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一

　は
じ
め
に

　本
稿
は
、
前
近
代
的
な
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
と
り
わ
け
福
沢

諭
吉
（
一
八
三
四
│
一
九
〇
一
、
以
下
、
福
沢
）
に
お
い
て
は
厳
し
い
批

判
の
対
象
と
な
っ
た
儒
教
思
想
を
取
り
上
げ
、
そ
の
福
沢
の
対
儒
教
批
判

を
手
が
か
り
に
儒
教
が
反
文
明
論
に
み
な
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
跡
し
、

さ
ら
に
儒
教
の
対
な
る
概
念
で
あ
る
洋
学
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
福
沢
文

明
論
全
体
に
お
け
る
儒
教
の
立
ち
位
置
の
再
確
認
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　福
沢
の
文
明
論
に
関
し
て
は
、
膨
大
な
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
そ
の

な
か
に
は
儒
教
と
の
相
関
関
係
を
論
じ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
本
稿
の
意
図
が
も
つ
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
福
沢
自
身
、
儒
教
に
対
し
厳
し
い
批
判
を
加
え
な
が
ら
も
、
そ
の

一
方
で
儒
教
を
評
価
す
る
面
々
を
も
往
々
に
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
う
し

た
側
面
を
勘
案
し
つ
つ
、
彼
の
文
明
論
に
お
け
る
儒
教
の
有
効
性
を
論
じ

る
論
攷
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
が
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
た
だ
、
問
題
は
、
福
沢
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
儒
教
に
対
す
る
批

判
な
い
し
理
解
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
読
み
と
り
、
ま
た
そ
う
し
た
言

及
を
判
断
す
る
た
め
の
尺
度
の
策
定
が
如
何
に
し
て
可
能
か
と
い
う
点
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
尺
度
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
次
の
よ
う

に
考
え
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
史
で
あ
る
。
補
足

す
る
と
、
福
沢
の
儒
教
に
関
す
る
言
及
を
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
史
に
お

け
る
朱
子
学
的
世
界
観
の
再
考
の
延
長
線
上
の
も
の
と
捉
え
、
そ
し
て
近

代
に
お
け
る
儒
教
思
想
史
構
築
に
向
け
て
の
可
能
性
を
打
診
し
て
い
く
。

本
稿
の
着
眼
点
は
そ
の
点
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ね
ら
い
の
も
と
で
、
本

稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
可
能
性
の
打
診
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
そ
う

す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
儒
教
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
者
と
し
て
福
沢
を
位

置
づ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
研
究
論
文
３
〉

朴

　
　
　倍

　暎

　

　儒
教
は
反
文
明
論
な
の
か

│
福
沢
諭
吉
の
儒
教
批
判
を
中
心
に

│
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「
下
の
権
利
」
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
智
力
を
養
い
育
て
な
が
ら
、
人
民

一
般
の
自
己
意
識
も
し
く
は
主
体
意
識
を
形
成
し
て
い
き
、
そ
う
し
た
な

か
で
「
己
が
一
分
」
が
獲
得
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
「
己
が
一
分
」
と
い

う
意
識
こ
そ
、「
一
個
人
の
独
立
」（
福
沢
の
い
う
一
身
独
立
）
の
象
徴
的

な
現
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
己
が
一
分
」
を
確
保
し
て

お
く
こ
と
こ
そ
が
彼
の
文
明
論
に
お
け
る
基
本
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
が
、
福
沢
の
文
明
開
化
論
に
お
け
る
経
世
論
的
部
分
を
担
い
、

ま
た
そ
れ
故
彼
の
論
理
に
様
々
な
複
雑
性
を
も
与
え
て
し
ま
う
も
う
一
つ

の
側
面
が
こ
こ
に
加
わ
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
こ
の
「
一
個
人
」
の
対
な

る
概
念
と
し
て
登
場
す
る
「
一
国
」
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
を
み

て
み
た
い
。

故
に
文
明
の
事
を
行
う
者
は
私
立
の
人
民
に
し
て
、
そ
の
文
明
を
護

す
る
者
は
政
府
な
り
。
是
を
以
て
一
国
の
人
民
恰
も
そ
の
文
明
を
私

有
し
、
こ
れ
を
競
い
こ
れ
を
争
い
、
こ
れ
を
羨
み
こ
れ
を
誇
り
、
国

に
一
の
美
事
あ
れ
ば
、
全
国
の
人
民
手
を
拍
て
快
と
称
し
、
唯
他
国

に
先
鞭
を
着
け
ら
れ
ん
こ
と
を
恐
る
ゝ
の
み
。
故
に
文
明
の
事
物
、

悉
皆
人
民
の
気
力
を
増
す
の
具
と
為
り
、
一
事
一
物
も
国
の
独
立
を

助
け
ざ
る
も
の
な
し）

4
（

。

　福
沢
に
お
け
る
文
明
開
化
論
の
出
発
点
は
確
か
に
「
一
個
人
の
独
立
」

（
一
身
独
立
）
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
国
の
独
立
」
と
連
動

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
結
的
な
意
味
を
も
つ
。

二

　何
を
語
る
た
め
の
文
明
論
な
の
か

　福
沢
の
文
明
論
を
扱
う
に
当
た
っ
て
は
彼
の
理
論
体
系
を
ど
の
よ
う
な

視
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
た

問
い
か
け
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
下
の

引
用
を
引
く
こ
と
か
ら
彼
の
文
明
論
に
対
す
る
見
方
を
定
め
て
い
き
た

い
。

元
来
文
明
と
は
、
人
の
智
徳
を
進
め
、
人
々
身
躬
か
ら
そ
の
身
を
支

配
し
て
世
間
相
交
り
、
相
害
す
る
こ
と
も
な
く
害
せ
ら
る
ゝ
こ
と
も

な
く
、
各
そ
の
権
義
を
達
し
て
一
般
の
安
全
繁
昌
を
致
す
を
云
う
な

り
）
1
（

。

　前
記
の
文
章
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
い
っ
て
そ
の
文
章

が
示
す
と
こ
ろ
は
、
福
沢
の
文
明
論
は
何
か
普
遍
妥
当
な
価
値
概
念
を
掲

げ
る
「
啓
蒙
思
想
）
2
（

」
的
な
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　で
は
、
そ
う
し
た
「
啓
蒙
思
想
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
社
会
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
福
沢
の
次
の
文
章
を
み
て
み
た
い
。

一
方
に
政
府
を
立
て
一
方
に
人
民
を
立
つ
れ
ば
、
上
の
圧
制
を
免
か

れ
て
下
の
権
利
を
伸
ば
さ
ん
こ
と
を
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て

そ
の
こ
れ
を
伸
ば
す
の
法
は
、
前
に
も
云
え
る
如
く
、
大
勢
寄
集
り

て
無
理
無
法
に
乱
暴
を
働
く
に
在
ら
ず
、
唯
人
民
一
般
の
智
力
を
養

い
育
て
ゝ
、
根
気
よ
く
己
が
説
を
唱
え
、
己
が
一
分
を
主
張
す
る
の

一
策
あ
る
の
み）

3
（

。

　こ
こ
に
お
い
て
は
「
己
が
一
分
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。
ま
ず
、
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そ
の
有
様
都
て
日
本
な
ど
と
は
格
別
に
し
て
、
民
権
の
旨
頗
る
よ
く
世
間

に
通
用
し
、
民
間
に
有
力
な
る
人
物
も
多
く
し
て
官
民
の
権
力
稍
や
平
均

を
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
の
有
様
も
羨
し
か
ら
ざ
る
に
非
ず
）
7
（

」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
西
洋
諸
国
に
お
け
る
民
権
の
有

様
、
そ
し
て
「
官
民
の
権
力
平
均
を
得
た
る
有
様
」
は
日
本
と
大
き
く
異

な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
西
洋
諸
国
を
し
て
そ
の
よ
う
な
境
域
に
至
ら
し

め
た
の
は
や
は
り
洋
学
で
あ
っ
た
と
福
沢
に
お
い
て
み
な
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

　し
か
し
、
そ
う
し
た
観
点
は
儒
教
を
真
正
面
か
ら
批
判
す
る
こ
と
に
そ

の
ま
ま
つ
な
が
る
。
福
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

周
の
諸
侯
よ
く
孔
孟
を
用
い
て
国
政
を
任
じ
た
ら
ば
必
ず
天
下
を
太

平
に
治
む
べ
き
筈
な
る
に
、
之
を
用
い
ざ
る
は
当
時
の
諸
侯
の
罪
な

り
と
云
う
か
。（
中
略
）
余
輩
の
所
見
は
全
く
之
に
異
な
り
。
孔
孟

の
用
い
ら
れ
ざ
る
は
周
の
諸
侯
の
罪
に
非
ず
、
諸
侯
を
し
て
之
を
用

い
し
め
ざ
る
も
の
あ
り
。（
中
略
）
蓋
し
そ
の
こ
れ
を
、
せ
し
め
た

る
も
の
、
と
は
何
ぞ
や
。
即
ち
時
勢
な
り
。
即
ち
当
時
の
人
の
気
風

な
り
。
即
ち
そ
の
時
代
の
人
民
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
有
様
な
り）

8
（

。

　福
沢
は
、
孔
孟
が
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
孔
孟

を
招
き
入
れ
な
か
っ
た
各
諸
侯
の
非
で
は
な
く
、
諸
侯
を
し
て
そ
の
よ
う

に
さ
せ
た
「
時
勢
」
の
影
響
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
時
代
の
人

民
に
養
わ
れ
て
い
た
智
徳
の
影
響
、
言
い
換
え
る
と
時
代
精
神
と
も
い
う

べ
き
事
項
の
影
響
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
教
に
対
す
る
福
沢
の
批
判
は

ま
ず
、
こ
の
「
人
民
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
有
様
」
の
形
成
に
向
け
ら
れ
る
。

三

　朱
子
学
批
判
の
も
つ
意
義

　さ
て
、
そ
う
し
た
「
啓
蒙
思
想
」
と
は
何
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
を
み
て
み
よ
う
。

今
の
学
者
何
を
目
的
と
し
て
学
問
に
従
事
す
る
や
。
不
羈
独
立
の
大

義
を
求
る
と
云
い
、
自
主
自
由
の
権
義
を
快
復
す
る
と
云
う
に
非
ず

や
。（
中
略
）
独
立
と
は
一
軒
の
家
に
居
住
し
て
、
他
人
へ
衣
食
を

仰
が
ず
と
の
義
の
み
に
非
ず
。
こ
は
唯
内
の
義
務
な
り
。
尚
一
歩
を

進
め
て
外
の
義
務
を
論
ず
れ
ば
、
日
本
国
に
居
て
日
本
人
た
る
の
名

に
恥
し
め
ず
、
国
中
の
人
と
共
に
力
を
尽
し
、
こ
の
日
本
国
を
し
て

自
由
独
立
の
地
位
を
得
せ
し
め
、
始
て
内
外
の
義
務
〔
を
〕
終
た
り

と
云
う
べ
し）

5
（

。

　福
沢
は
、
学
者
が
学
問
に
精
進
す
る
根
本
的
な
理
由
と
し
て
「
不
羈
独

立
の
大
義
」
及
び
「
自
主
自
由
の
権
義
」
の
形
成
を
掲
げ
て
い
る
。
福
沢

に
お
け
る
文
明
へ
の
始
ま
り
は
ま
さ
に
こ
の
二
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
点
か
ら
な
る
文
明
の
発
端
は
、「
日
本
国
を
し

て
自
由
独
立
の
地
位
を
得
せ
し
め
」
る
と
こ
ろ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
「
内

外
の
義
務
」
を
完
遂
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
内
外
の
義

務
」
を
完
遂
す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
福
沢
に
お
い
て
ま
ず
採
択
さ
れ

た
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
洋
学
だ
っ
た
。
何
故
洋
学
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
、「
今
日
彼
の
国
の
制
度
、
風
俗
を
以
て
自
由
の
完
全
無
欠

な
る
も
の
と
す
る
の
説
は
、
万
々
之
に
従
う
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り）

6
（

」
と
し

て
お
き
な
が
ら
も
、「
西
洋
諸
国
の
政
府
と
人
民
と
の
関
係
を
見
る
に
、
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る
。
そ
し
て
そ
の
天
命
を
授
け
た
者
の
み
「
君
」
た
り
う
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
福
沢
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
世
界
観
は
受
け
入
れ
難
い
発
想
だ

っ
た
。
何
故
な
ら
、
ま
ず
、「
性
即
理
」
と
は
人
間
存
在
の
善
性
を
前
も

っ
て
規
定
す
る
概
念
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観
か
ら
は

個
々
人
の
差
異
に
基
づ
く
個
別
性
よ
り
は
む
し
ろ
善
な
る
共
通
性
だ
け
が

強
調
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
福
沢
に
お
い
て
は
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
福
沢
に
お
い
て
朱
子
学
的
世
界
観
が
緊
急
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た

の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
こ
の

朱
子
学
批
判
の
も
つ
思
想
史
的
意
味
で
あ
る
。
は
た
し
て
福
沢
と
儒
教
と

は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
継

承
関
係
の
特
定
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
彼
の
教
養
を
な
し
て
い
た
も

の
と
し
て
、
そ
の
学
問
修
業
の
淵
源
か
ら
、「
間
接
的
な
機
縁
と
な
っ
た

こ
と
は
十
分
に
窺
わ
れ
る）
10
（

」
と
い
う
見
解
が
示
す
よ
う
に
、
概
ね
「
徂
徠

学
派
の
影
響
）
11
（

」
が
あ
っ
た
と
み
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
一
方
、
こ
う
し

た
朱
子
学
批
判
に
関
し
て
は
、「
儒
学
の
偏
狭
な
道
学
を
「
虚
学
」
と）
12
（

」

み
な
す
福
沢
の
学
風
の
た
め
、
あ
る
い
は
福
沢
の
思
想
系
統
に
「
朱
子
学

的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
は
か
な
り
希
薄
）
13
（

」
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
点
を
あ
げ
て

解
説
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
だ

と
、
彼
の
朱
子
学
批
判
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
読
み
取
る
か
に
対
し
、

依
然
と
し
て
疑
問
が
残
る
。
そ
も
そ
も
日
本
思
想
史
に
お
い
て
、
儒
教
批

判
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
以
て
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
丸
山

真
男
（
一
九
一
四
│
一
九
九
六
）
の
意
見
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

丸
山
は
、
国
学
が
儒
教
を
批
判
す
る
論
理
の
な
か
に
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ

な
ぜ
な
ら
、「
人
民
に
分
賦
せ
る
智
徳
の
有
様
」
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に

は
、
ま
ず
「
不
羈
独
立
の
大
義
」
も
し
く
は
「
自
主
自
由
の
権
義
」
と
い

っ
た
も
の
が
前
提
と
し
て
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か

し
、
儒
教
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
も
の
が
用
意
で
き
る
か
と
、
福
沢
は
考

え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
次
の
文
章
を
み
て
み
た
い
。

故
に
云
く
、
物
あ
り
て
然
る
後
に
倫
あ
る
な
り
、
倫
あ
り
て
然
る
後

に
物
を
生
ず
る
に
非
ず
。
臆
断
を
以
て
先
ず
物
の
倫
を
説
き
、
そ
の

倫
に
由
て
物
理
を
害
す
る
勿
れ
。
君
臣
の
論
も
猶
斯
く
の
如
し
。
君

と
臣
と
の
間
柄
は
人
と
人
と
の
関
係
な
り
。
今
こ
の
関
係
に
就
き
条

理
の
見
る
べ
き
も
の
あ
り
と
雖
ど
も
、
そ
の
条
理
は
偶
ま
世
に
君
臣

な
る
も
の
有
て
然
る
後
に
出
来
た
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
の
条
理
を
見

て
君
臣
を
人
の
性
と
云
う
べ
か
ら
ず）

9
（

。

　こ
こ
で
福
沢
は
「
君
臣
」
の
問
題
に
批
判
を
加
え
て
い
る
の
だ
が
、
彼

が
批
判
し
て
い
る
部
分
は
「
君
臣
」
を
め
ぐ
っ
て
み
ら
れ
る
思
想
的
仕
組

み
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
君
臣
関
係
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
儒
教
的
意

味
で
の
、
と
り
わ
け
朱
子
学
的
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

天
命
の
担
い
手
と
し
て
の
「
君
」
と
、
そ
の
天
命
の
担
い
手
を
支
え
る
存

在
と
し
て
の
「
臣
」
と
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
道
徳
倫
理
的
な
意
味
に
お
け

る
役
割
分
担
論
を
想
定
す
る
朱
子
学
的
な
世
界
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
相
互
関
係
を
も
つ
「
君
臣
」
関
係
な
ら
、
そ
れ
は
お
の
ず
と
「
性

即
理
」
と
い
う
朱
子
学
に
お
け
る
先
天
的
価
値
概
念
を
前
提
と
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
と
い
う
の
も
朱
子
学
の
世
界
観
か
ら
み
る
な
ら
、
天
命
と
は
そ

の
「
性
即
理
」
が
全
う
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
降
り
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
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　そ
う
し
た
朱
子
学
に
関
す
る
批
判
は
、
以
下
の
丸
山
真
男
の
見
解
を
用

い
つ
つ
、
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
価
値
は
何
か
事
物
に
内
在
す
る
固
定
的
な
性
質
と
し
て
考

え
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
事
物
の
置
か
れ
た
具
体
的
環
境

に
応
じ
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
実
践
的
な
効
果
と
の
関
連
に
お
い
て
は

じ
め
て
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ）
15
（

。

　こ
こ
で
の
丸
山
の
見
解
に
即
し
て
い
う
の
な
ら
、「
性
即
理
」
の
よ
う

な
先
天
的
価
値
概
念
に
基
づ
く
朱
子
学
的
な
世
界
観
か
ら
は
既
に
「
物
あ

り
て
然
る
後
に
倫
あ
る
」
と
い
う
経
験
論
的
認
識
が
素
直
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
社
会
」
の
属
性
が
説
明
で
き
な

い
と
、
福
沢
は
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　さ
ら
に
、
そ
う
し
た
分
析
は
以
下
の
よ
う
な
展
開
を
も
可
能
な
ら
し
め

る
。
つ
ま
り
、「
都
て
人
間
の
交
際
と
名
る
も
の
は
皆
大
人
と
大
人
と
の

仲
間
な
り
、
他
人
と
他
人
と
の
附
合）
16
（

」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
文

明
を
な
す
人
間
交
際
を
促
進
し
て
い
く
た
め
に
は
自
己
と
は
こ
と
な
る
他

人
と
い
う
存
在
が
明
確
に
認
識
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
不
羈
独
立
の

大
義
」
も
し
く
は
「
自
主
自
由
の
権
義
」
が
謳
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
朱
子
学
的
世
界
観
か
ら
は
ま
ず
自
己
と
は
異
な
る
他

人
と
い
う
存
在
の
特
定
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
も
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い

な
ら
、「
不
羈
独
立
の
大
義
」
も
し
く
は
「
自
主
自
由
の
権
義
」
な
ど
主

張
で
き
な
い
は
ず
だ
と
、
福
沢
に
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
。

　福
沢
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
性
即
理
」
に
よ
る
善
の
先
天
的
根
拠
を
唱
え

る
こ
と
よ
り
近
代
社
会
に
お
い
て
重
要
な
の
は
何
よ
り
も
徹
底
的
な
個
別

ー
一
般
の
嫌
悪
あ
る
い
は
侮
蔑
、（
中
略
）
手
応
え
の
確
な
感
覚
的
日
常

経
験
に
だ
け
明
晰
な
世
界
を
み
と
め
る
考
え
方）
14
（

」
が
働
い
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
問
題
の
核
心
は
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
儒
教
批
判
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
手
法
は
決
し
て
国
学
だ
け
の
専

有
物
で
は
な
く
、
日
本
の
近
世
儒
教
が
朱
子
学
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
た

際
に
も
全
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊

藤
仁
斎
（
一
六
二
七
│
一
七
〇
五
）
が
「
人
倫
日
用
の
道
」
を
唱
え
、
ま

た
「『
大
学
』
は
孔
氏
の
遺
書
に
あ
ら
ざ
る
」
と
喝
破
し
な
が
ら
、
朱
子

学
を
批
判
し
た
理
由
も
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
っ
た
。

　さ
て
、
福
沢
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
性
即
理
」
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
否
定
、
そ
し
て
「
物
あ
り
て
然
る
後
に
倫
あ
る
な
り
」
と
い
う

考
え
方
か
ら
く
る
「
確
な
感
覚
的
日
常
経
験
」
の
尊
重
、
な
ど
は
結
局
何

を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
紛
れ
も
な
く
日
本
思
想
史
に
お
け
る

伝
統
的
な
儒
教
批
判
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お
け
る
福
沢
の
朱
子
学
批

判
は
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
史
と
の
関
連
性
の
な
か
で
扱
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
福
沢
の
教
養
構

築
に
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
│
一
七
二
八
）
の
影
響
を
み
と
め
る
な
ら
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
福
沢
文
明
論
と

近
世
日
本
の
儒
教
思
想
史
と
を
繫
げ
る
可
能
性
の
糸
口
を
求
め
た
い
。
言

い
換
え
る
と
、
福
沢
の
朱
子
学
批
判
は
、
日
本
の
儒
教
思
想
史
の
一
角
を

担
う
も
の
と
し
て
十
分
把
握
出
来
る
事
項
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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も
、
誤
て
之
を
用
る
は
寧
ろ
用
い
ざ
る
に
若
か
ず
。
智
は
猶
鉄
砲
の

如
く
徳
は
猶
台
場
の
如
し
。
鉄
砲
は
攻
る
に
便
利
に
し
て
台
場
は
唯

守
る
に
用
る
の
み
。
然
り
と
雖
ど
も
誤
て
攻
て
失
敗
せ
ん
よ
り
も
、

寧
ろ
攻
め
ず
し
て
守
る
の
安
全
に
若
か
ず
。
畢
竟
人
々
の
働
に
存
す

る
こ
と
な
れ
ど
も
、
今
の
世
の
中
の
攻
守
兼
備
の
名
将
は
果
し
て
少

な
き
こ
と
な
ら
ん）
18
（

。

　福
沢
は
西
洋
文
物
に
お
け
る
智
恵
の
有
効
性
は
認
め
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
徳
が
疎
か
に
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
「
徳
義
は
一
人
の
行
い
に
て
、
そ
の
効
能
の

及
ぶ
所
は
先
ず
一
家
の
内
に
在
り
）
19
（

」
と
い
う
指
摘
通
り
、「
徳
義
」
と
い

う
も
の
は
影
響
力
の
範
囲
が
狭
く
、
そ
れ
は
「
一
度
び
物
理
を
発
明
し
て

こ
れ
を
人
に
告
れ
ば
、
忽
ち
一
国
の
人
心
を
動
か
し
、
或
は
そ
の
発
明
の

大
な
る
に
至
て
は
、
一
人
の
力
、
よ
く
全
世
界
の
面
を
一
変
）
20
（

」
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
智
恵
に
比
べ
る
と
、
拡
張
性
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
限
定
的

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
沢
に
お
け
る
文
明
を
語
る
際
、
そ

の
よ
う
に
智
と
徳
と
の
優
劣
関
係
だ
け
が
彼
の
文
明
論
の
核
心
で
あ
る
と

捉
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
は
甚
だ
疑
問
が
残
る
。
福
沢
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

人
た
る
も
の
は
唯
一
身
一
家
の
衣
食
を
給
し
、
以
て
自
ら
満
足
す
べ

か
ら
ず
、
人
の
天
性
に
は
尚
こ
れ
よ
り
も
高
き
約
束
あ
る
も
の
な
れ

ば
、
人
間
交
際
の
仲
間
に
入
り
、
そ
の
仲
間
た
る
身
分
を
以
て
世
の

た
め
に
勉
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
の
趣
意
を
述
た
る
な
り）
21
（

。

　つ
ま
る
と
こ
ろ
、
一
個
人
の
自
立
、
も
し
く
は
独
立
が
得
ら
れ
た
と
こ

性
に
基
づ
く
「
己
が
一
分
」
の
確
保
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
う
い
っ
た

発
想
が
文
明
開
化
論
に
至
っ
て
突
如
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
伊
藤
仁
斎
は
『
童
子
問
』
に
お
い
て
、
孟
子
の

「
性
善
」
の
意
味
を
説
明
し
な
が
ら
、「
孟
子
の
意
、
本
天
下
の
性
、
皆
善

に
し
て
悪
無
し
と
謂
ふ
に
非
ず
。
気
質
の
中
に
就
て
、
其
の
善
を
指
し
て

之
を
言
ふ
）
17
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
本
性

と
は
、「
性
即
理
」
の
よ
う
な
予
め
規
定
さ
れ
た
善
な
る
性
格
に
存
す
る

も
の
で
は
な
く
、「
気
質
」、
す
な
わ
ち
現
実
的
な
生
の
な
か
で
の
み
確
認

で
き
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
気
質
」
に
は
自
ず
と
個
々

人
の
個
別
性
に
基
づ
く
「
違
い
」
が
伴
う
。
要
す
る
に
、
福
沢
の
朱
子
学

批
判
に
は
朱
子
学
と
日
本
近
世
儒
教
と
の
論
戦
の
歴
史
が
込
め
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

四

　洋
学
と
儒
教

　福
沢
は
儒
教
、
こ
と
に
朱
子
学
的
世
界
観
に
対
し
厳
し
い
見
解
を
保
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
見
方
を
変
え
て
儒
教
に
擁
護
的
な
立
場
を
と
る
思
想

と
し
て
彼
の
文
明
論
を
み
つ
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み

せ
る
だ
ろ
う
か
。
引
き
続
き
、
次
の
引
用
を
み
て
み
よ
う
。

当
世
の
開
化
先
生
、
或
は
説
を
立
て
ゝ
云
く
、
今
日
は
智
恵
の
世
界

な
り
、
人
間
万
事
智
を
以
て
成
ら
ざ
る
も
の
な
し
、（
中
略
）
そ
の

甚
し
き
は
一
身
の
行
状
を
顧
み
ず
し
て
智
恵
の
才
覚
を
専
ら
と
し
、

権
謀
術
数
以
て
醜
行
の
跡
を
掩
わ
ん
と
す
る
者
な
き
に
非
ず
。
甚
し

き
心
得
違
い
と
云
う
べ
し
。
智
恵
の
働
き
固
よ
り
大
切
な
り
と
雖
ど
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の
よ
う
な
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

脩
心
道
徳
の
教
に
於
て
は
、
或
は
経
済
の
法
と
相
戻
る
が
如
き
も
の

あ
り
。
蓋
し
一
身
の
私
徳
は
、
悉
皆
天
下
の
経
済
に
差
響
く
も
の
に

非
ず
。
見
ず
知
ら
ず
の
乞
食
に
銭
を
投
与
し
、
或
は
貧
人
の
憐
む
べ

き
者
を
見
れ
ば
、
そ
の
人
の
来
歴
を
も
問
わ
ず
し
て
多
少
の
財
物
を

給
す
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
こ
れ
を
投
与
し
之
を
給
す
る
は
、
即
ち
保

護
の
世
話
な
れ
ど
も
、
こ
の
保
護
は
差
図
と
共
に
行
わ
る
ゝ
も
の
に

非
ず
、
考
の
領
分
を
窮
屈
に
し
て
、
唯
経
済
上
の
公
を
以
て
之
を
論

ず
れ
ば
不
都
合
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
一
身
の
私
徳
に
於
て
恵
与
の

心
は
最
も
貴
ぶ
べ
く
、
最
も
好
み
す
べ
き
も
の
な
り
。
譬
え
ば
天
下

に
乞
食
を
禁
ず
る
の
法
は
固
よ
り
公
明
正
大
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、

人
々
の
私
に
於
て
乞
食
に
物
を
与
え
ん
と
す
る
の
心
は
咎
む
べ
か
ら

ず
。
人
間
万
事
、
十
露
盤
を
用
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
に
非
ず
。
唯

そ
の
用
ゆ
べ
き
場
所
と
用
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
場
所
と
を
区
別
す
る
こ
と

緊
要
な
る
の
み
。
世
の
学
者
、
経
済
の
公
論
に
酔
て
、
仁
恵
の
私
徳

を
忘
る
ゝ
勿
れ
）
25
（

。

　こ
の
箇
所
に
対
し
、
西
村
稔
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

た
だ
、
算
盤
づ
く
の
経
済
主
義
は
「
場
所
」
を
わ
き
ま
え
る
べ
き
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
限
り
で
、「
仁
恵
の
私
徳
」
は
や
や
積
極
的
な

評
価
を
受
け
て
い
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
至
っ
て
つ
い
に
慈
善
・
救

貧
の
〈
公
共
性
〉
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、﹇
富
﹈

＝
経
済
と
﹇
仁
﹈＝
道
徳
を
秤
に
か
け
て
金
輪
際
「
仁
」
を
優
先
し

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。（
中
略
）
福
沢
は
「
富
」
の
立
場
か
ら
、

ろ
で
万
事
解
決
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
、
人
間
と
い
う
の
は

よ
り
普
遍
的
な
何
か
を
常
に
み
つ
め
よ
う
と
す
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
福
沢
の
文
明
論
を
方
法
論
的
に
解
釈
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
二
つ
の

観
点
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
枠
組
の
問
題
で
、
つ
ま
り
、
彼
の
文
明
論

を
「
①
不
羈
独
立
か
ら
一
国
の
独
立
の
獲
得
へ
と
進
む
」
経
世
論
的
な
立

場
、
す
な
わ
ち
政
治
思
想
の
理
論
体
系
と
み
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

「
②
道
徳
論
を
構
築
す
る
」
た
め
の
一
種
の
倫
理
観
と
し
て
み
な
す
べ
き

か
、
と
の
区
別
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
つ
の
観
点
の
う
ち
、

彼
の
儒
教
批
判
の
有
効
性
が
際
立
つ
と
き
は
「
①
不
羈
独
立
か
ら
一
国
の

独
立
の
獲
得
へ
と
進
む
」
経
世
論
的
な
理
論
体
系
と
し
て
彼
の
文
明
論
が

捉
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
福
沢
の
思
想
家
と
し
て
の

第
一
事
業
は
、
科
学
主
義
の
確
立
と
国
民
独
立
の
精
神
の
鼓
吹
に
あ）
22
（

」
る

と
い
う
認
識
か
ら
し
て
経
世
論
的
な
立
場
な
い
し
政
治
思
想
的
立
場
は
当

然
重
要
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
側
面
だ
け
を
取
り
上
げ
て
福
沢
文
明
論
の
全
体
像
だ
と
決
め
つ
け

る
な
ら
、
そ
れ
も
や
や
性
急
な
捉
え
方
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
故

な
ら
「
立
国
は
私
な
り
、
公
に
非
ざ
る
な
り）
23
（

」
と
い
う
箇
所
が
示
す
よ
う

に
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
普
遍
的
な
世
の
理
や
地
球
規
模
の
「
公
」
を
考
え

る
と
き
、
立
国
と
い
う
も
の
は
私
的
な
小
団
体
の
私
心
に
す
ぎ
な
い）
24
（

」
と

い
う
可
能
性
を
も
十
分
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　で
は
、「
②
道
徳
論
を
構
築
」
す
る
た
め
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析

だ
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
儒
教
に
対
す
る
再
評

価
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
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学
出
版
会
、
二
○
○
九
年
、
八
○
頁
。

　（2
）
確
か
に
福
沢
の
文
明
論
は
啓
蒙
思
想
的
で
は
あ
る
が
、
福
沢
の
啓
蒙
的
思
考

と
一
七
│
一
八
世
紀
西
洋
の
そ
れ
と
は
些
か
断
層
が
あ
る
。

　（3
）
福
沢
諭
吉
『
通
俗
民
権
論
』『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
第
七
巻
、
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
○
○
六
年
、
一
○
八
頁
。

　（4
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
五
六
頁
。

　（5
）
同
、
一
○
八
頁
。

　（6
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
通
俗
国
権
論
』
一
八
一
頁
。

　（7
）
同
、
一
八
一
頁
。

　（8
）
福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
第
四
巻
、
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
○
○
四
年
、
九
三
│
九
四
頁
。

　（9
）
同
、
六
七
│
六
八
頁
。

　（10
）
佐
藤
貢
悦
「「
脱
亜
論
」
の
思
想
的
地
平
：
福
沢
諭
吉
の
儒
教
観
再
考
」『
倫

理
学
』
二
○
号
、
筑
波
大
学
倫
理
学
原
論
研
究
会
、
二
○
○
四
年
、
五
三
頁
。

　（11
）
た
と
え
ば
、
張
建
国
は
『
福
沢
諭
吉
と
儒
学
を
結
ぶ
も
の
』（
日
本
僑
報
社
、

一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
福
沢
に
お
け
る
儒
学
的
教
養
を
「
徂
徠
学
の
流
れ

を
引
い
た
も
の
」（
九
二
頁
）
と
捉
え
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
し
か
し
、「
徂
徠
学
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
点
を
も
っ
て
新
た
な
問
題
提
議
を
行
い
た
い
。
ま
ず
、
本
稿
は
福
沢
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
論
敵
を
朱
子
学
と
定
め
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
始
め
る
。
も
ち

ろ
ん
、『
福
沢
諭
吉
と
儒
学
を
結
ぶ
も
の
』
な
ど
に
お
い
て
も
、
朱
子
学
に
対
す

る
批
判
は
登
場
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
や
や
散
発
的
な
も

の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
朱
子
学
を
福
沢
の
論
敵
と
定

め
る
理
由
は
、
福
沢
と
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
史
、
と
く
に
古
学
派
（
古
文
辞

学
含
む
）
と
の
連
続
性
を
構
築
す
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
古
学
派
に
よ
る

朱
子
学
批
判
の
も
つ
意
義
は
、
朱
子
学
的
な
自
然
形
而
上
学
的
論
理
に
よ
ら
ず

と
も
人
間
の
有
様
及
び
社
会
の
真
の
姿
と
い
う
も
の
は
明
確
に
提
示
で
き
る
と

主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
側
面
は
福
沢
に
お
い
て
も
如
実
に
あ
ら
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
儒
教
思
想
史
的
経
緯
を
勘
案
す
る
と
、
福
沢
と
古
学
派
と
の

連
続
性
の
問
題
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
注

初
期
以
来
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
「
仁
」
を
消
極
的
な
位
置
に

置
い
た
が
、（
下
略
）
26
（

）

　と
述
べ
な
が
ら
、
儒
教
倫
理
的
側
面
に
対
し
て
は
や
や
消
極
的
な
意
味

づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
仁
恵
の
私
徳
」
が
、
社
会

経
済
的
な
理
解
の
な
か
で
解
消
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
は
た
し
て
ど
う
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
積
極
的
な
評
価
が
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五

　お
わ
り
に

　本
稿
に
お
い
て
は
、
福
沢
文
明
論
全
体
に
お
け
る
儒
教
の
立
ち
位
置
の

再
確
認
に
研
究
の
目
的
が
あ
っ
た
。
は
た
し
て
彼
の
文
明
論
の
全
体
像
と

は
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
掛
け

へ
の
解
明
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
彼
の
朱
子
学
批
判
及
び
意
義
に
そ

の
糸
口
を
求
め
、
さ
ら
に
、
近
代
に
お
け
る
儒
教
思
想
史
構
築
に
向
け
て

の
可
能
性
の
打
診
を
も
試
み
た
。
文
明
開
化
論
に
お
け
る
洋
学
的
智
恵
の

尊
重
は
致
し
方
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
儒
教
で
以
て
代
表
さ
れ
る
徳
へ

の
徹
底
的
な
排
斥
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
福
沢
自
身
、
文
明
と
は
「
智
」
と
「
徳
」
の
進
歩
で
あ
る
と
明
言
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
智
と
、
儒
教
思
想
史
の
側
面
を
も
受
け
継

ぐ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
徳
と
の
両
立
に
こ
そ
、
福
沢
文
明
論
の
真
面

目
は
保
た
れ
る
だ
ろ
う
。

　（1
）
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
第
三
巻
、
慶
應
義
塾
大
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（
パ
ク
・
ベ
エ
ヨ
ン
、
東
洋
哲
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
、

日
本
女
子
大
学
准
教
授
）

意
す
べ
き
点
は
そ
の
連
続
性
が
語
ら
れ
る
た
め
に
は
必
ず
仁
斎
が
言
及
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
福
沢
諭
吉
と
儒
学
を
結
ぶ

も
の
』
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
徂
徠
が
朱
子
学
の
「
理
学
」
を
批
判
す
る

論
拠
と
し
て
『
弁
明
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
（
一
五
八
頁
）、
そ
の
引
用
文
中

の
仁
斎
の
発
言
に
つ
い
て
、
著
者
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
い
る
か
が
明

確
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
福
沢
と
古
学
派
と
の
連
続
性
確

保
の
た
め
、
徂
徠
学
の
み
な
ら
ず
、
仁
斎
を
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
に
本
稿
の
主

眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

　（12
）
南
原
一
博
『
近
代
日
本
精
神
史

│
福
沢
諭
吉
か
ら
丸
山
真
男
ま
で
』
大
学

教
育
出
版
、
二
○
○
六
年
、
五
頁
。

　（13
）
佐
藤
貢
悦
、
前
掲
「「
脱
亜
論
」
の
思
想
的
地
平
：
福
沢
諭
吉
の
儒
教
観
再
考
」

五
三
頁
。

　（14
）
丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
一
│
二
二
頁
。

　（15
）
丸
山
真
男
「
福
沢
諭
吉
の
哲
学

│
と
く
に
そ
の
時
事
批
判
と
の
関
連
」『
丸

山
真
男
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
○
一
四
年
、
一
六
七
│
一
六
八
頁
。

　（16
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
一
一
七
頁
。

　（17
）
伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
下
１
、『
近
世
思
想
家
文
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六

年
。

　（18
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
通
俗
民
権
論
』
一
二
七
│
一
二
八
頁
。

　（19
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
文
明
論
之
概
略
』
一
四
三
頁
。

　（20
）
同
、
一
四
三
頁
。

　（21
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
一
○
六
頁
。

　（22
）
小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
の
歴
史
観
」『
論
集

　福
沢
諭
吉
』
市
村
弘
正
編
、
平

凡
社
、
二
○
一
七
年
、
一
○
九
頁
。

　（23
）
福
沢
諭
吉
「
瘠
我
慢
の
説
」『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
第
九
巻
、
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
○
○
五
年
、
一
一
○
頁
。

　（24
）
福
沢
諭
吉
事
典
編
集
委
員
会
『
福
沢
諭
吉
事
典
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
○
一
○
年
、
七
七
六
頁
。

　（25
）
福
沢
諭
吉
、
前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
一
五
九
│
一
六
○
頁
。

　（26
）
西
村
稔
『
福
沢
諭
吉

│
国
家
理
性
と
文
明
の
道
徳
』
一
九
一
│
一
九
三
頁
。


