な
方
向
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
自 

分
で
見
聞
き
し
た
世
界
の
印
象
は
、
鎖
国
時
代
の
日
本
に
い
て
は
考
え
て
み
よ
う
も
な
い
こ
と
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
る
。
彼
の
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
一
人
一
人
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
こ
の
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
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
。

し
か
し
当
時
の
日
本
は
、

こ
の
世
界
情
勢
に
、
あ
ま
り
に
も
無
知
で
あ
っ
た
。
日
進
の
学
問
を
知
ら
ず
、
神
州
と
か
万
世
一
系
と
か
に 

惑
溺
し
て
、
攘
夷
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
。
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
訪
中
に
は
、
薩
摩
藩
士
が
イ
ギ
リ
ス
人
を
殺
傷
し
た
生
麦
事
件
が
起 

こ
っ
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
朝
し
た
翌
日
に
は
、
尊
王
攘
夷
の
志
士
高
杉
晋
作
ら
が
、
品
川
御
殿
山
に
建
設
中
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
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館
を
焼
き
打
ち
に
し
た
。
そ
の
数
ヶ
月
後
に
は
、
下
関
戦
争
と
薩
英
戦
争
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で' 

日
本
の
独 

立
な
ど
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
責
任
を
一
身
に
担
い
な
が
ら
、
ま
ず
日
本
国
民
に
世
界
の
情
勢
を 

知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
『
唐
人
往
来
』
、
『
西
洋
事
情
』
、

『
西
洋
事
情
外
篇
』
、
『
世
界
国
尽
』
等
の
多
く
の
著
作
に
よ
っ 

て
、
国
民
へ
の
啓
発
に
力
を
尽
く
す
の
で
あ
る
。

今
一
つ
は
教
育
で
あ
る
。
『
学
問
の
す
す
め
』

で
は
、
「
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
」(

『
全
集
』
第
三
巻
・
三
〇
頁)

と
、
今
ま
で
の
儒
学
や
国
学
に
代
わ
っ
て
、

西
洋
の
新
し
い
学
問
、

サ
イ
エ
ン
ス
を
学
ぶ
べ
き
こ
と 

が
推
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
学
問
に
よ
っ
て
こ
そ
「
身
も
独
立
し
家
も
独
立
し
天
下
国
家
も
独
立
す
べ
き
な
り
」(

同
・
三
〇 

頁)

と
い
う
の
で
あ
る
。
文
明
国
の
独
立
の
基
は
、
何
と
い
っ
て
も
西
洋
人
一
人
一
人
の
独
立
不
羈
の
近
代
精
神
で
あ
っ
た
。

そ
の
精
神 

に
比
べ
れ
ば
、

当
時
の
日
本
人
は
、

あ
ま
り
に
も
お
粗
末
で
あ
る
。
「
目
上
の
人
に
逢
え
ば
一
言
半
句
の
理
屈
を
述
ぶ
る
こ
と
能
わ
ず
、
 

立
て
と
言
え
ば
立
ち
、
舞
え
と
言
え
ば
舞
い
、
そ
の
柔
順
な
る
こ
と
家
に
飼
い
た
る
瘦
犬
の
如
し
」

〈同
・
四
五
頁)

と
い
う
よ
う
に' 

万 

事
お
上
の
い
い
な
り
に
な
る
日
本
人
の
奉
公
人
根
性
、
そ
れ
を
西
洋
の
学
問
に
よ
っ
て
立
て
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
へ
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
を
安
楽
に
こ
の
世
を
渡
ら
し
め
給
う
の
趣
意
な
り
。

(

同

・
二
九
頁) 

と
い
う
よ
う
に
、
自
由
と
平
等
と
を
尊
ぶ
独
立
の
精
神
に
生
き
る
者
を
、
育
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
沢
は
、

日
本 

の
独
立
を
国
民
教
育
と
い
う
形
で
担
い
、
そ
れ
に
生
涯
を
捧
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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ニ

慶

応

義

塾

建

学

の

精

神

福
沢
諭
吉
は
、

一
ハ
五
八(

安
政
五)

年
に
、
中
津
藩
の
命
を
受
け
て' 

築
地
鉄
砲
州
に
あ
る
藩
主
奥
平
家
中
屋
敷
に
、
蘭
学
の
家
塾
を 

開
く
。

こ
れ
が
後
の
慶
応
義
塾
の
起
源
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
に
は
、
彼
は
ほ
ん
の
腰
掛
く
ら
い
の
つ
も
り
で
、

こ
の
仕
事
を
引
受
け 

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
歴
訪
以
後
は
、
日
本
の
独
立
を
賭
け
た
文
明
開
化
の
た
め
に' 

積
極
的
に
青
少
年
の
教
育
に
打
ち
込 

む
こ
と
と
、
著
作
に
よ
る
国
民
へ
の
啓
発
を
、
自
ら
の
使
命
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
度
目
の
ア
メ
リ
カ
渡
航
か
ら
帰
っ
て
ま
も
な
く
、
築 

地
鉄
砲
州
が
新
た
に
外
国
人
居
留
地
と
な
る
た
め
、
福
沢
は
多
く
の
借
金
を
し
て
、
芝
新
銭
座
に
、
四
〇
〇
坪
の
土
地
を
購
入
し
一
五
〇 

坪
の
塾
舎
を
建
設
し
た
。
折
か
ら
明
治
維
新
の
政
変
の
最
中
で
あ
っ
た
が' 

こ
の
時
の
年
号
を
取
っ
て' 

こ
の
塾
を
慶
応
義
塾
と
命
名
し 

た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
塾
の
進
路
は
、
「
慶
応
義
塾
之
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
こ
こ
に
会
社
を
立
て
て
義
塾
を
創
め
、
同
志
諸
子
、
相
と
も
に
講
究
切
磋
し
、
も
っ
て
洋
学
に
従
事
す
る
や' 

事
、
も
と
私
に
あ 

ら
ず' 

広
く
こ
れ
を
世
に
公
に
し
、
士
民
を
問
わ
ず
い
や
し
く
も
志
あ
る
も
の
を
し
て
来
学
せ
し
め
ん
を
欲
す
る
な
り
。

(

『
全
集
』
・
十
九
巻-

三
六
七
頁) 

つ
ま
り' 

こ
れ
ま
で
の
家
塾
で
あ
っ
た
蘭
学
塾
を
、
西
洋
風
の
共
立
の
学
塾
と
改
め
、
そ
の
目
的
は' 

ひ
と
え
に
日
本
の
文
明
開
化
の
た 

め
で
あ
っ
て
、
「
事
、
も
と
私
に
あ
ら
ず
」
。
要
す
る
に
、
自
分
の
私
利
私
欲
の
た
め
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
多
く
の
私
財
を 

投
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
塾
を
私
物
化
せ
ず
に
、

一
種
の
団
体
に
よ
る
公
共
の
た
め
の
共
有
物
で
あ
る
と
、
明
確
に
規
定
し 

た
。
そ
し
て
、
身
分
を
問
わ
ず
、
意
欲
あ
る
者
は
、
誰
で
も
一
緒
に
勉
強
し
よ
う
と
、
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
福
沢
は
い
う
。
 

そ
も
そ
も
洋
学
の
も
っ
て
洋
学
た
る
と
こ
ろ
や' 

天
然
に
胚
胎
し' 

物
理
を
格
致
し' 

人
道
を
訓
誨
し' 

身
世
を
営
求
す
る
の
業(

中 

略)

こ
れ
を
天
真
の
学
と
い
う
て
可
な
ら
ん
か
。
 

(

同

・
三
六
ハ
頁)
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こ
れ
は
後
に
著
わ
し
た
『
学
問
の
す
す
め
』

で
は
、

「
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
」
と
い
う
実
学
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
さ

ら

に

「
記
」
で
は
、

こ
い
ね
が
わ
く
は
吾
が
党
の
士'

千
里
笈
を
担
う
て
こ
こ
に
集
り' 

才
を
育
し
智
を
養
い
、
進
退
必
ず
礼
を
守
り
、
交
際
必
ず
誼
を 

重
じ' 

も
っ
て
他
日
世
に
な
す
者
あ
ら
ば' 

ま
た
国
家
の
た
め
に
小
補
な
き
に
あ
ら
ず
。 

(

同
・
三
六
ハ
頁) 

と
い
う
が
、

こ

れ

も

『
学
問
の
す
す
め
』

に
は
、

「
身
も
独
立
し
家
も
独
立
し
天
下
国
家
も
独
立
す
べ
き
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
で 

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
こ
の
「
慶
応
義
塾
之
記
」
に
謳
わ
れ
て
い
る
義
塾
の
目
的
は
、
要
す
る
に
、
洋

学

に

よ

る

「
一
身
一
国
の
独
立
」
と 

い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
学
問
に
よ
る
独
立
と
同
時
に
、

福
沢
が
義
塾
に
期
待
し
た
も
う
一
つ
の
大
切
な
事
は
、
「
進
退
必
ず
礼
を
守
り
、

交
際
必
ず
誼
を 

重
ず
」
と
い
う
、

自
重
の
精
神
で
あ
る
。

そ
れ
は
後
に'

「
独
立
自
尊
」
と
い
う
慶
応
義
塾
の
建
学
の
精
神
を
表
わ
す
有
名
な
言
葉
と
も 

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
尊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
福
翁
自
伝
』
で
は
、
 

元
来
私
の
教
育
主
義
は
自
然
の
原
則
に
重
き
を
お
い
て
、
数
と
理
と
こ
の
二
つ
の
も
の
を
本
に
し
て
、
人
間
万
事
有
形
の
経
営
は
す 

べ
て
ソ
レ
カ
ラ
割
出
し
て
行
き
た
い
。

ま
た
一
方
の
道
徳
論
に
お
い
て
は
、(

中
略)

一
身
を
高
尚
至
極
に
し
、

い
わ
ゆ
る
独
立
の 

点
に
安
心
す
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
。
 

(

『
全
集
』
第
七
巻
，
一
六
七
頁) 

と
、
義
塾
教
育
の
目
的
が
二
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
実
学
と
同
時
に
道
徳
を
重
ん
じ
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
じ 

『
自
伝
』

の
最
後
に
も
彼
は
こ
う
い
う
。

私
の
生
涯
の
中
に
出
来
し
て
み
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
は
、
全
国
男
女
の
気
品
を
次
第
々
々
に
高
尚
に
導
い
て
真
実
文
明
の
名
に
恥
ず 

か
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と(

中
略)

大
い
に
金
を
投
じ
て
有
形
無
形' 

高
尚
な
る
学
理
を
研
究
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

(

『
全
集
』
第
七
巻-

二
六
〇
頁) 

こ
こ
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
欧
米
の
人
々
と
対
等
に
つ
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
問
に
よ
る
独
立
と
道
徳
に
よ
る
自
尊
、

こ

の

「
独
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立
自
尊
」
と
い
う
こ
と
が
、
福
沢
諭
吉
の
生
涯
を
貫
ぬ
く
志
願
で
あ
り
、

こ
の
彼
の
願
い
が
、
後
の
慶
応
義
塾
の
塾
風
を
築
き
あ
げ
て
い 

く
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

明
治
の
初
め
の
著
作
と
教
育
と
い
う
福
沢
の
活
躍
は
、
日
本
の
国
民
や
政
府
に
多
大
な
啓
発
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
政
府
で
は
、
彼
の 

影
響
に
よ
る
洋
学
派
が
台
頭
し
て
、
明
治
五
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
る
。
し
か
し
、
急
速
な
西
洋
の
思
想
の
流
入
に
よ
っ
て' 

は
か
ら
ず 

も
自
由
民
権
運
動
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
押
え
込
む
た
め
に
皇
学
漢
学
派
の
巻
き
返
し
が
起
こ
り
ノ
教
育
の
勅
語
の
発
布
へ
と
進
む
の
で
あ 

る
。
周
知
の
よ
う
に
日
本
は
、
皇
国
民
教
育
と
い
う' 

上
か
ら
の
一
国
の
教
育
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
中
に
あ
っ
て
当
時
の
私
学
は
、
下
か
ら
の
一
人
の
教
育
に
力
を
尺
く
す
の
で
あ
る
。

こ
の
慶
応
義
塾
の
「
独
立
自
尊
」
と
い
い
、
先 

稿
で
尋
ね
た
同
志
社
の
「良
心
の
全
身
に
充
満
し
た
る
丈
夫
の
起
り
来
ら
ん
事
を
」
と
い
う
新
島
の
燃
え
る
よ
う
な
人
間
教
育
へ
の
情
熱 

は
立
派
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
明
治
十
五
年
に
開
校
さ
れ
た
東
京
専
門
学
校
の
「
我
国
に
学
問
を
独
立
せ
し
む
る
の
地
歩
を
為
さ
ん
と
欲 

す
る
」
と
い
う
、
学
問
の
自
由
を
謳
っ
た
開
学
の
辞
と
い
い
、

い
ず
れ
も
野
に
立
つ
私
学
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。

三

「
修

身

要

領

」
制
定
の
事
情

㈠
 

日
清
戦
争
後
の
世
相
の
頹
廃

さ
て
、
真
宗
大
学
開
校
当
時
の
慶
応
義
塾
の
動
向
を
尋
ね
る
た
め
に
、
先
を
い
そ
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
義
塾
は
、
そ
れ
ま
で
の
芝
新
銭 

座
か
ら
、

一
八
七
ー(

明
治
四)

年
、
現
在
の
三
田
に
移
転
し
た
。
そ
の
後
一
八
九
〇(

明
治
二
十
三)

年
一
月
に
、
義
塾
は
、
文
学
科
、
理 

財
科
、
法
律
科
の
三
科
を
備
え
た
、
大
学
部
を
開
設
し
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
、
最
初
の
私
立
総
合
大
学
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
年
は
、
日
本
が
議
会
制
を
敷
き
、
名
実
共
に
近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
た
年
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
同
志
社
の
新
島
襄
も
、

こ
の
記 

念
す
べ
き
年
を
期
し
て
、
同
志
社
英
学
校
か
ら
神
学
を
中
心
と
す
る
同
志
社
の
総
合
大
学
化
を
、
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
、
新
島
は
こ
の
世
の
命
を
燃
え
尽
し
、
そ
の
構
想
と
彼
の
情
熱
と
は
、
後
進
の
者
達
へ
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る 

の
で
あ
る
。
私
立
学
校
の
こ
の
よ
う
な
動
向
に
反
し
て
、

こ
の
年
に
は
ま
た
「
教
育
勅
語
」
が
発
布
さ
れ
、
日
本
国
の
上
か
ら
の
教
育
の 

方
向
が
、
確
定
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。

義
塾
は
、

こ
の
よ
う
な
年
に
大
学
部
を
開
設
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
外
で
期
待
し
た
程
、
多
く
の
学
生
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
な 

ぜ
な
ら
、
従
来
の
教
育
課
程
を
卒
業
し
た
学
生
に
も
、
慶
応
義
塾
卒
業
の
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
大
学
部
に
進
学
す
る
者 

が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
学
部
の
情
況
を
克
服
す
べ
く
、

一
八
九
八(

明
治
三
十
一)

年
四
月
に
、
義
塾
は
、
学
園
の
学
制
全
般

に
わ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
大
き
な
改
革
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
幼
稚
舎
、
普
通
部
、
大
学
部
の
入
学
や
卒
業
の
時

期
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
財
政
的
に
も
、
各
々
独
立
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、
幼
稚
舎
六
年
、
普
通
部
五
年
、
大
学
部
五

年
の
教
育
課
程
を
、

一
貫
し
た
教
育
体
系
の
下
に
、
整
理
を
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
大
学
部
を
義
塾
教
育
の
本
幹
と
し
て

そ
の
卒
業
生
で
な
け
れ
ば
、
慶
応
義
塾
を
卒
業
し
た
者
と
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

こ
こ
に
初
め
て
、
義
塾
の
一
貫
教
育
体
制
が
確
立
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
私
立
の
総
合
大
学
と
し
て
ほ
ぼ
形
が
整
っ
た
、
明
治
三
十
一
年
、

こ
の
年
の
十
月
に
、
社
頭
の
福
沢
諭
吉
は
、
脳
出
血

の
た
め
に
倒
れ
る
の
で
あ
る
。
幸
に
し
て
ま
も
な
く
回
復
は
す
る
が
、
病
後
は
再
び
著
書
や
論
説
等
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
病
に
倒 

れ
た
こ
と
で
、
自
ら
の
死
期
の
近
い
こ
と
を
覚
悟
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

こ
の
世
の
最
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
慶
応
義
塾
の 

建
学
の
精
神
で
あ
る
「
修
身
要
領
」
を
制
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ

の

「
修
身
要
領
」
に' 

彼
の
生
涯
抱
き
続
け
て
き
た
道
徳
教
育 

へ
の
志
願
を
托
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

福
沢
の
目
指
し
た
教
育
方
針
は
、
す
で
に
尋
ね
た
通
り
、
西
洋
の
実
学
と
道
徳
と
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
っ
た
頃
か
ら
彼
は
・

学

生

の

「
カ
ラ
ク
ト
ル
」
か
ら
た
た
き
直
し
て
、
そ
の
品
行
を
高
尚
に
し
た
い
と
考
え
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
塾
の
学
生
達
と
も
談
合
し
、
 

そ
の
協
力
を
え
て'

従
来
か
ら
の
塾
の
風
紀
を
一
新
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

「
慶
応
義
塾
之
記
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
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規
則
の
最
後
に
は
、
「
右
の
条
〈
相
守' 

若
し
不
便
の
事
あ
ら
ば' 

互
に
商
義
し
こ
れ
を
改
む.
へ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
塾
の
規
則
は
、
 

単
に
上
か
ら
押
し
つ
け
た
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
人
格
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
の
約
束
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治 

四
年
、
三
田
移
転
に
と
も
な
っ
て
で
き
た
「
慶
応
義
塾
社
中
之
約
束
」
は
、

こ
の
福
沢
の
精
神
を
継
承
し
な
が
ら
、
実
に
親
切
を
極
め
た 

規
則
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
も
当
然
、
義
塾
独
自
の
塾
風
は
生
ま
れ
て
い
た
。
三
田
の
山
上
で
学
ぶ
者
は
、
義
塾
の
生
活
を 

通
し
て
一
種
の
気
品
を
身
に
つ
け
、
実
社
会
に
出
た
時
に
は
、
そ
の
高
尚
清
潔
な
気
風
を
示
し
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
期
、
あ

え

て

「
修
身
要
領
」
を
制
定
し
よ
う
と
し
た
意
図
は' 

社
頭
の
福
沢
が
な
ん
と
か
元
気
な
う
ち
に
、
慶 

応
義
塾
を
一
貫
す
る
建
学
の
精
神
を
、
文
章
化
し
て
ま
と
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
。
同
時
に
、
福
沢
の
年
来
の
志
願
を
完
う
す
べ
く
、
そ 

れ
を
、
社
会
へ
道
徳
運
動
の
形
で
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
先
の
よ
う
な
義
塾
の
事
情
だ
け
で
は
な
い
。
当
時
の 

諸
外
国
と
の
間
に
置
か
れ
て
い
た
日
本
の
状
況
と
そ
の
世
相
と
が
、
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
そ
の
い
く
つ
か
に
言
及
し
て
お 

き
た
い
。

一
 

つ
は
、
明
治
二
十
八
年
に
日
清
戦
争
が
終
る
と
、
そ
れ
ま
で
国
家
を
至
上
と
み
て
い
た
戦
時
中
の
考
え
方
に
対
し
て' 

そ
の
反
動
的 

な
風
潮
が
、

一
気
に
た
か
ま
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
三
月
に
は
、
文
部
大
臣
西
園
寺
公
望
が
、
高
等
師
範
学
校
の
卒
業 

式
で' 

世
界
主
義
教
育
の
方
針
を
演
説
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
三
十
一
年
の
八
月
に
は
、
時
の
文
部
大
臣
尾
崎
行
雄
は
、
帝
国
教
育
会
の 

集
会
で
、
共
和
主
義
に
つ
い
て
演
説
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
高
山
樗
牛
は
、
当
時

の

雑

誌

『
太
陽
』
で

「
近
代
主
義
」
を
提 

唱
し
、
個
人
の
欲
望
追
求
を
強
く
打
ち
出
す
の
で
あ
る
。
時
の
文
部
大
臣
が
、
世
界
主
義
、
共
和
主
義
を
唱
え
、
広
く
社
会
に
影
響
を
も 

っ
た
高
山
が
、
近
代
主
義
を
唱
え
る
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
時
期
、
多
彩
な
思
想
が
一
気
に
台
頭
し
、
保
守
派
は
ま
た
そ
の
風
潮
に
対
抗 

す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
思
想
界
は
混
迷
を
極
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
世
相
も
ま
た
道
徳
的
な
頹
廃
を
色
濃
く
し
て
い 

っ
た
。

道
徳
修
身
の
教
え
は
、
「
教
育
勅
語
」
が
あ
っ
て
も
、
教
育
界
と
は
違
っ
て
そ
の
力
を
失
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ 

り
少
し
後
、
明
治
三
十
四
年
一
月
に
、
清
沢
満
之
は
、
浩
々

洞

よ

り

『
精
神
界
』
を
発
刊
す
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
仏
道
の
信
念
を
世
に
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公
開
し
て
い
く
仕
事
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
混
迷
し
た
世
相
を
視
野
に
入
れ
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
 

福
沢
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
世
相
を' 

よ
く
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
十
九
年
十
一
月
一
日' 

慶
応
義
塾
の
目
的
を' 

次
の
よ
う 

に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

老
生
の
本
意
は
、
此
慶
応
義
塾
を
単
に
一
処
の
学
塾
と
し
て
甘
ん
ず
る
を
得
ず
、
其
目
的
は
我
日
本
国
中
に
於
け
る
気
品
の
泉
源
、
 

智
徳
の
模
範
た
ら
ん
こ
と
を
期
し' 

之
を
実
際
に
し
て
は
居
家
処
世
立
国
の
本
旨
を
明
に
し
て
、
之
を
口
に
言
ふ
の
み
に
非
ず
、
躬 

行
実
践
、
以
て
全
社
会
の
先
導
者
た
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
者
な
れ
ば
、
今
日
こ
の
席
の
好
機
会
に
恰
も
遺
言
の
如
く
に
し
て
、
之
を 

諸
君
に
嘱
托
す
る
も
の
な
り
。
 

(

『
時
事
新
報
』
・
明
治
二
十
九
年
十
一
月
三
日
社
説
，
『
全
集
』
・
第
十
五
巻
，
五
三
四
頁) 

こ
の
よ
う
に
、
福
沢
が
慶
応
義
塾
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
「
修
身
要
領
」
を
制
定
し' 

そ
れ
を
道
徳
運
動
に
ま
で
し
ょ
う
と
し
た
背
景
に 

は
、

一
つ
に
は
、
当
時
の
思
想
の
混
迷
と
世
相
の
頹
廃
と
が
あ
り
、
彼
は
、
そ
れ
を
深
く
憂
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

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
。

参

考

文

献

『
福
沢
諭
吉
全
集
』
全
二
十
二
巻
、
岩
波
書
店
。
 

『
福
沢
諭
吉
』
会
田
倉
吉
著
、
吉
川
弘
文
館
。

『
福
沢
諭
吉
』
桑
原
三
郎
著
、
丸
善
株
式
会
社
。

『
福
沢
諭
吉
』
小
泉
信
三
著
、
岩
波
書
店
。

『
評
伝
内
村
鑑
三
』
小
原
信
著
、
中
央
公
論
社
。

『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』1

・2
、
国
立
教
育
研
究
所
編
集
。
 

『
教
育
の
体
系
』
山
住
正
己
著
、
岩
波
書
店
。

『
教
育
勅
語
』
山
住
正
己
著
、
朝
日
新
聞
社
。
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『
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
。
 

『
東
京
大
学
百
年
史
』 

東
京
大
学
。
 

『
建
学
の
精
神
』 

日
本
私
立
大
学
連
盟
。

15


