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新
し
い
時
代
、

新
し
い
大
学
、

初
心
わ
す
る
べ
か
ら
ず

木

英

夫

大

新しい時代、新しい大学、初心わするべからず

「
ユ
ネ
ス
コ
高
等
教
育
世
界
宣
言
」
が
、
第
三
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
前
に
、
一
二
世
紀
の
高
等
教
育
の
課
題
を
一
九
九
八
年
一

O
月
五
日
か

ら
九
日
ま
で
の
会
議
で
検
討
さ
れ
、
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
こ
う
い
う
文
言
が
あ
る
。

「
国
際
連
合
憲
章
、
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
、
及
び
市
民
的
お
よ
び

政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
諸
原
則
を
想
起
し
、
:
:
:
」

「
教
育
は
、
人
権
、
民
主
主
義
、
持
続
可
能
な
開
発
お
よ
び
平
和
の
た
め
の
基
本
的
な
柱
で
あ
り
、
:
:
:
」

「
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
二
世
紀
を
目
前
に
控
え
て
直
面
す
る
問
題
の
解
決
は
、
将
来
の
社
会
の
展
望
に
よ
り
、
お
よ
び
教
育
一
般
、

特
に
高
等
教
育
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
、
新
た
な
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
入
口
に
立
ち
、
平
和
な
文
化
の

価
値
と
理
想
が
広
が
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
知
的
共
同
体
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
高
等
教
育
機
関
の
義
務
で
あ

る・・・・・・」
日
本
に
は
依
然
と
し
て
鎖
国
後
遺
症
が
あ
り
、
世
界
的
か
つ
世
界
史
的
視
野
で
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
聖
学
院
は
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
聖
学
院
は
、
背
景
は
世
界
的
・
世
界
史
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
世
界
的
・
世
界
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史
的
な
動
き
は
、
今
日
日
本
社
会
の
各
方
面
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
構
造
改
革
」
と
か
「
民
営
化
」
と
か
、
そ
れ

は
世
界
的
・
世
界
史
的
な
社
会
変
動
で
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
古
い
諸
制
度
の
調
整
で
あ
る
。
そ
の
改
革
の
要
求
は
、
台
風
の
よ
う
に
と

58 

い
う
か
津
波
の
よ
う
に
と
い
う
か
、
教
育
・
研
究
の
分
野
を
も
襲
っ
て
い
る
。
近
年
国
立
大
学
が
い
わ
ゆ
る
独
立
行
政
法
人
化
の
風
波

に
探
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
「
横
浜
国
大
」
は
ど
う
い
う
な
る
の
か
。
「
横
浜
ド
ッ
コ
ウ
ホ
ウ
大
学
」
と
で
も

言
い
換
え
る
の
か
。
そ
ん
な
笑
い
話
も
聞
か
れ
た
。
都
立
大
学
が
首
都
大
学
東
京
と
い
う
奇
妙
な
新
名
称
を
つ
け
て
登
場
し
た
。
そ
こ

に
わ
れ
わ
れ
の
綜
合
研
究
所
の
助
教
授
が
「
教
授
」
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
改
革
の
余
波
を
い
さ
さ
か
感
じ
る
機
会
が
あ
っ
た
。

こ
の
世
界
的
・
世
界
史
的
社
会
変
動
は
、
モ
ダ
ナ
イ
ゼ

l
シ
ョ
ン
と
か
グ
ロ

I
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
と
か
命
名
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の

モ
ダ
ナ
イ
ゼ

I
シ
ョ
ン
は
一
八
五
三
年
ペ
リ
l
来
航
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
明
治
維
新
は
一
八
六
七
年
、
そ
れ
か
ら
一
四
年
後
で
あ
っ

た
。
「
動
」
は
「
反
動
」
を
惹
き
起
こ
す
。
明
治
維
新
の
「
文
明
開
化
」
の
「
動
」
は
「
国
粋
保
存
」
の
「
反
動
」
と
争
っ
た
。
明
治
維

新
は
、
断
髪
令
で
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
切
り
叩
け
ば
「
文
明
開
化
」
の
音
を
立
て
た
頭
蓋
骨
の
中
に
は
「
国
粋
保
存
」
が
残
っ
て
、
反
動
を

企
て
た
。
そ
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
「
和
魂
洋
才
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
富
国
強
兵
」
策
と
し
て
政
策
化
し
、
軍
備
は
洋
式
、

そ
し

て
大
和
魂
で
究
極
の
奮
戦
を
試
み
た
が
、

一
九
四
五
年
破
滅
に
終
わ
っ
た
。

一
九
四
六
年
制
定
の
日
本
国
憲
法
は
、
そ
れ
を
世
界
史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
決
定
的
な
デ
モ

ク
ラ
タ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
前
か
ら
の
遺
制
は
克
服
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
小
泉
首
相
は
「
構
造
改
革
」
を

も
っ
て
立
ち
向
か
っ
た
。
小
泉
政
治
は
功
罪
に
議
論
の
余
地
を
残
し
て
今
年
終
わ
る
。
そ
れ
は
ヤ
ヌ
ス
的
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
。
以

昨
年
は
敗
戦
後
六

O
年
で
あ
っ
た
。

前
に
わ
た
し
は
、

小
泉
氏
は
運
転
台
に
後
ろ
向
き
に
な
り
、
座
席
の
右
側
の
人
た
ち
と
話
し
な
が
ら
運
転
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と

言
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
説
明
は
国
際
的
に
不
可
解
、
そ
の
「
不
可
解
」
を
彼
は
「
不
可
解
」
と
い
う
か
ら
大
変
な
混
乱
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
界
は
あ
た
か
も
大
水
が
堤
防
を
決
壊
し
た
か
の
よ
う
に
モ
ダ
ナ
イ
ゼ

l
シ
ョ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
き
と
な
っ
て
押
し



マ明

流
し
出
し
た
。

一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
で
あ
る
。
こ
の
世
界
史
的
変
動
は
、
自
称
「
進
歩
的
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義

の
歴
史
哲
学
を
破
壊
し
、
追
い
抜
き
、

そ
し
て
「
知
」

の
停
滞
を
招
い
た
。
世
界
史
的
変
動
の
動
き
と
の
聞
に
ズ
レ
が
発
生
し
て
き
た
。

そ
の
ズ
レ
が
、
今
日
の
大
学
の
改
革
の
要
求
と
な
っ
た
。
大
学
の
ズ
レ
は
こ
の
世
界
史
的
動
向
へ
と
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
せ
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
学
が
社
会
変
動
に
遅
れ
な
い
で
、
そ
の
動
向
に
対
し
て
大
学
と
し
て
の
批
判
的
か
つ
形
成
的

役
割
を
果
た
す
た
め
に
も

そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
課
題
な
の
で
あ
る
。

* 

聖
学
院
大
学
の
設
置
は
、

日
本
で
は
な
お
大
学
紛
争
の
く
す
ぶ
り
が
残
っ
て
い
た

一
九
八
八
年
、

ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
の
前
年
、

頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
「
な
ぜ
今
大
学
設
置
が
必
要
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
真
剣
に
問
う
た
。
到
達
し
た
結
論
は
、
「
新
し
い

新しい時代、新しい大学、初心わするべからず

時
代
に
は
新
し
い
大
学
は
必
要
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
学
院
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
最
初
の
崇
高
な
理
念
を

大
学
レ
ベ
ル
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
今
こ
そ
新
し
く
企
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
議
論
は
、
『
聖
学
院
大
学
の
理
念
』
と
い
う

文
書
と
な
っ
た
。

「
新
し
い
時
代
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
モ
ダ
ナ
イ
ゼ

l
シ
ョ
ン
、
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
と
い
う
世
界
史
的
変
動
を
捉
え
て
言
っ
た

言
葉
で
あ
る
。
戦
前
は
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
議
論
が
流
行
し
た
。
そ
れ
は
所
詮
知
的
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
空
論
に
終
わ
っ
た
。
最

近
は
「
ポ
ス
ト
・
モ

l
ダ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
濫
用
気
味
に
飛
び
交
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
え
て
そ
う
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
言
葉
で

は
、
あ
の
イ
ン
ド
洋
に
発
生
し
た
津
波
を
見
誤
る
よ
う
に
、
世
界
史
的
変
動
の
津
波
を
見
誤
っ
て
、
被
害
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
聖
学
院
大
学
が
そ
の
設
立
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
の
存
在
理
由
を
提
示
し
た
そ
の
思
想
は
、
先
に
引
用
し
た
一
九
九
八
年
の

ユ
ネ
ス
コ
の
高
等
教
育
世
界
宣
言
よ
り
も
早
く
、
し
か
も
ま
た
そ
の
取
り
組
み
の
仕
方
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で

明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宣
言
は
「
国
際
連
合
憲
章
、
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
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に
関
す
る
国
際
規
約
、
及
び
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
諸
原
則
を
想
起
」
す
る
と
い
う
、
し
か
し
、
日
本
の

場
合
は
も
っ
と
深
い
認
識
と
強
い
志
向
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
日
本
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
想
起
」
す
ら
な
く
、
「
和
魂
洋

60 

才
」
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
回
復
し
、
単
な
る
技
術
的
理
性
を
も
っ
て
「
も
の
つ
く
り
」

の
レ
ベ
ル
で
競
争
に
打
っ
て
出
ょ
う
と
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
科
学
技
術
面
の
進
歩
の
必
要
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
大
学
は
も
っ
と
崇
高
な
課
題
を
も
つ
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
の
伝
統
を
、
現
代
の
科
学
技
術
面
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
失
う
べ
き
で
は
な
い
。
ユ
ネ
ス
コ
の
宣
言
に
あ
る
「
想
起
」

も
全
く
な
い
テ
ク
ニ
カ
ル
・
リ
l
ズ
ン
だ
け
の
大
学
は
、
「
大
学
」
の
名
に
値
し
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
の
文
明
の
課
題
は
、
「
も
の
つ

く
り
」
以
上
に
「
人
つ
く
り
」

の
課
題
が
あ
る
。
そ
の
課
題
の
真
剣
な
自
覚
が
な
く
、
政
府
は
依
然
と
し
て
「
も
の
つ
く
り
」
を
強
調

で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
「
最
後
」
を
見
た
。
ブ

l

す
る
。
日
本
は
戦
艦
大
和
を
造
っ
た
。
そ
れ
は
最
大
級
の
「
も
の
つ
く
り
」

メ
ラ
ン
現
象
に
よ
っ
て
、
最
近
、
半
導
体
生
産
で
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
韓
国
に
抜
か
れ
た
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た
。

聖
学
院
大
学
は
「
人
間
」
を
凝
視
す
る
。
そ
こ
に
現
代
の
問
題
の
根
本
を
見
る
。
な
ぜ
「
人
間
」
に
眼
を
向
け
る
か
。
歴
史
の
問
題

は
人
間
の
問
題
に
帰
一
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
否
は
人
間
の
問
題
に
帰
一
す
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
と
人

問
、
こ
の
課
題
を
思
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
旧
約
聖
書
の
中
に
深
い
洞
察
を
見
い
だ
す
。
旧
約
聖
書
は
創
世
記
に
始
ま
る
世
界
史
と
イ
ス

ラ
エ
ル
民
族
の
歴
史
を
ヨ
ブ
記
や
詩
篇
に
お
け
る
人
間
の
問
題
へ
と
帰
一
せ
し
め
て
い
る
。
新
約
聖
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

「
た
と
い
人
が
全
世
界
を
も
う
け
て
も
、
自
分
の
命
を
損
し
た
ら
、
何
の
得
に
な
ろ
う
か
」
(
マ
タ
イ
福
音
書
一
六
・
二
六
)
と
い
う
言

葉
を
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
新
約
聖
書
は
、
旧
約
聖
書
を
受
け
て
、
な
ぜ
世
界
史
の
問
題
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
た
だ
ひ
と

り
に
収
飲
す
る
と
見
る
か
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
史
は
、
人
間
の
実
存
問
題
に
帰
一
す
る
。
歴
史
と
実
存
と
の
結
節
点
が
あ

る
。
大
学
に
お
け
る
研
究
と
教
育
は
、
こ
の
結
節
点
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
の
問
題
の
解
決
な
し
に
歴
史
の
問
題
の
解
決
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
に
歴
史
の
問
題
の
解
決
か
ら
人
間
の
問
題
、
が
自



可司

動
的
に
解
決
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
不
可
能
性
は
実
験
ず
み
で
あ
る
。
人
間
の
問
題
の
解
決
を
お

ろ
そ
か
に
し
た
す
べ
て
の
歴
史
的
努
力
は
、
カ
ミ
ュ
が
第
二
次
大
戦
後
に
「
想
起
」
し
た
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ユ
ネ
ス
コ
文
書
が
「
一
二
世
紀
を
目
前
に
控
え
て
直
面
す
る
問
題
の
解
決
は
、
将
来
の
社
会
の
展
望
に
よ
り
、
お
よ
び
教
育
一

般
、
特
に
高
等
教
育
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
、
新
た
な
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
入
口
に
立
ち
、
平
和
な
文

化
の
価
値
と
理
想
が
広
が
り
、

そ
の
目
的
の
た
め
に
知
的
共
同
体
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
高
等
教
育
機
関
の
義
務

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
ま
こ
と
に
立
派
な
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
美
辞
麗
句
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
テ
ス
ト
は
、

大
学
が
世
界
史
の
深
み
に
あ
る
問
題
と
ど
う
取
り
組
む
か
、
ど
う
解
決
を
生
み
出
す
か
と
い
う
問
い
に
ど
う
答
え
る
か
に
か
か
る
で
あ

新しい時代、新しい大学、初心わするべからず

ろ
う
。
グ
ロ

l
バ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
世
界
に
お
け
る
新
し
い
大
学
の
課
題
と
の
取
り
組
み
の
結
果
で
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
国
憲
法
の
最
高
法
規
の
条
項
に
出
る
こ
と
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
文
書
の
言
う
「
人
権
」
は
、
「
過
去
幾
多
の
試
練
に
耐
え
」

て
き
た
、

そ
の
試
練
と
は
単
な
る
肯
定
で
は
な
い
、
否
定
的
な
も
の
を
越
え
る
力
で
あ
る
。
|
|
最
近
小
泉
首
相
は
、

日
清
・
日
露
の
勝
利
を

「
想
起
」
し
て
日
本
を
励
ま
す
発
言
を
し
た
。
か
つ
て
日
本
は
、

日
清
・
日
露
の
「
勝
利
」

の
誇
張
と
陶
酔
に
よ
っ
て
あ
の
敗
戦
へ
突

進
し
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
勝
は
、
敗
戦
を
参
照
し
な
け
れ
ば
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
知
ら
な
い
。
「
知
識
は
人
を
誇
ら
せ
、
愛
は
人

そ
の
人
は
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
事
す
ら
、
ま

の
徳
を
高
め
る
。
も
し
人
が
、
自
分
は
何
か
知
っ
て
い
る
と
思
う
な
ら
、

だ
知
っ
て
い
な
い
」
(
第
一
コ
リ
ン
ト
書
八
・
二
)
。
国
連
は
第
二
次
大
戦
後
の
戦
勝
国
の
連
合
体
で
あ
る
。
世
界
史
の
深
い
問
題
は
、

戦
勝
国
の
側
か
ら
は
見
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
聖
書
は
、
古
代
諸
帝
国
の
支
配
に
苦
し
む
世
界
史
的
靴
み
の
中
か
ら
出
て

き
た
知
恵
で
あ
る
。

* 

敗
戦
国
日
本
は
、
「
否
定
的
な
も
の
」
の
経
験
を
も
っ
た
国
で
あ
る
。
自
然
に
は
弁
証
法
は
な
い
が
、
歴
史
に
は
あ
る
。
歴
史
に
取
り
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組
む
知
恵
は
、
否
定
的
な
も
の
と
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
大
学
の
課
題
と
な
る
。
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今
回
ア
メ
リ
カ
に
所
用
で
行
き
、
あ
る
大
学
教
授
と
話
す
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
教
授
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
治
を
嫌
っ
て
い
る
人
で

ア
メ
リ
カ
は
南
北
戦
争
の
決
着
を
つ
け
て
い
な
い
と
語
っ
た
。
南
部
は
敗
北
の
意
味
を
明
確
に
捉
え
き
れ
ず
、

自
由
や
人
権
と
い
う
北
部
ヤ
ン
キ
ー
の
理
念
を
受
け
入
れ
た
だ
け
、
そ
れ
は
今
の
日
本
と
同
じ
だ
と
言
っ
た
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
は
な

あ
っ
た
。
そ
の
教
授
は
、

か
な
か
な
洞
察
だ
と
思
っ
た
。

よ
く
考
え
て
見
れ
ば
、
今
日
の
世
界
史
的
デ
モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
、
第
二
次
大
戦
後
と
い
う
よ
り
は
、
南
北
戦
争
か
ら
始

ま
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
メ
リ
カ
内
部
の
激
震
か
ら
起
こ
っ
た
津
波
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
一
八
六

O
年
に
リ
ン

カ
ー
ン
が
奴
隷
解
放
を
公
約
と
し
て
大
統
領
に
選
出
さ
れ
、
次
の
年
一
八
六
一
年
か
ら
一
八
六
五
年
四
月
ま
で
、
南
北
血
み
ど
ろ
の
戦

争
を
し
た
。
北
部
は
グ
ラ
ン
ト
将
軍
の
指
揮
の
も
と
に
勝
利
を
得
た
。
戦
死
者
は
南
北
合
わ
せ
て
六
二
万
人
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
第

二
次
大
戦
以
後
今
日
ま
で
の
戦
死
者
の
数
よ
り
も
逢
か
に
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
一
八
六
五
年
暗
殺
さ
れ
た
。
グ
ラ
ン

一
八
六
八

1
一
八
七
七
年
大
統
領
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
海
外
旅
行
に
出
、

最
初
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
そ
こ
で
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
子
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
侯
爵
の
部
隊
を
閲
兵
さ
せ
ら
れ
た
と
き
、
「
わ
た
し
が
二
度

ト
将
軍
は
、

一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)
日
本
に
き
た
。

と
見
た
く
な
い
唯
一
の
も
の
、

そ
れ
は
軍
隊
の
行
進
で
あ
る
」
と
述
懐
し
た
と
い
う
。
日
本
に
来
て
、
そ
こ
で
も
近
代
化
し
た
日
本
軍

の
閲
兵
を
さ
せ
ら
れ
た
。
や
が
て
日
清
戦
争
へ
と
向
か
う
日
本
の
軍
国
主
義
の
は
し
り
を
見
た
。
彼
は
日
清
の
平
和
を
提
言
し
た
。

世
界
史
と
取
り
組
む
人
間
の
力
は
、
た
と
え
ば
戦
争
の
悲
惨
を
な
め
つ
く
し
、

そ
れ
で
も
な
お
そ
の
「
否
定
性
」
を
克
服
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
八
号
館
の
ガ
ル
ス
ト
・
ホ
l
ル
に
名
を
残
し
た
宣
教
師
「
ガ
ル
ス
ト
」
(
一
八

五
三
年
八
月
二
三
日
生
)
は
、

一
九
七
六
年
に
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
を
卒
業
、
こ
の
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
か
ら
将
校
と
し
て
任
官
を
受
け

た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
タ
ー
は
武
器
を
捨
て
て
、
宣
教
師
と
な
っ
た
。
彼
に
お
い
て
「
否
定
的
な
も
の
」

の
克
服
が



庭事

あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
は
こ
の
人
を
「
西
洋
は
い
ま
だ
か
つ
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ガ
ル
ス
ト
に
勝
る
贈
物
を
送
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
称
賛

し
た
と
い
う
。
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
と
な
っ
て
一
二

O
年
前
秋
田
に
来
た
。
ガ
ル
ス
ト
に
は
一
種
の
日
本
改
造
論
が
あ
っ
た
。
彼
の
農
地
改

革
の
理
想
は
、
も
う
ひ
と
り
の
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
タ
ー
で
あ
る
マ
ッ
カ

l
サ
i
に
よ
っ
て
敗
戦
後
実
現
さ
れ
た
。
|
|
わ
た
し
は
、
こ

の
講
演
を
準
備
し
て
い
る
一
月
二
日
の
朝
、

ア
メ
リ
カ
A
B
C
放
送
で
、
中
国
派
遣
の
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
中
国
で
の
取
り
扱

い
を
経
験
し
て
、

ペ
ン
を
捨
て
て
海
兵
隊
を
志
願
し
銃
を
と
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
流
し
た
。
そ
れ
は
現
実
と
の
取
り
組
み
の
困
難

に
直
面
し
た
一
つ
の
決
意
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
否
定
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
も
軍
事
的
に
敗
北
し
な
け
れ
ば
、
デ

モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
学
院
大
学
は
、
ガ
ル
ス
ト
の
道
を
と
っ
て
、

将
来
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

新しい時代、新しい大学、初心わするべからず

ガ
ル
ス
ト
の
愛
請
の
聖
書
の
言
葉
は
、
コ
担
m
Z
0
5
5
2
自
己
Z
任
ロ
色
。
ロ
・
=
(
小
貫
山
信
夫
訳
『
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

E
・
ガ
ル
ス
ト
』
二

で
あ
っ
た
。
ち
か
ご
ろ
の
構
造
設
計
問
題
、
が
出
た
。
そ
の
建
物
の
外
面
は
素
晴
ら
し
く
見
え
る
、
深
く
内
面
が
駄
目
な

六
九
ペ
ー
ジ
)

の
だ
。
「
内
面
」
と
は
何
か
。
サ
ン
テ
ク
ジ
ュ
ペ
リ
の
言
う
「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
、

そ
れ
は
、
端
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
「
倫
理
性
」

の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
「
倫
理
性
」
を
必
要
不
可
欠
の
条
件
と
す
る
政
治
社
会
体
制
で
あ
る
。
そ
の
倫

理
性
の
欠
落
が
、
国
際
的
信
頼
を
得
る
こ
と
を
不
能
に
す
る
。

グ
ロ

l
バ
リ
ゼ

I
シ
ョ
ン
は
行
く
先
ど
う
な
る
か
。
教
育
と
は
未
来
形
で
考
え
、
未
来
形
で
働
く
。
未
来
へ
の
希
望
の
業
で
あ
る
。

未
来
形
成
の
作
業
で
あ
る
。
ど
う
し
て
人
類
は
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
動
向
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話

の
バ
ン
ド
l
ラ
の
箱
を
開
け
た
後
に
残
っ
た
「
希
望
」
は
悪
徳
で
あ
っ
た
。
ー
ー
さ
き
ほ
ど
読
ん
で
い
た
だ
い
た
聖
書
の
一
節
に
「
練

達
は
希
望
を
生
み
出
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
新
年
に
な
る
ご
と
に
「
希
望
」
を
語
る
声
を
聞
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
眼
を
聞
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
「
練
達
」
、
そ
れ
は
「
否
定
的
な
も
の
」
(
試
練
)
を
媒
介
と
し
て
人
間
に
出
来
て
く
る
強
さ
で
あ
る
。
こ
の

「
練
達
」
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と
い
う
言
葉
“
各
R
R
Z円
2(Zω
〈
)
、
或
い
は
=ω
可

g
m
F
。
r
F
R
R
R円
2
3
F
O
同
ぎ

g
t
o
p
ハ

v
g
gミ
Z叶
)
と
訳
さ
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
は
、
人
民
全
体
に
そ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
要
求
す
る
。
日
本
語
に
「
民
度
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
人
間
度
」
が
「
民
度
」

64 

の
基
礎
で
あ
る
。
グ
ロ

I
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
度
の
向
上
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
が
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の

過
程
に
希
望
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
歴
史
は
人
間
世
界
で
あ
る
。
人
間
が
新
し
い
人
類
共
同
体
形
成
の
た
め
に
練
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
大
課
題
と
取
り
組
む
の
が
聖
学
院
大
学
で
あ
る
。
古
い
大
学
の
後
塵
を
拝
し
て
息
切
れ
し

な
が
ら
走
る
の
で
は
な
い
。
大
学
は
教
授
と
学
生
の
コ
レ
ギ
ウ
ム
で
あ
る
。
新
し
い
コ
レ
ギ
ウ
ム

(8]『
抱
ロ
自
回
忌
S
E
ω
2
2
r
E
E
O
)
、

集
団
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
出
来
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
は
美
徳
に
よ
っ
て
練
達
し
た
人
格
で
あ
る
。
中
世
の
文
化
綜
合
は
、
人
間
論
の
基
盤
を
も
っ
て
い
た
。
ト
マ

ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
四
つ
の
枢
要
徳
(
勇
気
・
節
制
・
知
恵
・
正
義
)
と
キ
リ
ス
ト
教
的
三
つ
の
美
徳
を
結
合
し
た
。

こ
の
人
間
的
基
盤
の
形
成
が
中
世
の
文
化
綜
合
を
果
た
す
基
礎
と
な
っ
た
。
今
日
、
デ
モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
可
能
性
、
グ
ロ

l

バ
リ
ゼ

i
シ
ョ
ン
の
要
請
す
る
世
界
的
文
化
綜
合
は
、
人
間
と
人
間
の
共
同
体
の
形
成
の
課
題
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
新

し
い
大
学
は
そ
の
「
形
成
」
に
よ
る
新
し
い
文
化
綜
合
を
目
指
す
未
来
形
で
あ
る
。
そ
の
活
動
は
、
単
な
る
知
的
技
術
的
教
育
で
は
な

い
、
個
人
だ
け
で
は
な
い
、
社
会
全
体
の
形
成
で
あ
る
。
開
門
凶
5
g
t。
と
い
う
よ
り
は
宮
門
医
g
t。
、
急
出
S
E
S、
a
S
つ
ま
り
建
設
で

あ
る
。
そ
の
課
題
が
出
て
き
た
新
し
い
時
代
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
大
学
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
一
二
世
紀
の
前
半
に
聖
学
院
大
学

は
、
日
本
の
た
め
に
未
来
を
掴
む
、
新
し
い
大
学
と
い
う
の
は
、
こ
の
将
来
を
掴
ん
で
い
る
大
学
で
あ
る
。
人
間
と
社
会
、
人
間
と
歴

史
、
そ
れ
を
ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
捉
え
る
力
を
養
う
の
で
あ
る
。
ガ
ル
ス
ト
は
逢
か
日
本
に
き
た
。
彼
は
短
命
で
あ
っ
た
。

し
か
し
「
教
育
の
仕
事
」
(
同
ω
S
E
P巳
芯
昆

ω)
は
長
い
。
神
学
用
語
を
用
い
れ
ば
、
エ
ス
カ
ト
ロ
ジ
カ
ル

確
か
に
、
人
生
は
短
い
、



な
長
さ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
仕
事
は
何
か
超
越
の
感
覚

(10Eω)
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
「
超
越
」

る
。
「
超
越
」
に
触
れ
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。

へ
の
憧
れ
が
必
要
な
の
で
あ

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ

i
パ
l
の
「
冷
静
を
求
め
る
祈
り
」

の
言
葉
と
並
ん
で
有
名
な
も
う
ひ
と
つ
の
言
葉
を
述
べ
て
こ
の
講
演
を

終
わ
り
た
い
。
こ
れ
は
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
(
一

O
二
頁
)
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
新
し
い
時
代
と
取
り
組
む
新
し
い
大
学
、

「
超
越
」

の
感
覚
を
も
っ
「
聖
学
院
大
学
」
を
導
く
言
葉
で
あ
る
。

「
い
か
な
る
価
値
あ
る
こ
と
も
、
人
生
の
時
間
の
中
で
そ
れ
を
完
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
希
望
に
よ
っ
て
救

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
か
に
ま
こ
と
で
美
し
く
善
き
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
目
に
見
え
る
歴
史
の
現
実
の
な
か
で
そ
れ
を
明
白
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な

新しい時代、新しい大学、初心わするべからず

い
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
か
に
有
徳
な
者
で
あ
っ
て
も
、
人
の
な
す
こ
と
は
た
だ
ひ
と
り
だ
け
で
は
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
と
は
愛

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

聖
学
院
大
学
三
学
部
そ
し
て
大
学
院
に
新
し
い
も
う
一
つ
の
研
究
科
が
で
き
て
大
学
院
三
研
究
科
と
な
る
、
こ
う
し
て
新
し
い
大
学

へ
の
憧
れ
に
結
び
、
ガ
ル
ス
ト
が
=
宮
司

E
O
訪
日
可

5
2
8
m
o
z
と
言
っ
た
よ
う

な
生
き
方
を
も
っ
て
、
「
初
心
わ
す
る
べ
か
ら
ず
」
、
新
し
い
年
に
は
い
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

は
新
し
い
時
代
の
た
め
に
、
三
つ
の
美
徳
を
「
超
越
」

聖
学
院
大
学
新
年
研
修
会

(二

O
O
六
年
一
月
六
日

於
大
磯
)
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