
福
沢
諭
吉
が
『
脱

E
論
」
を
書
い
て
1
3
3年
、
日
本
は
再
び
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い
る
｜
｜

明
台
唯
析
が
ら
4

・5
0革
、
司
本
乃
立
与
立
置
、

目

y
’
来
事
4
4
そ

g
，‘盆

E
『

4
0
S
1
J
’EE

外
交
・
安
全
保
障
を
ど
う
構
築
す
べ
き
か
？

明
治
維
新
1
5
0年
を
迎
え
て
、
日
本
の
立
ち
位
置
、
国
の
あ
る
べ
き
姿
を
ど
う
構
築
し
て
い
く
か
｜
｜
。
「
今
こ
そ
明
治
維
新
の
リ
ア

リ
ズ
ム
に
学
ぶ
時
」
が
持
論
の
渡
辺
利
夫
氏
（
拓
殖
大
学
前
総
長
・
学
事
顧
問
）
は
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
を
切
り
口
に
、
こ
の
ほ
ど

『決

定
版
脱
亜
論
』
（
育
鵬
社
）
を
刊
行
。
か
つ
て
1
3
3年
前
に
福
沢
諭
吉
が
『
脱
亜
論
』
を
掲
げ
、
欧
米
に
伍
す
る
国
づ
く
り
を
進
め

よ
う
と
し
た
事
実
を
背
景
に
、
“
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
立
ち
位
置
を
指
摘
し
て
も
ら
っ
た
。
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に
派
兵
を
要
請
し
て
い
ま
す
。

｜
｜
事
大
主
義
は
朝
鮮
半
島
を

見
る
時
に
重
要
な
視
点
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

渡
辺
中
国
と
韓
国
は
対
等
な

国
家
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

朝
鮮
か
ら
す
れ
ば
中
国
は
君
主
で
自

ら
は
臣
下
だ
と
い
う
君
臣
関
係
に
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
朝
鮮
に
は
自

立
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
極
め
て
薄

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
、
っ
か
。

明
治
日
本
の
指
導
者
た
ち
は
、
中

国
と
朝
鮮
の
君
臣
関
係
を
切
断
し
、

朝
鮮
を
自
立
独
立
の
国
家
と
し
な
け

れ
ば
日
本
の
安
全
を
保
つ
こ
と
が
で

き
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
伊
藤
博
文

韓
国
は
「
事
大
主
義
」

昨
年
末
、

『決
定
版
脱
亜

論
』
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
改
め

て
北
朝
鮮
を
巡
る
地
政
学
リ
ス
ク
が

あ
る
中
で
日
本
の
立
ち
位
置
を
ど
う

定
め
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
時
だ
と

思
い
ま
す
。

渡
辺
韓
国
を
見
る
時
に
「
事
大

主
義
」
が
あ
れ
ほ
ど
強
い
国
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
6
0

0
年
以
上
前
に
李
氏
朝
鮮
が
始
ま
っ

て
以
来
、
こ
の
国
は
隣
の
清
国
に
圧

倒
的
に
依
存
し
て
い
ま
し
た
。
李
朝

末
期
に
な
る
と
政
争
や
内
乱
が
し
ば

し
ば
起
き
、
そ
の
度
に
朝
鮮
は
清
国

・r・; ／よノ：：ι－本~~;f覚悟J ＜第1回〉
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1939年山梨県生まれ。70年慶慮義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。筑波大学教授、東京工業大学教授など

を歴任。拓殖大学国際開発学部学部長、大学院国際協力学研究科委員長などを経て、2005年より学長、 11年12月より総長・学長、 13

年総長専任、15年12月学事顧問。

内
閣
の
外
務
大
臣
だ
っ
た
陸
奥
宗
光

は
特
に
そ
う
い
う
考
え
で
し
た
。
緒

論
あ
る
中
で
、

1
8
9
4年
に
は
日

清
戦
争
に
踏
み
切
る
の
で
す
。

｜
｜
日
本
の
安
全
を
守
る
た
め

の
戦
争
で
あ
っ
た
と
。

渡
辺
え
え
。
日
本
の
自
衛
の
た

め
に
中
国
、
朝
鮮
の
関
係
を
絶
と
う

と
し
た
。
日
本
は
維
新
を
成
功
裏
に

終
え
、
近
代
化
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
朝
鮮
に

伝
授
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の

最
先
端
に
い
た
の
が
福
沢
諭
吉
で
す
。

福
沢
が
創
立
し
た
慶
慮
義
塾
は
、

日
本
の
教
育
組
織
の
中
で
初
め
て
留

学
生
を
受
け
入
れ
た
塾
で
す
が
、
そ

そ
の
万
を
使
っ
て
金
玉
均
を
リ
ー

ダ
ー
と
す
る
ク
ー
デ
タ
ー、

「甲
申

事
変
」
が
起
き
ま
し
た
が
、

三
日
天

下
に
終
わ
り
ま
し
た
。

ー
！
日
本
は
日
清
戦
争
に
勝
利

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
主

導
の
「
三
国
干
渉
」
で
妥
協
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
す
ね
。

渡

辺

え

え
。
戦
争
に
は
勝
利
し

た
も
の
の
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ

ラ
ン
ス
に
よ
る
「
三
国
干
渉
」
に

よ
っ
て
遼
東
半
島
と
い
う
最
大
の
戦

利
品
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
し
た
。
下
関
講
和
条
約
か
ら
わ
ず

か
叩
日
ほ
ど
後
の
出
来
事
で
す
。
こ

た
の

れ
を
朝
鮮
は
見
て
い
て
「
日
本
侍
む

に
足
ら
ず
」
と
考
え
、
朝
鮮
を
保
護

し
て
く
れ
る
相
手
は
ロ
シ
ア
だ
と
考

え
始
め
た
の
で
す
。
再
度
の
事
大
主

義
で
す
。

朝
鮮
は
、
考
え
て
み
れ
ば
か
わ
い

そ
う
な
国
で
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
そ

し
て
日
本
と
い
う
巨
大
な
固
に
固
ま

れ
て
身
動
き
が
取
れ
な
い
国
で
す
か

ら
、
地
政
学
上
の
意
味
か
ら
事
大
主

義
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
事
大

主
義
を
正
当
化
す
る
論
拠
で
あ
る
儒

教
の
本
家
本
元
は
中
国
で
す
か
ら
、

直互主亙拓殖大学学事顧問
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れ
は
朝
鮮
人
で
す
。
当
時
、
朝
鮮
人

の
中
に
も
日
本
の
明
治
維
新
に
類
し

た
近
代
化
、
文
明
化
の
運
動
を
起
こ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た

「開
化
派
」
と
呼
ば
れ
る

一
派
が
い

ま
し
た
。
そ
の
何
人
か
を
慶
麿
義
塾

が
受
け
入
れ
、
帰
国
さ
せ
、
さ
ら
に

福
沢
は
自
ら
の
門
下
生
を
朝
鮮
に

送
っ
て
い
ま
す
。

福
沢
は
現
地
の
門
下
生
と
の
問
で

モ
ー
ル
ス
信
号
を
使
っ
て
交
信
し
、

朝
鮮
で
何
が
起
き
て
い
る
か
と
い
う

情
報
を
、
か
な
り
高
い
確
度
で
得
て

い
ま
し
た
。
さ
ら
に
開
化
派
の
ク
ー

デ
タ
ー
を
支
援
す
る
た
め
に
相
当
数

の
万
ま
で
送
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、

マ
イ
ン
ド
も
中
国
的
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
、
っ
。

左
派
勢
力
が
台
頭
し

「
親
北
」
が
強
ま
る

事
大
主
義
が
D
N
A
の
よ

う
に
染
み
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る

〉」
。渡

辺

え

え
。
太
平
洋
戦
争
が
終

わ
り
、
日
本
統
治
が
終
結
、
朝
鮮
は

新
し
い
国
家
と
な
り
ま
し
た
。
朴
正

照
の
時
代
に
お
い
て
、
韓
国
は
明
ら

か
に
経
済
発
展
を
し
ま
し
た
。
日
本

か
ら
部
品
や
原
材
料
、
技
術
を
導
入

し
て
、
賃
金
の
安
い
労
働
力
を
使
っ

て
製
品
を
作
り
、
米
国
市
場
に
輸
出

し
た
の
で
す
。
韓
国
の
対
日
貿
易
は

一
貫
し
て
赤
字
、
対
米
貿
易
は
黒
字

と
い
う
構
図
で
す
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
の
中
で
、
韓
国
は
あ
れ
だ

け
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
が

韓
国
を
勉
強
し
始
め
た
頃
、
つ
い
に

中
国
や
ロ
シ
ア
の
く
び
き
を
脱
し

て
、
「
陸
の
朝
鮮
」
か
ら
「
海
の
韓

国
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
評
価
を
し

た
も
の
で
す
。

－
人
当
た
り
G
D
P
（国
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内
総
生
産）

も
高
ま
り
、

O
E
C
D

（経
済
協
力
開
発
機
構
）
に
も
入
り

ま
し
た
か
ら
先
進
国
の
仲
間
入
り
を

し
ま
し
た
ね
。

渡
辺
し
か
し
、
ゆ
と
り
が
出
た

途
端
に
中
国
へ
の
依
存
心
が
頭
を
も

た
げ
て
く
る
の
で
す
。
中
国
と
韓
国

が
国
交
を
回
復
す
る
と
い
う
、
当
時

か
ら
す
れ
ば
あ
り
得
な
い
こ
と
が
起

き
、
旧
ソ
連
と
も
国
交
を
樹
立
し
ま

し
た
。

今
の
経
済
構
造
を
見
る
と
、
北
朝

鮮
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
韓
国
も
対

中
貿
易
や
韓
国
企
業
の
対
中
進
出
を

考
慮
せ
ず
し
て
、
経
済
が
成
り
立
た

な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。朝

鮮
が
自
立
し
た
近
代
国
家
と
し

て
日
本
と
対
等
に
付
き
合
い
、
外
交

す
る
固
に
な
る
と
い
う
姿
か
ら
、
韓

国
の
現
実
は
再
び
遠
い
と
こ
ろ
に
行

き
始
め
て
い
ま
す
。
か
と
い

っ
て、

日
本
は
も
う

一
度
日
清
戦
争
を
や
る

わ
け
に
は
も
ち
ろ
ん
い
き
ま
せ
ん
か

ら
、
対
韓
政
策
に
つ
い
て
は
オ
プ

シ
ョ
ン
が
な
い
の
が
実
情
で
す
。

｜
｜
そ
う
し
た
歴
史
的
な
流
れ

を
背
景
に
現
在
の
文
在
寅
政
権
を
ど

う
見
て
い
ま
す
か
。

渡
辺
現
在
の
政
権
に
な

っ
て

か
ら
状
況
は

一
段
と
悪
化
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
李
明
博
、
朴
樺
恵
と

保
守
派
政
権
が
続
き
ま
し
た
が
、
朴

撞
恵
の
追
放
劇
に
始
ま
っ
て
親
北
・

左
派
の
文
在
寅
が
当
選
し
ま
し
た
。

振
り
返
れ
ば
金
大
中
政
権
の
時
か
ら

左
傾
化
が
始
ま
り
、
慮
武
鉱
政
権
が

始
ま

っ
た
頃
か
ら
「
親
北
」
、
む
し

ろ
「
従
北
」
的
な
傾
向
を
強
く
持
つ

左
派
勢
力
が
大
変
な
勢
い
で
体
制
内

に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

慮
武
鉱
時
代
か
ら
、

「も
う
在
韓

米
軍
は
い
ら
な
い
」
と
言
い
始
め
て

い
ま
す
。
正
確
に
言
え
ば
、
朝
鮮
戦

争
を
戦
っ
た
時
に
は
米
国
を
中
心
と

す
る
連
合
軍
で
し
た
。
今
で
も
連
合

軍
と
北
朝
鮮
と
の
聞
は
休
戦
協
定
が

あ
る
だ
け
で
す
。
北
朝
鮮
の
先
制
攻

撃
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
在
韓
米
軍

が
不
可
欠
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
裏

付
け
て
い
る
の
が
米
韓
相
互
防
衛
条

約
、
つ
ま
り
米
韓
同
盟
で
あ
り
、
そ

の
司
令
塔
が
米
韓
連
合
軍
司
令
部
で

す
。
戦
争
時
に
は
作
戦
の
ト
ッ
プ
を

米
軍
が
握
る
仕
組
み
で
す
。

左
派
勢
力
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な

て
き
ま
し
た
。

彼
ら
は

「渡
辺
さ
ん
は
韓
国
を
民

主
主
義
の
固
と
思
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
と
ん
で

も
な
い
誤
り
で
す
」
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
デ
モ
や
結
社
の
自
由
は
ふ
ん

だ
ん
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
現
、
出
版

の
自
由
は
全
く
な
い
と
言
い
ま
す
。

政
権
の
意
に
沿
わ
な
い
よ
う
な
発

言
を
し
た
ら

。抹
殺
。
さ
れ
る
と
い

う
の
で
す
。
あ
る
識
者
は
加
数
件
の

告
訴
を
受
け
て
い
る
と
言
っ

て
お
り

ま
し
た
。
政
権
の
意
に
沿
わ
な
い
こ

と
を
言
え
ば
賠
償
金
請
求
を
さ
れ
る

上
に
、
原
告
勝
利
が
9
割
以
上
だ
そ

う
で
す
。「
物
言
え
ば
唇
寒
し
」
と
い

い
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
状

況
で
す
。
保
守
派
と
現
政
権
の
希
離

は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
ど
こ
ろ

か
、
前
者
は
次
々
に
追
放
さ
れ
て
い

る
状
態
で
す
ね
。

｜
｜
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
の
悪

い
、
危
う
い
状
態
に
あ
る
と
。

渡

辺

表

現

の

一
つ
ひ
と
つ
に

政
権
の
チ
ェ

ッ
ク
が
入
る
わ
け
で
、

「ほ
と
ん
ど
検
閲
で
す
ね
」
と
聞
く

と
「
そ
う
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

韓
国
で
本
が
出
せ
な
い
の
で
日
本
で

重
要
な
こ
と
を
米
国
に
任
せ
る
の
は

腹
に
据
え
か
ね
る
と
い
う
気
分
な
の

で
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
で
、
虚
武
鉱
時

代
の

2
0
0
5年
頃
か
ら
米
国
と
戦

時
作
戦
統
制
権
を
韓
国
に
戻
そ
う
と

交
渉
し
、

mw
年
5
月
に

「還
収
」
が
完

了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

韓
国
保
守
派
の
嘆
き

し
か
し
、
現
実
に
は
そ
う

な
っ
て
い
な
い
と
い
う
東
ア
ジ
ア
情

勢
の
現
実
で
す
。

渡

辺

え

え
。
韓
国
人
か
ら
す
る

と
大
変
に
不
安
な
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
、
李
明
博
政
権
が
還
収
を
日
年
ま

で
延
期
、
朴
模
恵
政
権
が
無
期
限
延

期
に
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
文
在
寅
は
慮
武
鉱
の
秘
書

室
長
を
務
め
た
、
慮
武
鉱
思
想
の
継

承
者
で
す
。
北
か
ら
南
を
い
か
に
守

る
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
南
北
統

一
の
方
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
圧
倒

的
に
高
い
。
統

一
が
実
現
す
れ
ば
安

全
保
障
論
不
要
と
な
る
と
考
え
る
人

が
、
今
の
韓
国
政
権
を
握
っ
て
い
る

の
で
す
。

平
昌
五
輪
で
も
南
北
友
好

を
演
出
し
ま
し
た
が
、
韓
国
の
対
北

出
版
し
た
と
言
っ
て
い
る
人
も
い
ま

し
た
。
日
本
で
出
せ
ば
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ

ン
置
い
て
韓
国
国
内
に
も
伝
わ
る
と

い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

「
最
終
的
か
つ
不
可
避
的
」

解
決
を
し
た
は
ず
が
・

．．
 

日
年
ロ
月
の
日
韓
外
相
会

談
で
慰
安
婦
問
題
の
解
決
が
な
さ
れ

た
は
ず
で
し
た
が
、

今
も
韓
国
側
が

問
題
を
蒸
し
返
そ
う
と
し
て
い
ま
す

ね
。渡

辺
当
時
、
慰
安
婦
問
題
は
、

「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
さ

れ
た
」
と
い
う
文
言
が
入
り
ま
し

た
。
日
本
は
安
倍
晋
三
首
相
の
相
当

踏
み
込
ん
だ
、
い
わ
ば
謝
罪
文
を
添

え
、
叩
億
円
と
い
う
政
府
の
資
金
を

韓
国
の
財
団
に
提
供
し
ま
し
た
。

「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
」
な
も
の

だ
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
在

寅
政
権
に
な
っ
て
、
朴
模
恵
政
権
の

交
渉
過
程
を
検
証
し
始
め
ま
し
た
。

そ
の
検
証
結
果
が
昨
年
ロ
月
に
出
た

の
で
す
が
、

m億
円
を
凍
結
し
、
新

た
に
韓
国
政
府
が
そ
の
分
を
負
担
す

る
な
ど
と
言
い
出
し
て
い
ま
す
。
日

本
に
返
還
す
る
と
は
言
っ

て
い
ま
せ

朝
鮮
政
策
と
外
交

・
安
全
保
障
政
策

を
外
か
ら
見
て
い
て
、
常
に
揺
れ
動

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
。

渡
辺
韓
国
に
は
建
国
の
論
拠

が
な
い
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、

李
朝
末
期
に
日
本

に
統
治
さ
れ
、
そ
の
日
本
が
第
2
次

大
戦
に
敗
北
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
自

ず
と
独
立
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

例
え
ば
イ
ン
ド
は
対
英
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
は
対
蘭
の
激
し
い
独
立
闘
争

の
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
韓
国
に

は
独
立
闘
争
の
「
物
語
」
が
な
い
。

韓
国
と
し
て
は
、
そ
の
物
語
が
な

い
こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
か

ら
、
中
国
の
重
慶
に
独
立
臨
時
政
府

と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
と
言
っ

て

い
ま
す
。
文
在
寅
が
中
国
を
訪
問
し

た
際
に
、
そ
こ
を
見
学
し
た
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
え

て
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
と
い
う
の

も
、
韓
国
の
心
理
的
な
不
安
定
感
の

表
れ
で
す
。

対
す
る
北
朝
鮮
は
、
こ
れ
も
真
実

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
境
沿
い
の

白
頭
山
の
向
こ
う
に
対
日
武
装
闘
争

を
や
っ
た
部
隊
が
あ
り
、
そ
の
指
導

者
が
金
日
成
だ

っ
た
と
い
う
、

多
分
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ん
が
、
そ
う
言
わ
ん
ば
か
り
で
す
。

ー
ー

一
度
国
家
間
で
条
約
を
結

ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
履

行
し
な
い
と
い
う
の
は
国
際
慣
例
上

ま
ず
、
あ
り
得
な
い
で
す
ね
。

渡
辺
あ
り
得
ま
せ
ん
。
「
最
終

的
か
つ
不
可
逆
的
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
も
、
あ
の
国
に
対
し
て
は
何

の
効
用
も
な
い
。
と
な
れ
ば
主
権
国

家
同
士
の
関
係
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
の
検
証
過
程
で
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
外
交

文
書
で
す
。
外
交
文
書
に
は
非
公
開

の
も
の
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
合
意
さ

れ
た
声
明
文
は

一
字
一

句
、
両
者
の

交
渉
で
訂
正
し
な
が
ら
出
す
わ
け
で

す
が
、
そ
の
背
後
に
は
何
十
倍
も
の

非
公
開
文
書
が
あ
る
は
ず
で
す
。
非

公
開
文
書
は
初
年
は
非
公
開
に
す
る

と
い
う
の
が
国
際
的
な
慣
行
で
あ

り
、
そ
れ
が
国
際
常
識
で
す
。

と
こ
ろ
が
韓
国
は
今
回
、
検
証
過

程
で
文
書
の
全
て
を
公
開
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
韓
国
は
約
束
や
合
意
を

守
ら
な
い
国
だ
と
い
う
こ
と
を
国
際

的
に
印
象
づ
け
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
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