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福
沢
諭
吉
と
西
周
の
留
学
体
験

｜
わ
が
国
の
知
識
人
と
留
学
（
そ
の
一
）
｜

安

酸

敏

眞

福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
｜
一
九
〇
一
）
と
西にし
周あまね
（
一
八
二
九
｜
九
七
）
は
、
加
藤
博
之
（
一
八
三
六
｜
一
九
一
六
）
や
津つ
田だ
真ま
道みち
（
一
八

二
九
｜
一
九
〇
三
）
ら
と
と
も
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
わ
が
国
の
近
代
化
の
た
め
に
尽
力
し
た
先
覚
者
・
啓
蒙
家
で
あ
る
。

こ
の
二
人
は
と
も
に
明
治
維
新
前
に
江
戸
幕
府
か
ら
外
国
に
派
遣
さ
れ
た
貴
重

な
経
験
を
も
ち
、傑
出
し
た
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
、明
治
日
本
の
立
役
者
と
な
っ

た
点
で
共
通
し
て
い
る
。

福
沢
諭
吉
は
、
一
八
三
五
年
（
天
保
五
年
）
一
月
一
〇
日
｜

旧
暦
（
太
陰

暦
）
一
八
三
四
年
一
二
月
一
二
日
｜

、
大
坂
玉
江
橋
北
詰
の
中
津
藩
蔵
屋
敷

に
、
父
百ひゃく
助すけ
と
母
阿お
順じゅんの
末
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
生
後
一
年
半
に
し
て
父
が

病
死
し
た
た
め
、
母
子
六
人
（
兄
一
人
、
姉
三
人
）
で
藩
地
中
津
に
帰
る
。
数

え
の
十
四
歳
ご
ろ
か
ら
漢
学
を
学
び
始
め
、
め
き
め
き
上
達
す
る
。
一
八
五
四

年
（
安
政
元
年
）
二
月
、
兄
三
之
助
に
伴
わ
れ
て
長
崎
に
行
き
、
砲
術
家
山
本
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物
次
郎
の
家
に
食
客
と
し
て
住
み
込
み
、
蘭
学
を
学
び
始
め
る
。
翌
一
八
五
五
年
（
安
政
二
年
）、
大
坂
の
緒
方
洪
庵
（
一
八
一
〇
｜
六
三
）

の
適
塾
に
入
門
し
て
蘭
学
修
行
を
継
続
。
二
年
後
に
は
早
く
も
緒
方
塾
の
塾
長
に
推
さ
れ
る
。
一
八
五
八
年
（
安
政
五
年
）
一
〇
月
、
藩
命

に
よ
り
江
戸
に
上
が
り
、
築
地
鉄
砲
洲
所
在
の
藩
主
奥
平
家
中
屋
敷
に
蘭
学
の
家
塾
を
開
く
。
こ
れ
が
の
ち
の
慶
應
義
塾
の
起
源
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
足
取
り
は
、
六
十
年
の
生
涯
を
口
述
筆
記
し
た
『
福
翁
自
伝
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
福
沢
の
蘭
学

の
腕
は
相
当
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

江
戸
に
出
て
き
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
八
五
九
年
（
安
政
六
年
）
の
と
あ
る
日
、
福
沢
は
開
港
間
も
な
い
横
浜
に
見
物
に
行
き
、
店
々
の

看
板
の
横
文
字
も
ビ
ン
の
貼
紙
の
文
字
も
一
向
に
理
解
で
き
ず
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。

横
浜
か
ら
帰
っ
て
、
私
は
足
の
疲
れ
で
は
な
い
、
実
に
落
胆
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
は
ど
う
も
仕
方
が
な
い
、
今
ま
で
数
年

間
の
間
、
死しに
物もの
狂ぐる
い
に
な
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
書
を
読
む
こ
と
を
勉
強
し
た
、
そ
の
勉
強
し
た
も
の
が
、
今
は
何
に
も
な
ら
な
い
、
あ
す

こ
に
行
わ
れ
て
い
る
言
葉
、
書
い
て
あ
る
文
字
は
、
英
語
か
仏
語
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
で
今
、
世
界
に
英
語
の
普
通
に
行
わ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
か
ね
て
知
っ
て
い
る
。
何なん
で
も
あ
れ
は
英
語
に
違
い
な
い
、
今
我
国
は
条
約
を
結
び
開
け
か
か
っ
て
い
る
、
さ
す
れ

ば
こ
の
後
は
英
語
が
必
要
に
な
る
に
違
い
な
い
、
洋
学
者
と
し
て
英
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
迚とて
も
何なん
に
も
通
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
こ

の
後
は
英
語
を
読
む
よ
り
他
に
仕
方
が
な
い
と
、
横
浜
か
ら
帰
っ
た
翌
日
だ
、
一ひと
度たび
は
落
胆
し
た
が
同
時
に
ま
た
新
た
に
志
を
発
し
て
、

そ
れ
か
ら
以
来
は
一
切
万
事
英
語
と
覚
悟
を
極き
め
て
、
さ
て
そ
の
英
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
如ど
何う
し
て
宜い
い
か
取とり
付つき
端は
が
な

１い
。

と
き
あ
た
か
も
安
政
の
大
獄
が
幕
開
け
し
た
ば
か
り
。
日
米
修
好
通
商
条
約
（
一
八
五
八
年
）
が
調
印
さ
れ
、
同
年
九
月
ま
で
に
オ
ラ
ン

ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
も
同
様
の
条
約
が
締
結
さ
れ
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
五
ヵ
国
条
約
に
基
づ
き
、
江
戸
に
近
い
と
こ
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ろ
と
し
て
は
、
横
浜
が
開
港
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
に
は
じ
め
て
蘭
学
に
接
し
、
長
崎
で
一
年
、
大

坂
で
足
か
け
四
年
、
都
合
丸
四
年
あ
ま
り
ひ
た
す
ら
修
業
を
積
ん
で
き
て
、
蘭
学
に
は
か
な
り
の
自
負
心
を
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ

こ
ま
で
苦
労
し
て
身
に
つ
け
た
蘭
学
が
通
用
し
な
い
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
福
沢
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の
現
実
に

愕
然
と
し
て
落
胆
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
気
を
取
り
直
し
て
新
し
い
現
実
に
果
敢
に
対
応
す
る
努
力
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
蘭
学
か
ら
英
学

へ
の
こ
の
転
向
を
、
福
沢
は
他
に
先
駆
け
て
実
行
し
た
。
こ
こ
に
福
沢
の
頭
抜
け
た
進
取
性
が
見
て
と
れ
る
。

福
沢
の
た
ぐ
い
稀
な
進
取
性
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
は
、
一
八
六
〇
年
（
万
延
元
年
）
の
幕
府
軍
艦
の
ア
メ
リ
カ
派
遣
に
、
自
ら
志
願
し
て

そ
の
一
行
に
加
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
軍
艦
と
い
っ
て
も
全
長
た
か
だ
か
一
六
三
フ
ィ
ー
ト
、
全
幅
二
八
フ
ィ
ー
ト
に

す
ぎ
な
い
三
本
マ
ス
ト
の
木
造
艦
で
、
総
積
載
量
は
三
八
〇
ト
ン
、
蒸
気
機
関
は
備
え
て
い
て
も
せ
い
ぜ
い
一
〇
〇
馬
力
で
、
石
炭
を
焚
く

の
は
港
の
出
入
り
口
の
み
、
あ
と
は
た
だ
風
を
頼
り
に
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
有
名
な
咸
臨
丸
で
あ
る
。
ペ

リ
ー
の
黒
船
来
航
か
ら
わ
ず
か
七
年
そ
こ
そ
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
を
招
い
て
長
崎
で
海
軍
の
伝
習
を
開
始
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
ま
だ
わ
ず
か
五
年
ほ
ど
な
の
で
、
太
平
洋
横
断
を
試
み
る
と
こ
ろ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
快
挙
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
提
督
は
時
の
軍
艦
奉
行
木
村
摂
津
守
、
こ
れ
に
随
従
す
る
艦
長
は
勝
麟
太
郎（
勝
海
舟
）、
そ
の
他
総
勢
九
十
六
名
の
一
行
。
乗
組

員
の
な
か
に
は
こ
の
航
海
に
か
な
り
の
不
安
を
覚
え
て
尻
込
み
す
る
者
も
い
た
が
、
福
沢
は
ア
メ
リ
カ
を
見
聞
す
る
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え

て
、
こ
の
一
行
に
加
わ
る
よ
う
に
四
方
八
方
手
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

航
海
に
要
し
た
日
数
は
三
十
七
日
で
、
万
延
元
年
一
月
一
九
日
（
西
暦
一
八
六
〇
年
二
月
一
〇
日
）
に
浦
賀
沖
を
出
発
し
て
、
二
月
二
六

日
（
現
地
時
間
の
二
五
日
）
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
港
に
着
い
た
。
途
中
天
候
が
芳
し
く
な
く
、
船
は
大
揺
れ
に
揺
れ
、
船
に
弱
い
勝
麟

太
郎
な
ど
は
終
始
自
分
の
部
屋
に
籠
っ
て
い
た
が
、
福
沢
は
「
牢
屋
に
這
入
っ
て
毎
日
毎
晩
大
地
震
に
あ
っ
て
い
る
と
思
え
ば
宜
い
じ
ゃ
な

い
２か
」
と
す
ま
し
顔
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
な
か
な
か
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
行
は
お
お
む
ね
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
そ
の
周
辺
に
五
〇

日
あ
ま
り
滞
在
し
、
そ
の
間
に
福
沢
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
西
洋
文
明
の
実
態
を
わ
が
目
で
確
認
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
日
本
人
の
一
行
は
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す
べ
て
に
不
慣
れ
で
、「
例
え
ば
馬
車
を
見
て
も
初
め
て
だ
か
ら
実
に
驚
い
た
。
そ
こ
に
車
が
あ
っ
て
馬
が
付
い
て
居お
れ
ば
、
乗
物
だ
と
い
う

こ
と
は
分
か
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
一
見
し
た
ば
か
り
で
は
一
寸
ち
ょ
い
と
考
え
が
付
か
３ぬ
」
有
様
だ
っ
た
。
ホ
テ
ル
に
敷
き
詰
め
て
あ
っ
た
絨
毯

の
大
き
さ
や
、
口
を
あ
け
る
と
恐
ろ
し
い
音
の
す
る
シ
ャ
ン
パ
ン
と
い
う
酒
に
も
た
ま
げ
た
と
い
う
。
一
事
が
万
事
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、

「
日
本
を
出
る
ま
で
は
天
下
独
歩
、
眼
中
人
な
し
怖
い
者
な
し
と
威
張
っ
て
い
た
磊らい
落らく
書
生
」
の
福
沢
も
、「
初
め
て
ア
メ
リ
カ
に
来
て
花
嫁

の
よ
う
に
小
さ
く
な
っ
て
し
ま

４

っ
た
」
と
い
う
。
い
ろ
い
ろ
な
工
場
も
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
、
科
学
技
術
の
先
進
性
に
は
目
を
瞠
っ
た
も
の

の
、
理
学
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
驚
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
社
会
上
の
こ
と
に
は
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
ほ
ど
で
、
建
国
の
父
で
あ
る
初
代

大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
冷
淡
な
答
え
し
か
返
っ
て
来
ず
、
社
会
慣
習
的
な
面
に
お
け
る
彼
我

の
違
い
を
感
じ
た
そ
う
で
あ
る
。

帰
り
は
同
年
閏
三
月
一
九
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出
帆
し
、
ハ
ワ
イ
に
寄
港
し
て
、
五
月
五
日
に
再
び
浦
和
に
戻
っ
て
き
た
。
船
中

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
写
真
屋
で
撮
っ
た
一
枚
の

写
真
｜

十
五
、
六
歳
の
少
女
と
一
緒
に
写
っ
た
も
の
｜

を
皆
の
者
に
見
せ

び
ら
か
し
て
、
福
沢
は
大
得
意
に
な
っ
た
。
写
真
そ
の
も
の
が
ま
だ
珍
し
い
時

代
だ
っ
た
の
で
、
誰
も
が
写
真
は
写
し
て
き
た
と
し
て
も
、
異
国
の
白
人
女
性

と
と
も
に
一
枚
の
写
真
に
納
ま
る
と
は
、
福
沢
な
ら
で
の
進
取
性
の
表
わ
れ
以

外
の
何
物
で
も
な
い
。
さ
ら
に
言
及
す
べ
き
こ
と
は
、
福
沢
が
こ
の
初
め
て
の

外
遊
の
際
に
、
英
語
の
辞
書
を
購
入
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
そ
の
時

に
私
と
中
浜
万
次
郎
と
い
う
人
と
両
人
が
、
ウ
ェ
ブ
ス
ト
ル
の
字
引
を
一
冊
ず

つ
買
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
日
本
に
ウ
ェ
ブ
ス
ト
ル
と
い
う
字
引
の
輸
入
の
第
一

５番
」
で
あ
る
と
、
後
年
自
慢
げ
に
語
っ
て
い
る
。
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帰
朝
後
、
福
沢
は
幕
府
の
外
国
方
（
い
ま
で
い
え
ば
外
務
省
）
に
雇
わ
れ
て
、
翻
訳
の
仕
事
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
幕
府
へ

の
出
仕
は
お
そ
ら
く
木
村
摂
津
守
の
推
挙
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
米
を
陣
頭
指
揮
し
た
木
村
は
、
福
沢
の
人
物
を
高
く
買
っ
て
、

そ
の
才
能
を
幕
府
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
ろ
の
わ
が
国
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
書
を
読
む
者
は
い
て
も
、
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
言
語
を
読
み
こ
な
す
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
諸
外
国
か
ら
幕
府
に
よ
せ
る
公
文
に
は
、
必
ず
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
文
を
添
え
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
文
書
を
訳
す
際
も
、
不
明
の
箇
所
は
蘭
文
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
随
分
都
合

が
よ
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
戻
っ
て
来
て
か
ら
、
福
沢
は
ひ
た
す
ら
英
書
を
読
む
こ
と
に
努
め
、
新
し
い
時
代

に
対
処
す
る
た
め
に
は
是
非
と
も
英
語
が
必
要
で
あ
る
と
説
き
、
塾
生
た
ち
に
も
蘭
書
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
英
書
に
つ
い
て
教
授
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

一
八
六
二
年（
文
久
二
年
）、
渡
米
か
ら
帰
っ
て
わ
ず
か
一
年
半
の
の
ち
に
、
福
沢
は
遣
欧
使
節
に
随
行
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
遊
の
旅
に
参

加
す
る
機
会
を
得
た
。
前
回
の
渡
米
は
木
村
摂
津
守
に
秘
か
に
懇
願
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
渡
欧
は
幕
府
に
雇
わ
れ
て

い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
き
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
は
官
費
で
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
福
沢
に
は
手
当
て
と
し
て
四
〇
〇
両
も

の
大
金
が
支
給
さ
れ
た
。
福
沢
は
親
不
孝
の
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
に
、
そ
の
う
ち
の
一
〇
〇
両
ほ
ど
を
郷
里
の
母
親
に
送
っ
て
い
る
。
実
は
、

福
沢
は
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
遊
の
少
し
前
に
、
芝
新
銭
座
に
転
居
し
、
し
か
も
中
津
藩
藩
士
土
岐
太
郎
八
の
次
女
阿お
銀ぎん（
一
般
に
は
、
き
ん
）

と
婚
礼
を
挙
げ
て
い
た
が
、
国
許
の
母
親
を
引
き
取
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
転
居
と
新
婚
生
活
の
慌
た
だ

し
い
な
か
で
、
福
沢
は
お
よ
そ
一
年
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
へ
と
出
か
け
た
。

そ
れ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
船
の
出
発
し
た
の
は
文
久
元
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ

６

っ
た
。
こ
の
た
び
の

船
は
日
本
の
使
節
が
行
く
と
い
う
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
迎むかい
船ぶね
の
よ
う
に
し
て
来
た
オ
ー
ヂ
ン
と
い
う
軍
艦
で
、
そ
の
軍
艦
に
乗
っ

て
ホ
ン
コ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
い
う
よ
う
な
イ
ン
ド
洋
の
港
々
に
立
ち
寄
り
、
紅
海
に
這
入
っ
て
、
ス
エ
ズ
か
ら
上
陸
し
て
蒸
気
車
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に
乗
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
府
に
着
い
て
二
晩
ば
か
り
泊
ま
り
、
そ
れ
か
ら
地
中
海
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
船
に
乗
っ
て
フ
ラ

ン
ス
の
マ
ル
セ
イ
ユ
、
そ
こ
で
蒸
気
車
に
乗
っ
て
リ
オ
ン
に
一
泊
、
パ
リ
に
着
い
て
滞
在
お
よ
そ
二
十
日
、
使
節
の
こ
と
を
終
り
、
パ

リ
を
去
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
プ
ロ
ス
〔
プ
ロ
シ
ャ
〕
の
都
の
ベ
ル
リ
ン
に
行
き
、
ベ

ル
リ
ン
か
ら
ロ
シ
ア
の
ペ
ー
ト
ル
ス
ボ
ル
グ
〔
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
〕、
そ
こ
か
ら
再
び
パ
リ
に
帰
っ
て
来
て
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら

船
に
乗
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
行
き
、
ソ
レ
カ
ラ
地
中
海
に
這
入
っ
て
、
元
の
通
り
の
順
路
を
経
て
帰
っ
て
来
た
そ
の
間
の
年
月
は
お

よ
そ
一
ヵ
年
、
即
ち
文
久
二
年
一
杯
、
押
し
詰
ま
っ
て
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
し
７た

。

こ
の
と
き
の
渡
欧
使
節
団
は
、
竹たけの
内うち
下しも
野つけの
守かみ
正
使
、
松
平
石いわ
見みの
守かみ
副
使
、
京
極
能の
登との
守かみ
目
付
役
な
ど
、
総
勢
四
十
名
足
ら
ず
で
、
こ
の
な

か
に
は
翻
訳
方
と
し
て
、
福
沢
の
ほ
か
に
松
木
弘こう
安あん
と
箕み
作つくり
秋しゅう
坪へい
も
加
わ
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
着
物
に
大
小
の
刀
を
横
た
え
て
の
外
遊
で

あ
っ
た
。
外
国
で
は
食
事
が
不
自
由
で
あ
ろ
う
か
ら
と
、
白
米
を
箱
に
詰
め
て
何
百
箱
も
持
参
し
、
さ
ら
に
旅
中
止し
宿しゅくの
用
意
と
い
う
の
で
、

廊
下
に
と
も
す
金かな
行あん
灯どん
、
提ちょう
灯ちん
、
手て
燭しょく、
ボ
ン
ボ
リ
、
蝋ろう
燭そく
等
を
積
み
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
る
で
大
名
が
東
海
道
を
通
行

し
て
宿
駅
の
本
陣
に
止
宿
す
る
よ
う
な
感
覚
で
渡
欧
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
仕
方
が

な
い
が
、
海
外
渡
航
と
か
異
文
化
圏
巡
遊
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
自
国
の
伝
統
や
自
文
化
の
常
識
の
み
に
寄
り
か
か
る
判
断
の
危
う
さ
、

あ
る
い
は
そ
の
滑
稽
さ
を
身
を
も
っ
て
悟
る
こ
と
に
あ
る
。

…
…
無
数
の
ガ
ス
灯
は
室
内
廊
下
を
照
ら
し
て
日
の
暮
る
る
を
知
ら
ず
、
食
堂
に
は
山
海
の
珍
味
を
並
べ
て
、
如い
何か
な
る
西
洋
嫌
い
も

口こう
腹ふく
に
攘
夷
の
念
は
な
い
、
み
な
喜
ん
で
こ
れ
を
味
わ
う
か
ら
、
こ
こ
に
手
持
無
沙
汰
な
る
は
日
本
か
ら
背
負
し
ょ
っ
て
来
た
用
意
の
品
物
で
、

ホ
テ
ル
の
廊
下
に
金
行
灯
を
つ
け
る
に
も
及
ば
ず
、
ホ
テ
ル
の
台
所
で
米
の
飯
を
た
く
こ
と
も
出
来
ず
、
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
米
を

は
じ
め
諸
道
具
一
切
の
雑ぞう
物もつ
を
、
接
待
掛
の
下
役
の
ラ
ン
ベ
ヤ
と
い
う
男
に
進
上
し
て
、
た
だ
貰
っ
て
貰
う
た
の
も
可お
笑か
し
か

８

っ
た
。
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福
沢
ら
一
行
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
訪
れ
た
当
時
は
、
欧
米
諸
国
の
横
暴
な
諸
政
策
に
憤
っ
て
日
本
国
内
で
は
攘
夷
論
真
っ
盛
り
の
頃
で
あ
っ

た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
来
て
現
地
の
新
聞
な
ど
を
読
ん
で
み
る
と
、
ま
っ
と
う
な
政
府
批
判
や
正
論
の
主
張
も
許
さ
れ
て
い
る
の
で
、
福
沢

は
「
な
る
ほ
ど
世
界
は
鬼
ば
か
り
で
は
な
い
、
こ
れ
ま
で
外
国
政
府
の
仕
振
り
を
見
れ
ば
、
日
本
の
弱
身
に
付
け
込
み
日
本
人
の
不
文
殺
伐

な
る
に
乗
じ
て
無
理
難
題
を
仕
掛
け
て
真
実
困
っ
て
い
た
が
、
そ
の
本
国
に
来
て
見
れ
ば
お
の
ず
か
ら
公
明
正
大
、
優
し
き
人
も
あ
る
も
の

だ
と
思
っ
て
、
ま
す
ま
す
平
生
の
主
義
た
る
開
国
一
偏
の
説
を
堅
固
に
し
９た

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
海
外
渡
航
や
留
学
体
験
の
も
た
ら

す
有
益
な
知
見
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
福
沢
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
遊
が
彼
に
と
っ
て
い
か
に
有
益
だ
っ
た
か
を
述
べ
つ
つ
も
、
同
時
に
、
そ
こ
に
不
可
避
的
に
随
伴

し
た
自
己
矛
盾
的
な
制
約
性
に
つ
い
て
も
、
彼
一
流
の
皮
肉
を
こ
め
て
報
告
し
て
い
る
。

…
…
私
が
こ
の
前
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
地
方
に
ま
だ
鉄
道
が
な
か
っ
た
か
ら
、
勿もち
論ろん
鉄
道
を
見
た
こ
と

が
な
い
、
け
れ
ど
も
今
度
は
ス
エ
ズ
に
上
が
っ
て
初
め
て
鉄
道
に
乗
り
、
そ
れ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
彼あ
方ち
此こ
方ち
と
行
く
に
も
み
な

鉄
道
ば
か
り
、
到
る
所
に
歓
迎
せ
ら
れ
て
、
海
陸
軍
の
場
所
を
は
じ
め
と
し
て
、
官
私
の
諸
工
場
、
銀
行
会
社
、
寺
院
、
学
校
、
ク
ラ

ブ
等
は
勿
論
、
病
院
に
行
け
ば
解
剖
も
見
せ
る
、
外
科
手
術
も
見
せ
る
、
あ
る
い
は
名
あ
る
人
の
家
に
晩
餐
の
饗
応
、
舞
踏
の
見
物
な

ど
、
誠
に
親
切
に
案
内
せ
ら
れ
て
、
か
え
っ
て
招
待
の
多
い
の
に
く
た
び
れ
る
と
い
う
ほ
ど
の
次
第
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
こ
こ
に
一
つ

可お
笑か
し
い
と
い
う
の
は
、
日
本
は
そ
の
と
き
丸まる
で
鎖
国
の
世
の
中
で
、
外
国
に
居
な
が
ら
兎と
角かく
外
国
人
に
会
う
こ
と
を
止と
め
よ
う
と
す

る
の
が
可
笑
し
い
。
使
節
は
、
竹
内
、
松
平
、
京
極
の
三
使
節
、
そ
の
中
の
京
極
は
御
目
附
け
と
い
う
役
目
で
、
ソ
レ
に
は
ま
た
相
応

の
属
官
が
幾
人
も
付
い
て
い
る
。
ソ
レ
が
一
切
の
同
行
人
を
目め
ツ
張ばり
子こ
で
見
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
外
国
人
に
会
う
こ
と
が
六むつ
か
し

10い
。
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福
沢
、
箕
作
、
松
木
の
三
名
は
開
明
的
志
操
の
持
ち
主
な
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
の
文
明
事
情
を
つ
ぶ
さ
に
観

察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

…
…
何なん
で
も
有
ら
ん
限
り
の
物
を
見
よ
う
と
ば
か
り
し
て
い
る
と
、
ソ
レ
が
役
人
連
の
目
に
面
白
く
な
い
と
み
え
、
殊こと
に
三
人
と
も
陪

臣
で
、
し
か
も
洋
書
を
読
む
か
ら
な
か
な
か
油
断
を
し
な
い
。
何
か
見
物
に
出
掛
け
よ
う
と
す
る
と
、
必
ず
御お
目め
附つけ
方がた
の
下
役
が
付
い

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
御お
定さだ
ま
り
で
始
終
付
い
て
回
る
。
此
方
こ
っ
ち
は
固もと
よ
り
密
売
し
よ
う
で
は
な
し
、
国
の
秘
密
を
洩
ら
す
気き

遣づかいも
な
い
が
、
妙
な
役
人
が
付
い
て
来
れ
ば
た
だ
う
る
さ
い
。
う
る
さ
い
の
は
マ
ダ
宜よ
い
が
、
そ
の
下
役
が
何
か
外ほか
に
差さし
支つかえが
あ
る
と
、

私
共
も
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ソ
レ
は
甚
だ
不
自
由
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
に
「
こ
れ
は
マ
ア
何なん
の
こ
と
は
な
い
、
日
本
の
鎖
国
を

そ
の
ま
ま
か
つ
い
で
来
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
巡
回
す
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
っ
て
、
三
人
で
笑
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
11す
。

ま
さ
に
鎖
国
中
の
視
察
旅
行
な
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
か
と
思
う
半
面
、
そ
こ
に
幕
府
の
役
人
た
ち
の
時
代
遅
れ
の
知
的

狭
隘
性
が
露
呈
し
て
い
る
。

福
沢
は
さ
ら
に
一
八
六
七
年（
慶
応
三
年
）、
三
度
目
の
外
国
行
と
し
て
、
再
度
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
さ
き
に
軍
艦

の
購
入
を
ア
メ
リ
カ
に
発
注
し
、
あ
ら
か
じ
め
二
隻
分
ほ
ど
の
代
金
は
支
払
っ
て
い
た
の
に
、
一
艘
が
届
い
た
だ
け
で
、
あ
と
は
南
北
戦
争

が
勃
発
し
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
を
、
何
と
か
話
を
つ
け
る
た
め
の
渡
米
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
こ
の
渡
米
に
も
自
ら
志
願
し
て
同
行

し
た
。
交
渉
は
上
首
尾
に
運
ん
で
ス
ト
ー
ン
ウ
ヲ

ー
ル
と
い
う
船
を
買
う
こ
と
に
決
ま
り
、
こ
れ
が
東あずま
艦かん
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
倹
約
家
の
福
沢
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渡
航
の
際
に
支
給
さ
れ
た
渡
航
費
用
の
う
ち
、
母
親
に
送
っ
た
残
り
の
大
部
分
を
、

英
書
の
購
入
に
充
て
た
。「
こ
れ
が
そ
も
そ
も
日
本
の
輸
入
の
始
ま
り
で
、
英
書
の
自
由
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
こ
れ
か
ら

の
こ
と
で
あ
12る
」
が
、
二
度
目
の
ア
メ
リ
カ
渡
航
の
際
に
は
、
最
初
の
渡
米
の
と
き
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
の
金
を
も
ら
っ
た
の
で
、
福
沢
曰
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く
、「
そ
の
金
を
も
っ
て
今
度
こ
そ
は
有
ら
ん
限
り
の
原
書
を
買
っ
て
き
ま
し
た
。
大
小
の
辞
書
、
地
理
書
、
歴
史
等
は
勿
論
、
そ
の
ほ
か
法

律
書
、
経
済
書
、
数
学
書
な
ど
も
そ
の
と
き
初
め
て
日
本
に
輸
入
し
て
、
塾
の
何
十
人
と
い
う
生
徒
に
銘
々
そ
の
版
本
を
持
た
し
て
立
派
に

修
業
の
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
実
に
無
上
の
便
利
で
し
13た
」。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
文
明
開
化
を
主
導
し
た
先
覚
者
・
啓
蒙
家
と
し
て
の
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
、
三
度
に
わ
た
る
洋
行
は
か
ぎ
り
な

く
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
で
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
新
し
い
文
物
・
技
術
・
制
度
に
触
れ
て
、
ま
さ
に
蒙
を
啓
か

れ
る
体
験
を
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
貴
重
な
体
験
に
照
ら
し
て
、
固
陋
な
同
時
代
人
た
ち
を
相
手
に
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
福
沢
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
背
景
と
立
場
か
ら
、
西
周
も
ま
た
独
自
の
意
義
深
い
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ

は
つ
ぎ
に
こ
の
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

西
周しゅう
助すけ
こ
と
の
ち
の
西
周
は
、
一
八
二
九
年
（
文
政
一
二
年
）
二
月
三
日
、
石
見
国
鹿かの
足あし
郡
津
和
野
（
現
、
島
根
県
）
に
生
ま
れ
た
。
津

和
野
は
四
万
三
千
石
の
小
藩
で
は
あ
っ
た
が
、
父
時
義
は
食
禄
百
石
を
賜
っ
て
い
た
藩
医
で
あ
り
藩
儒
で
も
あ
っ
た
。
周
助
は
森
鷗
外
の
大

伯
父
筋
に
あ
た
り
、
の
ち
に
鷗
外
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
彼
は
一
八
四
〇
年（
天
保
一
一
年
）、
数
え
年
十
二
歳
で
藩
校
養
老
館
に
入
る
。

一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
年
）、
養
老
館
句く
読とう
〔
漢
文
の
素
読
を
教
え
る
人
の
こ
と
〕
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
一
九
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）
六
月
、
ア

メ
リ
カ
の
海
軍
総
督
ペ
リ
ー
、
大
統
領
フ
ィ
ル
モ
ア
の
国
書
を
携
え
て
浦
賀
に
来
航
。
国
中
が
大
騒
ぎ
と
な
る
が
、
津
和
野
藩
も
時
代
の
趨

勢
に
乗
り
遅
れ
な
い
た
め
に
、
優
れ
た
藩
士
を
江
戸
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
。
周
助
は
そ
の
一
人
に
選
ば
れ
て
江
戸
に
出
て
、
江
戸
御
留

守
詰
時
習
堂
講
釈
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
を
必
死
で
学
ん
だ
が
、
や
が
て
よ
り
本
格
的
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ぶ
た
め
に
、
一
八
五
四

年
（
安
政
元
年
）
三
月
下
旬
、
脱
藩
を
決
行
。
す
ぐ
に
召
し
捕
ら
え
ら
れ
、「
永
の
御
暇
」（
永
久
の
解
雇
処
分
）
を
下
さ
れ
る
。
行
き
場
を

失
っ
た
周
助
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
、
江
戸
本
郷
元
町
に
又
新
堂
と
い
う
洋
学
塾
を
開
い
て
い
た
手
塚
律
蔵
で
あ
っ
た
。
手
塚
は

周
防
の
出
身
で
、
塾
生
に
は
長
州
藩
や
そ
の
周
辺
の
藩
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
が
、
周
助
は
こ
の
手
塚
に
拾
わ
れ
て
彼
の
塾
の
講
師
を
す
る
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よ
う
に
な
る
。
周
助
の
才
能
を
見
込
ん
だ
手
塚
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
だ
け
で
は
新
し
い
時
代
に
対
応
で
き
な
い
と
考
え
、
周
助
を
ジ
ョ
ン
万
次

郎
の
英
語
塾
に
も
通
わ
せ
た
。
周
助
は
こ
の
英
語
塾
で
榎
本
武
揚
と
知
り
合
い
と
な
っ
た
。

手
塚
の
周
助
へ
の
師
弟
愛
が
最
も
よ
く
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
周
助
の
幕
府
の
蕃ばん
書しょ
調しらべ
所しょ
へ
の
就
職
斡
旋
に
関
し
て
で
あ
る
。
蕃
書
調
所
と

は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
三
年
）、
幕
府
が
九
段
下
に
創
立
し
た
洋
学
の
研
究
機
関
で
、
洋
学
の
教
授
・
統
制
、
洋
書
の
翻
訳
の
任
に
当
た
っ

た
。
こ
れ
は
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）、
一
橋
門
外
に
移
転
し
て
洋
書
調
所
と
改
称
し
、
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
に
は
さ
ら
に
開
成
所

と
改
称
さ
れ
た
が
、
恩
師
の
手
塚
は
弟
子
の
周
助
が
こ
の
研
究
機
関
に
登
用
さ
れ
る
よ
う
一
方
な
ら
ず
尽
力
し
た
。
彼
は
津
和
野
藩
主
亀
井

玆これ
監み
に
掛
け
合
っ
て
、
周
助
を
復
藩
の
上
で
幕
臣
へ
の
道
を
辿
れ
る
よ
う
交
渉
し
た
が
、
冷
た
く
拒
否
さ
れ
る
や
、
今
度
は
周
助
と
義
兄
弟

の
契
り
を
結
び
、
元
の
主
家
佐
倉
侯
に
頼
み
込
ん
で
、
佐
倉
藩
士
佐
波
銀
次
郎
の
食
客
に
取
り
立
て
て
も
ら
っ
た
。
こ
う
し
て
一
八
五
七
年

（
安
政
四
年
）
五
月
四
日
、
周
助
は
晴
れ
て
「
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
並
」
に
任
ぜ

ら
れ
た
。「
教
授
手
伝
」
が
現
代
の
呼
称
で
「
准
教
授
」
に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、

「
教
授
手
伝
並
」
と
は
さ
し
ず
め
「
講
師
」
か
「
助
手
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
か
。
と
も
あ
れ
、
脱
藩
浪
士
の
身
分
だ
っ
た
者
が
「
幕
臣
」
と
な
り
、「
十
人

扶
持
」
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
稀
代
の
幸
運
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
周
助
の
非
凡
な
る
と
こ
ろ
は
、「
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
並
」に

採
用
さ
れ
て
半
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に
、
の
ち
の
第
十
五
代
将
軍
と
な
る
一
橋
慶

喜
に
「
蝦
夷
地
開
拓
建
議
」
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
慶

喜
か
ら
の
返
事
は
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
彼
の
記
憶
に
「
西
周
助
」
の
名
前

が
擦
り
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

念
願
の
蕃
書
調
所
の
教
授
職
に
就
い
た
西
周
助
に
と
っ
て
、
次
な
る
目
標
は
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実
際
に
外
国
に
渡
航
し
て
見
聞
を
広
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
西
よ
り
も
六
歳
若
い
福
沢
諭
吉
は
、
一
八
六
〇
年
（
万

延
元
年
）
一
月
、
す
で
に
咸
臨
丸
に
乗
っ
て
初
の
渡
米
を
果
た
し
、
さ
ら
に

一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
一
月
に
渡
欧
使
節
団
の
一
員
と
し
て
洋
行
し
て

い
た
。
西
の
な
か
に
先
を
越
さ
れ
た
悔
し
さ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
八

六
二
年（
文
久
二
年
）、幕
府
が
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
留
学
生
派
遣
を
決
め
た
と
き
、

西
は
何
と
し
て
も
そ
れ
に
加
わ
り
た
い
と
強
く
希
望
し
て
、
関
係
者
に
さ
ま

ざ
ま
な
働
き
か
け
を
し
た
。
石
附
実
に
よ
れ
ば
、
洋
書
調
所
（
文
久
二
年
五

月
、
蕃
書
調
所
を
改
称
）の
西
周
助
と
津
田
真
道
の
両
名
は
、「
か
ね
て
か
ら

強
く
洋
行
の
希
望
を
も
ち
、
万
延
、
文
久
の
使
節
派
遣
の
さ
い
、
こ
れ
に
参

加
し
よ
う
と
し
て
再
三
熱
心
に
当
局
者
に
は
た
ら
き
か
け
た
が
容
れ
ら
れ

ず
、
そ
の
ね
が
い
を
こ
の
機
会
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
、
上
司
の
御
目
付
、
蕃

書
調
所
掛
・
伊
賀
守
浅
野
氏
祐
（
の
ち
美
作
守
）、
外
国
奉
行
・
大
久
保
忠
寛

（
越
中
守
、
の
ち
一
翁
）
ら
に
迫
っ
て
こ
れ
を
う
ご
か
し
、
つ
い
に
老
中
・
安

藤
に
も
こ
れ
を
認
め
さ
せ
て
よ
う
や
く
参
加
の
許
可
を
え
14た

」の
で
あ
っ
た
。

今
回
の
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
使
節
派
遣
は
、オ
ラ
ン
ダ
に
発
注
し
て
い
た
軍
艦「
開

陽
丸
」
の
受
け
取
り
が
主
目
的
で
あ
っ
て
、
外
交
使
節
派
遣
が
目
的
で
は
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
榎
本
武
揚
、
沢
太
郎
左
衛
門
、
赤
松
大
三
郎
、
田

口
俊
平
ら
の
海
軍
操
練
所
関
係
者
が
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て
、
洋
書
調
所
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の
西
周
助
と
津
田
真
道
、
あ
る
い
は
長
崎
の
蘭
方
医
伊
東
玄
柏
と
林
研
海
ら
は
、
い
わ
ば
付
け
足
し
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

西
は
こ
の
渡
欧
に
あ
た
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
希
望
と
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。

「
小
生
頃けい
来らい
西
洋
の
性
理
之
学
又
経
済
之
学
抔など
の
一
端
を
窺
候
処
、
実
に
可
驚

おどろくべ
公
平
正
大
の
論
に
て
、
従
来
所

学

なまぶところの
漢
説
と
は
頗
る

趣
を
異
に
し
候
所
も
有
之
哉
と
相
覚
申
候
。
尤
もっとも
彼
の
耶
蘇
教
抔
は
、
今
西
洋
一
般
の
所
奉
に
有
之
候
へ
ど
も
、
毛
の
生
え
た
る
仏
法
に

て
、
卑
陋
の
極
取
る
べ
き
こ
と
無
之
と
相
覚
申
候
。
只『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』（P

hilosophia

）之
学
に
て
、
性
命
之
理
を
説
く
は
程
朱

に
も
す
ぎ
、
公
順
自
然
之
道
に
本
づ
き
経
済
之
大
本
を
建
て
た
る
は
所いわ
謂ゆる
王
政
に
も
勝
り
、
合
衆
国
英
吉
利
等
之
制
度
文
物
は
彼
堯
舜

官
天
下
之
意
と
周
召
制
典
型
之
心
と
に
も
超
え
た
り
と
相
覚
申
候
。
実
に
由
斯
道
而
行
斯
政
、
国
何
不
富
、
兵
何
不
強
、
人
民
何
不
聊

生
、
祺
福
何
不
可
求
、
学
術
百
技
何
不
尽
精
微
と
奉
存
15候
。」

こ
こ
で
「
性
理
之
学
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
西
洋
の
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
の
こ
と
で
あ
り
、
西
は
の
ち
に
こ
れ
に
「
哲
学
」
な

る
訳
語
を
充
て
る
こ
と
に
な
る
16が
、
西
は
以
前
か
ら
こ
の
哲
学
や
経
済
学
や
政
治
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
中
国
伝
来
の
漢
学
や

儒
学
と
比
べ
て
み
て
も
、
西
洋
の
こ
う
し
た
諸
学
問
に
驚
く
べ
き
正
当
性
を
見
出
し
て
い
た
。
西
洋
人
が
一
般
に
信
じ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教

も
、
東
洋
の
仏
教
と
は
異
な
る
が
、
本
質
的
に
は
仏
教
の
教
え
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
・
文
物
は
、
東

洋
的
な
政
治
制
度
の
理
想
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
道
義
と
政
治
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
国
が
富
ま
ず
、
兵
力
が
強
く
な
ら

ず
、
人
民
が
暮
せ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
幸
福
追
求
や
学
術
技
芸
全
般
の
発
展
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
西
は
お
お
よ

そ
こ
の
よ
う
な
西
洋
観
を
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
航
し
た
。

彼
は
こ
の
と
き
の
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
記
録
を
文
書
に
し
て
残
し
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
彼
の
足
取
り
を
か
な
り
詳
細
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
大
ま
か
な
足
取
り
を
掴
ん
で
お
く
と
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
六
月
一
一
日
、
軍
艦
奉
行
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
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留
学
の
命
を
受
け
る
。
渡
航
費
用
と
し
て
は
二
十
五
ヶ
月
分
の
計
算
で
、
合
計
六
六
〇
両
二
分
と
い
う
か
ら
相
当
の
高
額
で
あ
17る

。
六
月
一

八
日
、
津
田
真
道
や
榎
本
武
揚
ら
と
と
も
に
咸
臨
丸
に
乗
っ
て
品
川
を
出
帆
。
浦
賀
、
下
田
、
長
崎
に
至
り
、
長
崎
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
商
船
カ

リ
ッ
プ
ス
号
に
乗
り
換
え
て
東
シ
ナ
海
へ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
商
船
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
ン
カ
島
と
ビ
リ
ト
ン
島
と
の
間
の
海
峡
で
座
礁
。

や
む
な
く
近
く
の
小
島
に
上
陸
。
一
行
は
原
住
民
の
イ
ス
ラ
ム
的
生
活
を
興
味
深
く
観
察
し
18た

。
や
が
て
迎
え
の
船
が
来
て
、
バ
ダ
ビ
ア（
現

ジ
ャ
カ
ル
タ
）
に
到
着
。
こ
こ
で
は
原
住
民
と
華
僑
と
の
生
活
環
境
の
相
違
を
観
察
し
、
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
人
が
建
て
た
病
院
や
学
校
な
ど
を

見
学
し
て
い
る
。
バ
ダ
ビ
ア
か
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
船
テ
ル
ナ
ー
テ
号
に
乗
り
換
え
、
ス
ン
ダ
海
峡
を
越
え
て
イ
ン
ド
洋
へ
出
る
。
船
長
は
オ
ラ

ン
ダ
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
人
。
イ
ン
ド
洋
か
ら
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
沖
を
通
り
、
喜
望
峰
の
沖
合
を
回
っ
て
大
西
洋
へ
。
大
西
洋
で
は
二
月
二

七
日
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
（
那
勃
崙
）
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
島
（
聖
都
厄
列
那
嶋
）
に
上
陸
。
留
学
生
た
ち
十
五
名
は
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
墓
に
参
詣
し
た
（
但
し
、
遺
骸
は
一
八
四
一
年
に
パ
リ
に
還
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
付
記
さ
れ
て
い
19る
）。
一
八
六
三
年
（
文

久
三
年
）
五
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
到
着
。
ハ
ー
グ
を
経
て
ラ
イ
デ
ン
に
到
着
し
、
ブ
レ
ー
街
ストラートの
「
ホ
テ
ル
・
ド
・
ハ
ウ
デ
ン
・

ゾ
ン
」
に
旅
装
を
解
い
た
の
は
、
六
月
四
日
（
文
久
三
年
四
月
一
八
日
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
到
着
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
足
取
り
と
、

と
く
に
津
田
と
西
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
津
田
の
孫
に
あ
た
る
津
田
道
治
の
著
作
や
他
の
近
時
の
研
究
に
比
較
的
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
た
20い
。
日
本
人
留
学
生
た
ち
は
、「
先
ず
蘭
語
に
熟
達
す
る
の
が
急
務
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
共
同
し
て
教
師
を
雇

入
れ
て
蘭
語
の
稽
古
を
始
め
る
こ
と
に
し
」（
赤
松
大
三
郎
『
半
生
談
』）、
と
く
に
津
田
と
西
は
一
週
六
時
間
オ
ラ
ン
ダ
語
の
授
業
を
受
け
、

約
三
ヶ
月
間
語
学
の
習
得
に
専
念
し
た
。
西
は
一
〇
月
二
〇
日
、
津
田
は
一
一
月
一
七
日
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
リ
ー
の
ラ
イ
デ
ン
支
部「
ラ
・

ベ
ル
テ
ュ
ー
」
に
入
会
し
21た
。
両
人
は
一
一
月
三
日
（
火
）
よ
り
ラ
イ
デ
ン
大
学
教
授
の
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
（S

im
on V

issering,1818

22

88

）

か
ら
五
教
科
の
講
義
を
受
け
始
め
、
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
の
夜
、
彼
の
私
宅
に
通
っ
て
受
講
し
た
。
講
義
は
一
八
六
五
年
（
慶
応
元
年
）

一
〇
月
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
一
二
月
一
日（
慶
応
元
年
一
〇
月
一
四
日
）、
二
人
は
ラ
イ
デ
ン
を
出
発
し
、
ま
ず
ハ
ー
グ
に
い
る
榎
本
を
訪

れ
、
そ
れ
か
ら
榎
本
・
沢
・
田
口
・
職
方
の
古
川
庄
八
ら
四
名
と
と
も
に
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
に
赴
い
た
。
翌
二
日
、
同
胞
四
名
に
見
送
ら
れ
て
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ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
向
か
っ
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
ま
で
は
ラ
イ
デ
ン
の
書
籍
商
（boek

verk
ooper

）
フ
ァ
ン
・
サ
ン
テ
ン
が
同

行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
津
田
は
ラ
イ
デ
ン
滞
在
中
サ
ン
テ
ン
の
店
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
の
で
、
彼
に
と
っ
て
津
田
は
上
客
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
か
ら
二
人
は
パ
リ
に
至
っ
た
が
、
パ
リ
で
は
五
代
才
助（
友
厚
）、
寺
嶋
宗
則
、
森
有
礼
ら
と
会
い
、
交
誼
を
結
ん
23だ
。
さ
ら
に
福

地
源
一
郎
と
交
わ
り
、
一
二
月
一
五
日
の
夜
パ
リ
を
発
ち
、
翌
一
六
日
に
マ
ル
セ
イ
ユ
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
一
二
月
一
九
日
に「
サ
イ
ド
・

マ
ル
セ
イ
ユ
号
」
に
乗
り
マ
ル
セ
イ
ユ
を
出
帆
。
ス
エ
ズ
、
ア
デ
ン
、
ポ
イ
ン
ト
・
デ
・
ガ
ー
ル
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
サ
イ
ゴ
ン
、
香
港
、

上
海
を
経
て
、
横
浜
到
着
は
一
八
六
六
年
二
月
一
二
日
（
慶
応
元
年
一
二
月
二
七
日
）
の
こ
と
で
あ

24

っ
た
。

さ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
中
身
で
あ
る
が
、
西
は
テ
ル
ナ
ー
テ
号
船
上
で
学
習
の
抱
負
と
研
究
計
画
を
オ
ラ
ン
ダ
語
で
し
た
た
め
、
オ
ラ

ン
ダ
の
日
本
留
学
生
受
入
れ
局
に
通
告
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
家
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
幕
府

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
を
移
入
す
る
必
要
を
感
じ
て
、
江
戸
に
学
校
を
設
立
し
、
諸
藩
よ
り
教
師
を
選
任
し
て
種
々
の
学
問
を
教
授
さ
せ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
学
校
は
設
備
お
よ
び
教
授
法
に
お
い
て
、
い
ま

な
お
幾
多
の
不
備
欠
陥
を
有
し
、
学
問
も
物
理
学
、
数
学
、
化
学
、
植
物

学
、
地
理
学
、
お
よ
び
蘭
語
、
独
語
、
英
語
、
仏
語
を
、
た
だ
読
ん
だ
り

理
解
し
た
り
す
る
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
自
分
と
し
て
は
、
統
計
学
、

法
律
学
、
経
済
学
、
政
治
、
外
交
な
ど
の
分
野
と
、P

hilosophie

を
学
び

た
い
、
時
間
が
あ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
語
も
学
び
た
い
、
英
語
は
と
っ
く
に
学

ん
で
い
る
が
、
読
め
て
も
話
せ
な
い
な
ど
と
、
述
べ
て
い
25る
。

西
周
と
津
田
真
道
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
ど
う
い
う
教
科
を
学
ん
だ

か
は
、「
五
科
学
習
に
関
す
る
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
覚
書
」に
そ
の
概
要
が

記
さ
れ
て
い
る
。
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津
田
真
一
郎
、
西
周
助
両
君
ニ
業
ヲ
授
ル
ニ
就
テ
ノ
書
付

余
思
ハ
ク
ハ
津
田
真
一
郎

西
周
助
君
ノ
来
志
ト
其
所
望
ニ
応
ス
ル
ニ
ハ
治
国
学
ノ
原
始
ヲ
授
ル
ヲ
以
テ
至
当
ト
ス

此
学
ニ
属
ス
ル
学
科
五

其
一

天
然
ノ
本
分
ナ
ツ
ウ
ー
ル
レ
グ
ト

其
二

民
人
ノ
本
分
フ
ォ
ル
ケ
ン
レ
グ
ト

其
三

邦
国
ノ
法
律
ス
タ
ー
ト
レ
グ
ト

其
四

経
済
学
ス
タ
ー
ト
ホ
イ
ス
ホ
ウ
ド
キ
ュ
ン
デ

其
五

経
国
論
ス
タ
チ
ス
チ
ー
キ

二
君
ニ
此
五
科
ノ
要
旨
ヲ
識
得
セ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
成
丈
務
テ
簡
易
明
白
ニ
説
ク
ベ
シ

此
五
科
学
ハ
大
約
二
年
ニ
シ
テ
成
業
ヲ
期
ス
ベ
シ

両
君
業
ニ
就
ク
前
ニ
先
ツ
深
ク
蘭
語
ヲ
習
ホ
能
之
ヲ
解
シ
又
能
ク
之
ヲ
言
フ
明
瞭
ニ
シ
テ
且
容
易
ナ
ル
ベ
シ

余
此
治
国
ノ
学
ヲ
教
フ
ル
ヲ
以
テ
自
任
セ
バ
今
年
第
十
月
或
ハ
第
十
一
月
ヨ
リ
始
メ
ナ
ン

最
初
ニ
ハ
大
学
校
ノ
休
日
ヲ
除
ク
外
毎
週
二
昼
夜
ヲ
之
ニ
充
ン

然
レ
ト
モ
若
余
教
ヘ
テ
益
ナ
キ
ヲ
諭
リ
或
ハ
他
ノ
故
ア
リ
之
ヲ
廃
セ
ン
ト
欲
ス
ル
時
ハ
何
月
日
ニ
拘
ラ
ズ
之
ヲ
廃
セ
ン
事
自
在
ナ
ル
ム

事
要
ス

二
君
右
ノ
業
ヲ
受
ル
者
ニ
ハ
余
ガ
家
ニ
来
ル
ベ
シ

右
ノ
数
件
之
ヲ
是
ト
ス
ヤ
或
ハ
更
ニ
他
ノ
是
ニ
加
ヘ
ン
ト
欲
ス
箇
条
ア
リ
ヤ
余
之
ヲ
聞
ン
ヲ
欲
ス

千
八
百
六
十
三
年
第
六
月
十
六
日

大
学
士

エ
ス

ヒ
ッ
セ
リ
ン
グ

自
署

右
本
書
ト
違
フ
ナ
シ

大
学
士

イ

ホ
フ
マ
ン

自
署
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津
田
真
一
郎

反

26訳
）

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
津
田
と
西
両
名
が
来
学
し
た
志
と
希
望
と
そ
の
意
志
に
答
え
る
た
め
に
は
、
広
義
の
「
政
治
学
」（S

taatsw
etens-

chappen

）の
根
本
を
教
授
す
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
、具
体
的
に
は
、第
一
に「
性
法
之
学
」（
法
哲
学
）（de k

ennis van het N
atuuregt

）、

第
二
に「
万
国
公
法
之
学
」（
国
際
公
法
）（de k

ennis van het V
olk
enregt

）、
第
三
に「
国
法
之
学
」（de k

ennis van het S
taatsregt

）、

第
四
に
「
制
産
之
学
」（
経
済
学
）（de k

ennis van de S
taatshuishoudk

unde

）、
第
五
に
「
政
表
之
学
」（
統
計
学
）（de k

ennis van
 

de S
tatistiek

）
に
つ
い
て
講
義
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
最
初
に
五
教
科
の
講
義
の
要
点
を
簡
明
に
示
し
て
、
両
名
に
そ
の
旨
趣
を

理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
五
教
科
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
ほ
ぼ
二
年
を
要
す
る
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
を
学
ぶ
た
め
に

は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
修
得
が
先
決
で
あ
る
。
講
義
は
今
年
の
十
月
な
い
し
十
一
月
か
ら
開
始
し
、
学
校
の
休
日
以
外
は
毎
週
二
昼
夜
、
自
宅

に
て
教
え
よ
う
と
思
う
。
だ
が
、
も
し
教
え
て
み
て
こ
れ
は
無
駄
だ
と
判
断
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
他
の
理
由
で
講
義
を
中
止
し
た
い
と
思
っ

た
と
き
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
中
止
す
る
こ
と
は
自
分
の
自
由
で
あ
る
。
以
上
の
条
件
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
別
の
条
項
を

加
え
た
い
か
、
自
分
に
聞
か
せ
て
欲
し
い
。
｜

お
お
む
ね
こ
う
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が
教
授
し
た
学
問
は
、必
ず
し
も
当
時
の
欧
米
の
最
先
端
の
学
問
と
は
言
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
｜
「
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
の
世
27紀
」と
言
わ
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
全
盛
期
は
過
ぎ
去
り
、
オ
ラ
ン
ダ
は
英
、
仏
、
独
、
米
な
ど
に
後
れ
を
取
り
始
め
て
い
た
の
で
、

蘭
語
は
も
は
や
欧
米
の
最
新
の
知
識
や
情
報
を
学
ぶ
の
に
最
適
の
言
語
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
｜

、
洋
書
調
所
の
精
鋭
二
名
が
ラ
イ
デ
ン

大
学
の
こ
の
国
民
経
済
学
・
統
計
学
教
授
か
ら
摂
取
し
た
学
問
は
、
ま
さ
に
近
代
日
本
の
哲
学
や
諸
学
問
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
黒
船

到
来
に
よ
っ
て
二
六
〇
年
の
鎖
国
と
い
う
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
ば
か
り
の
日
本
に
あ
っ
て
、
実
用
的
技
術
（
軍
艦
の
操
縦
技
術
な
ど
）
の
修

得
を
目
的
と
し
た
榎
本
武
揚
や
沢
太
郎
左
衛
門
な
ど
に
混
じ
っ
て
、
欧
米
の
学
術
や
制
度
の
修
得
を
第
一
義
と
す
る
留
学
生
二
名
が
使
節
団

の
中
に
加
わ
っ
て
い
た
意
味
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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国
民
的
人
気
を
博
し
た
福
沢
諭
吉
と
異
な
っ
て
、
西
周
の
著
作
活
動
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
馴
染
み
が
薄
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

明
治
の
そ
の
時
代
に
遡
っ
て
み
れ
ば
、
西
が
果
た
し
た
役
割
は
福
沢
と
肩
を
並
べ
る
も
の
で
あ
る
。
帰
国
後
の
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）、

西
が
京
都
四
条
大
宮
西
入
更
雀
寺
の
私
塾
で
講
義
し
た
内
容
を
、
の
ち
に
受
講
生
の
会
津
藩
士
山
本
覚
馬
（
新
島
襄
の
妻
八
重
の
兄
）
の
筆

写
ノ
ー
ト
か
ら
興
し
た
『
百
一
新
論
』（
明
治
七
年
三
月
刊
28行

）
は
、「
人
文
科
学
（
そ
の
中
心
と
し
て
の
哲
学
）
を
先
頭
に
立
て
て
の
西
洋

諸
学
問
の
意
義
と
位
置
づ
け
を
、
当
時
の
好
学
の
青
年
た
ち
に
い
ち
早
く
伝
え
た
も
29の

」
と
し
て
、
今
で
も
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。

「
明
六
社
」
と
い
わ
れ
る
結
社
が
日
本
の
近
代
化
に
果
た
し
た
役
割
と
、
そ
こ
に
お
け
る
西
の
働
き
も
ま
た
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
明
六
社
」
と
は
す
な
わ
ち
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
欧
米
視
察
か
ら
帰
国
し
た
森
有
礼
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
結
社
で

あ
っ
て
、
西
周
、
西
村
茂
樹
、
福
沢
諭
吉
、
津
田
真
道
、
加
藤
弘
之
、
箕
作
麟
祥
ら
が
そ
の
同
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
最
初
の
学
術

団
体
で
あ
り
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
三
月
か
ら
機
関
誌
『
明
六
雑
誌
』
を
刊
行
し
て
、
政
治
・
経
済
・
宗
教
な
ど
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
啓
蒙
思
想
を
鼓
吹
し
た
。
毎
号
三
千
数
百
部
が
刷
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
当
時
の
雑
誌
と
し
て
は
大
変
な
部
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
こ
の
雑
誌
は
政
府
の
言
論
弾
圧
で
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
一
一
月
に
は
廃
刊
と
な
り
、「
明
六
社
」
の
活
動
も
尻
す
ぼ
み

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
明
六
社
」に
集
っ
た
上
記
の
面
々
は
、
開
成
所
グ
ル
ー
プ
と
翻
訳
方
グ
ル
ー
プ
の
混
成
よ
り
な
っ
て
お
り
、
も
と
も

と
思
想
的
に
も
政
治
的
に
も
か
な
り
の
温
度
差
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
現
実
の
時
局
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
や
が
て
発
展
的
対
立
を
見
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
だ
っ
た
論
客
の
思
想
傾
向
を
色
分
け
す
る
と
、
最
も
保
守
的
で
政
府
寄
り
な
の
が
加
藤
博
之
、
最
も
反
政
府

的
で
革
新
的
な
の
が
福
沢
諭
吉
と
西
村
茂
樹
、
そ
し
て
西
周
は
つ
ね
に
そ
の
中
間
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
。

福
沢
諭
吉
と
西
周
は
生
涯
友
好
関
係
を
保
ち
、
こ
の
こ
と
は
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
一
月
に
設
立
さ
れ
た
日
本
学
士
院
の
初
代
会

長
に
福
沢
が
選
ば
れ
、
第
二
代
会
長
を
西
が
引
き
継
い
だ
こ
と
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
人
の
間
に
対
立
・
論
争
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
く
の
は
、「
学
者
の
職
分
」を
め
ぐ
る
両
者
の
立
場
の
違
い
で
あ
る
。
論
争
を
仕
掛
け
た
の
は（
と

い
っ
て
も
、
別
に
西
を
標
的
に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
）
福
沢
で
あ
る
。
福
沢
は
驚
異
的
な
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
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の
第
四
編
で
、「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
舌
鋒
鋭
い
持
論
を
展
開
し
た
。

一
国
の
独
立
を
保
つ
た
め
に
は
、
政
府
に
内
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、
人
民
に
も
ま
た
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
て
、
相
刺
激
し
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
が
国
で
は
、
明
治
維
新
以
来
、
政
府
は
専
制
、
人
民
は
無
気
力
が
続
い
て
い
る
。
わ
が
国
の
文
明
を
押
し
進

め
る
た
め
に
は
、
人
民
の
無
気
力
を
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
府
の
命
令
や
指
導
に
よ
っ
て
は

が
あ
か
な
い
。
ぜ
ひ
と
も
、
官

に
依
ら
ず
民
間
で
事
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
、
本
来
、
そ
の
任
に
当
た
る
べ
き
人
材
は
洋
学
者
を
措
い
て
他
に
な
い
が
、
こ
れ
が
ま
た
ま
る

で
駄
目
で
あ
る
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
官
途
に
つ
い
て
、
私
事
（
民
間
事
業
）
に
携
わ
る
者
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
し
か
も
官
途
に
あ
る
者
は
、

「
た
だ
利
こ
れ
貪むさぼる
の
た
め
の
み
に
非
ず
、
生
来
の
教
育
に
先
入
し
て
只ひた
管すら
政
府
に
眼まなこを
着
し
、
政
府
に
非
ざ
れ
ば
決
し
て
事
を
な
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
と
思
い
、
こ
れ
に
依
頼
し
て
宿しゅく
昔せき
青せい
雲うん
の
志
を
遂と
げ
ん
と
欲
す
る
の
み
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
世
の
人
心
益
々
そ
の
風ふう
に
靡なび
き
、

官
を
慕
い
官
を
頼
み
、
官
を
恐
れ
官
に
諂へつらい
、
毫ごう
も
独
立
の
丹
心
を
発
露
す
る
者
な
く
し
て
、
そ
の
醜しゅう
体たい
見
る
に
忍
び
ざ
る
こ
と
な
り
。」た

と
え
ば
、「
新
聞
紙
の
面
を
見
れ
ば
政
府
の
忌き
諱い
に
触ふ
る
る
こ
と
は
絶
え
て
載
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
官
に
一いち
毫ごう
の
美び
事じ
あ
れ
ば
慢みだりに
こ
れ
を

称
誉
し
て
そ
の
実
に
過
ぎ
、
あ
た
か
も
娼
妓
の
客
に
媚こ
び
る
が
如
30し
」。
要
す
る
に
、
わ
が
国
は
政
府
の
み
存
在
し
て
い
て
、
ま
だ
国
民
は
存

在
し
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
民
の
気
風
を
一
新
し
て
文
明
を
開
化
す
る
た
め
に
は
、
今
日
の
洋
学
者
の
や
り
方
に
依
拠
し

て
は
な
ら
な
い
。
福
沢
は
大
要
以
上
の
よ
う
な
き
わ
め
て
急
進
的
か
つ
批
判
的
な
言
説
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
明
六
社
」
の
同
人
た
ち
も
口
を
開
い
て
反
撃
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
世
の
洋
学
者
は
お
し
な
べ
て
「
あ
た
か
も
娼
妓

の
客
に
媚
び
る
」
よ
う
な
も
の
だ
と
貶
さ
れ
て
は
、
洋
行
帰
り
の
旧
幕
臣
た
ち
も
黙
っ
て
お
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
加
藤
は
真
っ
先
に
福

沢
に
嚙
み
つ
い
た
が
、
森
も
官
の
立
場
か
ら
柔
ら
か
な
批
判
を
加
え
31た
。
一
方
、
津
田
は
基
本
的
に
福
沢
の
主
張
に
賛
成
し
な
が
ら
、
福
沢

の
極
端
す
ぎ
る
点
を
諫
め
た
。
そ
れ
で
は
西
は
福
沢
の
問
題
提
起
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
沢
の
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
に
対
し
て
、
西
は
「
非
学
者
職
分
論
」
を
も
っ
て
応
じ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
は
い
さ
さ
か
精
彩
を
欠

く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
福
沢
の
よ
う
な
私
塾
を
欲
し
て
、
一
時
期
そ
れ
を
試
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
西
は
基
本
的
に
は
幕
府
並
び
に
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明
治
政
府
の
官
職
に
つ
い
て
歩
ん
で
き
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
が
福
沢
と
同
じ
よ
う
な
私
学
人
の
立
場
に
は
全
面
的
に
立
て
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
は
最
大
限
福
沢
の
主
張
の
真
理
契
機
を
認
め
つ
つ
、
し
か
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
弁
明

を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
専
制
、
人
民
の
無
気
力
と
い
う
指
摘
は
そ
の
通
り
だ
が
、
こ
の
事
態
は
一
朝
一
夕
に
生
じ
た
も
の
で
は

な
い
の
で
、
こ
れ
を
改
め
る
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
と
忍
耐
が
必
要
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
ま
だ
西
洋
の
学
術
の
「
蘊
奥
」（
奥
義
）
を
究
め

た
者
は
お
ら
ず
、
よ
う
や
く
研
究
も
緒
に
就
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
あ
ま
り
結
果
を
急
ぎ
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
長
所
を

異
に
し
、
ま
た
志
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
洋
学
者
も
、
政
府
で
仕
事
を
し
て
い
よ
う
と
、
私
立
で
仕
事
を
し
て
い
よ

う
と
、
そ
の
持
ち
分
が
発
揮
で
き
る
場
で
活
躍
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
た
だ
余
の
ご
と
き
は
、
い
さ
さ
か
翻
訳
の
小しょう技ぎ
を
も
っ
て
政

府
に
給きゅう仕じ
す
る
者
。
も
と
よ
り
万
一
に
補
おぎないな
き
を
知
る
ゆ
え
に
、
久
し
く
先
生
〔
福
沢
〕
の
高
風
を
欽きん
慕ぼ
す
。
今
い
ま
だ
、
に
わ
か
に
決
然

冠かんむりを
掛かく
る
能
わ
ず
と
い
え
ど
も
、
早
晩
ま
さ
に
驥き
尾び
に
附
か
ん
と
32す
」。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
翻
訳
と
い
う
取
る
に
足
ら
な
い
仕
事
で
政
府

に
奉
仕
し
て
い
る
者
で
あ
る
が
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
福
沢
先
生
の
高
邁
な
仕
事
ぶ
り
を
、
以
前
か
ら
久
し
く
尊
敬
し
て
い
る
。
ま

だ
す
ぐ
に
官
を
辞
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
近
い
う
ち
に
福
沢
先
生
の
後
に
つ
い
て
行
き
た
い
。
こ
れ
が
福
沢
の
問
題
提
起
に
対

す
る
西
の
返
答
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
学
問
研
究
や
思
想
活
動
を
め
ぐ
る
官
民
対
立
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
も
な
く
、
こ
の
問
題
が

位
相
を
変
え
て
再
び
現
れ
て
く
る
の
を
見
出
す
。
そ
れ
は
森
有
礼
と
新
島
襄
の
教
育
観
と
大
学
観
の
相
違
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
の
三
十
年
代
に
か
け
て
、
福
沢
諭
吉
と
西
周
が
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
果
た
し
た
役
割
と
、

彼
ら
の
思
想
形
成
に
と
っ
て
海
外
留
学
が
有
し
た
重
大
な
意
義
を
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
儒
教
的
価
値
観
の
な
か
で
自
己
形
成

し
、
長
じ
て
蘭
学
を
学
び
、
や
が
て
英
学
を
身
に
つ
け
た
彼
ら
は
、
実
際
に
欧
米
に
留
学
す
る
機
会
を
も
ち
、
自
分
の
目
で
欧
米
の
文
物
・

制
度
・
技
術
を
検
証
し
、
そ
れ
を
わ
が
国
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
摂
取
す
る
た
め
の
工
夫
を
さ
ま
ざ
ま
に
講
じ
た
。
彼
ら
の
欧
米

外
遊
か
ら
一
世
紀
半
が
経
っ
た
今
で
も
、
福
沢
と
西
は
近
代
留
学
史
に
画
然
た
る
刻
印
を
印
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
日
本
の
留
学
史
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を
こ
の
二
人
か
ら
始
め
る
こ
と
は
お
お
む
ね
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
平
成
二
十
六
年
度
北
海
学
園
学
術
研
究
助
成
（
共
同
研
究
）
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

注

１

福
沢
諭
吉
、
富
田
正
文
校
訂
『
新
訂

福
翁
自
伝
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
〇
｜
一
二
一
頁
。

２

前
掲
書
、
一
三
三
頁
。

３

前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

４

前
掲
書
、
一
三
九
頁
。

５

前
掲
書
、
一
四
三
頁
。

６

福
沢
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
使
節
団
一
行
が
迎
え
の
イ
ギ
リ
ス
艦
オ
ー
デ
ィ
ン
号
に
乗
っ
て
品
川
を
後
に
し
た
の
は
、
一
八
六
一
年（
文

久
元
年
）
一
二
月
二
二
日
、
そ
の
あ
と
長
崎
に
寄
港
し
て
そ
こ
を
出
帆
し
た
の
は
、
翌
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
の
元
旦
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

７

前
掲
書
、
一
五
一
｜
一
五
二
頁
。

８

前
掲
書
、
一
五
四
頁
。

９

前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

10

前
掲
書
、
一
五
七
頁
。

11

前
掲
書
、
一
五
八
頁
。

12

前
掲
書
、
一
五
二
頁
。

13

前
掲
書
、
二
三
六
頁
。

14

石
附
実
『
近
代
日
本
の
海
外
留
学
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
三
一
頁
。
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15

文
久
二
年
五
月
一
五
日
の
西
周
の
手
書
き
メ
モ
。
森
鷗
外
「
西
周
伝
」、『
鷗
外
全
集
』
岩
波
書
店
、
第
三
巻
、
七
五
頁
所
収
。『
西
周
全
集
』
第
一

巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
八
頁
所
収
の
松
岡

次
郎
宛
て
の
書
翰
と
微
妙
な
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
鷗
外
の「
西
周
伝
」に
従
っ
た
。

16

西
は
津
田
真
道
稿
本
『
性
理
論
』
の
跋
文
で
は
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
を
「
希
哲
学
」
と
訳
し
て
い
る
が
（『
西
周
全
集
』
第
一
巻
、
宗
高
書
房
、
一

九
六
〇
年
、
一
三
頁
）、『
百
一
新
論
』
で
は
そ
れ
を
「
哲
学
」
と
称
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
二
八
九
頁
）。

17

西
周
「
自
伝
草
稿
」、
植
手
通
有
編
『
西
周
・
加
藤
弘
之
』（
中
公
バ
ッ
ク
ス
世
界
の
名
著
34
）
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
、
二
七
一
頁
、
お
よ
び

「
和
蘭
紀
行
」『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三
四
四
頁
参
照
。

18

西
周
「
自
伝
草
稿
」、
二
七
二
｜
二
七
六
頁
、
お
よ
び
「
西
家
譜
略
（
自
叙
伝
）」『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
六
年
、
七
四
〇
｜
七

四
六
頁
参
照
。

19

西
周
「
自
伝
草
稿
」、
二
七
九
｜
二
八
〇
頁
、
お
よ
び
「
西
家
譜
略
（
自
叙
伝
）」、
七
五
〇
、
七
五
三
頁
参
照
。

20

津
田
道
治
著
『
津
田
眞
道
』
東
京
閣
、
一
九
四
〇
年
、
七
四
｜
九
七
頁
、
お
よ
び
宮
永
孝
「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
津
田
真
道
」、
大
久
保
利
謙
編
『
津

田
真
道
｜

研
究
と
伝
記
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
二
三
｜
一
四
八
頁
参
照
。

21

宮
永
孝
、
前
掲
書
、
一
三
四
頁
参
照
。

22

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
與
五
郎
『
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
研
究
』
文
化
書
房
博
文
社
、
一
九
八
五
年
が
き
わ
め
て
詳
細
な
情
報

を
提
供
し
て
く
れ
る
。

23

西
周
「
和
蘭
よ
り
帰
路
紀
行
」『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
三
六
〇
頁
参
照
。
西
は
こ
の
箇
所
で
パ
リ
で
会
っ
た
人
物
に
言
及
し
、「
其
次
ハ
森
有
礼
君

ナ
リ
、
余
此
時
ヨ
リ
知
ヲ
辱
はずかしウ
シ
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。

24

宮
永
孝
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
参
照
。

25

こ
の
書
簡
の
全
文
は
板
沢
武
雄
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
大
久
保
利
謙「
津
田
真
道
の
著
作
と
そ
の
時
代
」、『
津
田
真
道
｜

研
究
と
伝
記
』、
二
六
｜
二
七
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

26

西
周
「
五
科
学
習
に
関
す
る
フ
ィ
セ
リ
ン
グ
の
覚
書
」、『
西
周
全
集
』
第
二
巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
二
年
、
一
四
二
｜
一
四
四
頁
。

27

ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
栗
原
福
也
訳
『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
世
紀
｜

十
七
世
紀
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
文
化
の
概
観
』
創
文
社
、
一
九
六
八
年
参
照
。
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28

西
周
の
『
百
一
新
論
』
の
成
立
の
由
来
と
、
私
塾
で
の
講
義
を
書
き
取
っ
た
山
本
覚
馬
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
松
本
健
一
『
山
本
覚
馬
｜

付
・
西

周
『
百
一
新
論
』』
中
公
文
庫
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

29

清
水
多
吉
『
西
周
｜

兵
馬
の
権
は
い
ず
こ
に
あ
り
や
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
頁
。

30

福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
四
六
｜
四
七
頁
。

31

森
有
礼
「
学
者
職
分
論
の
評
」、『
森
有
礼
全
集
』
第
一
巻
、
宜
文
堂
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
三
三
｜
二
三
四
頁
参
照
。

32

西
周
「
非
学
者
職
分
論
」、『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
二
三
九
頁
。
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