
こ
と
に
し
た
い
。

２
．「
実
学
」
の
本
当
の
意
味

福
澤
は
、
著
書
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
注
２
）

の
中
で
、「
実
用
性
の
な
い
学
問
は
と
り
あ
え
ず

後
回
し
に
し
、
一
生
懸
命
に
や
る
べ
き
は
、
普
段

の
生
活
に
役
に
立
つ
実
学
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

具
体
的
に
指
さ
れ
た
の
は
、
い
ろ
は
四
十
七
文
字

や
そ
ろ
ば
ん
の
稽
古
な
ど
だ
。
現
代
の
言
葉
で
い

え
ば
、
読
み
書
き
や
計
算
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ

う
。
こ
の
定
義
に
沿
え
ば
、
古
典
と
い
う
学
問
は

真
っ
先
に
後
回
し
に
さ
れ
そ
う
な
学
問
に
思
わ
れ

る
。
実
際
、慶
應
義
塾
大
学
出
版
会『
学
問
の
す
ゝ

め
』（
注
３
）
の
末
尾
の
解
説
文
中
で
、
西
川
俊

作
は
「
こ
の
よ
う
に
学
問
の
『
実
用
性
』
を
強
調

す
る
こ
と
は
卑
俗
な
実
用
主
義
を
思
わ
せ
、
情
操

教
育
や
徳
育
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
批
判
を
招
き

や
す
い
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
西
川
は
同

時
に
「
彼
の
い
う
実
学
、
あ
る
い
は
洋
学
は
目
先

の
実
利
を
追
う
、
速
習
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、

根
本
的
な
精
神
の
転
換
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
」
と
記
し
、
福
澤
の
い
う
「
実
学
主
義
」
が

辞
書
的
な
意
味
で
の
「
実
学
主
義
」
と
は
全
く
も

っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。
で
は
、
西
川
が
言
う
「
根
本
的
な
精
神
の
転

換
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

原は
ら

島し
ま

隆た
か

嘉よ
し

（
神
奈
川
県
／
私
立
慶
應
義
塾
高
等
学
校
三
年
）

選
択
課
題
３　

実
学
に
お
け
る
古
典

学
問
の
基
礎
た
る
古
典

次席
１
．
は
じ
め
に

「
実
学
に
お
け
る
古
典
」
と
聞
く
と
、
な
ん
だ

か
矛
盾
し
た
よ
う
な
言
い
回
し
に
聞
こ
え
る
。
古

典
と
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
昔
の
書
物
の
こ
と
で

あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
が
実
用
性
の
あ
る
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
答
え

は
否
で
あ
ろ
う
。普
段
我
々
が
生
き
て
い
る
と
き
、

い
き
な
り
訓
読
文
を
書
き
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
は
な
い
し
、『
春
暁
』
の
一
節
を
暗
唱
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
も
な
い
か
ら

だ
。
し
か
し
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
で
片
付
け
て

し
ま
っ
て
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
は
じ
め
に
疑

っ
て
か
か
る
べ
き
は
、
こ
の
「
実
学
」
と
い
う
言

葉
の
定
義
で
あ
る
。
広
辞
苑
（
注
１
）
を
引
く
と
、

実
学
と
は
「
実
際
に
役
立
つ
学
問
」
と
あ
り
、
そ

の
中
の
「
実
学
主
義
」
と
い
う
項
に
は
「
事
実
・

実
践
・
経
験
ま
た
は
応
用
・
実
験
を
重
ん
ず
る
立

場
。（
中
略
）
形
式
化
し
た
人
文
主
義
の
影
響
を

受
け
た
古
典
本
位
の
教
育
に
反
対
し
て
十
六
世
紀

に
起
こ
り
、（
中
略
）
日
本
で
は
福
澤
諭
吉
が
提
唱
」

と
あ
る
。「
古
典
本
位
の
教
育
に
反
対
し
て
」
と

い
う
説
明
を
見
る
と
、
古
典
は
実
学
に
は
そ
ぐ
わ

な
い
ど
こ
ろ
か
正
反
対
の
立
場
な
の
で
は
な
い
か

と
さ
え
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
実
学
」
を
表
面
的
な
、
辞

書
的
な
理
解
だ
け
で
議
論
す
る
の
は
い
さ
さ
か
早

計
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
実
学
主
義
を
提
唱
し
た
福

澤
諭
吉
の
思
想
を
深
部
ま
で
読
み
解
き
、「
実
学
」

そ
の
も
の
の
定
義
を
確
認
し
理
解
す
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
よ
う
。
そ
し
て
、「
古
典
」
の
特
長
に
つ

い
て
学
び
、「
実
学
に
お
け
る
古
典
」
を
考
え
る



理
学
の
要
用
」（
注
６
）
の
中
で
、「
物
理
は
す
な

わ
ち
然
ら
ず
。
開
闢
の
初
よ
り
今
日
に
い
た
る
ま

で
、
世
界
古
今
、
正
し
く
同
一
様
に
し
て
変
違
あ

る
こ
と
な
し
」と
記
し
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

物
理
学
と
は
時
代
を
追
っ
て
も
変
化
し
な
い
、
普

遍
的
な
学
問
だ
と
福
澤
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

３
．
古
典
＝
物
理
学
!?
─
古
典
の
普
遍
性
─

「
物
理
」
の
実
学
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
普

遍
性
の
あ
る
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
で
は
、
古
典
は
ど
う
だ
ろ
う
。
古
典
に
も
あ

る
種
の
普
遍
性
が
見
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
実
学
と

し
て
の
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は

何
人
か
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
古
典
の
特
長
に
つ

い
て
考
え
て
い
こ
う
。

中
島
隆
博
は
、
古
典
と
は
「
過
去
か
ら
の
贈
り

物
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
注
７
）。「
重
要
な

こ
と
は
、
古
典
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ

読
み
継
が
れ
て
」
き
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
本

が
何
百
年
前
と
い
う
大
昔
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
「
今
」
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
木
村
勝
彦
は
古
典
を
読
む
と
は
「
時
代
も

社
会
状
況
も
異
な
る
人
が
、
現
代
を
生
き
る
自
分

と
同
じ
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
運
命
を
ど
の

よ
う
に
受
け
入
れ
、
格
闘
し
た
か
を
知
る
」
こ
と

丸
山
眞
男
は
、
こ
の
「
精
神
の
転
換
」
に
つ
い

て
、「
福
澤
の
実
学
に
於
け
る
真
の
革
命
的
転
回

と
は
、
実
は
、
学
問
と
生
活
と
の
結
合
、
学
問
の

実
用
性
の
主
張
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
学
問
と
生
活
と
が
い
か
な
る
仕
方
で
結
び
付
け

ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
問
題
の
核
心
が
存
す
る
」

と
論
じ
て
い
る
（
注
４
）。
す
な
わ
ち
、
学
問
が

実
生
活
に
役
に
立
つ
、
立
た
な
い
と
二
進
法
的
に

考
え
る
こ
と
に
実
学
か
否
か
の
判
断
基
準
を
置
く

の
で
は
な
く
、
実
生
活
へ
の
役
立
て
方
を
考
え
る

こ
と
が
「
実
学
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
丸
山
は
、
江
戸
時
代
的
な

「
倫
理
」
の
実
学
と
福
澤
的
な
「
物
理
」
の
実
学

を
対
照
的
に
捉
え
、
福
澤
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の

転
換
に
寄
与
し
た
と
説
い
て
い
る
。
こ
の「
物
理
」

の
実
学
に
つ
い
て
、
福
澤
は
人
間
生
活
を
「
有
形

の
事
物
」
と
「
無
形
の
人
事
（
古
典
な
ど
の
文
学
に

加
え
、
政
治
や
経
済
が
含
ま
れ
る
）」
に
分
け
て
考
え

て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
物
理
学
の
適
用
を
一
応
は

前
者
に
限
定
し
て
い
た
が
、
後
者
の
よ
う
な
領
域

に
お
い
て
も
ゆ
く
ゆ
く
は
「
一
切
の
生
活
領
域
に

自
然
科
学
的
な
計
量
性
が
可
能
に
な
る
」
こ
と
を

期
待
し
て
い
た
と
い
う
（
注
５
）。

こ
の
よ
う
に
、
福
澤
は
「
物
理
学
」
と
い
う
言

葉
を
多
用
し
て
議
論
し
て
い
る
が
、こ
の
「
物
理
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
福
澤
自
身
が
著
作
「
物

だ
と
論
じ
て
い
る
（
注
８
）。
こ
こ
で
い
う
「
一

つ
の
運
命
」
と
は
、
言
わ
ず
も
が
な
「
死
」
で
あ

る
。
数
十
年
と
い
う
長
い
よ
う
に
見
え
て
短
い
人

生
を
い
か
に
し
て
有
意
義
に
過
ご
す
か
、
そ
の
ヒ

ン
ト
は
先
人
の
記
し
た
古
典
か
ら
得
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
古
典
に
は
古
く
か
ら
現
代

に
わ
た
っ
て
広
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
と
い
う

「
継
続
性
」
と
い
う
点
に
特
長
が
あ
り
、
そ
れ
自

体
に
十
分
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
価
値
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
、
鈴
木
健
一
は
こ
の

「
継
続
性
」
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
古
典
の
価
値

を
論
じ
て
い
る
。
鈴
木
は
、
な
ぜ
私
た
ち
は
古
典

を
読
む
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、「
共
感
と
違

和
感
」
と
い
う
切
り
口
を
も
っ
て
議
論
を
展
開
し

て
い
る
。
こ
の
共
感
と
違
和
感
と
い
う
二
項
対
立

は
、鈴
木
に
よ
れ
ば
「
普
遍
的
な
価
値
に
触
れ
て
、

自
分
の
基
礎
を
形
作
る
こ
と
」
と
「
多
様
な
思
考

と
感
情
に
触
れ
て
、
自
分
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
」

に
言
い
換
え
ら
れ
る
と
い
う
（
注
９
）。
前
者
は
、

数
百
年
前
の
人
間
と
自
分
と
を
対
比
し
て
重
な
り

合
う
部
分
に
あ
る
種
の
共
感
を
覚
え
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、時
代
を
超
え
て
も
変
化
し
な
い
「
今
」

と
「
昔
」
の
価
値
観
の
類
似
は
、
本
を
読
む
こ
と

を
通
じ
て
体
感
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
体

験
は
読
み
継
が
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
生
じ
る
も
の



読
書
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
小
泉
の
勧
め
る
「
自

分
で
物
を
考
え
て
み
る
」
こ
と
は
、
い
っ
た
ん
活

字
か
ら
距
離
を
取
り
、
一
呼
吸
置
い
て
み
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
本
に
書
い
て
あ
っ
た
内
容
を
反
芻

し
、
あ
れ
こ
れ
思
索
し
て
は
ま
た
読
み
返
し
て
み

る
、と
い
っ
た
試
み
も
大
事
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
、

私
の
よ
う
な
高
校
生
が
授
業
で
古
典
を
学
ぶ
と

き
、
時
間
の
制
約
上
こ
う
い
っ
た
「
深
い
」
読
書

を
す
る
余
裕
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
何
も
す
べ
て
の
内
容
を
覚
え
て
お
か
な

け
れ
ば
実
学
と
し
て
役
に
立
た
な
い
と
は
小
泉
も

言
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
読
ん
で
か
ら
何
か
月

か
経
っ
た
状
態
で
も
な
お
頭
の
片
隅
に
読
ん
だ
一

節
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

思
い
返
す
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
を

読
ん
だ
価
値
は
十
分
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
中
学
や

高
校
で
学
習
す
る
古
典
の
授
業
は
、
福
澤
が
考
え

た
「
実
学
」
教
育
と
い
う
点
に
お
い
て
は
全
く
不

足
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
実
生
活
に
す
ぐ

に
役
に
立
た
な
い
か
ら
古
典
の
授
業
は
要
ら
な
い

と
考
え
る
の
は
「
実
用
主
義
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

真
の
「
実
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う

い
っ
た
考
え
は
非
常
に
先
入
的
か
つ
浅
い
も
の
の

見
方
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

小
泉
は
ま
た
、
同
書
の
中
で
「
す
ぐ
役
に
立
つ

の
章
で
確
認
し
た
通
り
「
実
学
」
と
は
、
簡
単
に

い
え
ば
実
生
活
へ
の
役
立
て
方
を
考
え
る
こ
と
だ

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、「
こ
の

実
生
活
へ
の
役
立
て
方
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
古
典
を
実
生
活
に
役
立
て
ら

れ
る
の
か
。
古
典
を
実
際
に
「
実
学
」
と
し
て
実

生
活
に
役
立
て
た
先
人
に
小
泉
信
三
が
い
る
。
こ

こ
で
は
小
泉
の
著
書
を
引
用
し
な
が
ら
、「
実
学
」

に
活
か
す
た
め
の
古
典
の
読
み
方
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
に
し
よ
う
。

小
泉
は
、『
古
典
の
読
み
方
』（
注
10
）
の
中
で
、

「
本
を
読
ん
で
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
知

る
の
は
固
よ
り
大
切
で
あ
る
が
、
更
に
一
層
大
切

な
こ
と
は
、
本
を
読
ん
で
、
そ
れ
か
ら
出
発
し
て

自
分
で
物
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
肝
要
な
こ
と
は
字
義
を
理

解
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
本
に
書
い
て
あ
る
こ

と
を
噛
み
砕
き
、
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
っ
た

と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
本
の
内
容
を
活

か
し
実
学
に
活
か
せ
る
か
否
か
は
読
者
の
資
質
に

依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
ご
と
と
し
て
捉

え
ず
、
文
章
の
意
味
も
分
か
ら
ず
に
た
だ
語
句
や

文
法
だ
け
丸
暗
記
す
る
と
い
っ
た
読
み
方
で
は
、

一
口
に
「
読
ん
だ
」
と
言
っ
て
も
全
く
自
分
の
た

め
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
実
学
と
し

て
は
役
に
立
た
な
い
、
い
わ
ば
「
薄
っ
ぺ
ら
い
」

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
古
典
の
「
継
続
性
」
が
不
可

欠
で
あ
る
。
で
は
、
後
半
の
「
違
和
感
」
に
つ
い

て
は
ど
う
か
。
実
は
こ
こ
も
、古
典
の
「
継
続
性
」

が
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
。
現
代
の
価
値
観
と
昔

の
価
値
観
を
比
べ
、
そ
れ
が
噛
み
合
っ
て
お
ら
ず

全
く
共
感
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
多
々
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
価
値
観
の
不
連
続
性
を
感

じ
ら
れ
る
の
も
、
古
典
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い

う
「
継
続
性
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
古
典
は
何
百
年
も
中
身
が
変
わ
る
こ
と
な
く

読
み
継
が
れ
る
、
い
わ
ば
不
朽
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

で
あ
る
。
昔
か
ら
本
は
数
多
く
の
人
の
手
に
よ
り

書
か
れ
続
け
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
何
億
、
何

京（
ま
た
は
そ
れ
以
上
）と
い
う
過
去
の
本
の
う
ち
、

あ
る
一
冊
が
読
み
継
が
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
歴

史
の
「
継
続
性
」
は
、
福
澤
が
提
唱
し
た
物
理
学

の
「
普
遍
性
」
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

古
典
も
物
理
も
、
時
代
を
追
っ
て
も
変
化
し
な
い

不
変
的
な
、
普
遍
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
で
は
変
わ
り
が
な
い
。
す
る
と
も
は
や
、
古
典

は
物
理
学
の
一
種
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

４
．
実
学
に
活
き
る
古
典
の
読
み
方

先
に
述
べ
た
通
り
、
古
典
に
は
あ
る
種
の
普
遍

性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
二
番
目



５
．
実
学
に
役
立
つ
古
典
の
例

前
章
で
は
古
典
の
「
読
み
方
」
に
つ
い
て
考
え

た
が
、
そ
の
前
に
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
本
を
読

め
ば
よ
い
の
か
。
小
泉
は
『
読
書
論
』（
注
11
）

の
中
で
、
古
典
を
読
む
な
ら
ば
大
著
を
読
む
こ
と

を
勧
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
吾
々
は
単

に
そ
の
書
の
内
容
を
知
る
ば
か
り
で
な
く
、
辛
苦

耐
忍
、
謂
わ
ば
格
闘
し
て
も
の
を
学
ぶ
と
い
う
、

貴
重
な
体
験
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
と

述
べ
て
い
る
。「
大
著
」
と
は
単
に
ペ
ー
ジ
数
の

多
い
本
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、
高
名
な
書
籍
を

指
す
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
苦
し
ん
で

難
解
な
文
章
を
読
ん
だ
中
に
何
か
一
つ
で
も
心
に

残
る
「
教
え
」
を
見
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
人
間
と
し

て
の
成
長
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
例
え
る
な
ら
ば
、
砂
浜
を
掘
っ
て
一
握

り
の
金
を
見
つ
け
出
す
よ
う
な
も
の
だ
。「
○
○

を
す
る
な
ら
△
△
す
べ
し
」
と
書
い
て
あ
る
短
絡

的
な
本
は
現
代
に
お
い
て
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
読
む
よ
り
も
ず
っ
と

勉
強
に
な
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
当

然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
有
名
な
本
と
い
う
の
は

有
名
に
な
っ
た
だ
け
の
理
由
が
あ
る
。
名
作
と
言

わ
れ
る
本
は
、
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
た

く
さ
ん
の
人
間
が
そ
の
本
を
読
み
、
共
感
を
示
し

本
は
す
ぐ
役
に
立
た
な
く
な
る
本
で
あ
る
」
と
論

じ
て
い
る
。時
刻
表
や
レ
シ
ピ
を
ま
と
め
た
本
は
、

読
め
ば
す
ぐ
に
役
に
立
つ
知
識
が
載
っ
て
お
り
確

か
に
便
利
で
は
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
卑
近
な
本

を
読
ん
で
得
た
一
時
的
、
短
期
的
な
知
識
を
「
実

学
」
と
呼
ぶ
の
は
あ
ま
り
に
浅
は
か
で
あ
る
。
本

当
に
「
実
学
」
と
し
て
有
用
な
本
は
、
普
遍
的
な

価
値
を
持
ち
半
永
久
的
に
そ
の
知
識
や
知
恵
を
役

立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
急
い
で
読
書

の
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
再

度
に
は
な
る
が
、
実
学
と
は
自
分
の
も
の
に
し
て

初
め
て
「
実
学
」
と
呼
べ
る
。
本
に
書
い
て
あ
る

こ
と
を
自
分
の
も
の
と
し
て
習
得
す
る
の
は
あ
る

程
度
時
間
が
か
か
る
が
、
逆
に
一
度
自
分
の
も
の

に
し
て
し
ま
え
ば
そ
の
知
恵
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

実
は
、
小
泉
は
明
治
に
生
ま
れ
大
正
教
養
時
代

と
言
わ
れ
る
年
代
に
育
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
ん

な
小
泉
が
、
な
ぜ
戦
後
間
も
な
い
混
乱
の
時
代
に

わ
ざ
わ
ざ
古
典
が
必
要
だ
と
説
い
た
の
か
。
そ
れ

は
、
先
人
の
知
恵
を
知
り
、「
実
学
」
と
し
て
古

典
を
役
立
て
る
こ
と
の
重
要
性
を
知
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。「
実
用
主
義
」
と
は
程
遠
い
「
実
学

主
義
」
の
精
神
を
、
小
泉
の
文
章
か
ら
学
び
取
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
り
違
和
感
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
で
次
の
世
代

に
刻
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
、「
大
著
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な

本
は
他
の
一
般
の
書
籍
よ
り
も
よ
り
普
遍
的
な
価

値
が
高
い
と
い
え
る
。

こ
う
い
っ
た
「
価
値
が
高
い
」
と
さ
れ
る
古
典

に
は
古
今
東
西
様
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
教
科
書

に
も
掲
載
さ
れ
誰
も
が
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

『
論
語
』（
注
12
）
を
挙
げ
、
具
体
的
に
実
学
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。こ
の『
論

語
』
は
言
わ
ず
も
が
な
、
古
代
中
国
の
思
想
家
で

あ
る
孔
子
の
発
言
や
思
想
が
収
め
ら
れ
た
漢
文
書

で
あ
る
。
全
十
巻
二
十
編
に
わ
た
る
長
大
な
文
章

か
ら
構
成
さ
れ
た
こ
の
書
は
、
全
く
も
っ
て
大
著

と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う

ち
第
四
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
章
か
ら
、
一
節
を
挙

げ
る
。「
子
曰
、
学
如
不
及
。
猶
恐
失
之
。」（
泰

伯
第
八
）

─
「
学
問
は
い
く
ら
突
き
詰
め
て
も

突
き
詰
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
な
お
、

得
た
知
識
を
忘
れ
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る

の
で
あ
る
。」

─
孔
子
は
今
か
ら
二
五
〇
〇
年

ほ
ど
昔
の
人
物
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
そ
っ
く
り
そ

の
ま
ま
現
代
の
学
び
に
当
て
は
め
ら
れ
る
。
私
は

こ
の
一
節
を
見
た
と
き
、
ど
こ
か
痛
い
と
こ
ろ
を

突
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ

た
。
試
験
が
終
わ
れ
ば
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
内
容
を
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６
．
お
わ
り
に

こ
の
小
論
文
で
は
、
ま
ず
福
澤
の
思
想
に
触
れ

な
が
ら
「
実
学
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味

を
探
究
し
、
次
に
古
典
の
特
長
に
つ
い
て
考
え
、

今
度
は
小
泉
の
思
想
を
軸
に
し
て
実
学
と
古
典
と

の
結
び
付
け
方
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
中

で
種
々
の
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
私
の
考
え

を
述
べ
て
き
た
が
、そ
の
引
用
元
に
は
例
え
ば『
学

問
の
す
ゝ
め
』
や
「
物
理
学
の
要
用
」
と
い
っ
た
、

現
代
か
ら
見
れ
ば
は
る
か
昔
の
古
典
的
な
本
も
含

ま
れ
て
い
る
。
当
時
書
か
れ
た
文
章
が
全
く
変
わ

ら
ず
に
現
代
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

こ
う
い
っ
た
歴
史
あ
る
文
章
を
引
用
し
て
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
小
論
文
の
よ
う

に
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
て
文
章
を
書
く
と
い
う

営
み
も
、あ
る
意
味
で
「
実
学
へ
の
古
典
の
接
続
」

と
言
え
よ
う
。
先
に
福
澤
の
著
書
を
引
い
て
、「
古

典
は
物
理
学
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
述
べ

た
が
、
実
学
に
幅
広
く
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
は
、
も
は
や
古
典
は
す
べ
て
の
学
問

の
基
礎
と
し
て
精
神
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

我
々
は
こ
う
い
っ
た
普
遍
的
、
継
続
的
な
「
古

典
」
か
ら
何
を
学
び
取
り
、
自
分
の
血
肉
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
実
学
に
続
く
道
は
、

古
典
の
中
に
開
か
れ
て
い
る
。

忘
れ
、ま
た
試
験
が
近
づ
く
と
詰
め
込
み
始
め
る
。

そ
ん
な
付
け
焼
き
刃
な
勉
強
は
、
本
当
の
学
び
と

呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。
否
、
そ
の
よ
う
に
し
て
身
に

つ
け
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
知
識
は
、
到
底
「
実

学
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、

試
験
が
終
わ
っ
て
「
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
」
忘
れ
て

し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
得
た
知
識
も
知

恵
も
脳
内
か
ら
流
れ
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る

か
ら
だ
。
当
然
な
が
ら
「
実
学
」
と
し
て
役
立
つ

こ
と
も
な
く
、
脳
内
で
は
そ
の
文
章
は
「
な
か
っ

た
こ
と
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
試
験
の

た
め
勉
強
す
る
の
が
悪
い
と
は
言
え
な
い
が
、
せ

っ
か
く
歴
史
あ
る
古
典
と
出
会
い
、
も
し
幸
運
に

も
そ
の
文
の
中
で
「
こ
れ
」
と
い
う
学
び
に
繋
が

る
一
節
を
見
つ
け
た
な
ら
ば
、
試
験
や
勉
強
と
は

ま
た
別
の
機
会
に
思
い
返
し
て
み
る
こ
と
が
必
要

だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
実
用
主
義
」

と
は
試
験
で
点
を
取
る
と
い
う
だ
け
が
目
的
の
勉

強
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
対

す
る
「
実
学
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
試
験

に
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
目
的
が
見
つ
け

づ
ら
く
、
勉
強
の
や
る
気
が
出
に
く
い
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
、実
際
に
福
澤
が
重
要
視
し
た「
実

学
」
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
後
者
の
よ
う
な
本
質

的
な
学
び
を
続
け
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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