
は
じ
め
に

　

明
治
以
後
の
日
本
の
言
論
人
や
思
想
家
の
中
で
、
福
澤
諭
吉
ほ
ど
数
多
く
の
分
野
に
関
し
て
発
言
し
た
者
は
お
ら
ず
、
同
時
に
彼
ほ

ど
多
く
の
論
文
や
著
作
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
者
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る（

１
）。

そ
し
て
、
福
澤
は
、
そ
れ
ら
多
様
な
諸
分
野
へ
の
言
及
を
通

じ
て
自
由
・
平
等
・
独
立
な
ど
の
近
代
西
欧
で
形
成
さ
れ
た
理
念
の
紹
介
を
通
じ
て
、
日
本
の
文
明
化
と
日
本
人
の
独
立
自
尊
を
達
成

さ
せ
よ
う
と
し
た
人
物
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
際
に
対
象
と
し
た
テ
ー
マ
は
、
政
治
・
経
済
・
社
会
の
多
方
面
に
わ

た
る
分
野
を
対
象
と
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
福
澤
諭
吉
の
「
ア
ジ
ア
観
」
を
対
象
と
す
る
が
、
ま
ず
下
記
の
文
章
に
注
目
し
た
い
。

　

 

国
の
文
明
は
形
を
以
て
評
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
真
に
こ
れ
を
文
明
の
精
神
と
云
う
べ
き
至
大
至
重
の
も
の
な
り
。
蓋
し
そ
の
物
と
は

何
ぞ
や
。
云
く
、
人
民
独
立
の
気
力
、
即
是
な
り
。

　

 

元
来
文
明
と
は
、
人
の
知
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

研
究
ノ
ー
ト福

澤
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」
を
読
む

　
　

 

工　

藤　
　
　

豊
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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（

２
）。

　

 
文
明
と
は
人
の
身
を
安
楽
に
し
て
心
を
高
尚
に
す
る
を
云
う
な
り
、
衣
食
を
饒
に
し
て
人
品
を
貴
く
す
る
を
云
う
な
り
。
或
は
身
の

安
楽
の
み
を
以
て
文
明
と
云
わ
ん
か
。
…
…
或
は
心
を
高
尚
に
す
る
の
み
を
以
て
文
明
と
云
わ
ん
か
。
…
…
人
の
身
心
両
な
が
ら
そ

の
所
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
文
明
の
名
を
下
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
文
明
と
は
人
の
安
楽
と
品
位
と
の
進
歩
を
云
う
な
り
。
又
こ

の
人
の
安
楽
と
品
位
と
を
得
せ
し
む
る
も
の
は
人
の
知
徳
な
る
が
故
に
、
文
明
と
は
結
局
、
人
の
知
徳
の
進
歩
と
云
て
可
な
り（
３
）。

　

最
初
の
二
つ
が
一
八
七
四
年
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
か
ら
、
そ
し
て
三
つ
め
が
翌
一
八
七
五
年
刊
行
の
『
文
明
論
之
概
略
』
か
ら
の

引
用
で
、
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、「
文
明
化
＝
文
明
の
進
歩
」
を
人
間
の

独
立
自
尊
の
精
神
と
関
連
付
け
た
上
で
、
人
間
の
安
楽
・
品
位
の
進
歩
を
知
徳
の
進
歩
と
結
び
つ
け
、
社
会
・
国
家
の
範
疇
に
お
い
て

人
間
の
権
利
の
実
現
と
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
は
、
明
治
維
新
前
後
の
欧
米
列
強
と
の
接
触
を
背
景
と
し
て
列
強
に
伍
し
て
近
代
国
家
を
形
成
す
る
た
め
の
方
途
を

考
え
る
上
で
必
然
的
な
考
え
で
あ
り
、
福
澤
の
対
外
関
係
（
国
際
関
係
）
や
ア
ジ
ア
に
関
す
る
考
え
も
ま
た
、
こ
う
し
た
考
え
の
延
長

線
上
に
存
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

福
澤
の
抱
く
ア
ジ
ア
観
も
ま
た
、
同
様
の
社
会
的
・
歴
史
的
背
景
の
も
と
で
示
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
得
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
内
容

を
典
型
的
に
表
現
し
て
い
る
文
章
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
「
脱
亜
論
」
を
、
考
え
る
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

　
「
脱
亜
論
」
は
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
三
月
一
六
日
付
の
『
時
事
新
報（
４
）』

に
掲
載
さ
れ
た
論
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、

当
時
の
日
本
の
外
交
政
策
に
対
し
て
特
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
読
者
か
ら
の
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
と
も
思
え
な
い
も
の
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で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
後
の
台
湾
・
朝
鮮
半
島
な
ど
の
植
民
地
化
、
あ
る
い
は
中
国
大
陸
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
等
の
日
本

の
対
ア
ジ
ア
政
策
の
内
容
と
の
対
応
に
関
連
し
て
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
、
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
の
さ
き
が
け
と
い
っ
た
位
置
づ
け
か

ら
こ
の
文
章
を
批
判
的
に
読
む
近
年
の
傾
向
と
結
び
つ
い
て
、
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
論
説
を
実
際
に

誰
が
書
い
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
も
登
場
し
、
そ
の
位
置
づ
け
や
解
釈
に
関
し
て
、『
時
事
新
報
』
の
論
説
の
中
に
福
澤
以

外
の
書
き
手
に
よ
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、「
脱
亜
論
」
の
記
述
内
容
や
そ
れ
に
関
連
す
る
論
調
が
厳
密
に
福
澤
自
身
の

思
想
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
議
論
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る（
５
）。そ

う
し
た
動
向
の
中
で
、改
め
て「
脱
亜
論
」

及
び
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
等
の
ア
ジ
ア
政
策
に
関
連
す
る
『
時
事
新
報
』
の
論
調
に
注
目
が
注
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇

年
前
後
か
ら
新
た
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
語
彙
・
文
体
な
ど
か
ら
ど
の
論
説
が
福
澤
の
真
筆
か
否
か
を
判
定
使
用
と
す
る
試

み
も
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
検
討
結
果
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
本
稿
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、少
な
く
と
も
『
時

事
新
報
』
の
論
調
全
体
に
、
社
主
と
し
て
の
福
澤
の
意
思
が
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
に
無
理
は
な
く
、
論
説
全

体
を
共
通
し
た
テ
キ
ス
ト（
６
）と

し
て
対
象
に
し
た
場
合
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
と
の
関
連
や
同
時
期
の
主
張
内
容
の

論
調
な
ど
か
ら
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
主
張
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
福
澤
の
思
想
内
容
を
読
み
取

る
こ
と
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
「
脱
亜
論
』
を
中
心
に
、
特
に
朝
鮮
半
島
と
中
国
と
を
対
象
と
し
た
緒
論
説
に
お
け
る
対
ア
ジ
ア
、

対
国
際
社
会
に
関
す
る
主
張
を
対
象
に
、
福
澤
の
ア
ジ
ア
観
を
概
観
し
て
み
た
い
。

「
脱
亜
論
」
の
趣
旨

　
「
脱
亜
論
」
自
体
は
前
記
し
た
よ
う
に
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
三
月
一
六
日
付
で
書
か
れ
た
『
時
事
新
報
』
の
論
説
で
あ
る
が
、
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全
体
の
字
数
も
二
千
字
程
度
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
が
ア
ジ
ア
的
価
値
観
か
ら
脱
し
、
文
明
化
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
唯
一

の
国
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
第
一
段
落
と
、
未
だ
に
文
明
化
の
道
を
歩
ん
で
い
な
い
と
見
な
さ
れ
る
清
国
と
朝
鮮
に
歩
調
を
合
わ
せ

る
こ
と
な
く
、
日
本
は
文
明
化
を
進
め
て
い
く
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
第
二
段
落
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
論
説
の
時
期
的
背
景
と
し
て
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
に
お
け
る
開
化
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
（
甲
申
事

変（
７
））

を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
把
握
で
き
る
。
そ
の
「
甲
申
事
変
」
と
は
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
の
壬
午
事
変
以
後
の

親
清
を
掲
げ
る
閔
氏
一
族
に
よ
る
事
大
政
策
（
大
き
な
も
の
に
事つ

か

え
る
＝
清
国
に
従
う
）
に
対
し
、
若
手
官
僚
で
あ
る
金
玉
均
・
朴
泳

孝
・
洪
英
植
ら
の
開
化
派
が
、
日
本
公
使
竹
添
進
一
郎
の
協
力
の
下
で
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
を
い
う
。

　

当
初
の
計
画
内
容
は
、
朝
鮮
国
王
高
宗
が
ク
ー
デ
タ
ー
発
生
を
名
目
に
日
本
に
保
護
を
依
頼
す
る
こ
と
を
受
け
、
日
本
側
は
公
使
館

警
備
軍
を
派
遣
し
て
朝
鮮
国
王
を
保
護
し
、
そ
の
後
開
化
派
が
新
政
権
を
発
足
さ
せ
、
立
憲
君
主
制
国
家
に
転
換
さ
せ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
開
化
派
の
目
標
は
日
本
が
め
ざ
す
も
の
と
同
様
の
立
憲
君
主
制
樹
立
に
あ
り
、
そ
の
体
制
樹
立
の
た
め
、
清
国

に
対
す
る
朝
貢
を
廃
止
す
る
こ
と
な
ど
に
始
ま
る
一
四
項
目
の
改
革
案
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
事
大
党
の
中
心
人
物
で
あ
る
閔
妃
が

清
国
に
救
援
を
要
請
し
た
結
果
、
清
国
が
出
兵
し
た
こ
と
で
ク
ー
デ
タ
ー
は
三
日
で
失
敗
し
、
計
画
の
中
心
に
い
た
金
玉
均
ら
は
日
本

な
ど
へ
亡
命
す
る
こ
と
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
脱
亜
論
」
は
、
当
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
、
清
国
を
中
心
と
す
る
冊
封
体
制
に
示
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
旧
来
の
秩
序
を
遵
守
す
る
か

否
か
を
巡
っ
て
新
旧
両
勢
力
が
対
立
し
、
今
後
い
か
な
る
国
内
政
治
体
制
及
び
国
際
秩
序
を
選
択
す
る
か
の
政
策
決
定
を
行
お
う
と
す

る
状
況
下
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
対
立
が
守
旧
派
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
、
朝
鮮
が
従
来
通
り
の
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
を
選
択
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
明
示
さ
れ
た
段
階
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　

以
下
そ
の
内
容
を
、
段
落
ご
と
に
確
認
し
て
み
た
い
。
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第
一
段
落
で
は
ま
ず
、
交
通
（
移
動
能
力
）
の
整
備
と
と
も
に
西
洋
文
明
は
激
し
い
勢
い
で
ア
ジ
ア
に
及
び
そ
の
勢
い
に
抵
抗
す
る

こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
を
、「
世
界
中
の
現
状
を
視
察
し
て
事
実
に
不
可
な
る
を
知
ら
ん
者
は
、
世
と
推
し
移
り

て
共
に
文
明
の
海
に
浮
沈
し
、
共
に
文
明
の
波
を
揚
げ
て
共
に
文
明
の
苦
楽
を
与
に
す
る
の
外
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り（
８
）」

と
い
う
表
現

で
示
し
、
西
洋
文
明
の
浸
透
の
不
可
避
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
情
勢
の
中
で
開
国
以
後
の
日
本
の
文
明
化
を
目
指
す
方
針

を
、「
文
明
を
防
て
そ
の
進
入
を
止
め
ん
か
、
日
本
国
は
独
立
す
べ
か
ら
ず
。
如
何
と
な
れ
ば
世
界
文
明
の
喧
嘩
繁
劇
は
東
洋
孤
島
の

独
睡
を
許
さ
ゞ
れ
ば
な
り
」（
８
、二
六
二
頁
）と
い
う
形
で
当
時
の
国
際
情
勢
に
か
な
っ
た
内
容
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
従
っ

て
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、「
独
り
日
本
の
旧
套
を
脱
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
亜
細
亜
全
洲
の
中
に
在
て
新
に
一
機
軸
を
出
し
、
主
義

と
す
る
所
は
唯
脱
亜
の
二
字
に
在
る
の
み
」（
著
作
集
８
、二
六
二
頁
）
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、（
西
洋
的
な
）
文
明
化

の
不
可
避
性
を
強
調
す
る
点
で
、
最
初
に
引
用
し
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
文
明
論
之
概
略
』
と
の
同
一
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
を
基
盤
と
し
て
「
脱
亜
」
が
説
か
れ
て
い
る
展
開
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
主
張
が
進
め
ら
れ
る
。

　

 

我
日
本
の
国
土
は
亜
細
亜
の
東
辺
に
在
り
と
雖
ど
も
、
そ
の
国
民
の
精
神
は
既
に
亜
細
亜
の
固
陋
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
に
移
り

た
り
。
然
る
に
爰
に
不
幸
な
る
は
近
隣
に
国
あ
り
、
一
を
支
那
と
云
い
、
一
を
朝
鮮
と
云
う
。
こ
の
二
国
の
人
民
も
古
来
、
亜
細

亜
流
の
政
教
風
俗
に
養
わ
る
ゝ
こ
と
、
我
日
本
国
民
に
異
な
ら
ず
と
雖
ど
も
、
そ
の
人
種
の
由
来
を
殊
に
す
る
か
、
但
し
は
同
様

の
政
教
風
俗
中
に
居
な
が
ら
も
遺
伝
教
育
の
旨
に
同
じ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
あ
る
か
…
…
こ
の
二
国
の
者
共
は
一
身
に
就
き
又
一

国
に
関
し
て
改
進
の
道
を
知
ら
ず
、
交
通
至
便
の
世
の
中
に
文
明
の
事
物
を
聞
見
せ
ざ
る
に
非
ざ
れ
ど
も
、
耳
目
の
聞
見
は
以
て

心
を
動
か
す
に
足
ら
ず
し
て
、
そ
の
古
風
旧
慣
に
恋
々
す
る
の
情
は
百
千
年
の
古
に
異
な
ら
ず
…
…
儒
教
主
義
と
云
い
、
…
…
一

よ
り
十
に
至
る
ま
で
外
見
の
虚
飾
の
み
を
事
と
し
て
、
そ
の
実
際
に
於
て
は
真
理
原
則
の
知
見
な
き
の
み
か
、
道
徳
さ
え
…
…
自
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省
の
念
な
き
者
の
如
し
。 

（
著
作
集
８
、二
六
二
‐
三
頁
）

　

こ
の
引
用
部
分
の
主
旨
は
、
日
本
が
文
明
化
の
努
力
を
継
続
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
古
風
旧
慣
に
恋
々
す
る
」
と
表
現
さ
れ
る
、

政
体
や
思
考
の
あ
り
方
の
旧
態
依
然
と
し
た
朝
鮮
・
清
国
に
お
け
る
「
儒
教
主
義
」
へ
の
批
判
に
あ
る
。
そ
の
批
判
か
ら
、
二
国
が
そ

の
状
態
に
と
ど
ま
る
限
り
「
今
の
文
明
東
漸
の
風
潮
に
際
し
、迚
も
そ
の
独
立
を
維
持
す
る
の
道
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
著
作
集
８
、二
六
三

頁
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
二
国
が
そ
う
で
あ
る
以
上
、
西
洋
文
明
人
の
目
に
は
、
日
・
支･

韓
の
「
三
国
の
地
利
相
接
す
る

が
為
に
、
時
に
或
は
之
を
同
一
視
し
、
支
韓
を
評
す
る
の
価
を
以
て
我
日
本
に
命
ず
る
の
意
味
な
き
に
非
ず
」（
著
作
集
８
、二
六
四
頁
）

と
い
う
懸
念
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
対
処
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　

 

今
日
の
謀
を
為
す
に
、
我
国
は
隣
国
の
開
明
を
待
て
共
に
亜
細
亜
を
興
す
の
猶
予
あ
る
べ
か
ら
ず
、
寧
ろ
、
そ
の
伍
を
脱
し
て
西
洋

の
文
明
国
と
進
退
を
共
に
し
、
そ
の
支
那
、
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
隣
国
な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
会
釈
に
及
ば
ず
、
正
に
西
洋
人

が
之
に
接
す
る
の
風
に
従
て
処
分
す
べ
き
の
み
。
悪
友
を
親
し
む
者
は
共
に
悪
名
を
免
か
る
べ
か
ら
ず
。
我
れ
は
心
に
於
て
亜
細
亜

東
方
の
悪
友
を
謝
絶
す
る
も
の
な
り
。 

（
著
作
集
８
、二
六
四
‐
五
頁
）

　

以
上
の
政
策
の
主
張
は
、「
我
日
本
国
の
た
め
に
一
毫
の
援
助
と
為
ら
ざ
る
」（
著
作
集
８
、二
六
四
頁
）
存
在
で
あ
る
と
い
う
、
清

国･

朝
鮮
に
対
す
る
福
澤
の
評
価
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
考
え
は
、
福
澤
に
於
い
て
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
な
ど
の
段
階
で
示
さ

れ
て
い
た
、
国
際
関
係
の
中
で
「
共
に
亜
細
亜
を
興
す（

９
）」

と
い
う
方
向
が
採
用
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
た
、
文
明
化
に
よ
る
自
国
の
独
立
と
存
続
と
を
優
先
す
べ
き
観
点
か
ら
は
あ
る
意
味
当
然
の
主
張
と
い

二
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え
よ
う
。
問
題
は
、
そ
の
「
興
亜
を
捨
て
る
」
政
策
採
用
後
、「
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風
に
従
て
処
分
す
べ
き
」
と
い
う
部
分
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

従
来
こ
の
文
章
に
対
す
る
理
解
と
し
て
は
、
福
澤
が
朝
鮮
開
化
派
を
支
援
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
甲
申
事
変
の
失
敗
に
よ
り
開
化

派
が
全
滅
し
、
朝
鮮
文
明
化
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実）
10
（

を
受
け
入
れ
た
一
種
の
敗
北
宣
言
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
し
か
し
、例
え
ば
西
洋
列
強
の
政
策
と
同
様
の
内
容
に
よ
っ
て
朝
鮮
を
「
処
分
」
す
る
、と
い
っ
た
表
現
に
対
し
、

欧
米
に
倣
っ
た
ア
ジ
ア
政
策
と
し
て
、
中
国
・
朝
鮮
の
分
割
的
支
配
を
主
張
し
た
も
の
と
い
う
理
解
も
文
章
上
は
成
立
し
う
る
。
特
に

事
変
後
の
『
時
事
新
報
』
の
論
説
に
は
対
清
国
開
戦
論
ま
で
主
張
さ
れ
、
国
民
へ
の
軍
資
提
供
を
も
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
主
戦

論
的
内
容
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る）

12
（

。
そ
う
し
た
論
調
か
ら
も
、
処
分
＝
中
国
・
朝
鮮
支
配
と
い
う
解
釈
は
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
語
義
的
に
「
処
分
」
と
は
物
事
の
取
り
扱
い
方
を
決
め
る
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
故
に
、
単
に
朝
鮮
と
は
隣
国
と
し
て
の
特
段

の
思
入
れ
を
排
し
て
、「
今
後
非
西
欧
的
後
進
性
を
持
っ
た
国
と
し
て
つ
き
あ
う
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
従
っ
て
文
章
自
体
の
解
釈
か
ら
は
、
福
澤
の
意
図
は
確
定
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

で
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
主
張
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
、
論
説
を
取
り
巻
く
社
会
的
・
歴
史
的
背
景
や
同
時
期
の

論
調
は
ど
の
よ
う
な
内
容
と
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

甲
申
事
変
が
改
革
派
の
完
全
敗
北
で
終
了
し
た
後
、
出
兵
し
た
日
清
両
国
は
撤
兵
な
ど
の
事
後
処
理
を
め
ぐ
り
交
渉
を
開
始
す
る
。

交
渉
の
論
点
と
な
っ
た
の
は
、
朝
鮮
か
ら
の
日
清
両
国
の
即
時
撤
兵
及
び
そ
の
後
の
出
兵
に
関
す
る
取
り
決
め
の
問
題
で
あ
り
、
事
変

中
の
、
日
本
兵
へ
の
清
国
兵
の
発
砲
及
び
漢
城
に
お
け
る
日
本
商
民
殺
傷
事
件
の
責
任
問
題
及
び
賠
償
問
題
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
は
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
五
月
に
「
天
津
条
約
」
と
し
て
合
意
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
日
本
側
が
主
張

し
た
今
後
の
朝
鮮
へ
の
出
兵
の
あ
り
方
に
関
し
、
第
三
国
の
侵
攻
な
ど
の
場
合
を
除
き
両
国
共
に
出
兵
し
な
い
こ
と
（
永
久
撤
兵
の
実

二
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現
）
や
清
軍
か
ら
日
本
軍
へ
の
発
砲
に
対
す
る
謝
罪
、
日
本
商
民
の
殺
傷
事
件
へ
の
賠
償
な
ど
は
何
れ
も
認
め
ら
れ
ず
、
今
後
の
出
兵

に
関
す
る
相
互
通
知
を
取
り
決
め
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
朝
鮮
に
対
す
る
清
国
の
宗
主
権
を
前
提
と
し
た
内
容
と
い

え
、
こ
の
段
階
で
の
清
国
の
日
本
に
対
す
る
軍
事
的
・
政
治
的
優
位
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る）

13
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
締
結

内
容
に
関
し
、『
時
事
新
報
』
の
論
説
に
お
い
て
そ
の
弱
腰
へ
の
批
判
や
、
そ
れ
ま
で
展
開
し
て
い
た
強
硬
論
的
主
張
の
再
提
示
は
見

ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
流
れ
か
ら
、
こ
の
段
階
で
の
福
澤
に
中
・
韓
へ
の
侵
略
に
伴
う
亜
細
亜
分
割
へ
の
指
向
が
あ
っ
た
と
断
定
で
き

る
論
拠
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
清
仏
戦
争
に
於
い
て
も
、戦
闘
自
体
で
は
一
八
八
〇
年
の
初
め
頃
か
ら
膠
着
状
態
に
陥
り
、

フ
ラ
ン
ス
軍
の
敗
北
に
終
わ
る
戦
闘
も
あ
り
、「
軍
事
力
」
と
い
う
点
で
は
日
清
間
に
は
清
国
優
位
の
内
容
で
ま
だ
か
な
り
の
格
差
が

存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
清
国
を
無
視
し
た
朝
鮮
支
配
を
め
ざ
す
政
策
主
張
は
、
世
論
誘
導
な
ど
に
よ
っ
て
、
対
外

的
弱
腰
を
見
せ
な
い
な
ど
の
目
的
以
外
に
は
説
得
力
を
持
つ
と
は
言
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
主
戦
論
な
ど
の
強
攻
策
の

主
張
は
必
ず
し
も
福
澤
の
真
意
を
反
映
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
と
な
ろ
う）
14
（

。

　

そ
れ
で
は
こ
の
時
期
の
「
脱
亜
論
」
を
ど
う
読
む
べ
き
か
を
、
対
亜
細
亜
関
係
把
握
の
背
景
と
な
る
は
ず
の
国
際
関
係
な
い
し
外
交

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
福
澤
の
考
え
方
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

外
交
上
の
ア
ジ
ア
把
握

　

理
念
的
な
外
国
及
び
外
国
人
と
の
つ
き
あ
い
に
つ
い
て
福
澤
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　

 

日
本
と
て
も
西
洋
諸
国
と
て
も
同
じ
天
地
の
間
に
あ
り
て
…
…
情
合
相
同
じ
き
人
民
な
れ
ば
、
こ
ゝ
に
余
る
も
の
は
彼
に
渡
し
、
彼

に
余
る
も
の
は
我
に
取
り
、
互
に
相
教
え
、
互
に
相
学
び
、
恥
る
こ
と
も
な
く
、
誇
る
こ
と
も
な
く
、
互
に
便
利
を
達
し
、
互
に
そ

二
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の
幸
を
祈
り
、
天
理
人
道
に
従
て
互
の
交
を
を
結
び
、
理
の
た
め
に
は
「
ア
フ
リ
カ
」
の
黒
奴
に
も
恐
入
り
、
道
の
た
め
に
は
英
吉

利
、亜
米
利
加
の
軍
艦
を
も
恐
れ
ず
、国
の
恥
辱
と
あ
り
て
は
、日
本
国
中
の
人
民
一
人
も
残
ら
ず
命
を
棄
て
ゝ
国
の
威
光
を
落
さ
ゞ

る
こ
そ
、
一
国
の
自
由
独
立
と
を
申
す
べ
き
な
り
。 

（『
著
作
集
３
』「
学
問
の
す
ゝ
め
」、
九
‐
一
〇
頁
）

　

こ
う
し
た
諸
個
人
間
、
諸
国
家
間
の
相
互
平
等
を
前
提
と
す
る
理
念
に
た
っ
た
場
合
は
、
国
際
関
係
上
、
自
国
（
日
本
）
の
独
立
を

護
持
す
る
た
め
に
も
、
清
国
・
朝
鮮
は
あ
く
ま
で
友
好
的
関
係
を
保
つ
べ
き
対
象
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
思
想
的
一
貫
性
を

求
め
る
の
で
あ
れ
ば
「
脱
亜
」
で
は
な
く
「
興
亜
」
や
「
振
亜
」
を
継
続
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
さ

ら
に
『
文
明
論
之
概
略
』
の
中
で
も
そ
の
理
念
性
は
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

 

我
日
本
に
於
け
る
外
国
交
際
の
性
質
は
、
理
財
上
に
論
ず
る
も
権
義
上
に
論
ず
る
も
至
困
至
難
の
大
事
件
に
し
て
、
国
命
貴
要
の
部

分
を
犯
し
た
る
痼
疾
と
云
う
べ
し
。
而
し
て
こ
の
痼
疾
は
我
全
国
の
人
民
一
般
の
所
患
な
れ
ば
、
人
民
一
般
に
て
自
か
ら
そ
の
療
法

を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
我
文
明
は
外
国
交
際
の
賜
な
れ
ば
、
そ
の
交
際
愈
盛
な
れ
ば
世
の
文
明
も
共
に
進
歩
す
べ
し
と
て
、

之
を
喜
ぶ
者
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
そ
の
文
明
と
名
る
も
の
は
唯
外
形
の
体
裁
の
み
。
固
よ
り
余
輩
の
願
う
所
に
非
ず
。
…
…
全
国

人
民
の
間
に
一
片
の
独
立
心
あ
ら
ざ
れ
ば
文
明
も
我
国
の
用
を
為
さ
ず
。（
…
中
略
…
）

　

 

各
国
交
際
は
天
地
の
公
道
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。
必
ず
し
も
相
害
す
る
の
趣
意
に
非
ざ
れ
ば
、
自
由
に
貿
易
し
、
自
由
に
往
来
し
、

唯
天
然
に
任
す
べ
き
の
み
。
若
し
或
は
我
権
義
を
損
し
我
利
益
を
失
う
こ
と
あ
ら
ば
、
そ
の
然
る
所
以
の
源
因
は
我
に
求
め
ざ
る
べ

か
ら
ず
、
自
か
ら
脩
め
ず
し
て
人
に
多
を
求
る
は
理
の
宜
き
も
の
に
非
ず
。 
（『
著
作
集
４
』「
文
明
論
之
概
略
」、
三
二
四
‐
五
頁
）

二
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こ
の
よ
う
に
、
相
互
に
対
等
な
国
家
関
係
は
文
明
化
の
進
展
と
歩
み
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
関
係
形
成
の
た
め
の
自

立･
独
立
を
目
的
と
す
る
文
明
化
が
こ
こ
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
外
交
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
時
期
的
に
「
脱
亜
論
」
に
近
い
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
な
る
と
、
列
強
の
ア
ジ
ア
政

策
や
条
約
改
正
の
足
踏
み
状
態
を
反
映
し
て
か
、「
百
巻
の
万
国
公
法
は
数
門
の
大
砲
に
若
か
ず
、
幾
冊
の
和
親
条
約
は
一
筐
の
弾
薬

に
若
か
ず
。
大
砲
弾
薬
は
、
以
て
有
る
道
理
を
主
張
す
る
の
備
え
に
非
ず
し
て
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
」（『
著
作
集
７
』「
通

俗
国
権
論
」、
一
九
五
頁
）
と
い
う
現
実
的
な
指
摘
も
登
場
し
て
く
る
。

　

以
上
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
趣
旨
は
、
初
期
の
理
念
的
指
摘
で
は
、
人
間
及
び
国
家
相
互
の
付
き
合
い
方
に
あ
る
「
天
理
人
道
」

に
従
え
ば
、
相
互
に
自
立
し
た
人
間
同
士
に
お
い
て
は
対
等
な
交
流
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
国
家
同
士
の
付
き
合
い
に
も
あ
て
は
ま

る
、
と
い
う
こ
と
が
「
文
明
化
及
び
そ
の
た
め
の
努
力
の
重
要
性
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
文
明
化
に
基
づ
く

自
立
し
た
存
在
同
士
の
関
係
形
成
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
国
際
関
係
に
あ
る
「
天
地
の
公
道
」
に
従
う
こ
と
の
重
要
さ
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
部
分
は
人
間
関
係
・
国
際
関
係
に
あ
る
は
ず
の
道
理
な
い
し
理
念
部
分
の
強
調
で
あ
る
が
、
後
段
の
引
用
で
は
現
実
の
国
際

関
係
の
中
に
お
い
て
は
、
い
か
に
国
際
法
の
遵
守
を
説
き
、
条
約
に
基
づ
い
て
主
張
し
て
も
、
弾
薬
一
箱
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
現

実
が
存
在
す
る
こ
と
の
指
摘
が
明
確
と
な
り
、
表
面
的
に
は
矛
盾
す
る
内
容
を
示
し
て
い
る
と
読
め
る
。

　

こ
う
し
た
各
々
の
場
合
で
の
理
念
と
現
実
の
両
面
の
使
い
分
け
は
、
例
え
ば
人
民
の
啓
蒙
を
目
的
と
す
る
場
合
は
理
念
的
側
面
を
、

政
治
的
・
経
済
的
実
態
に
関
連
す
る
場
合
は
現
実
に
即
し
た
主
張
を
、
と
い
っ
た
使
い
分
け
が
福
澤
の
中
に
あ
り
、
十
分
な
紙
幅
を
持

つ
著
作
の
場
合
に
は
啓
蒙
的
側
面
が
、
あ
る
い
は
新
聞
等
の
媒
体
を
用
い
る
場
合
に
は
「
現
実
」
の
側
面
が
強
く
出
る
と
い
っ
た
傾
向

と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
う
し
た
形
で
福
澤
の
思
想
の
揺
ら
ぎ
に
関
す
る
説
明
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例

二
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え
ば
そ
の
「
現
実
」
の
側
面
を
強
調
す
る
内
容
を
個
々
の
論
説
の
執
筆
者
の
相
違
に
拠
ら
し
め
る
こ
と
は
、
右
記
の
福
澤
の
思
想
の
両

側
面
の
存
在
を
無
視
す
る
だ
け
で
な
く
、『
時
事
新
報
』
の
編
集
方
針
や
主
張
内
容
を
も
統
一
性
の
な
い
寄
木
細
工
と
把
握
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
時
事
新
報
』
の
論
調
全
般
や
論
説
な
ど
の
主
張
内
容
に
対
す
る
福
澤
の
関
与
と
影
響
力
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
本

稿
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
直
筆
の
原
稿
な
ど
を
含
め
て
一
定
程
度
の
統
括
と
関
与
が
あ
る
以
上
、
全
て
の
論
説
内
容
を

福
澤
の
思
想
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る）
15
（

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
単
一
の
説
を
守
れ
ば
、
そ
の
説
の
性
質
は
仮
令
い
純
精
善
良
な
る
も
、
之
に
由
て
決
し
て
自
由
の
気
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
自
由
の

気
風
は
唯
多
事
争
論
の
間
に
て
存
す
る
も
の
と
知
る
べ
し
。」（『
著
作
集
４
』、
三
五
頁
）
と
は
『
文
明
論
之
概
略
』
に
於
い
て
よ
く
知

ら
れ
た
文
明
化
の
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。『
時
事
新
報
』
の
論
説
が
そ
う
し
た
争
論
の
提
供
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
こ
の
論
説
の
論
調
や
そ
の
執
筆
者
の
特
定
よ
り
は
、
文
明
化
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
日
本
の
独
立
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
諸
論
説

全
体
の
傾
向
と
影
響
が
、
そ
の
時
々
の
政
治
・
経
済
・
社
会
の
情
勢
と
の
関
連
で
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
得
た
か
の
確
認
が
よ
り
重
要

な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。「
脱
亜
論
」
の
主
張
内
容
と
福
澤
の
思
想
と
の
関
連
も
、
今
後
と
も
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
再
確
認
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。

注（１ 

）「
福
沢
諭
吉
協
会
」
が
一
九
七
四
年
以
降
発
行
し
て
い
る
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
の
「
研
究
文
献
案
内
」
に
毎
年
相
当
数
の
書
物
・
文
章
が
掲
載

さ
れ
続
け
て
い
る
。

（
２
）『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
全
12
巻
（
以
下
『
著
作
集
』）、
３
（「
学
問
の
す
ゝ
め
」）、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
五
二
頁
、
八
〇
頁
。

（
３
）『
著
作
集
４
』、（「
文
明
論
之
概
略
」）
六
一
‐
六
二
頁

（
４ 

）『
時
事
新
報
』
は
本
来
、
明
治
政
府
の
伊
藤
博
文
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
政
府
系
新
聞
発
行
の
た
め
に
準
備
し
て
い
た
記
者
や
印
刷
機
器
へ
の

二
四
三



投
資
内
容
を
転
用
す
る
形
で
発
行
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
八
八
一
年
の
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
に
よ
り
、
英
国
的

立
憲
君
主
制
を
推
す
大
隈
派
官
僚
が
失
脚
す
る
に
伴
い
、
予
定
し
た
新
聞
発
行
が
頓
挫
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
独
自
に
新
聞
を
発
行
す
る
こ
と

に
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

（
５ 
）
こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
福
澤
自
身
の
思
想
を
把
握
す
る
場
合
、
自
由
・
平
等
・
独
立
な
ど
の
近
代
西
欧
的
価
値
観
を
強
調
す
る
『
学
問
の
す
ゝ

め
』（
明
治
五
年
）
段
階
の
主
張
と
、そ
れ
ら
の
価
値
規
範
よ
り
は
国
権
・
国
家
の
独
立
な
ど
を
強
調
す
る
「
脱
亜
論
」
執
筆
時
期
（
明
治
一
八
年
）

の
思
想
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
と
い
っ
た
視
点
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
福
澤
の
主
張
の
一
貫
性
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
論

点
は
、
従
来
も
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
井
田
進
也
『
歴
史
と
テ
ク
ス
ト
』（
光
芒
社
）
や
そ
れ
を
踏
襲
す
る
平
山

洋
『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
四
）、
同
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
）
ら
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
、
時
事
新
報
の
社
説
等
の
ど
れ
が
福
澤
の
真
筆
か
に
つ
い
て
、
語
彙
や
文
体
の
特
徴
か
ら
判
定
す
る
独
自
の
観
点
か
ら
判
定
し
、
社
説

の
論
調
が
福
澤
の
思
想
を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
主
張
と
、そ
れ
を
批
判
す
る
安
川
寿
之
輔『
福
沢
諭
吉
の
ア
ジ
ア
認
識
』

（
高
文
研
、
二
〇
〇
〇
）、
同
『
福
沢
諭
吉
の
戦
争
論
と
天
皇
制
論
』（
高
文
研
、
二
〇
〇
六
）
や
杉
田
聡
『
福
沢
諭
吉　

朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
論

集
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
）
等
の
論
争
と
な
っ
て
い
る
。

（
６ 

）
井
田
進
也
に
よ
る
判
別
法
に
照
ら
せ
ば
、
無
署
名
の
社
説
は
福
澤
本
人
が
書
い
た
も
の
、
主
張
内
容
に
福
澤
の
意
思
が
反
映
し
た
も
の
、
福
澤

の
修
正･

校
正
な
ど
の
手
が
入
っ
た
も
の
、
全
く
他
人
が
書
い
た
も
の
な
ど
、
細
か
く
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、『
時
事
新
報
』
発
行
と
福
澤

と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
依
頼
原
稿
の
よ
う
に
完
全
に
福
澤
の
意
思
と
主
張
と
は
別
途
に
他
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
断
定
で

き
る
も
の
を
除
い
て
、
福
澤
の
意
思
と
主
張
を
含
む
も
の
は
福
澤
の
思
想
検
討
を
行
う
場
合
に
は
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
７ 

）
こ
の
甲
申
事
変
に
関
し
て
は
、
福
澤
と
交
流
が
深
か
っ
た
金
玉
均
・
朴
泳
孝
ら
が
中
心
と
な
っ
た
こ
と
も
関
連
し
て
、
福
澤
自
身
の
関
与
の
程

度
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
福
澤
の
事
変
へ
の
関
与
に

関
す
る
論
拠
は
、
福
澤
門
下
生
で
、
事
変
の
当
事
者
で
も
あ
る
井
上
角
五
郎
の
証
言
が
主
た
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
（
石
河
幹
明
『
福
澤
諭
吉

伝
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
、
参
照
）。
し
か
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
近
年
発
見
さ
れ
た
福
澤
の
駐
伊
公
使
田
中
不
二
麿
宛
の
書

簡
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
博
文
と
井
上
馨
の
支
援
を
受
け
た
竹
添
進
一
郎
公
使
の
、
日
本
の
協
力
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
金
ら
に
対
す
る
先

走
っ
た
教
唆
が
政
変
勃
発
の
原
因
で
あ
り
、
そ
う
し
た
教
唆
の
失
敗
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
自
ら
の
関
与
を
否
定
し
て
い
る
。（「
福
沢
諭
吉
関

係
新
資
料
紹
介　

福
沢
諭
吉
書
簡
」（『
近
代
日
本
研
究
』
第
二
十
三
巻
、
二
〇
〇
七
、
参
照
）
こ
う
し
た
事
件
の
背
景
や
引
き
金
に
関
す
る
福

澤
の
主
張
は
、
事
変
変
以
後
の
『
時
事
新
報
』
の
論
説
に
お
け
る
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
日
本
公
使
館
や
日
本
人
が
被
害
を
受
け
た
こ
と
を

問
題
視
し
、
日
本
人
へ
の
加
害
に
対
す
る
清
国
の
責
任
と
賠
償
を
求
め
、
対
清
国
開
戦
ま
で
も
主
張
し
て
い
る
『
時
事
新
報
』
の
論
調
と
は
か

な
り
異
な
る
内
容
で
あ
り
（『
時
事
新
報
』
明
治
一
七
年
一
二
月
一
八
日
、
同
一
二
月
二
三
日
、
一
二
月
二
六
日
、
一
二
月
二
七
日
等
を
参
照
）、
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資
料
的
な
同
一
性
は
確
定
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
資
料
的
に
は
、『
時
事
新
報
』
の
論
調
は
福
澤
自
身
の
意
図
的
編
集
方
針
の
結
果
で

あ
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
含
め
て
、
諸
資
料
の
比
較
検
討
に
よ
る
筆
者
の
特
定
の
み
か
ら
思
想
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
論

拠
に
不
十
分
さ
が
残
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
８
）『
著
作
集
８
』（「
脱
亜
論
」）
二
六
一
頁
（
以
下
、「
脱
亜
論
」
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
挿
入
す
る
。）

（
９ 

）「
興
亜
」
や
「
振
亜
」
と
い
っ
た
言
葉
は
明
治
初
期
か
ら
あ
り
、
一
八
八
〇
年
に
は
「
興
亜
会
」
と
い
う
日
本
、
支
那
、
朝
鮮
等
東
ア
ジ
ア
諸

国
の
団
結
と
振
興
を
目
的
と
す
る
団
体
も
東
京
な
ど
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
精
神
と
の
関
連
か
ら
い
え
ば
、
甲
申
事
変
以
後
の
朝
鮮
が
、

こ
の
「
興
亜
」
の
対
象
と
す
る
に
足
り
な
い
、
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
10 

）
も
と
も
と
開
化
派
＝
独
立
党
は
少
数
派
で
あ
っ
た
が
、ク
ー
デ
タ
ー
失
敗
後
は
当
事
者
の
み
な
ら
ず
親
類
縁
者
も
含
め
て
残
酷
な
刑
罰
に
よ
っ

て
処
刑
さ
れ
つ
く
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
含
む
朝
鮮
政
府
批
判
も
こ
の
脱
亜
論
前
後
に
示
さ
れ
て
い
る
。（『
時
事
新
報
』
二

月
二
三
日
と
二
月
二
六
日
に
「
朝
鮮
独
立
党
の
処
刑
」
を
、ま
た
、八
月
一
三
日
に
は
「
朝
鮮
人
民
の
た
め
に
そ
の
国
の
滅
亡
を
賀
す
」
を
掲
載
）

（
11 

）『
福
沢
諭
吉
選
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
、
の
第
七
巻
の
坂
野
潤
治
に
よ
る
解
説
（
同
書
三
三
八
頁
等
）
を
参
照
。

（
12
）
前
注
（
７
）
を
参
照
。

（
13 

）
仮
に
甲
申
事
変
に
お
け
る
日
本
の
外
交
官
（
竹
添
）
が
朝
鮮
で
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
深
く
関
与
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
れ
ば
、
当
然
「
内
政
干
渉
」
と
し
て
国
際
的
に
非
難
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
内
政
干
渉
を
防
い
だ
清
国
の
朝
鮮
に
対
す
る
影
響
力
の

増
大
は
確
実
な
も
の
と
な
り
、
日
本
側
の
思
惑
と
は
正
反
対
の
状
況
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
天

津
条
約
の
内
容
は
、
最
悪
の
内
容
は
避
け
ら
れ
た
と
評
価
で
き
る
内
容
と
思
わ
れ
る
。
注
７
に
記
し
た
田
中
不
二
麿
へ
の
書
簡
で
は
、
そ
う
し

た
最
悪
を
避
け
る
た
め
に
、
日
本
側
の
落
度
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
主
戦
論
を
唱
え
て
清
国
や
諸
外
国
を
牽
制
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
注
７
で
触
れ
た
よ
う
に
、
田
中
不
二
麿
宛
の
書
簡
の
主
張
は
こ
う
し
た
経
緯
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
15 

）
青
木
浩
一
『
福
沢
諭
吉
の
ア
ジ
ア
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
、
に
お
け
る
『
脱
亜
論
』
を
巡
る
考
察
で
は
、
全
集
で
の
収
録
の

有
無
を
区
別
せ
ず
、
ま
た
、『
時
事
新
報
』
の
論
説
全
体
を
そ
の
執
筆
者
を
区
別
し
な
い
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
福
澤
の
思
想
内
容
の
検
討

に
於
い
て
は
こ
の
形
が
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
四
五


