
福
津
諭
吉
が
日
本
人
に
遺
し
た
も
の

の
ヲー

ヲー

め

幕
末
・
明
治
期
を
代
表
す
る
思
想
家
・
福
津
諭
吉
。

「
文
明
開
化
論
者
」
「
啓
蒙
思
想
家
」
「
欧
化
論
者
」

と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
福
津
だ
が
、
実
は
旧
士
族

社
会
の
士
風
を
重
ん
じ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精

神
」
を
非
常
に
強
く
持
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
五
十
年

以
上
に
わ
た
り
福
津
の
著
作
に
親
し
ん
で
き
た

拓
殖
大
学
学
事
顧
問
の
渡
辺
利
夫
氏
に
、
福
津
の

知
ら
れ
ざ
る
実
像
に
迫
っ
て
い
た
だ
い
た
。

↓
口
回
竪
ヤ
ふ
則
七
↓
」

＋
T
担
十
三
副
＝

E

ふ
く
ざ
わ
・
ゆ
き
ち
1

1天
保
5

（

1
8
3
5）

年
1
明
治
泊
（
1
9
0
1）
年
。
明
治
期
を
代

表
す
る
思
想
家
。
大
阪
生
ま
れ
。
父
の
死
後
中

津
に
戻
り、
そ
の
後
、大
阪
に
出
て
緒
方
洪
庵
に

関
学
を
学
ぶ
。
万
延
元（

1
8
6
0）
年
か
ら
慶

応

3
（
1
8
6
7）年
に
か
け
て
幕
府
の
遺
欧

使
節
固
な
ど
で
3
度
の
洋
行
。
4
年
度
慮
義

塾
大
学
を
創
設
。
『
学
問
の
す
、
め』
『
文
明
論
之

概
略
』
な
ど
著
書
多
数
。

一剣を持して起つ特集

で
達
し
な
が
ら
、
下
級
士
族
で
あ
っ
た

た
め
に
、
学
聞
を
通
じ
て
の
身
分
上
昇

か
な

は
叶
わ
ず
、
失
意
の
生
涯
を
送
っ
た
こ

と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
福
揮
は
、
「
門
閥
制
度
は
親
の

敵
で
御
座
る
」
と
い
う
旧
社
会
へ
の
憤

ま
ん滋

を
抑
え
ら
れ
ず
、
親
の
敵
を
討
つ
た

め
に
西
洋
の
学
問
の
修
練
に
努
め
る
よ

り
他
な
し
と
決
意
。
長
崎
で
蘭
学
を
学

こ
う
あ
ん

び
、
次
い
で
大
坂
に
出
て
緒
方
洪
庵
の

も
と
で
才
能
を
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
東

京
に
出
て
英
学
に
転
じ
て
、
知
識
人
と

し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
の
で
す
。

し
か
し
、
『
学
問
の
す
、
め
』
や
ョ
福

翁
自
伝
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
浮
か
び

上
が

っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
福
樺
の

実
像
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
福
樺
は
生
涯
に
わ
た

っ
て
膨
大

な
文
献
を
書
き
遺
し
て
い
ま
す
。
私
は

学
生
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
折

に
触
れ
て
福
揮
の
著
作
に
親
し
ん
で
き

た
の
で
す
が
、
文
明
開
化
論
者
、
欧
化

主
義
者
、
啓
蒙
思
想
家
と
い

っ
た
福
津

の
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
の
思
想
の

ほ
ん
の
一
面
に
す
、ぎ
な
い
こ
と
を
、
読

む
た
び
に
悟
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

第
二
次
大
戦
前
の
昭
和
十
四
年
に
生

ま
れ
、
青
春
時
代
に
安
保
闘
争
、
全
共

闘
運
動
に
固
ま
れ
て
き
た
私
は
、
戦
後

の
日
本
が
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
強
い

わたなべ・としお一一昭和14年山梨県生まれ。慶麿義塾

大学卒業後、同大学院博士課程修了。経済学博士。筑波

大学教授、東京工業大学教授、拓殖大学長、第四代総長

などを経て、現職。外務省国際協力有識者会議議長、アジ

ア政経学会理事長なども歴任。JICA国際協力功労賞、外

務大臣表彰、第27回正論大賞など受賞多数。著書に『ア

ジアを救った近代日本史講義』（PHP新書）Ii'士魂一福浮諭

吉の真実』（海竜社）などがある。

渡
辺
利
夫

特
殊
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
身
を
以
て

知
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
世
の
福
樺
像

も
、
実
は
そ
の
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

時
代
に
お
い
て
「
造
作
」
さ
れ
た
非
常

に
偏
っ
た
福
津
像
な
の
で
す
。
自
ら
の

え
ん
げ
ん

思
想
的
淵
源
を
福
津
諭
吉
と
い
う
権
威

に
求
め
た
い
と
い
う
、
左
翼
知
識
人
の

願
望
が
、
偏
り
を
持
っ
た
福
揮
像
を
生

み
出
し
た
の
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

福
樺
の
思
想
は
、
戦
後
に
つ
く
ら
れ

た
イ
メ
ー
ジ
よ
り
蓬
か
に
多
面
的、

多

層
的
で
あ
り
、
遥
か
に
懐
の
深
い
思
想

で
す
。
本
欄
で
は
、
福
揮
が
遺
し
た
文

章
に
触
れ
な
が
ら
、
戦
後
に
つ
く
ら
れ

た
「
既
製
品
」
で
は
な
い
真
実
の
福
揮

像
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

回一旧
士
族
社
会
の
道
徳
を

－
一
失
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
れ
ま
で
の
福
津
像
の
対
極
を
鮮
や

か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
論
説
の

一
つ
が
、
明
治
二
十
四
年
に
脱
稿
さ
れ

や
せ
が
ま
ん
の
せ
っ

た
『
椿
我
慢
之
説
』
で
す
。
福
揮
は
同

書
で
、
徳
川
幕
府
に
お
い
て
高
位
の
幕

臣
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治

新
政
府
で
再
び
要
職
に
就
き
権
勢
を
ふ

た
け
あ
き

る
っ
た
榎
本
武
揚
と
勝
海
舟
の
出
処
進

退
を
、
「
武
士
は
二
君
に
仕
え
ず
」
と
い

っ
て
徹
底
的
に
非
難
し
て
い
ま
す
。

様
々
な
文
献
を
調
べ
る
限
り
、
福
津

が
『
痔
我
慢
之
説
』
を
書
く
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
事

情
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

福
揮
は
明
治
二
十
四
年
の
秋
、
明
治

維
新
を
経
て
静
岡
の
駿
府
城
あ
た
り
に

移
封
さ
れ
た
徳
川
藩
の
様
子
が
気
に
な

り
、
東
海
道
を
下

っ
て
現
地

へ
と
出
向

き
ま
し
た
。
そ
し
て
途
次
、
清
水
港
に

近
い
興
津
清
見
寺
に
建
立
さ
れ
た
と
聞

く
「
威
臨
丸
殉
難
諸
氏
記
念
碑
」
を
訪

れ
、
そ
の
死
者
を
弔
う
の
で
す
。

し
か
し
、
線
香
を
上
げ
た
後
、
石
碑

の
後
ろ
に
回
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は

「
従
二
位
榎
本
武
揚
」
の
名
で
「
人
の
食

を
食
む
者
は
人
の
事
に
死
す
」

（徳
川
家

の
幕
臣
と
し
て
仕
え
禄
を
食
ん
だ
者
は

徳
川
家
の
事
に
死
す
べ
き
だ
）
と
記
さ

れ
て
お
り
、
福
津
は
驚
き
ま
す
。

榎
本
は
、
江
戸
城
開
城
後
に
軍
艦
八

隻
を
率
い
て
品
川
を
脱
出
し
、
函
館
に

入
港
。
こ
こ
に
蝦
夷
地
政
府
を
樹
立
す

る
に
至
り
ま
し
た
が
、
官
軍
に
よ
る
猛

攻
を
受
け
て
降
伏
、
東
京
に
護
送
さ
れ

禁
固
刑
を
受
け
ま
す
。
ほ
ど
な
く
し
て

赦
免
を
受
け
、
そ
の
後
は
北
海
道
開
拓

使
を
皮
切
り
に
、
文
部
大
臣
、
枢
密
院

顧
問
官
、
外
務
大
臣
、
農
商
務
大
臣
な

ど
華
麗
な
る
経
歴
を
歩
み
ま
し
た
。

函
館
で
榎
本
に
従
い
、
官
軍
へ
の
投

降
を
拒
否
し
て
惨
た
る
戦
死
を
遂
げ
た

－一福
津
諭
吉
の

由一知
ら
れ
ざ
る
実
像

福
津
諭
吉
と
聞
け
ば
、
多
く
の
方
が

激
動
の
幕
末
・
明
治
期
に
、

「西
洋
文
明

を
取
り
入
れ
新
生
日
本
の
建
設
に
精
出

す
べ
し
」
と
説
い
た
、
文
明
開
化
論
者
、

欧
化
主
義
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

少
し
詳
し
い
方
な
ら
、
福
揮
は
「
天

は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に

て
ん
ぷ

人
を
造
ら
ず
」
と
語
っ
た
天
賦
人
権
説

の
人
で
あ
り
、
「
政
府
は
国
民
の
名
代
に

て
、
国
民
の
思
う
所
に
従
い
事
を
和
す

も
の
な
り
」
と
主
張
し
、
社
会
契
約
説

の
立
場
を
と

っ
た
啓
蒙
思
想
家
だ
と
理

解
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
福
揮

諭
吉
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
た
明
治
初

期
の

一
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る

『学

問
の
す
、
め
』
に
は
、
確
か
に
そ
の
よ

う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
、
世
に
広
く
知

ら
れ
る
福
揮
像
を
決
定
づ
け
て
い
る
の

が
、
福
揮
が
晩
年
に
著
し
た
『
被
釈
自

綜
』
に
記
さ
れ
た
「
門
閥
制
度
は
親
の

敵
で
御
座
る
」
と
い
う
強
烈
な
メ
ッ
セ

ー
ジ
で
す
。
同
書
に
は
、
無
類
の
学
問

ひ
av
〈
す
？

好
き
で
あ
っ
た
父
・
百
跡
が
、
「
中
津
藩

で
は
、
漢
籍
に
お
い
て
彼
に
敵
う
人
物

は
い
な
い
」
と
い
わ
れ
る
レ
ベ
ル
に
ま
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部
下
を
そ
の
ま
ま
に
、
明
治
新
政
府
で

犬
い
な
る
重
用
を
受
け
名
声
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
て
い
る
者
が
、
後
世
に
残
る

石
碑
に
そ
ん
な
こ
と
を
刻
み
つ
け
て
よ

い
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
怒
り
が
福
津

の
心
頭
に
発
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
怒
気
を
含
ん
だ
気
分
を
収

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
福
揮
が
東
京
に

か
せ
い

戻
り
、

一
気
町
成
に
書
き
上
げ
た
の
が

『清
我
慢
之
説
』
だ

っ
た
の
で
す
。

福
揮
は
、
榎
本
の
出
処
進
退
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
－記
し
て
い
ま
す
。

2017-11 数知

維
新
の
際
、
脱
走
の
一
挙
に
失
敗
し
た

る
は
、
氏
が
政
治
上
の
死
に
し
て
、
仮

令
い
そ
の
肉
体
の
身
は
死
せ
ざ
る
も
最

は
や早

政
治
上
に
再
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の

た
だ

Z
し

も

っ

と
観
念
し
て
唯
一
身
を
慎
み
、
一
は
以

て
同
行
戦
死
者
の
霊
を
弔
し
て
又
そ
の

遺
族
の
人
々
の
不
幸
不
平
を
慰
め
、
又

一
に
は
凡
そ
何
事
に
限
ら
ず
大
挙
し
て

あ

そ
の
首
領
の
地
位
に
在
る
者
は
、
成
敗

せ
め

こ
れ

の

が

共
に
責
に
任
じ
て
決
し
て
之
を
遁
る
べ

か
ら
ず
、
成
れ
ば
そ
の
栄
誉
を
専
ら
に

あ
た

し
敗
す
れ
ば
そ
の
苦
難
に
当
る
と
の
主

義
を
明
に
す
る
は
、
士
流
社
会
の
風
教

上
に
大
切
な
る
こ
と
な
る
べ
し
。
即
ち

是
れ
我
輩
が
榎
本
氏
の
出
処
に
就
き
所

望
の
一
点
に
し
て
、
独
り
氏
の
一
身
の

為
め
の
み
に
あ
ら
ず
、
国
家
百
年
の
謀

33 
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一剣を持してえっ特集

お

い

し

ょ

う

Z
う

ゐ

J

A

7

1

ド
し
い

に
於
て
士
風
消
長
の
為
め
に
転
制
罫
島

す
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。

戦
い
に
勝
て
ば
そ
の
栄
誉
を
受
け
て

も
よ
い
が
、
敗
退
し
た
者
は
そ
の
責
を

負
う
べ
き
で
あ
り
、
敗
退
の
後
は
苦
難

の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然

で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
か
つ
て
武
士
と

し
て
生
き
た
人
間
で
あ
れ
ば
、
主
義
と

し
て
擁
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
だ
。
榎
本
は
戦
い
に
敗
れ
、
あ
ま
つ

さ
え
脱
走
に
失
敗
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
政
治
上
の

死
」
を
意
味
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

政
界
で
再
生
を
図
る
と
は
何
事
か
。

自
分
が
榎
本
の
身
の
処
し
方
に
コ
メ

ン
ト
す
る
の
は
、
榎
本
を
個
人
と
し
て

難
じ
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
榎
本
は
武

士
と
し
て
の
考
え
方
や
行
動
規
範
か
ら

逸
脱
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

平
気
で
な
さ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

一

政
権
、
一
国
家
の
た
め
に
死
を
酔
し
て

戦
お
う
と
す
る
人
聞
が
い
な
く
な
っ
て

し
ま
う
で
は
な
い
か
。
国
家
永
続
の
た

め
に
も
決
し
て
看
過
し
て
よ
い
問
題
で

は
な
い
、
と
福
揮
は
言
う
の
で
す
。

福
揮
は
そ
の
返
す
万
で
、
同
じ
く
元

幕
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
明
治
新
政
府
で

栄
達
を
極
め
た
勝
を
斬
り
つ
け
、
激
越

な
非
難
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
ま
す
。

維 と と え
持あ共ば
保りに
護 。魚主量f
を 国 市2計
忘はのら
却人組そん
し 民 上2や
てのに身
可 殻 在 は
ななり既
ら り と に
ん 。云そ
やそうの
。のこ殻

国
家
と
は
生
身
の
青
螺
の
殻
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
殻
が
外
敵
に
壊
さ
れ

て
し
ま
え
ば
、
そ
も
そ
も
国
民
の
生
命

や
財
産
の
守
護
な
ど
で
き
な
い
。
近
年

の
厳
し
い
国
際
情
勢
の
中
で
、
そ
の
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
な
く
、
民
権
と
国

会
開
設
に
つ
い
て
騒
い
で
い
る
だ
け
で

は
国
家
の
存
立
自
体
が
危
う
い
。
青
螺

の
比
喰
を
巧
み
に
用
い
て
、
そ
う
福
揮

は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
、
実
際
の
福
津
は
、
自

由
民
権
論
者
と
い
う
よ
り
も
国
権
論
者

に
近
く
、
現
実
に
即
し
て
物
事
の
優
先

れ
い
り

順
位
、
「
事
の
軽
重
亡
を
怜
倒
に
見
極
め

て
い
く
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

現
在
の
日
本
も
、
中
国
の
海
洋
進
出

や
北
朝
鮮
の
核
開
発
な
ど
、
様
々
な
難

題
に
直
面
し
て
い
ま
す
が
、
国
会
や
メ

デ
ィ
ア
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
と
は
思

え
な
い
問
題
に
延
々
と
時
間
と
労
力
が

費
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
と
っ
て

一
番
大
事
な
こ
と
は
何
な
の
か
、
い
ま

何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
特

に
組
織
や
人
の
上
に
立
つ
リ
ー
ダ
ー
に

－一ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ

－
一
立
国
の
公
道

実
は
『
婿
我
慢
之
説
』
は
、
「
立
国
は

あ
ら

私
な
り
、
公
に
非
ざ
る
な
り
」
の
一
文

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
が

属
す
る
共
同
体
や
国
家
を
愛
す
る
「
私

情
」
、
す
な
わ
ち
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

が
な
け
れ
ば
自
国
の
独
立
を
守
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

さ
ら
に
福
揮
は
、
「
勝
敗
の
極
に
至
り

て
始
め
て
和
を
講
ず
る
か
若
し
く
は
死

を
決
す
る
は
立
国
の
公
道
に
し
て
、

国

民
が
固
に
報
ず
る
の
義
務
と
称
ず
べ
き

も
の
な
り
。
即
ち
俗
に
一
安
う
靖
我
慢
な

れ
ど
も
、
強
弱
相
対
し
て
戒
も
弱
者
の

地
位
を
保
つ
も
の
は
、
単
に
こ
の
磨
我

慢
に
依
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
、
と
り
わ

け
一
国
が
衰
退
の
危
機
に
陥
る
よ
う
な

時
期
に
お
い
て
は
、
死
ん
で
も
国
を
守

る
と
い
う
私
情
を
持
つ
こ
と
が
公
道
で

あ
り
、
情
我
慢
の
精
神
で
あ
り
、
国
民

の
義
務
で
あ
げ
ぬ
れ
は
兇
技
言

っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
群
雄
割
拠
の
時
代
に
徳
川

家
の
旗
の
も
と
に
参
じ
、
徳
川
家
康
の

こ
と
の
み
を
考
え
戦
い
抜
い
た
三
河
武

士
を
、
帯
我
慢
の
義
を
い
か
ん
な
く
発

揮
し
た
歴
史
上
の
一

例
と
し
て
生
き
生

き
と
描
い
て
い
る
の
で
す
。
明
治
十
年

て
U
ら
・
う

に
書
か
れ
た
『
丁
丑
公
論
』
で
も
、
明

は
、
そ
の
「
事
の
軽
重
」
を
見
極
め
る

見
識
、

ーリ
ア
リ
ズ
ム
を
、
い
ま
こ
そ
福

揮
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

－
一
日
本
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た

－一
「
独
立
自
尊
」
の
精
神

福
調
停
の
最
高
傑
作
と
し
て
、
明
治
八

ぷ
ん
め
い
ろ
ん
の
が
い
り

年
に
出
版
さ
れ
た
『
文
明
論
之
概
略
』

を
挙
げ
る
方
は
多
い
の
で
す
が
、
私
も

そ
の
議
論
の
密
度
と
説
得
力
、
文
章
の

格
調
の
高
さ
か
ら
し
て
全
く
異
論
は
あ

り
ま
せ
ん
。
実
際
、

同
書
は
福
揮
が
最

も
知
力
旺
盛
な
時
期
に
そ
の
力
の
限
り

を
尽
く
し
て
書
き
上
げ
た
大
作
で
す
。

と
は
い
え
、
『
文
明
論
之
概
略
』
で
福

樺
が
伝
え
た
か
っ
た
「
結
論
」
を
知
っ

て
い
る
方
は
そ
う
多
く
は
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が

『文
明
論
之
概
略
』
は
、
福
揮
が
日
本
の

文
明
開
化
の
必
要
性
を
正
々
堂
々
と
論

じ
た
傑
作
だ
と
い
う
、
世
に
広
く
流
布

さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
だ
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
福
樺
の

文
章
そ
の
も
の
に
当
た
り
な
が
ら
よ
く

検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
西
洋
の
文
明
を
目
的
と
す
る
事
」
「
日

本
文
明
の
由
来
L

な
ど
、
様
々
な
観
点

か
ら
文
明
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、
福

揮
は
第
十
章
の
結
論
部
に
入
り
、
何
よ

り
重
要
な
こ
と
は
何
か
と
問
う
て
、
次

治
新
政
府
に
反
旗
を
鮒
附
し
た
西
郷
隆
盛

を
批
判
す
る
時
の
政
府
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
は
、
西
郷
の
「
土
風
」
を
軽
ん
じ

て
「
抵
抗
の
精
神
」
を
衰
退
さ
せ
る
「
文

明
の
虚
説
」
で
あ
る
、
と
難
じ
て
い
ま

す
。
福
津
が
武
士
の
士
風
、
私
情
を
撲

な
っ
た
榎
本
や
勝
を
、
徹
底
的
に
非
難

し
た
理
由
も
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。

文
明
開
化
論
者
、
欧
化
論
者
の
イ
メ

ー
ジ
の
強
い
福
津
が
、
そ
の
対
極
に
あ

る
旧
士
族
の
道
徳
の
大
切
さ
を
、
と
こ

と
ん
説
い
て
い
た
事
実
を
知
っ
て
い
る

方
は
そ
う
多
く
は
な
い
は
ず
で
す
。

由
一
物
事
－の
優
先
順
位
を

－
一
怜
例
に
見
極
め
る

福
津
諭
吉
と
い
え
ば
、
「
国
権
」
よ
り

も
「
民
権
」
の
大
切
さ
を
説
い
た
自
由

民
権
論
者
だ
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、

事
実
そ
の
よ
う
に
－記
し
て
い
る
解
説
書

が
い
ま
で
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
国
会
開
設
や
普
通
選
挙
の
実
現
な

ど
、
自
由
民
権
運
動
が
大
き
な
政
治
的

潮
流
と
な
っ
て
い
た
明
治
十
四
年
に
書

し
ょ
げ
ん

か
れ
た
『
時
事
小
一
τ
一
口
』
の
緒
言
で
、
福

揮
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

もに
、非記

民ず者
権 。（
のそ福
伸tの；畢
暢3大き）
はには
唯欲固t
国すよ
会るり
開所民
設な権
のれの
ーど敵

の
よ
う
に
論
理
を
転
換
さ
せ
ま
す
。

目
的
を
定
め
て
文
明
に
進
む
の
一
事
あ

る
の
み
。
そ
の
目
的
と
は
何
ぞ
や
。
内

外
の
区
別
を
明
に
し
て
我
本
国
の
独
立

を
保
つ
こ
と
な
り
。
而
し
て
こ
の
独
立

を
保
つ
の
法
は
文
明
の
外
に
求
む
べ
か

す
す
台

ら
ず
。
今
の
日
本
国
人
を
文
明
に
進
る

は
こ
の
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
こ
の
目
的
に
達
す
る
の

術
な
り
。

福
揮
は
、
何
の
た
め
に
日
本
が
文
明

化
す
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
自
国

の
「
独
立
」

を
保
つ
た
め
で
あ
り
、
文

明
は
そ
の
「
術
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
結

論
づ
け
て
い
る
の
で
す
。
日
本
の
目
下

の
最
大
の
課
題
は
独
立
で
あ
っ
て
、
独

立
の
た
め
の
手
段
と
し
て
文
明
を
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
。
思
考
の
順
序
を
取
り

違
え
て
は
絶
対
に
な
’ら
な
い
、
と
い
う

の
が
福
揮
思
想
の
核
心
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
こ
ま
で
、
世
間
と
は
正
反
対
と
も

い
え
る
福
津
諭
吉
像
を
紹
介
し
て
き
ま

し
た
が
、
福
揮
が
遺
し
た
思
想
は
、
現

代
日
本
に
深
淵
な
問
い
を
投
げ
掛
け
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

戦
後
七
十
二
年
、
と
り
わ
け
高
度
成

長
期
の
日
本
人
は
、
ひ
た
す
ら
真
っ
黒

挙
に
し
て
足
る
ベ
し
。
眠
し
て
か
釈
の

時
勢
こ
れ
を
聞
く
こ
と
も
射
鞍
き
に
非

ず
。
仮
令
い
難
き
も
聞
か
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
の
理
由
あ
り
。
然
り
と
難
も
国
会

の
一
挙
以
て
民
権
の
伸
暢
を
企
望
し
、

果
し
て
之
を
伸
暢
し
得
る
に

E
て
、
そ

の
こ
れ
を
伸
暢
す
る
国
柄
は
如
何
な
る

も
の
に
し
て
満
足
す
べ
き
や
。
民
権
伸

暢
す
る
を
得
た
り
、
甚
だ
愉
快
に
し
て

あ
ん
ど

安
堵
し
た
ら
ん
と
離
も
、
外
面
よ
り
国

権
を
圧
制
す
る
も
の
あ
り
、
甚
だ
愉
快

な
ら
ず
。
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も
ち
ろ
ん
自
分
は
民
権
論
に
反
対
で

は
な
い
が
、
民
権
は
た
だ
伸
張
す
れ
ば

よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
国
会
を

開
設
し
、
ど
の
よ
う
な
「
国
柄
」
の
国

家
を
建
設
す
べ
き
か
と
い
う
肝
心
の
問

題
を
議
論
す
る
め
で
な
け
れ
ば
、
民
権

な
ど
論
じ
て
も
詮
な
き
こ
と
だ
。
西
洋

列
強
に
よ
る
干
渉
や
介
入
が
恒
常
化
し

て
い
る
い
ま
、
た
だ
国
会
を
開
設
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
ほ
ど
事
態
は
単
純
で
は

な
い
、
と
い
う
の
が
福
揮
の
主
張
で
す
。

さ
ら
に
緒
言
は
こ
う
続
き
ま
す
。

き 中 快 僅り
、に安話ゎ

窃2忽ミ堵 に
かちな
に殻Tり青5
頭外tと螺；
をの思が
伸喧い殻T
ば 嘩 、 中？
し異そに
て常の収
四な安縮
方る心し
ををのて
窺ま聞最愉

致知 2017-11

に
な
る
ま
で
働
き
、
経
済
大
国
に
成
長

し、

ま
る
で
日
本
の
時
代
が
や
っ
て
き

ふ
い
ち
・
ろ

た
か
の
よ
う
に
吹
聴
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
現
在
の
日
本
は
、
平
成
不
況

に
蔽
り
込
ん
で
以
降
の
長
期
低
迷
か
ら

脱
す
る
見
込
み
が
な
お
立
た
ず
、
少
子

高
齢
化
の
急
速
な
進
行
に
よ
り
、
経
済

社
会
全
体
が
衰
亡
化
の
様
相
を
呈
す
る

に
至
り
ま
し
た
。
国
際
社
会
に
お
い
て

も
、
自
国
の
防
衛
を
他
国
に
依
存
し
な

が
ら
ぬ
く
ぬ
く
と
生
き
て
き
た
た
め
に
、

国
際
秩
序
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
中
で
、
右
往
左
往
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
立
ち
至

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
戦
後
の
日
本
人
か
ら
、
福
揮

が
説
い
た
、
自
分
の
国
や
地
域
は
自
分

で
守
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
何

の
た
め
に
経
済
大
国
に
な
る
の
か
と
い

う
根
本
的
な
聞
い
。
そ
し
て
厳
し
さ
を

増
す
国
際
社
会
の
中
で
「

一
剣
を
持
し

て
起
つ
」
と
い
う
気
概、

「独
立
自
尊
」

の
精
神
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
て
い
た

か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま

き

た

い

ひ

ん

で
は
日
本
の
独
立
は
や
が
て
危
殆
に
瀕

し
て
し
ま
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

激
動
の
幕
末
・
明
治
期
に
苦
渋
に
満

ち
た
思
考
を
強
い
ら
れ
た
、

H

大
い
な
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
H

福
津
諭
吉
の
声
に

最
も
耳
を
傾
け
る
べ
き
は
、
現
代
の
日

本
人
な
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
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