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は
じ
め
に

　

早
稲
田
大
学
は
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
、
こ
れ
を
記
念
す
る
一
環
と
し
て
、
一
九
一
三
年
、「
教
旨
」
を
定
め
た
。
発
案
者
は
高
田
早

苗
で
あ
る
。
で
は
、
教
旨
の
文
言
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
と
っ
て
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
は
、
教
旨
の

制
定
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る１
。

　

教
旨
制
定
は
高
田
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
三
十
周
年
記
念
祝
典
の
一
環
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
教
旨
制
定
作
業
は
祝
典
準
備
と
並
行
し
て

進
め
ら
れ
た
。
明
治
四
十
五
年
一
月
三
十
一
日
の
維
持
員
会
で
教
旨
起
草
委
員
会
の
設
置
が
決
議
さ
れ
、
そ
の
委
員
に
天
野
為
之
、
坪
内
雄
蔵
、
浮

田
和
民
、
松
平
康
国
、
塩
沢
昌
貞
、
金
子
馬
治
、
中
島
半
次
郎
の
七
名
が
学
長
よ
り
指
名
せ
ら
れ
た
。
こ
の
七
委
員
に
よ
り
同
年
二
月
二
十
四
日
以

降
委
員
会
が
数
回
に
亘
っ
て
開
か
れ
、
教
旨
草
案
は
何
回
か
修
正
さ
れ
て
、
最
終
草
案
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
市
島
春
城
手
稿
『
雙
魚
堂
日

〔
巻
頭
文
〕

早
稲
田
大
学
教
旨
の
確
定
過
程

│
│ 

市
島
謙
吉
「
雙
魚
堂
日
載
」
に
よ
る
考
証 

│
│

大
日
方　

純　

夫
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載
』
巻
十
一
に
、
中
島
案
と
二
つ
の
坪
内
案
と
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
市
島
に
よ
る
と
、「
先
づ
従
来
唱
ひ
つ
つ
あ
る
事
を
試
み
に
文
章
に
綴
つ
て

見
ん
」
と
て
執
筆
さ
れ
た
中
島
案
は
「
余
り
に
幼
穉
な
る
言
ひ
廻
は
し
の
処
あ
り
、
余
り
に
露
骨
な
る
所
あ
り
、
又
余
り
に
長
き
に
失
し
、
到
底
宣

言
な
ど
と
し
て
は
不
適
当
」
な
の
で
、
坪
内
が
改
作
し
て
、「
先
づ
完
全
に
近
か
し
、
唯
だ
字
句
に
於
て
未
だ
穏
か
な
ら
ざ
る
も
の
」
が
あ
る
草
稿

を
得
、
こ
れ
が
最
終
草
案
の
骨
格
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
何
れ
の
案
に
お
い
て
も
、
学
問
の
独
立
、
学
問
の
活
用
、
お
よ
び
模
範
国

民
の
造
就
の
三
つ
が
中
心
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。
委
員
会
の
討
議
を
経
て
作
成
さ
れ
た
最
終
草
案
は
、
更
に
大
隈
の
意
見
を
採
り
入
れ
て
修

正
さ
れ
、
左
の
如
く
教
旨
が
制
定
さ
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
①
一
九
一
二
年
一
月
の
維
持
員
会
で
教
旨
起
草
委
員
会
の
設
置
が
決
議
さ
れ
た
こ
と
、
②
委
員
に
は
天
野
・
坪
内
・
浮
田
・

松
平
・
塩
沢
・
金
子
・
中
島
の
七
名
が
学
長
（
高
田
）
か
ら
指
名
さ
れ
た
こ
と
、
③
同
年
二
月
以
降
、
数
回
に
わ
た
っ
て
委
員
会
が
開
か

れ
た
こ
と
、
④
教
旨
草
案
は
何
回
か
修
正
さ
れ
、
最
終
草
案
に
至
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
⑤
中
島
案
と
二
つ
の
坪
内
案
が
残
さ
れ
て

お
り
、
坪
内
の
改
作
が
最
終
草
案
の
骨
格
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
⑥
最
終
草
案
は
大
隈
の
意
見
を
採
り
入
れ
て
さ
ら
に
修
正
さ

れ
、
教
旨
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
教
旨
草
案
が
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
最
終
草
案
に
至
っ

た
か
明
確
で
は
な
い
。

　

現
在
、
早
稲
田
大
学
で
は
、
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
の
も
と
、「
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
」
の
原
稿
執
筆
が
す
す
め

ら
れ
て
お
り
、
教
旨
に
つ
い
て
は
、
第
一
巻
の
「
第
２

部　
「
模
範
国
民
の
造
就
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
運
」
の
な
か
の
「
第
２

章　

早
稲
田
大
学
と
そ
の
第
二
期
拡
張
計
画
」
の
「
第
２

節　

創
立
三
十
周
年
と
教
旨
の
制
定
」
で
扱
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ス
ペ
ー
ス
の
関
係
か
ら
、
教
旨
制
定
過
程
の
詳
細
を
叙
述
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
前
記
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
の
④
と
⑤
に
絞
っ
て
、
教
旨
草
案
が
い
か
に
修
正
さ
れ
、
最
終
草
案
に
至
っ
た

の
か
を
、
市
島
の
手
稿
「
雙
魚
堂
日
載
」
な
ど
に
よ
っ
て
考
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い２
。
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一　

教
旨
草
案
の
作
成

　

ま
ず
、
市
島
は
「
雙
魚
堂
日
載　

巻
十
一
」
で
、
要
旨
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
一
九
一
二
年
七
月
七
日
な
い
し
八
日
に
記
載

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

早
稲
田
大
学
の
教
旨
は
、
開
校
当
時
、
小
野
梓
が
学
問
の
独
立
を
云
々
し
て
演
説
し
、
そ
れ
が
教
旨
の
一
部
分
を
形
づ
く
り
、
以
来
、

時
勢
の
変
遷
に
つ
れ
、
時
に
応
じ
て
「
天
下
に
呼
号
」
し
た
こ
と
が
追
々
つ
け
加
わ
り
、「
自
然
不
文
の
教
旨
」
が
あ
る
が
如
く
だ
っ
た
が
、

実
に
漠
と
し
て
極
め
て
大
体
の
ほ
か
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
三
〇
年
を
機
と
し
て
一
定
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
説
が
出
て
、

五
人
か
ら
七
人
の
委
員
を
選
ん
で
こ
れ
に
付
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
従
来
唱
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
試
み
に
文
章
に
綴
っ
て
み
る

こ
と
に
な
り
、
中
島
半
次
郎
が
執
筆
し
、
そ
れ
を
案
と
し
て
討
議
を
重
ね
た
と
こ
ろ
、
大
体
は
、
学
問
の
独
立
、
学
問
の
活
用
、
模
範
国

民
の
造
就
の
三
点
に
帰
着
し
た
。
し
か
し
、
文
章
の
あ
ら
わ
し
方
に
至
っ
て
は
、
銘
々
説
が
あ
り
、
容
易
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、

銘
々
が
作
っ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
中
島
の
案
は
、
余
り
に
幼
稚
な
言
い
回
し
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
余
り
に
露
骨

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
余
り
に
長
き
に
失
し
て
、
到
底
、
宣
言
な
ど
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
っ
た
。

　

以
上
が
、
市
島
が
記
す
教
旨
検
討
当
初
の
状
況
で
あ
る
。
表
現
や
長
さ
な
ど
、
中
島
が
執
筆
し
た
「
早
稲
田
大
学
教
旨
草
案
」（
以
下
、

中
島
草
案
）
に
つ
い
て
は
、
多
々
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
開
設
当
初
の
「
学
問
の
独
立
」
に
対
し
て
、

時
に
応
じ
て
「
天
下
に
呼
号
」
し
て
き
た
こ
と
が
追
々
つ
け
加
わ
っ
た
「
自
然
不
文
の
教
旨
」
が
、
こ
の
草
案
に
は
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ

て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
旨
に
結
晶
す
る
こ
と
に
な
る
当
時
の
早
稲
田
大
学
の
あ
り
方
を
、
そ
こ
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
島
が
起
草
し
た
「
教
旨
草
案
」
は
、
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
が
、
教
旨
の
初
案
と
し
て
、
全
文
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
。
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【
中
島
半
次
郎
執
筆
案
】

　
　

早
稲
田
大
学
教
旨
草
案

我
が
早
稲
田
大
学
は
、
学
問
の
独
立
を
計
り
、
学
問
の
活
用
を
知
ら
し
め
、
兼
ね
て
模
範
国
民
を
造
る
を
以
て
、
建
学
の
根
底
立
教
の
本
旨
と
為
す
。

国
民
精
神
の
独
立
が
学
問
の
独
立
に
基
す
る
の
一
事
は
、
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
通
理
に
し
て
、
之
に
は
二
義
を
含
む
。
即
ち
一
は
内
に
対
し
教
権
政
権

其
他
一
切
の
世
間
の
煩
累
よ
り
脱
却
す
る
を
指
し
、
他
は
外
に
対
し
外
国
の
学
問
よ
り
独
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
。
学
問
を
学
問
と
し
て
研
究
せ
ず
、

之
を
以
て
宗
教
を
宣
伝
し
、
政
党
を
組
織
し
、
学
閥
を
形
成
し
、
又
は
或
る
勢
力
に
迎
合
す
る
の
具
と
為
す
が
如
き
は
、
最
も
学
を
為
す
の
本
旨
に

悖
る
。
他
方
に
学
問
は
独
創
的
の
研
究
を
尚
ぶ
。
学
問
の
研
究
を
以
て
多
く
外
国
に
依
頼
し
、
常
に
外
国
文
化
の
後
塵
を
拝
し
、
学
を
為
す
に
必
ず

何
れ
か
の
外
国
語
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
は
、
苟
も
一
独
立
国
民
と
し
て
立
て
る
も
の
ヽ
面
目
に
あ
ら
ず
。
我
が
大
学
は
乃
ち
学
に
志
す

者
を
し
て
、
内
に
し
て
は
国
内
一
切
の
煩
累
よ
り
脱
し
、
自
由
討
究
の
精
神
を
以
て
、
学
問
を
学
問
と
し
、
真
理
を
真
理
と
し
て
研
究
せ
し
め
、
外

に
し
て
は
独
創
的
の
研
究
に
依
り
宇
宙
の
公
理
、
人
性
の
至
徽
を
闡
明
す
る
上
に
於
て
敢
て
他
国
に
譲
ら
ざ
る
が
如
き
地
歩
を
占
む
る
に
至
ら
し
め

ん
こ
と
を
期
す
。

学
問
は
学
問
の
為
め
に
之
を
研
究
せ
し
む
べ
き
も
、
其
真
理
に
徹
底
す
る
の
極
、
更
に
之
を
実
際
に
活
用
し
て
世
間
人
文
の
発
達
を
助
け
し
む
る
如

く
す
る
は
、
亦
学
を
為
さ
し
む
る
要
旨
と
す
。
学
問
と
事
業
と
岐
れ
ず
、
理
論
と
実
際
と
離
れ
ず
、
学
問
は
事
業
を
導
き
て
其
功
を
為
し
、
理
論
は

実
際
を
率
ゐ
て
之
を
改
善
す
る
所
に
、
始
め
て
世
間
一
切
の
秩
序
あ
る
進
歩
を
遂
ぐ
る
こ
と
を
得
べ
し
。
是
故
に
学
問
を
活
か
し
て
以
て
実
際
を
改

善
す
る
が
如
き
活
智
を
養
は
し
め
、
足
は
常
に
現
実
の
境
を
踏
む
も
眼
は
常
に
理
想
の
光
を
追
ひ
、
絶
え
ず
進
歩
的
精
神
を
以
て
向
上
の
一
路
を
開

か
ん
と
務
め
し
む
る
は
、
学
を
為
さ
し
む
る
者
の
切
要
な
る
用
意
な
り
。
こ
れ
是
を
為
さ
ず
、
却
り
て
受
験
の
為
め
に
暗
記
的
の
学
問
を
強
ひ
、
其

間
に
何
等
活
用
の
才
を
養
ひ
判
断
批
評
の
力
を
練
ら
し
め
ざ
る
如
き
は
、
人
の
霊
智
を
殺
し
、
其
材
能
を
枯
渇
せ
し
む
る
所
以
に
し
て
、
斯
く
の
如

く
ん
ば
、
国
家
棟
梁
の
材
は
機
械
的
の
木
偶
と
化
す
べ
し
。
我
が
大
学
教
授
の
方
針
は
、
乃
ち
学
生
を
し
て
自
奮
自
修
し
、
其
学
ぶ
所
に
徹
底
す
る

と
共
に
、
如
何
に
之
を
実
際
に
活
用
す
べ
き
か
の
活
智
を
養
は
し
め
、
飽
く
ま
で
批
評
的
精
神
と
応
用
的
材
能
と
を
練
ら
し
め
、
実
力
を
以
て
世
に

立
ち
、
以
て
最
後
の
勝
利
を
占
む
る
が
如
き
人
士
を
造
ら
ん
と
務
む
べ
し
。
我
が
大
学
が
一
面
一
個
の
実
用
大
学
を
以
て
任
じ
、
社
会
有
用
の
人
を
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造
る
こ
と
を
期
す
る
主
張
は
即
ち
此
点
に
存
す
。

但
し
大
学
の
使
命
は
、
専
門
の
学
術
を
授
け
、
世
間
有
用
の
人
材
を
造
る
を
以
て
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
。
更
に
其
品
性
を
練
り
一
般
国
民
の
模
範

と
な
る
如
き
修
養
あ
る
高
雅
の
人
士
を
造
ら
ん
と
務
む
べ
し
。
所
謂
模
範
国
民
と
は
世
界
に
対
し
て
は
世
界
的
国
民
と
し
て
働
き
、
国
家
に
対
し
て

は
立
憲
思
想
を
有
し
、
自
己
に
対
し
て
は
自
敬
自
重
の
念
健
剛
不
屈
の
意
力
を
有
す
る
人
を
謂
ふ
。
今
の
世
界
に
処
し
て
は
、
偏
狭
な
る
国
家
思
想

を
以
て
立
ち
、
他
国
を
敵
の
如
く
に
視
る
よ
り
も
、
寧
ろ
之
を
友
邦
と
し
、
世
界
を
我
が
物
と
考
へ
、
世
界
の
舞
台
に
活
躍
し
て
以
て
国
利
民
福
を

増
進
せ
し
む
べ
く
、
同
時
に
国
家
に
対
し
て
は
、
立
憲
治
下
の
国
民
と
し
て
、
自
他
の
権
利
義
務
を
尊
重
し
、
憲
政
有
終
の
美
を
済
し
、
以
て　

上

聖
明
に
答
へ
奉
ら
し
む
べ
く
、
而
し
て
又
自
己
に
対
し
て
は
、
己
が
身
は
空
し
く
此
の
世
に
生
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
他
人
の
代
り
得
べ
か
ら
ざ
る

使
命
を
果
す
べ
き
為
め
に
生
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
我
が
身
小
な
り
と
い
へ
ど
、
一
家
に
係
り
、
一
国
に
係
り
、
世
界
に
係
る
こ
と
あ
る
を
知
り
、

過
去
に
は
祖
先
の
遺
業
を
墜
さ
ず
、
現
在
に
し
て
は
己
が
力
の
あ
ら
ん
限
り
を
尽
し
、
而
し
て
未
来
に
は
其
子
孫
を
向
上
せ
し
む
る
如
く
努
力
せ
し

め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
是
等
の
点
に
於
て
、
我
が
大
学
は
、
偏
狭
な
る
国
家
主
義
を
以
て
教
育
す
る
こ
と
無
く
、
寧
ろ
世
界
を
相
手
と
し
て
活
動
す
る

が
如
き
進
取
的
の
国
民
を
造
ら
ん
と
務
め
、
之
と
共
に
教
育
と
政
治
と
を
分
離
し
、
一
切
の
政
治
思
想
に
遠
ざ
か
ら
し
め
ん
と
企
つ
る
如
き
弊
風
を

破
り
、
一
政
党
の
為
め
に
は
計
ら
ざ
る
も
一
国
民
と
し
て
応
に
有
す
べ
き
政
治
思
想
と
経
世
的
熱
心
と
を
与
へ
ん
こ
と
を
企
て
、
更
に
又
利
己
に
流

れ
破
壊
に
傾
く
こ
と
無
く
、
自
敬
自
重
の
念
を
有
し
、
高
雅
な
る
品
性
を
以
て
世
に
立
つ
が
如
き
人
士
を
造
ら
ん
と
務
む
べ
し
。

か
ヽ
る
趣
旨
を
以
て
、
我
が
大
学
は
学
生
を
教
育
し
、
私
に
我
が
大
学
を
以
て
時
勢
の
先
を
為
し
、
国
民
品
格
の
典
型
を
示
し
、
我
が
国
家
発
展
の

上
に
絶
え
ず
新
生
気
を
漲
ら
し
む
る
一
大
源
泉
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
希
ふ
。

　

中
島
の
草
案
は
、「
国
民
精
神
の
独
立
が
学
問
の
独
立
に
基
す
る
の
一
事
は
、
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
通
理
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
は
内
に
対
し
教
権
政
権
其
他
一
切
の
世
間
の
煩
累
よ
り
脱
却
す
る
」
こ
と
を
指
し
、「
他

は
外
に
対
し
外
国
の
学
問
よ
り
独
立
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
「
学
問
を
学
問
と

し
て
研
究
せ
ず
之
を
以
て
宗
教
を
宣
伝
し
、
政
党
を
組
織
し
、
学
閥
を
形
成
し
、
又
は
或
る
勢
力
に
迎
合
す
る
の
具
と
為
す
が
如
き
は
、
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最
も
学
を
為
す
の
本
旨
に
悖
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
開
校
当
時
、
小
野
が
強
調
し
た
政
党
か
ら
の
「
独
立
」
と
い
う
要
素
に
対
し
、
そ

の
後
、
宗
教
・
政
治
（
権
力
）
か
ら
の
「
独
立
」
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
学
問
の
研
究
を
以
て
多
く
外
国
に
依
頼
し
、
常
に
外
国
文
化
の
後
塵
を
拝
し
、
学
を
為
す
に
必
ず
何
れ

か
の
外
国
語
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
は
苟
も
一
独
立
国
民
と
し
て
立
て
る
も
の
ゝ
面
目
に
あ
ら
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
小
野
の
開
校
演
説
の
主
眼
と
一
致
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
中
島
草
案
は
、
学
問
は
学
問
の
た
め
に
研
究
さ
せ
る
と
し
て
も
、
そ
の
真
理
を
徹
底
さ
せ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
実
際
に
活
用
し

て
「
世
間
人
文
の
発
達
」
を
助
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
、「
学
問
と
事
業
と
岐
れ
ず
、
理
論
と
実
際
と
離
れ
ず
、
学
問
は
事
業
を
導

き
て
其
功
を
為
し
、
理
論
は
実
際
を
率
ゐ
て
之
を
改
善
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
世
間
一
切
の
秩
序
あ
る
進
歩
」
を
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
足
は
常
に
「
現
実
の
境
」
を
踏
み
、
眼
は
常
に
「
理
想
の
光
」
を
追
い
、
絶
え
ず
進
歩
的
精
神
を
も
っ
て
向
上

に
つ
と
め
る
こ
と
が
、
学
を
な
す
者
に
は
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
受
験
の
た
め
に
「
暗
記
的
の
学
問
」
を
強

い
、「
活
用
の
才
」
や
「
判
断
批
評
の
力
」
を
養
成
し
な
い
の
は
、「
人
の
霊
智
」
を
殺
し
、
そ
の
「
材
能
」
を
枯
渇
さ
せ
る
も
の
だ
と
し

て
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
、「
国
家
棟
梁
の
材
」
が
「
機
械
的
の
木
偶
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。「
批
評
的
精
神
」

と
「
応
用
的
材
能
」
を
養
成
し
、「
社
会
有
用
の
人
を
造
る
」
こ
と
を
期
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
「
品
性
」
を
練
り
、「
一
般
国
民
の
模
範
」
と
な
る
よ
う
な
「
修
養
あ
る
高
雅

の
人
士
」
を
造
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
模
範
国
民
」
と
は
、
世
界
に
対
し
て
は
「
世
界
的
国
民
」
と
し
て

働
き
、
国
家
に
対
し
て
は
「
立
憲
思
想
」
を
有
し
、
自
己
に
対
し
て
は
「
自
敬
自
重
の
念
、
健
剛
不
屈
の
意
力
」
を
有
す
る
人
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。「
模
範
国
民
」
の
意
味
が
、
世
界
・
国
家
・
自
己
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
わ
が
大
学
は
、
偏
狭
な
国
家
主
義
を
も
っ
て
教
育
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
世
界
を
相
手
と
し
て
活
動
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す
る
よ
う
な
「
進
取
的
の
国
民
」
を
造
る
こ
と
に
つ
と
め
、
こ
れ
と
と
も
に
、
教
育
と
政
治
を
分
離
し
て
政
治
思
想
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と

す
る
弊
風
を
破
っ
て
、「
一
国
民
と
し
て
応
に
有
す
べ
き
政
治
思
想
と
経
世
的
熱
心
」
を
与
え
る
こ
と
を
企
て
、
さ
ら
に
利
己
に
流
れ
破

壊
に
傾
く
こ
と
な
く
、「
自
敬
自
重
の
念
」
を
も
ち
、「
高
雅
な
る
品
性
」
を
も
っ
て
世
に
立
つ
人
士
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
だ

と
し
た
。
偏
狭
な
国
家
主
義
を
排
し
て
世
界
的
な
進
取
の
立
場
を
と
り
、
立
憲
的
な
政
治
思
想
に
富
ん
だ
人
物
を
養
成
す
る
こ
と
を
課
題

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
中
島
草
案
は
か
な
り
の
長
文
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
市
島
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
も
と
に
討
議
を
重
ね
、

学
問
の
独
立
、
学
問
の
活
用
、
模
範
国
民
の
造
就
の
三
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
案
文
を
作
っ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。

　

た
だ
し
、
不
審
な
の
は
、
市
島
が
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
が
記
載
す
る
前
記
七
人
の
起
草
委
員
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
市
島

が
こ
う
し
た
議
論
に
参
画
し
て
い
る
の
が
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
な
の
か
、
市
島
が
「
早
稲
田
大
学
三
十
年
式
典
」
の
「
準
備
委
員
長
」

（
責
任
者
）
で
あ
っ
た３
こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
判
然
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
案
文
を
作
っ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
「
そ
れ
ぞ
れ
」

と
は
、
教
旨
起
草
委
員
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。

二　

教
旨
案
の
検
討

　

市
島
は
中
島
の
草
案
を
貼
付
し
た
後
に
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
以
下
、
教
旨
案
文
を
除
き
、「
雙
魚
堂
日
載
」
か
ら
の
引
用

に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
句
読
点
を
補
っ
た
）。
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右
ニ
付
坪
内
逍
遙
か
改
作
し
た
る
も
の
先
つ
完
全
に
近
か
し
。
唯
だ
字
句
に
於
て
未
た
穏
か
な
ら
さ
る
も
の
あ
り
、
今
日
示
さ
れ
た
る
折
、
余
の
注

文
を
入
れ
て
一
二
個
所
改
刪
さ
れ
た
る
も
、
い
ま
だ
佳
な
ら
さ
る
所
尚
あ
り
、
僅
か
に
一
二
の
熟
字
を
工
風
せ
は
完
全
な
ら
ん
歟
。

　

す
な
わ
ち
、
一
九
一
二
年
二
月
二
四
日
以
降
、
委
員
会
の
も
と
で
教
旨
が
検
討
さ
れ
、
坪
内
の
改
作
案
が
「
完
全
」
に
近
い
も
の
と
し

て
、
七
月
七
日
な
い
し
八
日
に
市
島
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
市
島
が
「
字
句
」
に
関
し
て
「
注
文
」
を
つ
け
、
そ
れ

を
い
れ
て
一
、
二
か
所
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
雙
魚
堂
日
載　

巻
十
一
」
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
も
の
が
、
坪
内
に
よ
る

改
作
案
で
あ
ろ
う
。

【
Ａ　

坪
内
逍
遙
改
作
案
】

我
早
稲
田
大
学
ハ
学
問
の
独
立
を
全
ふ
し
学
問
の
活
用
に
習
熟
せ
し
め
兼
て
模
範
国
民
を
造
就
す
る
こ
と
を
以
て
建
学
の
本
旨
と
為
す

学
問
の
独
立
を
重
ん
す
る
か
故
に
我
大
学
は
政
教
其
他
一
切
の
羈
絆
を
脱
し
学
理
を
学
理
と
し
て
自
由
に
討
究
せ
し
む
る
と
共
に
常
に
独
創
の
研
鑽

に
力
め
し
め
外
国
学
界
の
造
詣
以
外
又
ハ
以
上
に
世
界
の
学
問
に
寄
与
す
る
所
あ
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
す

学
問
の
活
用
を
重
ん
す
る
か
故
に
我
大
学
ハ
常
に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し
て
二
な
ら
さ
る
所
以
を
厲
説
し
学
理
を
学
理
と
し
て
独
立
に
討
究
せ
し

む
る
と
共
に
社
会
国
家
ニ
対
す
る
学
の
活
用
を
忘
る
ヽ
こ
と
な
か
ら
し
め
以
つ
て
理
想
と
現
実
と
の
調
摂
に
長
し
秩
序
あ
る
進
歩
ニ
適
す
る
の
技
能

を
訓
練
せ
ん
こ
と
を
期
す

模
範
国
民
を
造
就
せ
ん
と
す
る
か
故
に
我
大
学
ハ
彼
の
偏
狭
な
る
国
家
思
想
不
健
全
な
る
個
人
主
義
の
諸
弊
を
去
り
外
ハ
世
界
の
公
福
の
為
め
に
活

動
に
力
む
る
と
共
に
内
は
立
憲
治
下
の
国
民
と
し
て
齊
家
経
世
の
任
に
堪
へ
政
治
上
社
会
上
私
交
上
共
に
能
く
一
世
の
典
型
た
る
に
適
す
る
の
人
格

を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す
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正
式
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
教
旨
と
、
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
市
島
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
分
量
・
構
成

と
も
に
、
ほ
ぼ
「
完
全
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
、「
字
句
」
表
現
を
中
心
に
検
討
が
加
え
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

市
島
の
「
雙
魚
堂
日
載　

巻
十
一
」
に
は
、
そ
の
後
、
一
九
一
二
年
七
月
一
三
日
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事
に
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

学
校
教
旨
案
は
坪
内
の
執
筆
に
係
り
、
昨
日
委
員
会
に
於
て
種
々
討
論
の
末
、
更
ら
に
簡
潔
に
す
る
事
と
な
り
、
坪
内
自
か
ら
加
筆
し
て
漸
く
無
難

の
文
章
を
得
た
り
。
簡
潔
な
か
ら
要
を
得
た
り
。
即
ち
左
に
収
む
る
所
の
も
の
是
れ
也
。

　

す
な
わ
ち
、
七
月
一
二
日
の
委
員
会
で
坪
内
案
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
た
末
に
、
さ
ら
に
簡
潔
に
す
る
こ
と
と
な
っ
て
坪
内
自
身
が
加
筆

し
、
そ
の
結
果
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
無
難
な
文
章
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
市
島
は
そ
の
坪
内
再
改
作
案
を
「
雙
魚
堂
日
載
」
に

貼
付
し
て
い
る
。

【
Ｂ　

坪
内
逍
遙
再
改
作
案
】

　
　
　

早
稲
田
大
学
教
旨
（
草
案
）

我
早
稲
田
大
学
は
学
問
の
独
立
を
全
う
し
学
問
の
活
用
を
重
ん
じ
模
範
国
民
を
造
就
す
る
を
建
学
の
本
旨
と
為
す

学
問
の
独
立
を
全
う
せ
ん
と
す
る
が
故
に
我
大
学
は
自
由
討
究
を
主
と
し
政
教
其
他
一
切
の
羈
絆
を
脱
し
常
に
独
創
の
研
鑽
に
力
め
世
界
の
学
問
に

寄
与
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
期
す

学
問
の
活
用
を
重
ん
ず
る
が
故
に
我
大
学
は
常
に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し
て
二
な
ら
ざ
る
所
以
を
厲
説
し
学
理
と
し
て
独
立
に
討
究
す
る
と
共
に

社
会
国
家
に
対
す
る
学
の
活
用
に
力
め
秩
序
あ
る
進
歩
に
適
す
る
の
材
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す
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模
範
国
民
を
造
就
せ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
我
大
学
は
内
は
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
と
し
て
齊
家
経
世
の
任
に
堪
へ
外
は
広
く
世
界
に
活
動
し
得

る
資
を
備
へ
公
私
共
に
国
民
の
典
型
た
る
に
適
す
る
人
格
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
市
島
の
「
雙
魚
堂
日
載
」
に
は
、「
教
旨
」
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
こ
の
月
末
、
明
治
天
皇
が
死
去
し
た
た
め
、

創
立
三
〇
周
年
紀
念
行
事
が
延
期
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
関
係
す
る
記
事
が
登
場
す
る
の
は
、「
大
正
二
年
二
月
以
降
」
と
表
紙
に

記
さ
れ
た
「
巻
十
五
」
で
あ
る
。
前
回
の
記
載
か
ら
約
九
か
月
後
、
一
九
一
三
年
四
月
二
〇
日
に
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

早
稲
田
大
学
教
旨
し
ば
し
ば
委
員
会
に
か
け
て
幾
度
か
稿
を
改
む
。
此
の
程
最
後
の
委
員
会
に
於
て
修
正
し
た
る
所
尚
二
三
字
穏
か
な
ら
さ
る
所
あ

り
、
更
ら
に
修
正
を
要
す
と
云
ふ
。

　
「
委
員
会
」
と
し
て
の
検
討
は
一
九
一
三
年
四
月
時
点
で
「
最
後
」
に
な
っ
た
も
の
の
、
な
お
字
句
に
つ
い
て
若
干
の
「
修
正
」
を
要

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
市
島
は
こ
の
記
載
の
後
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
早
稲
田
大
学
教
旨
起
草
委
員
会
」
に
よ
る
「
草
案
第

六
号
」
を
貼
付
し
て
い
る
。

【
Ｃ　

早
稲
田
大
学
教
旨
起
草
委
員
会
草
案
第
六
号
】

　
　
　

早
稲
田
大
学
教
旨
（
草
案
第
六
号
）

早
稲
田
大
学
は
学
問
の
独
立
を
全
う
し
学
問
の
活
用
を
遂
げ
模
範
国
民
を
造
就
す
る
を
以
て
建
学
の
本
旨
と
為
す
。

学
問
の
独
立
を
全
う
せ
ん
と
す
る
が
故
に
本
大
学
は
自
由
討
究
を
主
と
し
独
創
の
攻
修
に
力
め
政
教
其
他
一
切
の
覊
絆
を
受
け
ず
以
て
世
界
の
学
問

に
裨
補
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
期
す
。
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学
問
の
活
用
を
遂
げ
ん
と
す
る
が
故
に
本
大
学
は
常
に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し
て
二
な
ら
ざ
る
所
以
を
信
じ
学
理
を
学
理
と
し
て
討
究
す
る
と
共

に
之
を
国
家
社
会
に
活
用
す
る
の
道
を
講
じ
以
て
進
取
の
人
材
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す
。

模
範
国
民
を
造
就
せ
ん
と
す
る
が
故
に
本
大
学
は
内
は
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
と
し
て
齊
家
経
世
の
任
に
堪
へ
外
は
広
く
世
界
に
活
動
す
る
の

資
を
具
へ
国
民
の
典
型
た
る
人
格
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す

　

市
島
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
草
案
第
六
号
」
が
最
後
の
起
草
委
員
会
に
付
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
委
員
会
で
修
正
を
加

え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
な
お
「
二
三
字
穏
か
な
ら
さ
る
所
あ
り
」、
さ
ら
に
修
正
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　

市
島
は
「
雙
魚
堂
日
載　

十
七
」、
す
な
わ
ち
一
九
一
三
年
八
月
以
降
の
手
記
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

早
大
の
教
旨
案
昨
年
来
委
員
会
を
開
く
こ
と
前
後
六
、
七
回
、
稿
を
改
む
る
こ
と
も
五
、
六
回
の
多
き
に
及
び
た
れ
ど
、
結
局
に
於
て
尚
可
な
ら
さ

る
所
あ
り
、
個
様
の
み
の
議
論
を
闘
ハ
せ
は
闘
ハ
す
ほ
ど
文
章
理
屈
ニ
落
ち
て
漸
く
文
章
追
々
あ
し
く
成
り
行
く
は
此
種
の
も
の
に
有
り
勝
の
事

也
。
仍
て
此
度
は
理
屈
家
を
除
外
し
漢
文
家
の
み
を
会
し
て
字
句
の
相
談
を
為
す
こ
そ
然
る
べ
し
と
、
余
担
当
し
て
一
夕
、
早
稲
田
の
漢
文
家
松
平
、

桂
、
菊
池
、
牧
野
を
某
亭
ニ
会
し
四
五
の
修
正
を
施
し
、
漸
く
可
を
覚
ふ
る
に
到
れ
り
。

　

市
島
が
こ
の
よ
う
に
記
載
し
た
の
は
、
一
九
一
三
年
八
月
上
旬
（
八
月
一
〇
日
以
前
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
前
年
以
来
、
委
員
会
を

六
、
七
回
開
催
し
て
、「
稿
を
改
む
る
こ
と
」
五
、
六
回
を
重
ね
て
得
た
案
が
、
先
に
掲
げ
た
「
草
案
第
六
号
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
階
（
一
九
一
三
年
四
月
時
点
）
で
、
教
旨
の
検
討
は
起
草
委
員
会
の
手
か
ら
離
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
し
か
し
、
な
お
教
旨
の
文
言
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
検
討
を
重
ね
て
み
た
が
、
決
着
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
市
島
は
、「
理
屈
」

で
は
な
く
、「
文
章
」
と
し
て
教
旨
の
「
字
句
」
を
確
定
す
べ
く
、
自
ら
が
こ
れ
を
担
当
す
る
こ
と
に
し
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
漢

文
家
」
を
結
集
し
て
非
公
式
に
相
談
し
、
四
、
五
か
所
修
正
し
て
、
よ
う
や
く
「
可
」
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。



12
　

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
漢
文
家
松
平
、
桂
、
菊
池
、
牧
野
」
と
は
、
松
平
康
国
・
桂
五
十
郎
・
菊
池
三
九
郎
・
牧
野
謙
次
郎
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
「
早
稲
田
漢
学
」
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た４
。
ち
な
み
に
、
菊
池
に
つ
い
て
市
島
は
、「
学
校
の
種
々
の

儀
式
に
必
要
と
す
る
多
く
の
文
章
を
筆
作
し
た
」
と
記
し
て
い
る
と
い
う５
。

　

な
お
、市
島
の
「
雙
魚
堂
日
誌
」
一
九
一
三
年
七
月
二
八
日
の
条
に
は
、「
五
時
よ
り
神
楽
坂
春
陽
楼
ニ
学
校
の
教
旨
を
修
正
す
る
た
め
、

松
平
、
牧
野
、
杉
山
、
菊
池
、
桂
を
会
し
字
句
の
修
成
を
な
し
終
り
、
晩
餐
を
共
に
し
て
別
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
雙

魚
堂
日
載
」
の
「
一
夕
」
と
は
、
七
月
二
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
修
正
の
席
に
は
、
前
記
四
人
の
ほ
か
に
、
杉

山
令
吉
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
三
〇
年
記
念
式
典
の
二
か
月
前
、
よ
う
や
く
市
島
の
も
と
で
教
旨
案
が
完
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
記
念
式
典
で
発
表
さ

れ
た
早
稲
田
大
学
教
旨
を
記
し
て
お
こ
う６
。

【
Ｄ　

正
式
発
表
さ
れ
た
教
旨
】

　
　
　

早
稲
田
大
学
教
旨

早
稲
田
大
学
は
学
問
の
独
立
を
全
う
し
、
学
問
の
活
用
を
效
し
、
模
範
国
民
を
造
就
す
る
を
以
て
建
学
の
本
旨
と
為
す
。

早
稲
田
大
学
は
学
問
の
独
立
を
本
旨
と
為
す
を
以
て
、
之
が
自
由
討
究
を
主
と
し
、
常
に
独
創
の
研
鑽
に
力
め
、
以
て
世
界
の
学
問
に
裨
補
せ
ん
事

を
期
す
。

早
稲
田
大
学
は
学
問
の
活
用
を
本
旨
と
為
す
を
以
て
、
学
理
を
学
理
と
し
て
研
究
す
る
と
共
に
、
之
を
実
際
に
応
用
す
る
の
道
を
講
じ
、
以
て
時
世

の
進
運
に
資
せ
ん
事
を
期
す
。

早
稲
田
大
学
は
模
範
国
民
の
造
就
を
本
旨
と
為
す
を
以
て
、
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
と
し
て
個
性
を
尊
重
し
、
身
家
を
発
達
し
、
国
家
社
会
を

利
済
し
、
併
せ
て
広
く
世
界
に
活
動
す
可
き
人
格
を
養
成
せ
ん
事
を
期
す
。
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三　

教
旨
文
言
の
確
定
過
程

　

で
は
、
教
旨
の
文
言
は
い
か
に
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ぼ
「
完
全
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
坪
内
の
改
作
案

以
後
の
推
移
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

教
旨
を
四
つ
に
分
け
て
、
前
文
を
０

、「
学
問
の
独
立
」
を
１

、「
学
問
の
活
用
」
を
２

、「
模
範
国
民
の
造
就
」
を
３

と
し
、
坪
内
の

改
作
案
を
Ａ
（
一
九
一
二
年
七
月
）、
坪
内
の
再
改
作
案
を
Ｂ
（
一
九
一
二
年
七
月
）、
委
員
会
の
草
案
第
六
号
を
Ｃ
（
一
九
一
三
年
四
月
）、
発

表
さ
れ
た
教
旨
を
Ｄ
（
一
九
一
三
年
一
〇
月
）
と
し
て
、
教
旨
の
表
記
・
表
現
が
い
か
に
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
対
照
さ

せ
た
も
の
が
別
表
で
あ
る
。
特
徴
的
な
表
記
・
表
現
の
推
移
を
示
す
た
め
、
Ａ
に
は
通
常
の
下
線
、
Ｂ
に
は
点
線
、
Ｃ
に
は
波
線
、
Ｄ
に

は
二
重
の
下
線
を
そ
れ
ぞ
れ
付
し
、
前
案
を
継
承
し
て
い
る
場
合
は
、
前
案
の
下
線
を
残
し
た
。

　

ま
ず
、
下
線
は
付
さ
な
か
っ
た
が
、
Ａ
の
０

冒
頭
に
あ
っ
た
「
我
」
は
、
Ｃ
以
後
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
０

だ
け
で
な
く
、
１
・

２

・
３

の
最
初
に
も
、
Ｄ
に
至
っ
て
す
べ
て
「
早
稲
田
大
学
は
」
の
主
語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
語
調
を
整
え
る
た
め
の
「
漢
文
家
」
に

よ
る
修
正
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
０
（
前
文
）
に
つ
い
て
。
基
本
的
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
Ａ
の
「
習
熟
せ
し
め
」
は
、
Ｂ
で
「
重
ん
じ
」

と
な
り
、
Ｃ
で
「
遂
げ
」
に
変
え
ら
れ
、
Ｄ
の
「
效
し
」
で
確
定
さ
れ
た
。

　

１
（「
学
問
の
独
立
」）
に
つ
い
て
。
Ａ
の
「
重
ん
す
る
か
故
に
」
が
、
Ｂ
で
は
「
全
う
せ
ん
と
す
る
が
故
に
」
と
な
り
、
こ
れ
は
Ｃ
で

も
踏
襲
さ
れ
た
が
、
Ｄ
で
「
本
旨
と
為
す
を
以
て
」
で
確
定
さ
れ
た
。「
漢
文
家
」
に
よ
る
修
正
で
あ
る
。

　

最
も
大
き
な
１

の
変
更
点
は
、
Ａ
に
あ
っ
た
「
政
教
其
他
一
切
の
羈
絆
を
脱
し
学
理
を
学
理
と
し
て
自
由
に
討
究
せ
し
む
る
と
共
に
」
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教旨案対照表

０

Ａ
我早稲田大学ハ学問の独立を全ふし学問の活用に習熟せしめ兼て模範国民を造就することを
以て建学の本旨と為す

Ｂ
我早稲田大学は学問の独立を全うし学問の活用を重んじ模範国民を造就するを建学の本旨と
為す

Ｃ
早稲田大学は学問の独立を全うし学問の活用を遂げ模範国民を造就するを以て建学の本旨と
為す

Ｄ
早稲田大学は学問の独立を全うし、学問の活用を效し、模範国民を造就するを以て建学の本
旨と為す

１

Ａ
学問の独立を重んするか故に我大学は政教其他一切の羈絆を脱し学理を学理として自由に討
究せしむると共に常に独創の研鑽に力めしめ外国学界の造詣以外又ハ以上に世界の学問に寄
与する所あらしめんことを期す

Ｂ
学問の独立を全うせんとするが故に我大学は自由討究を主とし政教其他一切の羈絆を脱し常
に独創の研鑽に力め世界の学問に寄与する所あらんことを期す

Ｃ
学問の独立を全うせんとするが故に本大学は自由討究を主とし独創の攻修に力め政教其他一
切の覊絆を受けず以て世界の学問に裨補する所あらんことを期す

Ｄ
早稲田大学は学問の独立を本旨と為すを以て、之が自由討究を主とし、常に独創の研鑽に力
め、以て世界の学問に裨補せん事を期す

２

Ａ
学問の活用を重んするか故に我大学ハ常に学問と実際との一にして二ならさる所以を厲説し
学理を学理として独立に討究せしむると共に社会国家ニ対する学の活用を忘るヽことなから
しめ以つて理想と現実との調摂に長し秩序ある進歩ニ適するの技能を訓練せんことを期す

Ｂ
学問の活用を重んずるが故に我大学は常に学問と実際との一にして二ならざる所以を厲説し
学理として独立に討究すると共に社会国家に対する学の活用に力め秩序ある進歩に適するの
材を養成せんことを期す

Ｃ
学問の活用を遂げんとするが故に本大学は常に学問と実際との一にして二ならざる所以を信
じ学理を学理として討究すると共に之を国家社会に活用するの道を講じ以て進取の人材を養
成せんことを期す

Ｄ
早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て、学理を学理として研究すると共に、之を実際
に応用するの道を講じ、以て時世の進運に資せん事を期す

３

Ａ
模範国民を造就せんとするか故に我大学ハ彼の偏狭なる国家思想不健全なる個人主義の諸弊
を去り外ハ世界の公福の為めに活動に力むると共に内は立憲治下の国民として齊家経世の任
に堪へ政治上社会上私交上共に能く一世の典型たるに適するの人格を養成せんことを期す

Ｂ
模範国民を造就せんと欲するが故に我大学は内は立憲帝国の忠良なる臣民として齊家経世の
任に堪へ外は広く世界に活動し得る資を備へ公私共に国民の典型たるに適する人格を養成せ
んことを期す

Ｃ
模範国民を造就せんとするが故に本大学は内は立憲帝国の忠良なる臣民として齊家経世の任
に堪へ外は広く世界に活動するの資を具へ国民の典型たる人格を養成せんことを期す

Ｄ
早稲田大学は模範国民の造就を本旨と為すを以て、立憲帝国の忠良なる臣民として個性を尊
重し、身家を発達し、国家社会を利済し、併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を
期す
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で
あ
る
。
Ｂ
・
Ｃ
は
基
本
的
に
こ
れ
を
踏
襲
し
て
「
政
教
其
他
一
切
の
羈
絆
」
を
脱
す
る
こ
と
を
「
学
問
の
自
由
」
の
具
体
的
な
内
容
と

し
て
表
示
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
中
島
の
初
案
が
詳
し
く
記
載
し
て
い
た
よ
う
な
認
識
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
更
ら

に
簡
潔
に
」（
市
島
「
雙
魚
堂
日
載
」）
し
よ
う
と
し
た
た
め
か
、
Ｂ
は
「
自
由
討
究
を
主
と
し
政
教
其
他
一
切
の
羈
絆
を
脱
し
」、
Ｃ
は
「
自

由
討
究
を
主
と
し
独
創
の
攻
修
に
力
め
政
教
其
他
一
切
の
覊
絆
を
受
け
ず
」
と
、
表
記
・
表
現
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｄ

で
は
こ
の
よ
う
な
「
政
教
其
他
一
切
の
覊
絆
を
受
け
」
な
い
と
い
う
含
意
が
消
え
、
単
に
「
自
由
討
究
を
主
と
し
」
の
み
と
な
っ
た
。
中

島
案
以
来
含
意
さ
れ
て
い
た
宗
教
・
政
治
（
権
力
）
か
ら
の
「
独
立
」
と
い
う
要
素
は
、
Ｄ
、
す
な
わ
ち
「
漢
文
家
」
に
よ
る
修
正
に
よ
っ

て
消
え
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ａ
の
「
外
国
学
界
の
造
詣
以
外
又
ハ
以
上
に
世
界
の
学
問
に
寄
与
す
る
所
あ
ら
し
め
ん
」
は
、
Ｂ
で
は
後
半
の
「
世
界
の
学
問

に
寄
与
す
る
所
あ
ら
ん
」
の
み
と
な
っ
た
。「
更
ら
に
簡
潔
に
」
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
は
こ
れ
を
「
世
界
の
学
問
に
裨
補

す
る
所
あ
ら
ん
」
と
若
干
修
正
し
、
Ｄ
で
「
世
界
の
学
問
に
裨
補
せ
ん
」
と
な
っ
た
。

　

２
（「
学
問
の
活
用
」）
に
つ
い
て
。
Ａ
・
Ｂ
と
も
に
「
重
ん
す
る
か
故
に
」
と
な
っ
て
い
た
部
分
は
、
Ｃ
で
「
遂
げ
ん
と
す
る
が
故
に
」

と
な
り
、
Ｄ
で
「
本
旨
と
為
す
を
以
て
」
と
な
っ
た
。
Ｃ
か
ら
Ｄ
へ
の
変
更
は
、
１

の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、「
漢
文
家
」
が
語
調
を
整

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

２

の
大
き
な
変
更
点
は
、
Ａ
が
「
常
に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し
て
二
な
ら
さ
る
所
以
を
厲
説
し
学
理
を
学
理
と
し
て
独
立
に
討
究
せ

し
む
る
」
と
し
て
い
た
箇
所
が
、
Ｄ
で
「
学
理
を
学
理
と
し
て
研
究
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
Ｂ
は
「
常

に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し
て
二
な
ら
ざ
る
所
以
を
厲
説
し
学
理
と
し
て
独
立
に
討
究
す
る
」、
Ｃ
は
「
常
に
学
問
と
実
際
と
の
一
に
し

て
二
な
ら
ざ
る
所
以
を
信
じ
学
理
を
学
理
と
し
て
討
究
す
る
」
と
、
基
本
的
に
Ａ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
Ｄ
の
「
漢
文
家
」
に
よ
る
修
正

に
至
っ
て
、
大
幅
な
簡
略
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
、
こ
れ
に
つ
づ
く
Ａ
の
「
社
会
国
家
ニ
対
す
る
学
の
活
用
を
忘
る
ヽ
こ
と
な
か
ら
し
め
以
て
理
想
と
現
実
と
の
調
摂
に
長
し
秩
序

あ
る
進
歩
ニ
適
す
る
の
技
能
を
訓
練
せ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
で
「
社
会
国
家
に
対
す
る
学
の
活
用
に
力
め
秩
序
あ
る
進
歩
に
適
す
る
の

材
を
養
成
せ
ん
」、
Ｃ
で
「
国
家
社
会
に
活
用
す
る
の
道
を
講
じ
以
て
進
取
の
人
材
を
養
成
せ
ん
」
と
、
次
第
に
簡
略
化
さ
れ
、
Ｄ
で
「
実

際
に
応
用
す
る
の
道
を
講
じ
、
以
て
時
世
の
進
運
に
資
せ
ん
」
と
な
っ
た
。

　

３
（「
模
範
国
民
の
造
就
」）
に
つ
い
て
。
Ａ
の
「
せ
ん
と
す
る
か
故
に
」
は
、
Ｂ
で
「
せ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
」
に
、
Ｃ
で
「
せ
ん
と
す

る
が
故
に
」
に
な
っ
た
が
、
Ｄ
で
１

・
２

と
同
様
の
語
調
と
な
り
、「
本
旨
と
為
す
を
以
て
」
で
確
定
さ
れ
た
。

　

３

の
大
き
な
変
更
点
は
、
Ａ
の
「
彼
の
偏
狭
な
る
国
家
思
想
不
健
全
な
る
個
人
主
義
の
諸
弊
を
去
り
外
ハ
世
界
の
公
福
の
為
め
に
活
動

に
力
む
る
と
共
に
内
は
立
憲
治
下
の
国
民
と
し
て
齊
家
行
世
の
任
に
堪
へ
政
治
上
社
会
上
私
交
上
共
に
能
く
一
世
の
典
型
た
る
に
適
す
る

人
格
」
か
ら
、
Ｂ
で
「
彼
の
偏
狭
な
る
国
家
思
想
不
健
全
な
る
個
人
主
義
の
諸
弊
を
去
り
」
が
削
除
さ
れ
、
さ
ら
に
「
外
」
と
「
内
」
の

順
番
を
入
れ
替
え
て
簡
略
化
し
、「
内
は
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
と
し
て
齊
家
経
世
の
任
に
堪
へ
外
は
広
く
世
界
に
活
動
し
得
る
資

を
備
へ
公
私
共
に
国
民
の
典
型
た
る
に
適
す
る
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
Ａ
の
「
立
憲
治
下
の
国
民
」
は
Ｂ
で
「
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣

民
」
と
な
り
、
こ
れ
は
Ｃ
を
経
て
Ｄ
で
確
定
さ
れ
た
。
Ａ
の
「
偏
狭
な
る
国
家
思
想
不
健
全
な
る
個
人
主
義
の
諸
弊
」
が
消
え
、
か
わ
っ

て
Ｂ
以
降
、「
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
」
が
登
場
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、「
内
」
と
「
外
」
に
分
け
て
「
模
範
国
民
」
の
資
質
を
説

明
す
る
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
仕
方
は
Ｄ
で
否
定
さ
れ
、「
個
性
を
尊
重
し
、
身
家
を
発
達
し
、
国
家
社
会
を
利
済
し
、
併
せ
て
広
く
世
界
に
活

動
す
可
き
人
格
」
と
な
っ
た
。

　

以
上
検
討
を
加
え
て
き
た
よ
う
に
、
早
稲
田
大
学
教
旨
は
、
高
田
学
長
の
提
起
を
う
け
て
設
置
さ
れ
た
教
旨
起
草
委
員
会
の
も
と
、
中

島
半
次
郎
草
案
を
当
初
案
と
し
、
以
後
、
こ
れ
を
改
作
し
た
坪
内
逍
逍
遙
案
を
ベ
ー
ス
に
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
最
終
的
に
は
、
市
島
の
も
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と
、
漢
学
者
の
手
に
よ
っ
て
文
言
が
整
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
確
定
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
教
旨
は
、
一
九
一
三
年
一
〇

月
一
七
日
の
記
念
祝
典
初
日
、
大
隈
重
信
総
長
に
よ
っ
て
広
く
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註（
１

） 

早
稲
田
大
学
大
学
史
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史
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