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さ
れ
た
こ
れ
ら
三
篇
は
、
ま
た
美
義
牽
他
編
『
港
整
及
海
外
皐
者
論
近
代
中
園

文
化
』

(重
度
出
版
祉
、
一
九
八
七
年
〉
及
び
湯

一
介
の
総
序
を
附
す
る
『
嘗

代
新
儒
家
』

(中
園
文
化
雲
院
文
庫
、
滋
軍
海
外
中
園
文
化
論
護
、
三
聯
書

庖
、
一
九
八
九
年〉

に
鱒
載
さ
れ
て
い
る
。

仲

間三
巴
-
0
2
5-
の
宮
ロ
m
m
g
ι
同

7
0
男
氏。
司自

玄
2
O
B
E
Y
58
1

5
8
q
rの
お
と
之
、
官

E
S
ミ
ミ

9
5・
〈
o
-
N
・

E
Z
2.5
m・

5
0
01
5
ロ
・
-
F
N-
H8
3
ワ
シ
ン

ト
ン
大
皐
の

玄
ω
ミ
∞
-HN
E
Eロ
の

書
評
(
叫
4
Z
~2
3
Q目
。¥
み
2
3
h
u
s
ba
-〈
o
-・品。・

ロ0
・品-
H
S

H
)

が

あ
る
。同

「

晩

清
思
想
設
展
試
論
1

幾
箇
基
本
論
貼
的
提
出
奥
検
討
」
(
『
近
代
中

園
思
想
人
物
論
』
〈
晩
清
思
想
〉
、

一
九
八

O
年
〉
。
羊
主
義
華
他
編
『
浴
登
及
海

外
患
者
論
近
代
中
園
文
化
』
に
枚
め
る
。

同

「
侍
統
輿
現
代
化
|
以
即
時
統
批
判
現
代
化
、
以
現
代
化
批
州
侮
統
l
」

(『
中
園
文
化
的
危
機
輿
展
望
』
〈
文
化
博
統
的
重
建
〉
、
時
報
文
化
出
版
事
業

有
限
公
司
、
一
九
八
二
年
〉
。

例

『
烈
士
精
紳
輿
批
判
一意
識
|
諒
嗣
同
思
想
的
分
析
』

公
司
、
一
九
八
八
年
〉。

(聯
経
出
版
事
業

ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
と
張
瀬
の
新
儒
家
論

以
上
の
張
瀬
氏
の
経
歴
及
び
著
書
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
単
な
る

中
国
近
代
思
想
研
究
で
は
な
い
。
妥
掛
円
の
中
関
人
製
者
が
ア

メ
リ
カ
で
皐
び
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
思
想
空
間
か
ら
同
じ
中
園
人
の
問
題
と
し
て
近
代
中
園
の
思

想
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
問
題
意
識
は
特
定
の
歴
史
状
況
内
の
個
別
研
究
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
い
ま
の
現
代
的
問
題
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
私
は
ア
メ
リ

カ
の
中
園
研
究
の
現
朕
に
詳
し
く
な
い
の
で
、
た
ま
た
ま
佐
藤
恨
一
氏
に
よ
っ

て
誇
出
さ
れ
た

『知
の
帯
園
主
義
|
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
中
園
像
』

2
2-

〉
・の
o
v
g
b
R。号、
S
町
民
主
。
ミ
3

門

uptg
-b
ヨ
q
R
S
同
定
。
ミ
E
N

司
コ
史
認h
g
HPR
河

内
町

S
H

門

UE
2Z
HUQhh
h
Z何
者

J

円

2
F

。。EB
r
E

C
E
S門
的

見
可，

F
EM-
H
8
6
に
よ
っ
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

著
者
コ

l
エ
ン
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
多
戦
と
敗
北
と
い
う

深
刻
な
教
訓
を
引
き
受
け
る
立
場
か
ら
、
西
欧
が
中
園
に
劃
す
る
場
合
の

。知

的
脅
園
主
義
。
の
問
題
を
、
さ

ま
ざ
ま
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
類
型
し
て
検
討
す

る
。
西
欧
の
衝
撃
1

中
園
の
反
路
、
健
統
|
近
代
性
、
帯
園
主
義
l
反
帝
運
動

と
い
う
パ

タ
ー
ン
を
と
り
あ
げ
批
判
し
た
あ
と
、

取
る
べ
き
立
場
と
し
て
「
中

園
自
身
に
即
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ」

を
主
張
す
る
。

い
ま
は
同
書
の
紹
介
が
目
的

で
な
い
の
で
、
張
瀬
に
綱
れ
た
部
分
だ
け
を
拾
い
出
し
て
み
る
。
一
般
的
に
い

っ
て
、
コ
l
エ
ン
の
張
瀕
の
扱
い
方
は
肯
定
的
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
九
五

0
年

代
と
六

0
年
代
を
代
表
す
る
レ
ベ
ン
ソ
ン
の
梁
啓
超
論
を
検
討
す
る
中
で
、
西

欧
の
衝
撃
を
過
大
観
す
る
レ
ベ

ン
ソ

ン
の
批
判
者
と

し
て
張
縦
を
と
り
あ
げ

る
。
日
本
の
近
代
と
異
な
り
、
中
園
の
場
合
そ
れ
は
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
た
と
い
、

「
〈
西
洋
の
衝
撃
〉
が
中
園
知
識
人
の
問
題
関
心
の
主
要

な
針
象
と
な
っ
た
後
で
さ
え
も
、
従
来
か
ら
の
哲
摩
的
問
題
関
心
が
そ
れ
に
よ

っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
従
来
か
ら
の
哲
皐
的
問

題
関
心
が
、

微
妙
か
つ
複
雑
な
形
で
、

〈西
洋
の
衝
撃
〉
に
封
す
る
中
園
人
の

問
題
関
心
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

チ
ャ

ン
の
こ
の
見
解
は
、

二
O
世
紀
の
郷
村
秩
序
再
建
論
者
で
儒
敬
を
信
奉
し
て
い
た
梁
激
、漢に
関
す
る

ガ
イ

・
ア
リ
ト
l
の
研
究
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
」

(
謬

蓄

=
二
頁
〉
。

従
っ
て
、
五
四
時
期
の
反
僻
統
の
旗
を
掲
げ
た
運
動
で
さ
え
、
中
園
の
侍
統

的
遺
産
か
ら
の
継
承
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
「

ハ
オ

・
チ
ャ
ン
は
梁
啓
超

に
関
す
る
研
究
の
中
で
、

『
清
末
の
中
園
知
識
人
は
、
主
と
し
て
儒
数
の
停
統

-178ー
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か
ら
受
け
縫
い
だ
特
定
の
関
心
や
問
題
に
照
ら
し
て
、
〈
西
洋
の
衝
撃
〉
の
意

味
を
解
蝿
押
し
た
』
と
い
う
一
般
的
命
題
を
立
て
た
。
梁
曲
目
超
の
集
産
主
義
や
清

末
改
革
板
、
革
命
汲
の
普
遍
主
義
的
熱
望
、
あ
る
い
は
王
先
謙
の
〈
公
〉
概
念

な
ど
の
内
に
見
ら
れ
る
、
あ
る
種
の
停
統
的
債
値
に
よ
る
方
向
づ
け
は
、
チ
ャ

ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
『
中
園
の
近
代
化
に
射
す
る
障
害
と
し
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
代
化
を
背
後
か
ら
推
進
す
る
力
と
し
て
』
働
い
た
の
で
あ
る
」
(
該一

書
一
三
五
頁
〉
。
コ

i

エ
ン
が
、
中
園
自
身
に
即
す
る
「
中
園
研
究
の
新
し
い

潮
流
」
の
中
で
、
「
ハ
オ
・
チ
ャ
ン
が
梁
答
超
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
西

洋
の
挑
戦
マ
は
な
く
中
園
の
鼠
弔
問
的
俸
統
か
ら
読
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
、

西
洋
に
射
し
て
だ
け
で
は
な
く
中
園
の
幅
緩
し
た
知
的
世
界
に
封
し
で
も
反
感

し
た
人
物
と
し
て
梁
感
超
を
箔
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
。
そ
の
知
的
世
界
は
庚
が
り
と
奥
行
を
持
ち
、
そ
の
内
部
に
は
互
い
に
競
い

合
う
多
援
な
思
想
潮
流
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
」
(
一
該
一
書
二
二
九
頁
〉
と
肯
定

的
な
例
と
し
て
引
く
の
も
、
ア
メ
リ
カ
の
皐
界
内
に
お
け
る
中
園
人
研
究
者
の

位
置
と
役
割
を
想
定
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

問
題
は
単
に
中
園
人
だ
か
ら
中
園
の
原
典
を
譲
み
こ
な
す
こ
と
が
で
き
、
中

園
の
俸
統
思
想
の
知
識
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
コ

l

エ
ン
が
ア
メ
リ

カ
の
中
園
研
究
と
い
う

一
般
的
問
題
と
し
て
提
起
し
、
そ
れ
に
態
じ
て
蓬
湾
出

身
の
張
瀬
が
ア
メ
リ
カ
と
い
う
。
普
遍
的
。
世
界
の
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
問
題

提
起
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
い
ま
世
界
内
の
中

閣
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
現
代
的
関
心
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
在
る
。

い
ま
こ
こ
で
。
自
由
の
女
紳
像
。
や
民
主
と
人
権
に
謝
す
る
武
力
銀
座
に
至
っ

た
。
事
件
。
を
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
少
く
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な

い
非
マ
ル
ク
ス
主
義
、
す
な
わ
ち
儒
教
|
|
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
で
あ
る
が

ー
ー
と
い
う
停
統
思
想
か
ら
中
園
の
近
代
史
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
闘
が
そ

こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
主
と
し
て
肇
組
問
や
香
港
、
そ
し
て
ア
メ
リ

カ
在
住
の
中
園
人
研
究
者
、
さ
ら
に
中
園
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る

。
現

代
新
儒
家
々
論
議
に
通
底
す
る
問
題
か
ら
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
(
吾
妻
重
二
氏
の

「
中
園
に
お
け
る
非
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
拳
|
新
儒
家
を
め

ぐ
っ
て
|
」
、
『
思
想
』
ぬ
川
、
一
九
八
九
年
一

O
月
参
照
)
。

こ
の
コ

I
エ
ン
の
ア
メ
リ
カ
中
園
研
究
の
批
判
と
反
省
に
見
合
う
も
の
と
し

て
、
溝
口
雄
三
氏
の
『
方
法
と
し
て
の
中
園
』

(
一
九
八
九
年
)
が
あ
る
。
第

二
次
大
戦
の
日
本
の
敗
北
と
毛
津
東
の
人
民
中
園
の
成
立
と
い
う
情
況
か
ら
出

裂
し
た
戦
後
日
本
の
中
園
研
究
に
つ
い
て
、

著
者
は
時
代
朕
況
か
ら
の
稼
見
ま

た
は
毛
津
東
の
革
命
へ
牧
徴
さ
れ
る
段
階
論
に
射
す
る
批
剣
を
行
う
と
と
も

に
、
中
園
自
身
と
い
う
歴
史
的
基
隆
の
客
観
的
認
識
を
主
張
す
る
。
こ
れ
が
コ

l
エ
ン
の
い
う
「
中
園
自
身
に
即
し
た
ア
プ
ロ

ー
チ
」
と
同
じ
こ
と
に
な
る
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、
著
者
が
あ
と
が
き
に
記
し
た
感
想
に
注
目
し
た
い
。
肇

組
問
の
新
竹
市
清
華
大
島
留
皐
中
に
書
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
中
園
研

究
は
中
華
人
民
共
和
園
と
い
う
領
域
園
家
の
範
囲
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、

香
港
・

肇掛問

・
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
海
外
華
僑
を
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
が
華
僑
枇
舎
を
も
包
援
し
う
る
多
民
族

・
多
社
品
目性

を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
、
本
書
の
書
評
に
際
し
て
私
自
身
が
感
じ

た
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で
本
書
は
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

皐
に
英
語
と
い
う
。
普
遍
的
。
な
こ
と
ば
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は

t
、。
Z
L
 

こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
本
書
の
書
評
二
つ
を
紹
介
し
て
お
き
た
い。

一
つ
は
、
ア
イ
オ
ワ
大
皐
の

ロ
ミ
正
〉
長

E
F
Q
2
3ミ
ミ

b
2
3

阿
古
司
匂
・

2--NH・
S
・
M
-
Sミ
〉
。
ま
ず
、
な
ぜ
こ
の
四
人
(
康
有
篤
・
諒

嗣
同
・
章
痢
麟

・
劉
師
培
〉
を
と
り
あ
げ
た
か
の
理
由
は
し
か
く
明
確
で
な

-179-



180 

ぃ。

康
は
蛍
然
扱
わ
れ
る
べ
き
針
象
で
あ
る
が
、
他
の
三
人
に
つ
レ
て
は
確
か

に
興
味
が
あ
り
影
響
は
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
自
明
で
あ
る
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。
ま
た
著
者
が
レ

ベ
ン
ソ
ン
の
歴
史
と
債
値
と
い

デ
イ
ヲ
ト

t
I

う
二
分
法
を
超
え
、
こ
れ
ら
四
人
の
過
渡
期
の
思
想
を
土
着
の
ル
l
ツ
か
ら
探

求
し
よ
う
と
し
た
立
場
は
、
慮
女
作
梁
啓
超
論
か
ら
一

貫
す
る
も
の
で
あ
る
と

指
摘
し
、
評
者
が
と
く
に
債
値
あ
り
と
す
る
の
は
、
「
人
と
枇
舎
に
つ
い
て
の

ぞ

，

ル

ス
ピ
リ
チ

a
7
aw

道
徳
的
精
神
的
な
関
心
が
か
れ
ら
の
思
想
の
核
心
で
あ
る
」
と
い
う
、

著
者
の

か
れ
ら
の
世
界
観
に
つ
い
て
の
言
及
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
の
思
想

は
、
政
治
改
革
の
た
め
の
畢
な
る
正
賞
化
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
人
間
存
在
の
意
味
を
、
生
涯
を
通
じ

て
求
め
描
明
け
た
結
果
な
の
で
あ

る
。
か
れ
ら
四
人
は
、
単
な
る
近
代
主
義
者
や
民
族
主
義
者
と
し
て
理
解
さ
る

べ
き
で
は
な
く
、
地
域
園
家
や
不
卒
等
・
抑
堅
か
ら
自
由
な
、
未
来
社
舎
の
共

皐
品
テ
イ

同
値
を
求
め
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
強
調
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
大
阜
の
』
2
0
E何
回
・
の
ユ
O

念
円
(
吋
吉
伸
H
2
3
b
h

。¥
b
E
A
S
匂

E
S
E
-
s
-
-
h
-
ロ
o
u
-
H
8
3。
本
書
は
レ
ベ

ン
ソ
ン
の
梁

啓
超
論
の
矛
盾
を
解
き
放
っ
た
も
の
で
あ
り
、

従
来
改
革
と
革
命
、

民
族
主
義

と
文
化
主
義
、
近
代
主
義
と
俸
統
主
義
、

連
績
と
断
紹
と
い
う
タ
l
ム

で
語
ら

れ
て
き
た
中
園
近
代
の
知
的
力
皐
の
意
味
を
新
た
な
立
場
か
ら
再
許
償
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
、
コ

l
エ
ン
の
批
判
す
る
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究

の
現
況
を
反
映
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
人
が

オ

l
〆
l

a
--

〆

。
秩
序
と
意
味
を
求
め
て
ヘ
そ
れ
ぞ
れ
が
適
切
だ
と
信
じ
た
問
題
を
、

著
者

が
と
く
に
個
人
的
生
活
臨
験
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
嘗
然

と
し
て
も
、
こ
れ
ら
四
人
が
時
代
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
一
つ
に
結
び
つ
け

る
も
の
は
何
か
と
な
る
と
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
。
康
と
劉
を
道
徳
的
、
諌
と
章
を
精
一
柳
的
な
も
の
と
し
、
か
れ
ら
が
狭
義
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
鎮
の
禽
人
救
済
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
批
判
的

穂
化
を
行

っ
た
の
だ
と
い
う
問
題
提
起
に
は
、
や
は
り
不
明
確
な
も
の
を
感
じ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
本
書
が
儒
数
中
園
の
運
命
の
み
な
ら
ず
、

中
園
の
現
代
の
慶
化
の
中
に
ひ
そ
む
知
的
原
因
に
関
心
を
も
っ
人
び
と
に
興
味

を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、

本
書
の
中
園
俸
統
思
想
の
土
着
的

ル

l
ツ
に
つ

い
て
の
論
述

は
、
依
り
に
ス
コ
ラ
的
繁
瑛
に
す
ぎ
る
と
い
う
、

雨
者
を
通
じ
て
の
指
摘
が
あ

る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、

皐
術
書
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
必
要
で
あ
り、

そ
こ

に
こ
そ
中
園
文
化
の
多
様
性
及
び
そ
こ
か
ら
西
欧
の
衝
撃
に
封
熔
し
た
基
陸
が

あ
る
と
す
る
、
著
者
の
主
張
か
ら
む
し
ろ
嘗
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
な

ぜ
著
者
が
こ
の
四
人
を
と
り
あ
げ
た
か
の
必
然
性
が
明
確
で
な
い
と
す
る
雨
者

共
通
の
批
判
に

つ
い
て
は
、

〈
晩
清
思
想
〉
に
著
者
自
身
の
こ
と
ば
が
あ
る
の

で
、
こ
こ
に
示
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、

そ
れ
は
〈
経
世
〉
と

〈
修
養
〉
と
い
う
概
念

(
こ
れ
は
著
作

ωに
論
ず

る
)
を
め
ぐ
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
か
れ
ら
四
人
は
と
も
に
強
烈
な
道
徳
精

一脚

を
基
調
と
す
る
黙
で
、
ま
ず
西
方
的
近
代
思
想
と
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

い

わ
ゆ
る
近
代
化
に
も
直
接
制
割
腹
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
近
代

中
園
が
西
欧
に
反
感
し
た
型
に
は
、
。
群
睦
意
識
。
と
。
超
越
意
識
。
の
二

つ

が
あ

っ
た
。
救
図
自
強
と
い
う
枇
舎
と
政
治
に
関
わ
る
か
群
峰
晶
思
議
。
と
、
そ

れ
を
超
え
て
人
類
全
鐙
に
目
を
向
け
理
想
を
追
求
す
る
。
超
越
意
識
。
の
こ
つ

で
あ
る
。

改
良
波
の
康
語
と
革
命
汲
の
章
劉
は
、
表
現
形
式
は
異
な
る
が
、

こ

の
超
越
意
識
に
基
づ
い
て
思
想
を
展
開
し
た
黙
で
は
共
通
す
る
。
康
は
九
界
を

破
除
す
る
大
同
思
想
、
認
は
仁
を
中
心
と
し
諸

家

の
思
想
を
雑
緩
し
た
世
界

観、

章
は
唯
識
を
本
に
展
開
し
た
虚
無
主
義
、
劉
は
道
家
と
西
方
思
想
を
混
合

し
た
無
政
府
主
義
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
思
想
を
構
築
し
た
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が
、
基
本
的
に
は
名
数
の
拘
束
と
墜
制
を
衝
決
し
、
人
類
と
個
人
の
生
命
と
運

命
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
超
越
意
識
の
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
こ
の
四
人
は
、
中
園
の
俸
統
思
想
の
超
越
意
識
と
西
方
思
想
の
超
越
意
識

を
結
び
つ
け
て
濁
自
の
哲
皐
を
構
想
し
た
の
で
あ
り
、
回
早
に
救
世
の
手
段
と
し

て
西
方
思
想
を
用
い
る
群
践
意
識
と
は
別
の
次
元
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
か
つ
て
レ
ベ
ン
ソ
ン
の
梁
啓
超
論
を
超
え
よ
う
と
し
た
、
著
者
の
意
図
の

展
開
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
超
越
意
識
論
は
、
著
作

ωの
「
俸
統
と
現
代
化
」
に
も
一
が
さ
れ
る。

こ

の
論
は
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ツ
イ
ン
の
一
九
七
八
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
撃
で
の
講
演
を

引
用
し
て
、
ア
メ
リ
カ
祉
舎
の
個
人
主
義
的
功
利
主
義
を
批
剣
す
る
な
ど
、
現

代
世
界
の
様
態
の
中
か
ら
の

一
般
的
現
代
批
剣
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

併
せ
て
、
い
ま
の
世
俗
化
現
代
に
こ
そ
遁
際
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
無
紳
信
仰

た
る
新
儒
家
思
想
を
積
極
的
に
主
張
す
る
。
西
方
皐
術
界
に
今
な
お
残
っ
て
い

る
、
中
園
の
停
統
思
想
は
近
代
化
の
障
害
で
あ
る
と
す
る
思
考
の
原
型
を
輿
え

た
の
は
ウ
ェ

l
バ
で
あ
る
。
か
れ
の
最
大
の
紋
陥
は
、
個
人
に
内
在
す
る
儒
家

道
徳
の
自
主
概
念
を
見
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
天
人
性
命
の
皐
に
含
ま
れ
る

超
越
意
識
を
も
無
視
し
た
こ
と
に
在
る
と
い
う
。
張
瀬
は
、
決
し
て
超
越
意
識

を
無
篠
件
に
認
め
る
の
で
は
な
い
。
綱
常
名
数
の
束
縛
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ

た
黙
で
そ
れ
は
徹
底
的
で
な
く
、
そ
の
批
剣
精
神
も
限
定
的
で
あ
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
数
の
原
罪
観
に
比
べ
れ
ば
、
儒
家
の
人
性
論
は
深
刻
で
な
く
、
西
欧
社
舎

の
民
主
・
人
権
概
念
も
従
っ
て
成
立
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
儒
家
停

統
思
想
に
よ
っ
て
現
代
文
化
を
批
判
し
う
る
権
利
も
あ
る
の
だ
と
し
て
、
儒
家

名
数
の
躍
俗
規
範
以
外
の
、
。
超
越
精
神
性
の
倫
理
。
と
い
う
イ
デ
ー
を
提
起

す
る
。
そ
れ
は
終
極
的
債
値
の
超
越
性
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

の
貧
現
の
方
法
を
も
明
確
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
張
瀬
は
さ
ら

に
、
現
代
の
道
徳
相
封
主
義
の
根
錬
と
さ
れ
る
文
化
相
封
論
を
批
判
門
す
る
。
普

通
的
債
値
は
存
在
し
な
い
と
す
る
論
は
、

論
理
的
に
成
立
し
な
い
ば
か
り
か
、

事
寅
に
お
い
て
も
検
討
の
徐
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
震
規
範
の
背
後
に
あ

る
基
本
道
徳
原
則
、
た
と
え
ば
儒
家
の
仁
義
雄
智
信
の
五
常
は
、
す
べ
て
の
高

等
文
化
停
統
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
べ
き
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
の
現
代
新
儒
家
論
を
直
接
展
開
し
た
も
の
が
、
著
作

ωで
あ
る
。
一

九
五

八
年
、
香
港

「
民
主
評
論
」
に
愛
表
し
た
張
君
助
、
牟
宗
三
、
唐
君
毅
、
徐
復

観
ら
四
人
の
宣
言
を
紹
介
解
説
す
る
形
で
、
現
代
中
閣
の
思
想
危
機
、
す
な
わ

ち
マ
ル
ク
ス
主
義
に
代
る
べ
き
新
儒
家
の
主
張
を
提
起
す
る
。
さ
き
に
文
化
相

割
論
を
批
創
刊
し
た
よ
う
に
、
新
儒
家
は
中
園
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
〈
こ

れ
は
レ
ベ
ン
ソ
ン
の
理
論
で
あ
る
〉
を
主
張
し
た
の
で
は
な
く
、
か
れ
ら
は
普

遍
主
義
的

E
2
0
2巳
MEn
か
つ
超
文
化
的
可
自
白

2-zs-
に
、
人
類
全

睦
が
共
有
す
べ
き
道
徳
的
精
神
的
象
徴
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
儒
家
及
び
宋

明
理
撃
の
核
心
は
、
超
越
と
本
陸
の
信
仰

rozo間
百
件
y
o
E
g
E。
5
で
あ

る
。
存
在
の
形
而
上
的
基
礎
で
あ
る
と
と
も
に
意
味
の
根
源
で
あ
る
天
の
イ
デ

ー
は
、

超
越
的
本
笹
神
r
O
5
2
5
0ロ臼『
3
0口
《
?
を
意
味
す
る
。
儒
家
哲
皐
は

首
向
物
の
-
内
に
精
一科
的
統
一
隆
名

F
E
E-
E玉
、
の
認
識
を
目
指
す
も
の
で
、

こ
の
精
一
柳
的
統
一
陸
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
一
洞
に
も
似
た
終
極
的
寅
在
を
構

成
す
る
。
そ
し
て
儒
数
倫
理
の
修
身
と
は
、
超
越
的
本
陸
任
命
ロ
ロ
回
一
口

O
E

H
H
E
R
g合
三

と
感
通
し
て
天
人
合
一

の
精
神
領
域
に
入
る
と
と
も
に
、

全

一
性
耳
『
o
-
0
0
5
に
冥
合
し
て
形
躯
我
の
死
滅
か
ら
生
ず
る
慨
れ
を
も
超
越

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
。
な
お
こ
の
超
越
と
課
さ
れ
る

ロロ
B
5
0
5
な
る
語
は
、
河
口
品
。
ロ

0
3
0
の
著
書
か
ら
借
り
た
も
の
で
、
そ

の
キ
リ
ス
ト
教
刷
皐
の
意
を
除
き
、
名
朕
す
べ
か
ら
ざ
る
超
越
的
か
つ
終
極
的
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は
た
ら
き
を
意
味
す
る
と
注
す
る
。

以
上
、
書
評
の
範
闘
を
越
え
て
先
走
り
し
て
し
ま
っ
た
が
、
張
瀕
の
基
調
に

現
代
新
儒
家
論
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
張
瀬
が

著
作

ωで
「
早
期
新
儒
家
と
い
ま
港
牽
二
地
に
活
躍
す
る
新
儒
家
と
の
唯

一
の

重
要
な
精
紳
的
橋
様
」
と
し
て
穆
げ
た
熊
十
力
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
郷
家
棟

「儒
家
輿
新
儒
家
的
命
運
」
(
『
哲
皐
研
究
』
、
一
九
八
九
年
第
三
期
〉

に
肯
定

的
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
熊
十
力
研
究
の
第
一
人
者
郭
脅
勇
の
「
簡
論
牟

宗
三
的
中
西
文
化
比
較
模
式
」
(
方
克
立
・
李
錦
全
主
編
『
現
代
新
儒
察
研
究

論
集
』
付
、
中
園
社
倉
科
拳
出
版
社
、
一
九
八
九
年
四
月
)
が
、

「
張
瀬
先
生

νベリ
F
Y
Y

ア

イ

ヂ

ν
テ

イ

テ

イ

が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
頼
文
森
の
。
文
化
認
同
危
機
説
。
で
は
嘗
代
新

橋
家
の
特
徴
を
解
闘
押
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
新
儒
家
は
中
園
文
化

の
普
遍
的
債
値
を
認
め
、
宋
明
理
用
干
の
倫
理
精
神
の
中
に
園
境
を
超
越
し
文
化

を
超
越
す
る
償
値
と
意
味
を
願
稿
す
る
も
の
だ
と
し
て
引
用
す
る
の
も、

ま
た

同
じ
く
著
作

ωの
文
章
で
あ
る。

本
書
の
内
容
紹
介

本
書
は
、
謝
僻
を
除
く
一
一
二
三
頁
よ
り
成
る。

イ
リ
'
プ
"
ン
ト

序
吾
一
口
二

O
頁
。
な
お
奥
附
に
は
、
中
園
|
知
的
生
命
l
一
六
四
四

J
一
九
一

一
一
と
い
う
。
明
の
滅
亡
と
清
の
成
立
か
ら
、
民
園
元
年
ま
で
。

2

康
有
信
用
(
一
八
五
八
1

一
九
二
七
)
四
五
頁
。

3
諦
嗣
同
(
一
八
六
四

一
八
九
八
)
三
八
頁
。

こ
れ
は
奥
附
に
一

八
六

五
と
あ
る
の
が
正
し
い
。

4

章
嫡
麟
〈
一
八
六
九
|
一
九
三
五
)
四
二
頁
。
奥
附
に
は

一
八
六
八
|

一
九
一
一
一
六
と
い
う
。
生
年
の
同
治
七
年
三
八
六
八
〉
醤
暦
一
一
月
三

O
日
は

1 

一
八
六
九
年
一
月

一一

一
日
だ
か
ら
よ
い
が
、
卒
年
は
奥
附
の
一

九
三
六
年
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

劉

師
培
(
一
八
八
四
|
一
九

一
九
〉
三
四
頁
。

6

結

論

二

頁

。

附
録
と
し
て
、
三
頁
に
わ
た
り
、
諒
嗣
同
の
エ

レ
ジ
ー
、
す
な
わ
ち
湘
痕
詞
八

，F

，
晶V
P

1

ピ
プ
リ
オ
グ
ヲ
7
イ
1

篇
(
た
だ
し
叙
を
除
く
〉
を
譲
し
、
中
園
語
の
用
語
解
説
九
頁
、
文
献
目
録
九

イ
ン
デ
ッ
ク

ス

頁
、
索
引
九
頁
を
附
す
る
。

題
名
門
U
F
N
2
Z
L『詰
R
N
N
R
B
G
r
2
の
コ

S
は
、
著
作
例
「
烈
士
精
神
輿

批
判
意
識
」

の
前
言
に
よ
れ
ば
、

〈
中
園
知
識
分
子
的
危
機
意
識
〉
で
あ
る
。

危
機
と
は
、

「
漢
以
来
空
前
未
曾
有

の
思
想
慶
化
」
(
著
作
例
〉
で
あ
り、

「一

八
九
0
年
代
末
期
に
始
ま
り
五
四
時
代
に
最
高
潮
に

達
し
た」

(著
作

帥
)
、
儒
家
博
統
思
想
の
危
機
を
意
味
す
る
。
著
作

ωの
梁
防省
超
論
も
一

八
九

O
年
か
ら
論
を
起
し
、
な
ぜ
一
八
九

O
年
か
ら
思
想
危
機
が
始
ま
っ
た
か
を
論

じ
て
い
る
。

な
お
著
作
川
仰
は
か
意
味
の
危
機
。
手
。

円円
2
5
0向
日

2
巳
ロ
聞
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
道
徳
と
存
在
と
形
而
上
皐
の
喪
失
を
含
意
す
る
と
い
う。

か

く
し
て
、
失
わ
れ
た
儒
数
哲
皐
の
秩
序
と
意
味
を
求
め
て
、
こ
こ
に
著
者
の
探

求
が
始
ま
る
。
本
書
副
題
に
い
う
'
忠
男
与
」
守
、
。
、
丸
町
、
お
お
札
ミ

E
ミ
認

で
あ
る
。

こ
の
副
題
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
の
。
失
わ
れ
し
時
を
求
め
て
。
よ
り
も
、
著

者
の
師
で
あ
る
シ
ュ
ウ
ォ
l
ツ
の
駿
復
論

LS
F司
与

久

司

E
N
H
F
S丸

、
。
電
司
(
一
九
六
四
〉

を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
駁
復
の
富

強
論
が
著
者
の
い
う
群
瞳
意
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
の
秩
序
と
意
味
と
は

ま
さ
し
く
超
越
意
識
を
指
す
。
こ
こ
に
張
瀬
氏
は
儒
数
哲
皐
の
復
活
を
企
図
す

る
現
代
新
儒
家
の
立
場
か
ら
、
康
誇
章
劉
四
人
の
思
想
管
震
に
新
た
な
光
を
嘗

-182ー



て
よ
う
と
す
る
。
時
期
を
一
八
九

O
年
か
ら
辛
亥
革
命
一
九
一
一
年
ま
で
と
す

る
の
も
、
日
清
戦
争
(
一
八
九
四
l
九
五
〉
前
か
ら
戊
戊
察
法
(
一
八
九
八
)

を
含
む
時
代
に
活
躍
し
た
四
人
の
思
想
危
機
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
著
作

ω

が、

一
八
九
O
ー
-
九

O
七、

ωが
一
八
九

O
ー
一

八
九
八
と
す
る
の
と
同
じ

で
あ
る
。

183 

以
下
、
各
章
ご
と
に
要
約
し
て
紹
介
す
る
。

-
序
言
清
初
か
ら
清
末
民
園
初
ま
で
の
中
園
同
学
術
思
想
の
概
観
。
萄
子

・

墨
子

・
法
家
な
ど
諸
子
準
の
復
興
を
、
宋
明
理
患
の
反
動
及
び
清
朝
考
詮
皐
の

展
開
と
し
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
楊
文
舎
に
代
表
さ
れ
る
大
乗
併
教
や
繭
を
含

め
て
、
儒
数
の
天
人
合
一
思
想
が
、
個
人
と
祉
曾
そ
し
て
宇
宙
観
に
基
づ
く
新

た
な
世
界
観
を
準
備
し
た
こ
と
を
論
ず
る
。
こ
れ
は
四
人
に
つ
い
て
西
皐
の
影

響
は
あ
る
に
し
て
も
、
西
鼠
午
に
制
割
腹
す
る
中
園
思
想
の
多
様
性
を
強
調
し
よ
う

と
す
る
著
者
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
従
来
の
研
究
に
針
す
る
自
己
の

方
法
論
の
主
張
が
あ
る
。

本
書
は
か
れ
ら
四
人
に
つ
い
て
皐
な
る
知
的
停
記
の
集
積
で
は
な
く
、
一
八

九
O
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
の
過
渡
期
に
お
け
る
知
的
努
化
の
意
味
の
探
求

を
意
図
す
る
。
従
っ
て
著
者
は
、
改
革
汲
と
か
革
命
源
、
あ
る
い
は
反
帯
閤
主

義
と
い
う
反
動
的
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
ま
た
は
閣
家
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ

忌
ユ
バ

t
A
V
9
A

・7イ
ツ
タ

と
ば
で
分
類
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
普
通
主
義
的
志
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
貼
で
、
粛
公
権
な
ど
の
よ
う
に
近
代
化
と
い
う

巷

'

ι

N

A

ピ
リ
チ
忌
ア
ル

概
念
で
解
回
押
す
る
こ
と
は
、
か
れ
ら
四
人
の
道
徳
的
・
精
一
例
的
思
惟

(
こ
れ
は

超
越
意
識
に
つ
い
て
で
あ
る
)
を
度
外
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
惇
統
の
連

績
と
か
断
紹
と
か
い
う
見
方
も
、
そ
の
隻
方
を
併
せ
も
っ
こ
の
四
人
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
し
て
斥
け
る
。

著
者
が
い
う
の
は
、
知
的
環
境
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
歴
史
的
獄
況

と
、
個
人
の
苦
悩
や
死
に
謝
す
る
感
情
を
も
含
む
貫
存
的
朕
況
を
い

う。

こ

の
貼
に
つ
い
て
、
著
作
仰
の
序
論
は
、
観
念
の
設
展
を
論
ず
る

E
2
0
ミ
。同

E
g臼
(
ド
パ
リ
l

『
朱
子
準
と
自
由
の
即
時
統
』
に
、
諜
者
山
口
久
和
氏
の
解

説
が
あ
る
〉
の
立
場
を
と
ら
ぬ
理
由
を
述
べ
て
い
う
。
自
分
は
一
つ
の
歴
史
的

吠
況
に
生
き
た
知
識
人
を
研
究
す
る
場
合
、
時
代
に
射
す
る
刺
激
と
と
も
に
、

か
れ
ら
個
人
の
生
命
の
感
受
性
が
い
か
に
思
想
形
成
に
自
究
的
反
臨
胞
を
生
じ
さ

-n
t
dp
t
 

せ
た
か
を
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
と
。
こ
の
こ

と
は
、

秩
序
の
危
機
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
皐
に
政
治
社
品
目
的
秩
序
を
一
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
質
存
の
秩

ォ
'
z
y
テ
1
~y
g
ナ
ル

序
、
精
一
脚
志
向
の
秩
序
の
危
機
で
あ
る
。
自
分
は
、

意
味
を
も
っ
秩
序

そ
の
も
の
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る
と
き
の
中
園
思
想
問
題
を
論
じ
た
い
の
だ
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

い
う
主
張
に
つ
な
が
る
。
レ
ベ
ン
ソ
ン
の
文
化
的
同
一
性
論
よ
り
も
、
か
れ
ら

が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
脈
絡
の
中
で
行
な
っ
た
内
的
射
話
が
問
題
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
代
の
問
題
に
も
連
績
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。

2
康
有
馬

論

本

章
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
。
的
知
的
経
歴

の
は
じ
ま
り
、
帥
知
的
統
一
へ
の
模
索
、
付
仁
の
道
徳
的

・
形
而
上
製
的
世
界

観

|
同
世
界
観
と
し
て
の
仁
、
制
道
徳
的
理
念
と
し
て
の
仁
、

同
康
の
人
性

概
念
、
凶
仁
の
急
進
化
、
同
仁
の
歴
史
化
|
、
村
康
の
未
来
理
想
社
舎

こ
れ
は
最
後
の

『大
同
書
』
に
集
約
さ
れ
る

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
普
通
的
問

題
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
基
本
概
念
と
し
て
仁
を
五
つ
に
規
定
し
、
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
初
期
の
摩
設
第
濯
を
辿
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
的
制
で
扱
う
の
は

「
自
編
年
譜
」
の
他
、

「
数
皐
遁
義
」

「康
子
内
外
篇
」
「
賞
理
公
法
」
で
あ

る
。
よ
り
保
守
的
傾
向
の
強
い
「
数
皐
通
義
」
は
、
の
ち
に
今
文
皐
を
受
け
入

れ
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
〈
保
守
的
で
あ
り
な
が
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

主
張
を
も
っ
「
康
子
内
外
篇
」
に
つ
い
て
、
智
の
強
調
は
た
し
か
に
あ
る
が
、
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人
聞
の
普
週
間
倫
理
と
し
て
仁
を
と
り
出
し
た
こ
と
に
注
意
を
桝
う
べ
き
だ
と

す
る
。
政
治
支
配
と
社
合
分
化
の
権
威
を
意
味
す
る
義
に
射
し
、
愛
と
自
由
と

公
を
意
味
す
る
仁
の
イ
デ
ー
は
、
併
数
の
卒
等
、
暴
子
の
粂
愛
と
い
う
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
普
遍
主
義
的
思
想
に
逮
捕
制
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
、

康
の
仁

の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

さ
ら
に

E
mE
E
2
4弓
田
=
5自
由O
P

(
章
廉

土
〉
の
明
ら
か
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る

「
質
理
公
法
」
は
、
自
己
決
定
の
自
由

な
権
利
を
主
張
す
る
貼
、
よ
り
明
確
な
も
の
が
あ
る
と
、
著
者
は
あ
く
ま
で
仁

の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
。

付
の
仁
に
つ
い
て
の
五
つ
の
小
論
も
、
同
じ
く
大
同
設
へ
の
序
論
の
性
格
を

も
っ
。
行
論
は
、

「
長
興
準
記
」
「
高
木
草
堂
口
読
」

「
孟
子
微
」
「
中
庸

注
」

「
薩
漣
注
」
「
論
語
注
」
「
春
秋
董
子
摩
」
を
解
説
す
る
形
で
行
な
わ
れ

z
t
z
y
〆

る
。
と
く
に
強
調
す
る
の
は
、
康
の
意
味
を
求
め
て
の
、
道
徳
的
精
神
的
関
心

に
つ
レ
て
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
主
義
的
か
っ

普
遍
主
義
者
と
し
て
の
康
の
思
想
は
、
個
と
社
舎
の
道
徳
的
完
成
の
理
念
と
し

て
の
仁
の
形
成
を
目
指
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

血熱の
概
念
も
、
唯
物
論
的
な
も

の
で
は
な
く
、
夫
人
合
一
問
調
和
に
基
づ
く
も
の
で
、

E
大
な
生
き
た
有
機
陸

で
あ
る
宇
宙
の
一
物
と
し
て
の
人
聞
が
、
天
民
・
究
民
と
し
て
自
究
し
た
も
の

が
仁
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
な
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
ニ

l
ダ
ム
の
中
関
文
明
論

が
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
欧
の
主
客
分
維
の
渡
想
と
は
異
な
る
道
徳
的
ア
ク

テ
ィ
ゲ
イ
ズ
ム
ま
た
は
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
己
制
御

で
き
な
い
因
果
関
係
と
い
う
非
人
格
的
過
程
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
西
欧
的
思
惟

と
は
異
質
の
、
自
己
の
道
徳
的
動
機
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
宇
宙
進

化
に
連
績
す
る
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
な
の
で
あ
る
と
。

著
者
は
康
の
気
の
概
念
に
通
賀
さ
れ
る
天
人
合
一
と
し
て
の
仁
の
思
想
を
、
西

欧
の
自
由
卒
等
思
想
と
等
債
し
よ
う
と
す
る
。
儒
数
の
超
越
意
識
と
西
欧
の
超

越
意
識
を
、
普
通
主
義
の
立
場
で
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

著
者
が
と
く
に
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
仁
の
概
念
を
核
と
す
る
付
の
未
来
ユ

ー
ト
ピ
ア
論
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
併
数
と
西
欧
思
想
、
そ
し
て
道
家
や
非
儒

家
思
想
を
折
衷
し
た
康
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
、
も
は
や
過
去
に
理
想
を
見
る

従
来
の
向
古
設
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
直
線
的
未
来
の
到
来
を
期

待
す
る
黙
で
(
果
し
て
そ
う
い
え
る
か
は
問
題
だ
が
〉
、
ま
た
シ
ュ
ウ
寸

l
ツ

の
い
う
西
欧
近
代
工
業
社
舎
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
的

エ
ト
ス

の
影
響
を
受
け
、
世

俗
的
地
上
の
物
質
的
欲
求
の
抜
大
を
目
指
す
未
来
像
で
あ
る
黙
で
、
そ
れ
は
基

本
的
に
現
世
的
で
あ
る
儒
教
の
理
念
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
苦
に
満
ち
た
世
界

を
超
越
す
る
こ
と
を
求
め
る
道
徳
の
進
歩
の
極
貼
で
あ
る
黙
で
も
、

や
は
り
儒

数
的
展
開
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
西
欧
社
舎
を
モ
デ
ル
と
す
る
そ

の
普
通
的
道
徳
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
共
同
盟
と
し
て
普
通
主
義
と
卒
等
主
義
の

達
成
を
目
指
す
。
儒
教
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
連
績
す
る
と
と
も
に
断
紹
す
る

境
位
、
つ
ま
り
西
欧
と
例
数
思
想
に
よ
っ
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
改
慶
さ
れ
た

新
し
い
仁
の
概
念
が
、
康
の
思
想
の
核
心
な
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

3
諒
嗣
同

論

本

章

は
、
次
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
。
的
そ
の
人
と
殉
敬
、

例
認
の
知
的
探
求
、
り
『
仁
摩
』
|
凶
哲
皐
的
根
源
、
刷
質
酷
観
、

川
諌
の
賃

値
観
の
批
剣
精
紳
、

ω認
の
偶
像
破
態
的
プ
ロ
テ
ス

ト

こ
れ
は

『
仁
拳
』
に
結
集
さ
れ
る
語
の
衝
決
網
羅
思
想
を
、
仁
と
い
う
普
遍

的
概
念
と
の
関
連
で
述
べ
よ
う
と
す
る
目
論
見
で
あ
る
。
本
書
の
副
産
物
と
し

て
書
か
れ
た
『
烈
士
精
神
輿
批
判
意
識
』
(
著
作
例
〉
の
序
論
に
お
い
て
、
著
者

が
観
念
史
患
の
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、
認
の
思
想
は
雑
駁
で
個
々
の
観

念
は
何
ら
重
要
な
債
値
が
な
い
の
で
、
諒
の
性
格
や
環
境
、
心
路
歴
程
と
い
う

生
活
鐙
験
を
通
じ
て
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

本
書
の
場
合
も
、
的
と
伺
に
お
い
て
、

『
仁
祭
』
に
至
る
思
想
的
過
程
を
、
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「
治
言
」
や
「
石
菊
影
底
筆
議
」
の
恩
篇
・
皐
篇
に
よ
っ
て
辿
る
と
と
も
に
、

諌
の
ロ
マ
ン
的
空
想
的
心
的
表
白
と
し
て
、
詩
(
「
残
魂
曲
」
、
「
湘
痕
詞
八

首
」
)
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
叙
述
す
る
。

ま
ず
、
楊
延
一
隔
『
諒
嗣
同
年
譜
』
(
一
九
五
七
〉
に
基
づ
い
て
経
歴
を
述
べ

る
。
読
の
戊
戊
の
殉
敬
は
決
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な

く
、
生
涯
を
通
じ
て
求
め
績
け
た
知
的
探
求
の
結
果
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
著
者
は
諌
の
儒
激
的
素
養
に
加
え
て
道
家

・
墨
子
と
西
回
目
干
の
影
響
を

論
じ
、
と
り
わ
け
王
船
山
と
張
横
渠
に
つ
い
て
長
い
文
を
さ
く
。
そ
し
て
道
家

と
く
に
荘
子
の
自
他
彼
此
の
相
射
を
超
え
る
紳
秘
的
一
を
、
謬
の
存
在
の
苦

悩
、
形
而
上
皐
的
不
安
、
そ
し
て
道
徳
的
関
心
か
ら
死
を
願
う
殉
数
へ
の
基
本

的
意
識
と
し
て
設
定
す
る
。

刊
の
『
仁
祭
』
は
、
「
上
欧
陽
鱒
穏
師
」
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、

楊
文
舎

の
例
数
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
イ
ヤ
l

〈
縛
蘭
雅
)
謬
の

へ
ン
リ
1
・
ウ
ッ
ド

『治

心
菟
病
法
』
(
一
八
九
六
)
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
論
ず
る
。
た
だ

『
仁
間
四
千
』
を
忌
臣
、
-Y

久
町
S
Sミ
制
連
と
誇
す
こ
と
に
つ
い
て
、

長
文
の
注

を
附
し
て
鮮
明
す
る
。
た
し
か
に
謬
は
「
仁
而
率
、
皐
而
仁
」
と
、
仁
と
皐
を

封
態
さ
せ
翠
を
格
致
す
な
わ
ち
西
欧
科
皐
と
見
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
主
題

は
仁
で
あ
る
か
ら
同
ミ
詰
ぬ
お
な
草
お
お
札

bRR州
、
と
謬
す
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
す
る
。
配
慮
は
充
分
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
に
も
著
者
の
仁
概
念
へ

の
強

い
傾
斜
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

同
に
お
い
て
、
康
の
影
響
よ
り
前
す

で
に
王
船
山
と
張
横
渠
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
、
再
び
王
と
張
の
思
想
に
つ
い

て
詳
細
に
論
ず
る
。
主
船
山
の
易
論
に
つ
い
て
、
閣
情
詮
法
的
運
動
と
か
生
命
の

生
成
的
活
動
、
あ
る
い
は
形
而
上
準
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
か
道
徳
的
運
動
と
か

の
語
を
用
い
て
説
明
し
、
字
宙
の
再
生
と
と
も
に
人
関
の
道
徳
的
精
紳
的
創
造

が
賓
現
さ
れ
る
の
だ
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
、
い
ま
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
王
船
山

易
論
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
と
も
に
王
船
山
の
理
欲
二
元
論
的
考

え
方
に
不
整
合
と
不
徹
底
が
あ
る
と
批
剣
し
、
諌
は
高
官
の
強
調
と
徐
の
批
判
に

お
い
て
王
船
山
よ
り
徹
底
し
て
い
た
と
い
う。

す
な
わ
ち
、
紳
の
園
の
到
来
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
未
来
像
と
、
西
欧
工
業
社
舎
の
フ
ア
ウ
ス
ト・

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
配
転
(
こ
れ
ま
た
シ
ュ
ウ
ォ

1
ツ
の
用
語
)
の
黙
に
お
い

て
、
王
船
山
の
影
響
以
上
に
西
欧
思
想
の
影
響
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す

る
。
ま
た
諌
の
思
想
に
は
張
横
渠
の
個
と
宇
宙
の
連
績
性
の
考
え
方
の
受
容
も

あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
「
人
人
有
自
主
之
権
」

と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
西
欧
の

自
由
概
念
の
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、

中
園
の
俸
統
思
想
と
の
断
紹
の
下
に
、

語
の
普
遍
的
な
愛
の
理
念
と
卒
等
槻
を

認
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
超
越
意
識
論
に
基
づ
く
普
遍
主
義
的
立

場
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4
章
嫡
麟
論
本
章
は
、・
次
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
。
的
二
つ
の
行
路
の
選

揮
、
伸
一
議
の
初
期
思
想
の
形
成
、
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
|道
徳
的
視

野
、
判
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
|
一軍
の
唯
識

へ
の
道
、
例
措
抑
教
的
世
界

観
、
付
仰
教
的
立
場
か
ら
の
文
明
批
剣
、

的
章
の
世
界
観
の
二
面
性

仰
の
二
つ
の
道
と
は
、厚
聞
の
道
徳
的
寅
践
の
道
と
、
政
治
的
活
動
か
ら
離
れ

た
純
粋
な
知
的
追
求
と
い
う
こ
つ
の
道
の
中
で
、
前
者
を
擦
ん
だ
こ
と
を
『
泡

書
』
を
中
心
に
論
ず
る
。

た
だ
原
刊
本
と
改
訂
本
の
内
容
の
相
違
に
つ

い
て
一

切
問
わ
ず
、

諸
子
皐
と
排
満
論
・そ
述
べ
る
黙
で
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。

著
者

の
立
場
か
ら
は
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
一層

書
』
を
切
。
。
r
o同
日
日
。
ミ
と
誇
す
こ
と
に
つ

い
て
。
た
し
か
に
娼
に
は
戯

言
の
意
も
あ
る
が
ま
た
迫
の
意
が
あ
り
、
事
費
原
刊
本
の
目
録
の
あ
と
に
は

「
鞠
迫

〈
窮
迫
)
の
言
を
述
ぶ
」
と
書
い
て
い
る
。
仰
は
「
儒
術
員
論
」
に
附

す
る
「
続
天
論
」

「
菌
読
」
を
扱
う
。
と
く
に
群
概
念
に
つ
い
て、

そ
れ
は
鍛
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復
の
祉
曾
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
の
ア
モ
ラ

ル
な
世
界
観
と
萄
子
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と

モ

ヲ

ル

占

x
i
グ
l

の
結
合
で
あ
り
、

章
は
萄
子
の
道
徳
的
秩
序
の
創
造
と
い
う
人
魚
の
主
張
を
知

っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
川
村
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
は
、
そ
の
こ
と

ば
通
り
章
を
排
淵
種
族
主
義
者
と
規
定
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
道
徳
的
主
張

に
注
目
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
誌
の
抑
墜
に
射
す
る
暴
力

の
是
認
は
、
人
権
擁
護
の
正
嘗
な
闘
い
の
主
張
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
普
週
的

な
民
族
解
放
を
目
指
す
道
徳
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
意
の
法

家
論
も
、
専
制
の
主
意
性
の
制
限
を
意
図
す
る
合
理
的
な
主
張
で
あ
り
、

章
は

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
法
の
優
位
を
説
い
た
と
い
う
。
代
議
制
批
判
も
、
富

者
の
貧
者
に
劃
す
る
支
配
を
批
判
し
、
員
の
祉
曾
卒
等
の
寅
現
を
求
め
る
道
徳

的
関
心
か
ら
の
夜
言
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

章
の
批
判
刊
が
保
守
娠

に
射
し
て
だ
け
で
な
く
革
命
波
に
劃
し
て
も
な
さ
れ
た
よ
う
に
、

意
の
立
場
は

倫
理
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
道
徳
的
行
震
と
し
て
の
革
命
翻
で
あ
る
と

、
ト
円
J

。

hv 
一
九

O
一一一
年
以
降
次
第
に
結
晶
化
し
た
超
越
的
世
界
観
と
し
て
述
べ
る
の

が
、
付
の
唯
識
へ
の
道
で
あ
る
。
「
園
粋
皐
報
」
原
道
篇
の
道
家
論
は
、
単
な

る
政
治
的
シ
-
一
ズ
ム
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
従
来
の
見
方
を
敢
え
て

慶
え
、
道
家
思
想
に
到
す
る
積
極
的
共
感
に
支
え
ら
れ
た
主
張
な
の
だ
と
い
う

の
は
、
制
以
下
に
展
開
さ
れ
る
「
湾
物
論
緯
」
へ
の
伏
線
で
あ
る
。
荘
子
の
斧

物
論
と
唯
識
設
に
基
づ
く
「
斉
物
論
緯
」
に
つ
い
て
、
著
者
は
キ
リ
ス
ト
激
的

一
紳
論
批
剣
、
唯
物
論
批
剣
、
近
代
化
論
批
剣
な
ど
を
紹
介
す
る
が
、
こ

の
こ

と
に
つ
い
て
一
々
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
わ
が
闘
に
は
こ
の
テ
1
7
に
つ

い
て
は
、
数
多
く
の
論
著
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
書

〈
及
び
著
作

例
〉
に
引
か
れ
る
日
本
人
の
著
作
は
、
小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』

一
番
の
み
で
あ
る
。
今
後
の
研
究
の
交
流
が
笠
ま
れ
る
。
著
者
は
、

章
の
か
否

定
の
論
理
。

(
こ
れ
は
河
田
悌

一
氏
が
用
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
〉
が
、
未
来
の

革
命
像
す
ら
否
定
す
る
ア
ナ
キ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
り、

そ
の
ア

ナ
ル
コ

個
人
主
義
的
唯
名
論
的
見
方
は
、
質
は
人
間
存
在
の
意
味
そ
の
も
の
を
根
底
的

に
聞
い
直
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強-調
す
る。

最
後
の
仰
の
二
面
性
と
は
、
例
数
の
否
定
の
論
理
が
決
し
て
ペ
シ
ミ
ズ

ム
で

は
な
く
、
時
間
の
救
い
を
求
め
る
人
生
肯
定
の
も
の
だ
と
の
一
意
で
あ
る
。
政
治
的

ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
で
さ
え
菩
薩
行
と
い
う
最
終
的
世
界
救
済
の
た
め
の
過
程
で

あ
り
、
そ
の
ヴ

ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
死
を
超
え
自
我
を
も
超
え
よ
う
と
す
る
道

徳
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム

で
あ
る
。
そ
の
無
私
の
一
を
求
め
る
志
向
は
、
現
買
に
制到す

る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
剣
と
新
し
い
生
命
理
念
に
支
え
ら
れ
る
黙
で
、
語
の
仁
の

概
念
を
想
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
宇
宙
的
因
縁
に
よ
っ

て
個
と
し
て

生
き
る
も
の
の
無
私
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
紳
秘
的
捨
身
と
い
う
理
念
の
中

に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
し
、

新
し
い
債
値
の
核
心
を
求
め
る
黙
に
お
い

て
、
雨
者
に
は
共
通
の
志
向
が
あ
る
と
い
う
の
が
結
論
と
な
る。

5
劉
師
培

論

本

章
は
、
次
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
。
的
劉
師
堵
の
知
的
ル

ー
ツ
、
帥
ぷ
元ムキ↑な
人
々
と
ぷ
冗
全
な
祉
曾
々
を
求
め
て
、
付
劉
師
培
の
詩
に

お
け
る
自
己
と
世
界
の
概
念
、
伺
ア
ナ
キ
ズ

ム
像

的
は
、

章
の
知
的
権
威
に
括
抗
し
う
る
唯
一

の
人
で
あ
る
劉
が
、

漢
風
午と
宋

皐
の
綜
合
を
試
み
、
ま
た
排
出
州
思
想
を
王
船
山
か
ら
受
け
た
こ
と
を
、

家
系
を

通
じ
て
述
べ
る
。

M
W
の
か
高
全
之
人
。

と

。
寓
全
的
社
舎
。

の
語
は
、
「
倫
理

教
科
書
」
に
見
え
る
。
こ
こ
で
扱
う

の
は、

王
船
山
の

『
黄
窪田』

に
倣
っ

た

「
扱
書
」

と
、
戴
震
の
『
孟
子
字
義
疏
護
』
に

倣
っ
た
「
理
皐
字
義
疏
歪
」
、

そ
し
て
「
倫
理
教
科
書
」
及
び
「
中
園
民
約四
梓
義
」
で
あ
る
。

ま
ず

「
鍍
書
」

に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
園
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
倫
理
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
、
す
な
わ
ち
正
し
き
祉
舎
と
有
徳
の
人
を
求
め
る
道
徳
的
契
機
が
あ
る
黙
で
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章
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
理
摩
字
義
疏
護
」
に
つ
い
て
、
支
配
の
具
と
し
て

理
が
使
わ
れ
た
と
す
る
戴
震
の
論
に
沿
っ
て
、

勢
を
以
て
理
と
な
す
宋
皐
に
謝

す
る
劉
の
批
剣
に
、
人
文
主
義
的
思
想
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

そ
し
て

占
有

O
'
z
y
テ
1
γ
・
ナ
ル

精
紳
ギ
筒
秩
序
の
危
機
に
際
し
て
道
徳
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
主
張
し
た
と
し

て
と
り
あ
げ
る
「
倫
理
数
科
書
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
大
皐
」
に
よ

っ
て

展
開
し
た
梁
啓
超
の
新
民
設
と
の
封
比
に
よ
っ
て
述
べ
る
。
梁
に
は
ナ
シ

ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
痕
迩
が
認
め
ら
れ
る
が
、
劉
の
首
問
全
之
人
と
首
内
全
的
枇
曾
と
い
う
理

念
の
提
示
は
、
個
の
倫
理
に
基
づ
く
公
の
倫
理
と
い
う
普
遍
主
義
的
な
立
場
に

立
つ
黙
で
、
爾
者
に
は
驚
く
べ
き
相
違
が
あ
る
。

「
中
園
民
約
律
義
」
は
更
に

明
確
に
、
理
は
ル
ソ
l
の
公
意

2
-
O
R
b
-
E
S
F
で
あ
る
と
述
べ
、
政
治

権
力
で
あ
る
勢
よ
り
理
に
従
う
べ
し
と
し
た
ル
ソ
l
の
設
を
、
劉
は
こ
こ
に
目

坤
の
理
勢
論
に
射
す
る
批
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
王

船
山
の
君
主
論
を
引
い
て
、
そ
こ
に
は
確
か
に
専
制
批
剣
は
あ
る
が
、

民
権
の

伸
張
を
名
分
の
名
に
お
い
て
禁
ず
る
黙
で
、

ル
ソ
l
の
民
約
設
と
大
い
に
差
が

あ
る
と
し
て
、
王
の
封
建
的
意
識
を
批
判
門
し
た
劉
の
意
義
を
強
調
す
る。

こ
の
よ
う
に
西
欧
の
自
由
思
想
を
受
け
容
れ
、
徹
底
し
た
中
園
封
建
思
想
批

剣
を
行
っ
た
議
論
に
見
合
う
も
の
と
し
て
、
劉
の
生
の
撃
で
あ
る
詩
を
と
り
あ

げ
る
。
付
か
「
左
食
詩
録
」
〈
「
幽
風
集
」
「
左
食
詩
」
「
繍
録
」
「
別
録
」〉

に
よ
っ
て
述
べ
る
の
は
、
道
家
と
傍
教
を
導
き
と
す
る
、
個
の
痕
疫
を
一
切
残

き
な
い
一
な
る
も
の
へ
の
超
越
と
鯖
一

の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
寅
存
的
意
識
を

も
と
に
劉
が
構
想
し
た
も
の
が
、
仰
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
像
と
な
る
。
二
年
間
の
在

日
で
得
た
新
し
い
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
、

ベ
ン
サ

ム
の

影
響
に
よ
る

「
利
害

卒
等
論
」
で
あ
り
、
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
ス
テ
イ

ル
ナ
l
の
影
響
に
よ
る
ア
ナ
キ

ズ
ム
論
で
あ
る
。
と
く
に
、
「
欧
洲
社
曾
主
義
輿
無
政
府
主
義
通
考
」
(
「
天

義
」
)
に
つ
い
て
、
「
悲
佃
篇
」
(
「
民
報
」
)
に
述
べ
た
農
民
一
撲
を
求
め
る

思
考
が
、

。
農
人
革
命
。
と
い
う
明
確
な
形
を
と

っ
た
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
と

し
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
民
の
自
由
と
権
利
よ
り
も
、
強
力
な
政
府
権
力
を

主
張
す
る
祉
曾
主
義
的
思
考
と
は
異
な
る
、
す
べ
て
人
に
射
す
る
愛
と
人
民
の

卒
等
を
貧
現
す
る
た
め
に
は
、
政
府
な
き
完
全
な
駐
舎
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

ア
ナ
キ
ズ
ム
像
で
あ
る
。

ク
ロ
パ
ト
キ
ン
の
反
ダ
l
ウ
ィ
-
一
ズ
ム
、
そ
し
て
競

争
よ
り
も
協
同
と
い
う
考
え
方
は
、
愛
と
共
感
は
自
由
な
人
開
感
情
で
あ
る
と

い
う
劉
の
儒
教
的
思
考
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
ル
ソ
l
の
倫
理
的

自
然
主
義
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
劉
の
反
需
は
種
族

的
偏
見
で
は
な
く
、
強
者
の
弱
者
に
到
す
る
抑
墜
に
反
抗
す
る
道
徳
的
憤
り
で

あ
り
、
そ
の
排
満
も
漢
民
族
に
射
す
る
清
の
抑
墜
に
射
す
る
皐
な
る
反
抗
で
は

な
く
、
政
治
的
事
制
一

般
に
劉
す
る
道
徳
的
反
抗
で
あ
る
と
し
て
措
定
さ
れ

s
s
グ
ア
1
サ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

る
。
こ
の
普

遍

主

義

的
ア
ナ
キ
ズ
ム
像
は
、
劉
自
身
大
同
と
い
う
こ
と
ば
を

用
い
る
よ
う
に
、
康
の
未
来
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
を
想
起
さ
せ
る
。
雨
者
の
遠
い
に

も
拘
わ
ら
ず
、

道
徳
的
衝
迫
に
基
づ
く
す
べ
て
の
祉
舎
制
度
の
全
面
否
定
で
あ

る
貼
、
ま
た
外
来
思
想
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
中
園
固
有
の
傍
統
思
想
の
道
徳

的
基
調
に
根
ざ
す
黙
で
、
劉
の
思
想
は
康
有
震
の
そ
れ
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
と
結
論
す
る。

劉
の
政
治
的
背
信
や
政
治
か
ら
康
問
へ

の
穂
換
な
ど
の
問
題

に
一
切
網
れ
ず
、
著
者
の
問
題
関
心
か
ら
そ
の

。
普
遍
主
義
的
。
な
意
味
を
讃

み
込
も
う
と
す
る
立
場
が
見
て
と
れ
よ
う
。

6
結
論
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
四
人
を
扱
っ
た
の
か
を
述
べ

る
。
著
者
が
康
諌

章
劉
を
通
じ
て
描
き
出
し
た
中
園
近
代
思
想
の
構
図
は
、
質
は
い
ま
の
世
界
内

に
お
け
る
中
園
問
題
、

す
な
わ
ち
著
者
の
現
代
新
儒
家
論
の
立
場
か
ら
論
じ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
か
れ
ら
を
改
革
波
と
か
革
命
汲
と
か
い
う
政

モ

ラ

ル

ス

J
E
9

&

7

5

7
ル

治
的
レ
ベ

ル
で
類
別
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
道
徳
的
精
紳
的
志
向
に
基
づ
く

人
間
一
般
の
世
界
観
人
生
観
と
し
て
検
討
す
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
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新
儒
家
の
主
張
で
あ
る
。
康
と
劉
が
未
来
社
舎
を
希
求
す
る
道
徳
的
世
界
観
、

課
と
議
が
原
初
的
根
源
へ
の
錦
一
を
求
め
る
精
一柳
性
と
い
う
遠
い
は
あ
る
に
し

オ
1
〆
ー

で
も
、
そ
れ
は
西
欧
の
鎖
張
に
伴
う
中
園
の
政
治
祉
舎
秩
序
の
脳
級
、

そ
し
て

z
l
z
y
〆

停
統
的
意
味
の
尉
援
の
中
で
の
探
求
で
あ
る
黙
共
通
す
る
も
の
を
も
っ。

中
園

傍
統
思
想
の
儒
例
道
の
思
想
は
、
本
来
普
週
的
視
野
を
も
っ
超
越
意
識
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
四
人
の
西
欧
思
想
へ

の
割
腹
も
、
レ
ベ
ン
ソ

ア
イ
4
7
y

テ
イ
フ
イ
タ

l
シ

'Y

ン
の
い
う
よ
う
な
単
な
る
自
己
同
一
化
で
は
な
く
、
す
べ

て
の
人
類
に
と

っ

て
普
遍
的
秩
序
を
求
め
る
道
と
な
り
う
る
。
し
か
も
か
れ
ら
は
墜
に
古
い
俸
統

思
想
の
復
古
を
唱
え
た
の
で
は
な
く
、
西
欧
思
想
の
影
響
と
俸
統
的
思
想
と
の

断
紹
の
中
で
思
想
を
展
開
し
た
の
だ
と
し
て
、
玄
2
N
m
2
(同町円。』
Z
¥
3事

H
V
3
b
n
Q苦
g
h
h
H『
偽
臣
、
，

n
g
¥庶
民

Q
3
h苦

S
札

の

と

お

お

ば

同

門

S
N
G
S
h

NU。
N
E
E
N
門
り
と
H
R
ミ・

5
3
)
の
停
統
思
想
の
連
続
性
の
強
調
の
主
張
を
批
剣

す
る
。
俸
統
思
想
に
射
し
て
、
認
と
劉
は
よ
り
徹
底
的
で
あ
り、

康
と
一軍
は
よ

り
間
接
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
西
欧
と
の
接
綱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
秩
序

の
危
機
に
い
か
に
的
感
し
よ
う
と
し
た
か
、

そ
の
現
代
精
神
的
意
味
を
忘
れ
て

は
な
ら
ぬ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
槻
形
成
の
基
本
的
動
機

は
、
西
欧
の
影
響
で
あ
り
傍
統
と
の
断
紹
で
あ
っ

た
が
、
同
時
に
か
れ
ら
の
世

界
観
の
内
容
は
儒
例
道
と
い
う
中
閣
の
長
い
思
想
史
か
ら
見
れ
ば
、
あ
く
ま
で

中
園
侍
統
思
想
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

と
く

に
儒
数
の
精
一
脚
的
渇
仰
の
倫
理
と
仁
の
思
想
が
基
本
的
に
も
つ
理
想
祉
舎
へ
の

希
求
、
そ
し
て
修
養
と
い
う
儒
数
思
想
が
か
れ
ら
の
自
由
と
卒
等
を
求
め
る
信

念
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。

最
後
に
、
著
者
は
こ
の
四
人
の
世
界
槻
が
現
代
世
界
に
も
つ
意
味
を
問
う。

コ
ミ
ユ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
政
治
的
宗
教
が
、
最
近
二

O
年
開

に
そ
の
信
仰
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
欣
況
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
か
れ
ら
の
世
界

観
が
再
認
識
さ
る
べ
き
だ
と
す
る
そ
の
象
徴
的
意
味
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
人
関

存
在
の
意
味
を
求
め
る
た
め
に
苦
し
ん
だ
思
想
的
信
魚、

と
く
に
無
私
の
一
を

求
め
る
道
徳
的
精
神
的
試
み
は
、
世
俗
化
の
現
代
世
界
に
適
態
す
べ
き
普
遍
的

意
味
を
捻
っ
て
い
る。

そ
れ
に
は
新
併
教
主
義
と
い
う
全
面
的
な
形
を
と
る
も

の
と
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
新
儒
家
主
義
と
い
う
形
を
と
る
も
の
と
が
あ
る
。
著

者
が
後
者
の
例
と
し
て
示
す
も
の
は
、
熊
十
カ
と
罵

一
浮
と
梁
激
演
で
あ
る
。

ま
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
封
隠
者
と
し
て
、
若
き
毛
深
東
の
師

で
あ
っ
た
楊
昌
演

と、

認
嗣
向
を
崇
拝
し
た
十
字
大
剣
を
血
中
げ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
割
膝
者
と
し
て
丁
文

江
と
胡
適
の
名
を
穆
げ
る
。

著
者
は
本
書
に
論
じ
た
四
人
の
思
想
的
エ
コ

!
と
も
い
う
べ
き
こ
れ
ら
の
人

び
と
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
い
わ
ば
新
儒
家
の
立
場
か
ら
す
る
中
園
近
代
思
想

ピ
プ
リ
オ
グ
ヲ
フ
イ

史
の
改
編
を
意
図
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
事
賞、

文
献
目
録
に
示
す
も
の

は、

ア
メ

リ
カ
の
中
図
研
究
者
の
他
に
、
侯
外
鹿
・
粛
築
父

・
李
津
厚
の
名
も

見
え
る
が
、
鴻
友
蘭
・
銭
穆

・
賀
麟
や
牟
宗
三

・
奈
仁
厚

・
余
英
時
な
ど
で
あ

る
。
コ
ミ
ユ

ニ
ズ

ム
中
園
を
ア

メ
リ
カ
と
い
う

。
自
由
世
界
。
か
ら
眺
め
、

政

S

--
パ
ー
ザ
リ
ス
テ
ツ
P

治
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
問
題
を
超
え
る
。
普
通
主
義
的
々
な
立
場
か
ら
、
中
園
儒
数

の
世
界
化
と
現
代
化
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
が、

著
者
の
基
木
的
な
動
機
で

あ
る
。以

上
、
本
書
の
内
容
紹
介
を
立
論
の
動
機
に
限
定
し
て
述
べ
た
。
書
評
と
い

う
か
ら
に
は
、
著
者
の
新
儒
家
論
の
是
非
に
つ

い
て
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

い
ま
は
敢
え
て
絢
れ
な
い
。
儒
教
諭
を
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
と
し
て
一

概
に
度
外

視
す
る
に
は
、
中
園
文
化
に
占
め
る
位
置
は
徐
り
に
重
く、

ま
た
現
代
中
園
思

想
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
非
マ
ル
ク
ス
主
義
の
交
錯
の
状
況
か
ら
い
っ
て

も
、
改
め
て
再
検
討
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
中
園
近
代
思
想
史
を
ど
の

よ
う
に
構
築
す
る
か
と
い
う
方
法
論
の
基
底
に
は
、
い
ま
の
状
況
に
生
き
る
論
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者
の
思
想
の
立
場
が
す
で
に
在
る
か
ら
で
あ
る
。

切
。
円

r
o
F
u
r
a
n
-H
Cロ-〈
O
『臼

xu、
。
向
。
曲
目
以
O
円
口
回
同
可
円
。
臼
田
・

]
「
由
∞
吋

-
N
ω
n
目・

H
+
N
N
ω
唱
司
・
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L
-
E
・
イ
ー
ス
ト
マ
ン
著

、
ぬ
き
た
向
子
、
品
開

hn柏
崎

w
a
a向
刷
、
降
、
同
角
川
内
白
雪
『
白
川
町
。

ah咽

Haa角川、

a『

HR同
町
、

wa『
Hq時
弘
沼
町
、
氏
、

Ha.白
句
。
丘

a
h
a包
札

同

g担
。
き
町
内
阿
川
町
色
。
『
畑
、
・
同
九
判
例
。

l
H
M
w
b
w・

中

キす

哲

夫

著
者
が
序
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、

本
書
は
ア
メ
リ
カ
の
大
事
の
歴
史
問
宇
部
に

お
け
る
皐
部
生
用
の
教
科
書
で
あ
る
。
こ
の
種
の
書
物
を
本
誌
の
よ
う
な
専
門

誌
で
書
評
す
る
の
は
、
日
本
で
は
異
例
の
こ
と
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
う
い
う

理
由
と
本
書
に
糾
問
す
る
評
債
に
も
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
寄
稿
を
僻
退
す

る
致
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
矢
先
に
斯
界
、
気
鋭
の
典
芸
が
、
本
書

を
待
望
の
名
著
の
よ
う
に
扱
う
文
章
を
夜
表
さ
れ
た
。
評
者
が
最
も
遺
憾
と
す

る
の
は
、

本
書
の
構
成
、
理
論
上
の
特
色
、
準
設
史
の
う
え
で
の
位
置
な
ど
紹

介
し
な
い
で
、

「
日
本
人
研
究
者
が
及
び
も
つ
か
な
い
大
胞
な
中
園
祉
舎
経
済

史
解
律
」
と
激
賞
す
る
態
度
で
あ
る
。
事
情
に
通
じ
な
い
日
本
の
讃
者
に
無
用

の
誤
解
を
輿
え
か
ね
な
い
の
で
、
こ
こ
に
公
卒
な
-
評
を
試
み
る
。

著
者

ピ
o
E
H
W・
開

2
5
E
は
、
中
華
民
園
史
、
と
く
に
園
民
鴬
の
南
京

政
府
の
歴
史
研
究
で
著
名
な
皐
者
で
あ
る
。
邦
文
の
書
-
評
も
、

入
門
書
で
の
業

績
紹
介
も
あ
り
、
日
本
で
も
専
門
領
域
の
重
な
る
人
々
に
は
周
知
の
存
在
で
あ

む
)
一
九
二
九
年
の
生
れ
と
い
う
か
ら
、

本
年
で
六
一
裁
と
な
る
イ
リ
ノ
イ
大

撃
の
歴
史
皐
部
の
数
授
で
あ
る
。

書
嬉
よ
り
、
一

九
九

O
年
一
月
に

吋
吉

見

a
S
E
E
H
』N
3
3

門

U
P
H
R
-
S
N
1
|
』
唱
も
と
い
う
標
題
の
新
刊
の
編
著

が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
皐
出
版
よ
り
刊
行
噛既定
と
の
報
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
四
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