
は
じ
め
に

─
「
議
論
の
本
位
を
定
め
る
」（『
文
明
論
之
概
略
』
第
一
章
）

　

福
沢
諭
吉
は
、
明
治
期
に
日
本
を
西
洋
の
よ
う
な
近
代
国
家
に
し
よ
う
と
奮
闘
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ま
で
福
沢
の
思
想
は
、
西
洋
か
ら
の
影
響
を
中
心
に
考
察
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た

日
本
と
い
う
国
家
が
新
し
く
進
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
か
ら
、
国
家
に
関
す
る
彼
の
議
論
が
主
た

る
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
天
保
五
年
一
二
月
（
西
暦
で
は
一
八
三
五
年
一
月
）
に
生
ま
れ
、

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
亡
く
な
っ
た
福
沢
は
、
そ
の
生
涯
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
明
治
維
新
を
は
さ
み
、

前
半
は
武
士
、
後
半
は
文
明
化
を
進
め
る
知
識
人
と
し
て
生
き
た
の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
は
福
沢
の
明
治
期
の
活
動
が
中
心
に
扱
わ
れ
、
彼
が
武
士
と
し
て
生
き
た
時
代
の
影
響
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
前
半
生
を
江
戸
時
代
の
身
分
制
の
中
で
武
士
と
し
て
生
き
た
福
沢
が
、
新
し
い
時
代
に
向
か
う
に

あ
た
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
西
洋
に
つ
い
て
学
び
、
ど
の
よ
う
に
日
本
を
近
代
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。
古
い
社
会
を
新
し
い
社
会
へ
転
換
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
し
ょ
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う
か
。
本
書
は
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
福
沢
の
思
想
の
変
化
を
中
心
に
考
察

し
ま
す
。

　

福
沢
は
、
一
生
を
か
け
て
近
代
的
な
国
家
を
作
る
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
い
て
考

察
し
、
論
じ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
す
が
、
本
書

で
は
、
彼
が
新
し
い
時
代
に
お
い
て
人
間
そ
し
て
社
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
か
、
つ
ま
り
社
会
構

想
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

福
沢
は
、
江
戸
時
代
か
ら
色
々
な
経
験
を
す
る
中
で
、
個
人
や
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
江
戸
時
代

に
人
々
の
生
活
の
基
盤
だ
っ
た
「
家
」
つ
ま
り
家
族
と
い
う
集
団
も
、
彼
の
社
会
構
想
に
お
け
る
考
察
の
対
象

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
す
。
福
沢
は
、
生
涯
「
一
身
の
独
立
、
一
家
の
独
立
、
一
国
の
独
立
、
天
下
の
独

立
」
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
ま
し
た
。
西
洋
の
近
代
社
会
を
分
析
す
る
政
治
学
の
枠
組
み
で
は
、
家
族
と

国
家
は
「
私
的
領
域
」
と
「
公
的
領
域
」
と
に
分
け
ら
れ
、「
私
的
領
域
」
で
あ
る
家
族
は
社
会
構
想
か
ら
排

除
さ
れ
て
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
福
沢
が
明
治
期
に
な
っ
て
か
ら
は
国
家
を

中
心
に
論
じ
た
た
め
に
、
も
と
も
と
彼
の
基
本
的
な
社
会
構
想
に
は
国
家
と
並
ん
で
含
ま
れ
て
い
た
家
族
が
、

後
世
の
研
究
者
に
よ
る
考
察
の
対
象
か
ら
省
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
本
書
で
は
そ
う
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し
た
偏
り
を
な
く
し
、
彼
が
家
族
も
含
ん
だ
形
で
、
ど
の
よ
う
に
社
会
を
構
想
し
た
の
か
を
示
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
福
沢
が
男
女
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
福
沢
が
若
い
と
き
に
武
士
の
基
本
的
教
養
で
あ
る
儒
学
を
か
な
り
深
く
学
ん
で

お
り
、
そ
れ
が
彼
の
社
会
構
想
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
す
。
本
書
は
、
福
沢
が
若
い
頃
学
ん
だ
儒
学
の

思
想
枠
組
み
を
基
礎
と
し
て
持
ち
な
が
ら
、
西
洋
の
思
想
を
学
ん
で
い
っ
た
と
い
う
解
釈
を
採
り
ま
す
。
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
解
釈
に
至
っ
た
か
は
、
私
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
経
験
が
影
響
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
一
九
九
〇
年
か
ら
子
ど
も
を
連
れ
て
イ
ギ
リ
ス
で
海
外
研
修
を
し
な
が
ら
、
福
沢
に
関
す
る
博
士
論
文

を
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
子
ど
も
が
学
校
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を

読
ん
だ
私
は
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
英
語
を
す
べ
て
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

手
紙
が
何
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
の
か
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
そ
れ
は
、
最
近
日
本
で

も
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
子
ど
も
が
あ
る
目
標
を
立
て
て
、
そ
れ
を
達
成
し
た
ら
親
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
に

寄
付
を
す
る
と
い
う
活
動
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
概
念
を
当
時
知
ら
な
か

っ
た
私
は
、
英
文
の
意
味
す
る
内
容
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
私
に
と
っ
て
衝
撃
で
し
た
。
こ
の
経
験
か
ら
私
は
、
外
国
の
事
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
ち
ら

側
も
そ
の
事
象
に
対
応
す
る
よ
う
な
概
念
枠
組
み
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
悟
り
ま
し
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た
。
福
沢
は
「
文
字
は
観
念
の
符
号
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
が
そ
の
「
観
念
」
を
受
容
す
る
素
地
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、「
符
号
」
と
し
て
の
外
国
の
「
文
字
」
を
見
る
だ
け
で
は
、
外
国
の
「
観
念
」
は
理
解

で
き
な
い
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
私
は
、
福
沢
の
家
族
論
を
中
心
と
し
て
、
彼
が
西
洋
の
思
想
を
直
接
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
基
本
と

し
て
自
分
の
思
想
を
作
り
上
げ
た
の
だ
と
い
う
仮
説
に
も
と
づ
い
て
論
文
を
執
筆
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ

の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
福
沢
が
西
洋
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
中
に
そ
の
受
容
と
理
解
を
可
能
に
す
る
概

念
枠
組
み
が
す
で
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
は
じ
め
か
ら
彼
の
思

想
を
読
み
直
し
た
結
果
、
そ
の
概
念
枠
組
み
は
儒
学
だ
っ
た
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
再
び

福
沢
の
思
想
を
儒
学
の
枠
組
み
に
も
と
づ
き
読
み
直
し
解
釈
し
直
し
た
結
果
が
、
本
書
の
内
容
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

福
沢
は
儒
学
の
枠
組
み
を
持
ち
な
が
ら
西
洋
の
思
想
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
東
西
の
思
想
は
ど
の
よ

う
に
響
き
あ
い
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本
書
で
は
、
新
し
い
時
代
の
個
人
と

社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
福
沢
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
た
「
独
立
と
自
由
」
を
軸
に
彼
の
思
想
の
変
遷
を
分

析
し
、
福
沢
が
新
し
い
社
会
に
お
い
て
何
を
め
ざ
し
た
の
か
を
解
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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