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献
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前
稿
に
続
き
、
本
稿
で
は
『
孟
子
』『
荀
子
』
に
見
え
る
反
戦
的
言
辞
を
検
討
し
た
。
孟
子
は
、「
性
善
説
」
に

基
づ
く
民
本
思
想
を
高
く
掲
げ
、民
衆
保
護
を
最
優
先
す
る
仁
政
を
強
く
主
張
し
た
。
そ
れ
は
前
漢
中
期
の
賢
良
・

文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
近
い
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
孟
子
は
上
古
の
聖
王
に
よ
る
戦
争
に
は
全
く
無

批
判
で
あ
り
、
ま
た
、
儒
学
を
解
さ
な
い
人
間
や
異
民
族
の
討
伐
は
当
然
と
し
た
。
こ
れ
は
、「
絶
対
平
和
主
義
」

と
は
相
容
れ
な
い
思
想
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
孟
子
の
思
想
を
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
直
接
的
淵
源
と
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、「
性
悪
説
」
を
唱
え
、
民
衆
を
聖
人
の
教
導
の
対
象
と
し
か
見
な
か
っ
た
荀
子
は
、

表
面
は
民
本
思
想
を
掲
げ
な
が
ら
実
は
当
時
秦
を
圧
倒
的
軍
事
強
国
た
ら
し
め
て
い
た
法
家
思
想
と
大
差
な
い
思

想
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
ま
た
、
春
秋
の
五
覇
や
秦
の
軍
国
主
義
政
治
に
も
相
当
な
理
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
荀
子
の
思
想
は
、
孟
子
よ
り
も
さ
ら
に
「
絶
対
平
和
主
義
」
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
‥
孟
子
，
荀
子
，
仁
政
，
民
本
思
想
，
絶
対
平
和
主
義
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は
じ
め
に

　
前
々
稿１ 

・
前
稿２

に
引
き
続
き
、
中
国
古
代
の
儒
家
文
献
に
見
え
る
反

戦
思
想
や
反
戦
的
言
辞
を
抽
出
・
検
討
す
る
。
そ
の
目
的
は
前
二
稿
と

同
様
、
前
漢
中
期
（
前
八
一
年
）
の
「
塩
鉄
会
議
」
で
民
間
の
儒
者
た

ち
で
あ
る
賢
良
・
文
学
が
唱
え
た
「
絶
対
平
和
主
義３

」
の
思
想
的
淵
源

を
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
儒
家
文
献
に
見
い
だ
せ
る
か
検
証
す
る
こ

と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
孟
子
』『
荀
子
』
を
対
象
と
す
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、『
孟
子
』
は
戦
国
時
代
中
期
の
前
四
世
紀
後
半

─
前
三
世
紀
初
め
に
活
躍
し
た
儒
学
者
・
孟
子
の
言
説
を
、『
荀
子
』

は
戦
国
時
代
後
期
の
前
三
世
紀
中
頃
─
前
三
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
荀

子
の
言
説
を
集
め
た
書
で
あ
る
。
孟
子
・
荀
子
と
言
え
ば
、
我
々
が
す

ぐ
に
想
起
で
き
る
の
は
彼
ら
の
唱
え
た
「
性
善
説
」「
性
悪
説
」
で
あ

ろ
う
。
人
間
の
本
質
は
「
善
」
か
「
悪
」
か
、
と
い
う
問
い
は
人
類
普

遍
の
関
心
事
で
あ
る
ら
し
く
、
歴
史
に
も
思
想
に
も
関
心
が
薄
そ
う
な

昨
今
の
大
学
生
・
高
校
生
で
も
「
孟
子
は
性
善
説
、
荀
子
は
性
悪
説
」

と
い
う
こ
と
だ
け
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
孟
子
が
「
性
善
説
」
を
唱
え
、
荀
子
が
「
性
悪
説
」
を
唱

え
た
背
景
に
は
、
両
者
の
個
人
的
性
格
の
違
い
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

生
き
た
時
代
状
況
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
口
に

戦
国
時
代
（
前
五
世
紀
中
頃
─
前
二
二
一
年
）
と
い
っ
て
も
、
孟
子
が

活
躍
し
た
時
代
は
ま
だ
戦
国
七
雄
の
い
ず
れ
が
覇
権
を
握
る
か
わ
か
ら

な
い
混
沌
状
況
に
あ
り
、
あ
る
程
度
以
上
の
経
済
力
と
軍
事
力
を
獲
得

す
れ
ば
ど
の
諸
侯
に
も
天
下
を
取
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。ま
た
、「
混
沌
」

と
い
う
表
現
は
当
時
の
思
想
界
に
も
当
て
は
ま
る
。
儒
家
・
墨
家
・
道

家
・
法
家
・
縦
横
家
・
陰
陽
家
・
名
家
・
農
家
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
思
想

集
団
が
甲
乙
つ
け
が
た
い
状
況
で
自
派
の
優
位
性
を
競
い
合
っ
て
い
る

状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
派
の
生
き
残
り
を
か
け
た
思
想
闘
争
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
一
方
、
多
様
な
言
説
や
価
値
観
が
飛
び
交
う
自
由
な

討
論
や
批
判
が
許
容
さ
れ
る
「
風
通
し
の
良
い
」
状
況
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
荀
子
が
生
き
た
前
三
世
紀
後
半
は
も
は
や
そ
う
し
た
時
代

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
法
家
思
想
を
導
入
し
、
法
律
万
能
主
義
・
軍

国
主
義
に
徹
し
た
秦
が
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
、
他
の
諸
侯
を
圧
倒
し

つ
つ
あ
り
、
各
国
は
い
か
に
し
て
秦
の
侵
攻
を
阻
止
し
、
滅
ぼ
さ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
か
、と
い
う
消
極
外
交
に
汲
々
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。

当
然
思
想
界
に
お
い
て
も
法
家
の
優
位
が
顕
著
と
な
っ
た
が
、
そ
の
担

い
手
は
実
は
荀
子
の
下
で
儒
学
を
学
び
な
が
ら
法
家
に
寝
返
り
、
秦
に

登
用
さ
れ
て
そ
の
富
国
強
兵
化
に
貢
献
し
て
い
た
李
斯
や
韓
非
で
あ
っ

た
。
秦
の
圧
倒
的
な
暴
力
が
近
い
将
来
中
国
全
土
を
席
巻
し
、
天
下
を

統
一
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
か
な
り
の
確
度
で
予
想
さ
れ
る

中
、
加
え
て
門
弟
に
裏
切
ら
れ
る
屈
辱
を
味
わ
っ
た
荀
子
が
、
人
性
を

「
悪
」
と
断
ず
る
悲
観
的
・
虚
無
的
な
思
想
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
っ

た
ろ
う
。
性
善
説
・
性
悪
説
の
違
い
が
、
両
者
の
戦
争
観
に
も
当
然
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
両
者
の
人
性
観
の
違
い

が
両
者
の
生
き
た
時
代
の
違
い
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本

論
に
先
ん
じ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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ま
た
、『
孟
子
』『
荀
子
』
に
見
え
る
反
戦
主
義
・
平
和
主
義
に
つ
い

て
の
先
行
研
究
は
意
外
な
ほ
ど
に
少
な
く４

、
特
に
『
塩
鉄
論
』
に
見
え

る
「
絶
対
平
和
主
義
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
皆
無

で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
。

一
、『
孟
子
』
に
見
え
る
反
戦
的
言
辞

　
孟
子
（
孟
軻
）
は
戦
国
時
代
中
期
、
儒
学
の
開
祖
・
孔
子
の
故
国
・

魯
に
ほ
ど
近
い
山
東
半
島
南
西
の
小
国
・
鄒
に
生
ま
れ
た
。
教
育
熱
心

な
母
親
は
「
孟
母
三
遷
」「
孟
母
断
機
」
の
逸
話
で
知
ら
れ
る
。
孔
子

の
孫
の
子
思
の
門
人
に
つ
い
て
儒
学
を
学
び
、
や
が
て
鄒
の
穆
公
に
仕

え
た
の
を
皮
切
り
に
、
梁
（
魏
）
の
恵
王
や
斉
の
宣
王
な
ど
当
時
の
名

だ
た
る
諸
侯
に
遊
説
し
、
富
国
強
兵
の
手
段
ば
か
り
求
め
る
王
た
ち
に

巧
み
な
比
喩
や
論
理
を
駆
使
し
て
上
古
の
堯
・
舜
・
禹
の
よ
う
な
徳
治

政
治
・
王
道
政
治
を
行
う
よ
う
に
力
説
し
、
車
数
十
台
を
連
ね
る
ほ
ど

の
報
奨
を
得
、
家
来
数
百
人
を
従
え
て
各
国
を
渡
り
歩
く
言
論
界
の
寵

児
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
君
主
が
儒
学
を
学
び
上
古
の
聖
王
に
な
ら
っ

て
仁
政
を
行
な
え
ば
、
一
国
の
統
治
は
も
ち
ろ
ん
天
下
統
一
も
た
や
す

い
、
と
い
う
孟
子
の
理
想
主
義
・
楽
観
主
義
は
や
が
て
時
勢
に
合
わ
な

い
空
理
空
論
と
し
て
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
身
の
思
想
が
全

く
政
治
に
生
か
さ
れ
な
い
現
実
を
知
っ
た
孟
子
は
失
意
の
う
ち
に
故

国
・
鄒
に
隠
棲
し
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
自
ら
の
思
想
や
言
論
を
一
書

に
ま
と
め
、
後
世
に
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
『
孟
子
』
で

あ
る
。
本
来
七
巻
本
だ
っ
た
が
、
後
に
後
漢
の
趙
岐
が
各
巻
を
上
下
に

分
け
、
全
一
四
巻
と
し
た
『
孟
子
章
句
』
が
定
評
を
得
て
世
に
広
ま
っ

た
。
今
日
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
こ
の
趙
岐
の
校
定
に

よ
る
『
孟
子
』
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、『
孟
子
』
の
本
文
か
ら
反
戦
的
言
辞
を
拾
っ
て
い
こ
う５

。

ま
ず
、
武
力
に
よ
る
天
下
統
一
と
い
う
野
望
を
密
か
に
持
つ
斉
の
宣
王

に
対
し
、
孟
子
は
比
喩
を
交
え
て
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
災
い

を
も
た
ら
す
野
望
だ
と
警
告
し
て
い
る
。

若
か
く
の
ご
と

き
為
す
所
を
以
て
、
若
き
欲
す
る
所
を
求
む
る
は
、
猶な

お

木
に

縁よ

り
て
魚
を
求
む
る
が
ご
と
き
な
り
。
…
…
殆

ほ
と
ん

ど
有ま

た
焉こ

れ

よ
り
甚

だ
し
。
木
に
縁
り
て
魚
を
求
む
る
は
、
魚
を
得
ず
と
雖
も
後
に
災

無
し
。
若
き
為
す
所
を
以
て
、
若
き
欲
す
る
所
を
求
む
る
は
、
心

力
を
尽
く
し
て
之
れ
を
為
す
と
も
、
後
に
必
ず
災
有
り
。

〔
こ
の
よ
う
な
や
り
方
（
戦
争
）
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
欲
求
を
満
た

そ
う
と
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
木
に
よ
じ
登
っ
て
魚
を
得
よ
う
と

す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
…
…
い
や
、
そ
れ
は
魚
が
得
ら
れ
な
い

だ
け
で
そ
の
後
の
災
い
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
戦
争
に
よ
っ
て

天
下
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
く
ら
全
力
を
尽
く
し
て
も
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
の
ち
に
必
ず
や
災
い
を
引
き
起
こ
す
で
し
ょ

う
。〕（
巻
一
・
梁
恵
王
章
句
上
）

　
続
い
て
、
小
国
の
鄒
と
大
国
の
楚
が
戦
っ
た
ら
勝
つ
の
は
ど
ち
ら
か

と
宣
王
に
問
い
、
宣
王
が
も
ち
ろ
ん
楚
が
勝
つ
と
答
え
る
と
、
小
国
が

大
国
に
勝
て
な
い
の
は
当
然
と
前
置
き
し
つ
つ
、
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海
内
の
地
、
方
千
里
な
る
者
は
九
つ
。
斉
は
集た

だ

其
の
一
を
有
す
。

一
を
以
て
八
を
服
せ
ん
と
す
る
は
、
何
を
以
て
鄒
の
楚
に
敵
せ
ん

と
す
る
に
異
な
ら
ん
や
。

〔
天
下
の
う
ち
に
千
里
四
方
を
支
配
す
る
強
国
は
九
つ
あ
る
が
、
斉

は
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
斉
一
国
で
他
の
八
国
を
征

服
し
よ
う
な
ど
と
す
る
の
は
、
鄒
が
楚
に
勝
と
う
と
す
る
暴
挙
と

何
が
異
な
る
で
し
ょ
う
か
。〕 

（
同
右
）

と
宣
王
の
野
望
を
論
理
的
に
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、

蓋な
ん

ぞ
亦ま

た

其
の
本も

と

に
反か

え

ら
ざ
る
。
今
、王
、
政

ま
つ
り
ご
とを

発
し
仁
を
施
さ
ば
、

天
下
の
仕
う
る
者
を
し
て
皆
王
の
朝
に
立
た
ん
と
欲
し
、
耕
す
者

を
し
て
皆
王
の
野
に
耕
さ
ん
と
欲
し
、
商
賈
を
し
て
皆
王
の
市
に

蔵
せ
ん
と
欲
し
、
行こ

う

旅り
ょ

を
し
て
皆
王
の
塗み

ち

に
出い

で
ん
と
欲
し
、
天

下
の
其
の
君
を
疾や

ま
し
め
ん
と
欲
す
る
者
を
し
て
皆
王
に
赴

お
も
む

き
愬

う
っ
た

え
ん
と
欲
せ
し
め
ん
。
其
れ
是か

く

の
若ご

と

く
ん
ば
、
孰た

れ

か
能よ

く
之
れ
を

禦と
ど

め
ん
。

〔
ど
う
し
て
「
其
の
本
」（
政
治
の
王
道
、
仁
政
）
に
立
ち
返
ろ
う

と
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
。
今
、
王
が
仁
に
基
づ
い
た
政
治
を
行

わ
れ
れ
ば
、
有
徳
の
君
に
仕
え
た
い
と
願
う
天
下
の
志
士
が
全
て

王
の
朝
廷
に
仕
え
る
こ
と
を
望
み
、
農
民
が
み
な
王
の
田
畑
で
耕

し
た
い
と
望
み
、
商
人
も
み
な
王
の
国
の
市
場
で
商
う
こ
と
を
望

み
、
旅
人
も
み
な
王
の
領
土
の
道
を
通
る
こ
と
を
望
み
、
自
国
の

暴
君
に
辟
易
し
て
い
る
天
下
の
人
々
が
み
な
王
に
助
け
て
欲
し
い

と
望
む
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
王
が
天
下
を
掌
握
す
る
趨
勢

を
、
誰
が
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。〕 

（
同
右
）

と
持
論
の
「
仁
政
」（
王
道
政
治
）
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
仁
政
の
実
践
方
法
を
尋
ね
る
宣
王
に
、
孟
子
は
「
恒
産
な

く
し
て
恒
心
な
し
」
の
句
を
用
い
て
民
生
の
安
定
を
最
優
先
す
べ
き
こ

と
を
縷
々
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
は
君
主
が
「
覇
道
」（
武
力

に
基
づ
く
政
治
）
を
止
め
、「
王
道
」（
上
古
の
聖
王
が
行
っ
た
善
政
）

の
実
践
に
努
め
れ
ば
戦
争
な
ど
し
な
く
て
も
自
然
に
天
下
の
人
々
が
帰

服
す
る
「
天
下
無
敵
」
の
状
態
と
な
り
、
必
然
的
に
天
下
統
一
が
果
た

せ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。『
孟
子
』
に
は
、
全
編
に
こ
の
理

想
論
が
繰
り
返
し
登
場
す
る６

。

　
孟
子
は
、

民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之こ

れ
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
。
是

の
故
に
丘
民
に
得
ら
れ
て
天
子
と
為
り
、
天
子
に
得
ら
れ
て
諸
侯

と
為
り
、
諸
侯
に
得
ら
れ
て
大
夫
と
為
る
。

〔（
国
家
に
と
っ
て
）
民
こ
そ
が
最
も
大
切
な
の
で
あ
り
、社
稷
（
国

土
）
は
そ
の
次
で
、
君
主
は
一
番
軽
い
。
だ
か
ら
、
民
に
信
任
さ

れ
て
初
め
て
天
子
に
な
れ
、
天
子
に
信
任
さ
れ
て
初
め
て
諸
侯
に

な
れ
、
諸
侯
に
信
任
さ
れ
て
初
め
て
大
夫
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。〕

 

（
巻
一
四
・
尽
心
章
句
下
）

と
言
う
よ
う
に
、
何
よ
り
も
民
衆
の
生
命
や
生
活
を
優
先
し
た７

。
し
た

が
っ
て
、
民
衆
の
生
命
・
生
活
を
一
挙
に
損
な
う
戦
争
を
否
定
す
る
の

は
当
然
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
天
下
統
一
を
求
め
て
諸
侯
同
士
が
果

て
し
な
く
戦
争
を
繰
り
返
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
語
道
断
で
あ
っ
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た
。
仁
政
さ
え
行
え
ば
、
戦
わ
ず
し
て
天
下
が
帰
服
し
、
無
用
な
血
を

流
さ
な
く
と
も
天
下
を
統
一
で
き
る
、
と
い
う
の
が
孟
子
の
信
念
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
戦
国
時
代
の
現
実
は
厳
し
い
。
当
時
の
状
況
を
見
る
と
、

弱
小
国
が
強
大
国
に
戦
い
を
挑
む
よ
り
、
強
大
国
が
弱
小
国
を
侵
略
す

る
事
例
が
当
然
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
何

よ
り
強
大
国
の
征
服
欲
を
制
御
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。し
か
し
そ
れ
は
、

孟
子
自
身
が
「
惟た

だ

仁
者
の
み
能
く
大
を
以
て
小
に
事つ

か

う
る
を
為
す
（
た

だ
仁
者
だ
け
が
、
大
国
で
あ
っ
て
も
近
隣
の
小
国
を
侮
ら
ず
礼
を
尽
く

す
）」（
巻
二
・
梁
恵
王
章
句
下
）
と
言
う
ほ
ど
に
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
。

　
確
か
に
、
敵
国
の
弱
み
に
つ
け
こ
ん
で
侵
略
戦
争
を
し
か
け
、
領
土

を
奪
い
取
る
と
い
う
誘
惑
に
抗
し
き
れ
る
君
主
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
現
状
に
、
孟
子
は
ど
う
対
応
し
た
か
。
隣
国
・
燕
の
内
紛
に
乗

じ
て
そ
れ
を
攻
略
す
べ
き
か
ど
う
か
問
う
斉
の
宣
王８

に
対
し
、
孟
子
は

「
之こ

れ
を
取
り
て
燕
の
民
悦よ

ろ
こば

ば
、
則
ち
之
れ
を
取
れ
（
攻
め
取
ら
れ

て
燕
の
民
が
喜
ぶ
よ
う
な
ら
、
そ
う
な
さ
れ
ま
せ
）」（
巻
二
・
梁
恵
王

章
句
下
）
と
答
え
、
周
の
文
王
が
殷
の
攻
略
を
「
今
は
ま
だ
殷
の
人
心

を
得
ら
れ
な
い
」
と
自
重
し
て
中
止
し
、
そ
の
子
の
武
王
が
殷
を
攻
め

滅
ぼ
し
た
が
、
結
果
的
に
両
者
と
も
天
下
に
賞
賛
さ
れ
た
と
い
う
故
事

を
引
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
他
国
を
侵
略
し
た
け
れ
ば
、
そ
の
国
の

民
衆
が
望
む
よ
う
な
政
治
を
し
ろ
、と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
、

仁
政
と
い
う
こ
と
に
な
る９

。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
、
孟
子
が
言
う
よ
う
な
侵
略
戦

争
の
実
例
を
探
す
の
は
難
し
い
。
儒
家
思
想
家
に
限
ら
ず
誰
も
が
こ

ぞ
っ
て
賞
賛
す
る
殷
の
湯
王
に
よ
る
夏
の
征
服
、
周
の
武
王
に
よ
る
殷

の
征
服
な
ど
も
、
そ
れ
が
巷
間
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
悪
逆
無
道
の
暴
君

を
倒
し
た
正
義
の
戦
争
」で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

　
し
か
し
、
で
は
侵
略
さ
れ
た
側
が
喜
ぶ
よ
う
な
戦
争
は
一
切
な
い
の

か
、
と
い
う
と
、
実
は
極
め
て
身
近
な
実
例
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
大

戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
北
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
支
配
さ
れ
て
現
憲
法
を
「
押
し
付
け
」
ら
れ
た
（
と
も
さ
れ
る
）
我
々

日
本
人
の
多
く
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
の
軍
国
主
義
体
制
の
崩
壊
を
喜

び
、
基
本
的
人
権
を
保
障
し
た
「
押
し
付
け
」
憲
法
を
歓
迎
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
後
、
同
様
の
成
功
を
も
く
ろ
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の

イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
の
試
み
は
全
て
失
敗
し
て
い
る
の
で
、

ア
メ
リ
カ
が
孟
子
の
絶
賛
す
る
上
古
の
湯
王
や
武
王
の
よ
う
な
絶
対
善

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
侵
略
さ
れ
た
側
が
喜
ぶ
よ
う
な

善
政
が
全
く
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
我
々
自
身

が
体
験
し
た
歴
史
事
実
で
あ
る
。
ま
し
て
や
上
古
の
聖
王
の
仁
政
を
固

く
信
じ
て
い
た
孟
子
が
、
そ
の
再
現
を
楽
観
的
に
期
待
す
る
の
は
必
ず

し
も
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う10

。

　
し
か
し
、
戦
国
時
代
の
現
実
は
あ
く
ま
で
厳
し
い
。
大
国
の
君
主
が

み
な
征
服
欲
を
抑
え
る
自
制
心
を
持
っ
て
く
れ
れ
ば
小
国
も
安
心
な
の

だ
が
、
実
際
は
そ
ん
な
奇
特
な
大
国
は
な
か
っ
た
。
大
国
の
侵
略
に
さ

ら
さ
れ
た
小
国
は
ど
う
振
る
舞
う
べ
き
か
。
滕
の
文
公
に
問
わ
れ
た
孟

子
は
、
周
の
文
王
の
祖
父
・
古
公
亶
父
（
大
王
）
の
逸
話
を
挙
げ
て
い
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る
。

昔む

か

し者
、
大
王
、
邠ひ

ん

に
居
る
。
狄て

き

人
、
之こ

れ
を
侵
す
。
之
れ
に
事つ

か

う

る
に
皮
幣
を
以
て
す
る
も
、
免
る
る
を
得
ず
。
之
れ
に
事
う
る
に

犬
馬
を
以
て
す
る
も
、
免
る
る
を
得
ず
。
之
れ
に
事
う
る
に
珠
玉

を
以
て
す
る
も
、
免
る
る
を
得
ず
。
乃
ち
其
の
耆き

老ろ
う

を
属あ

つ

め
て
之

れ
に
告
げ
て
曰
く
、
狄
人
の
欲
す
る
所
の
者
は
、
吾
が
土
地
な
り
。

吾
之
れ
を
聞
く
、
君
子
は
其
の
人
を
養
う
所ゆ

え

ん以
の
者
を
以
て
人
を

害
せ
ず
、
と
。
二
三
子
、
何
ぞ
君
無
き
を
患
え
ん
、
我
将ま

さ

に
之こ

こ

を
去
ら
ん
と
す
、
と
。
邠ひ

ん

を
去
り
、
梁
山
を
踰こ

え
、
岐
山
の
下
に

邑
し
て
居
る
。
邠ひ

ん

人
曰
く
、
仁
人
な
り
、
失
う
可べ

か
ら
ず
、
と
。

之
れ
に
従
う
者
、
市
に
帰

お
も
む

く
が
如
し
。
或
は
曰
く
、
世
々
の
守
り

な
り
、
身
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
、
死
を
效
す
と
も
去
る

こ
と
勿
れ
、
と
。
君
、
請
う
斯
の
二
者
を
択
べ
。

〔
昔
、
周
の
大
王
（
古
公
亶
父
）
が
邠
（
豳
。
現
陝
西
省
彬
県
）
に

お
ら
れ
た
時
、
北
方
異
民
族
の
狄
が
侵
略
し
て
き
ま
し
た
。
大
王

は
毛
皮
や
絹
織
物
を
貢
い
で
お
仕
え
し
ま
し
た
が
、
狄
の
侵
略
は

止
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
多
く
の
家
畜
を
貢
い
で
お
仕
え
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
侵
略
は
止
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
珠
玉
を
貢
い
で
お

仕
え
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
侵
略
は
止
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

大
王
は
邠
の
長
老
た
ち
を
集
め
て
言
わ
れ
ま
し
た
。「
狄
人
が
欲

し
が
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
土
地
で
あ
る
。
私
は
、『
君
子
は
人

間
を
養
う
た
め
の
土
地
を
惜
し
ん
で
争
い
、
何
よ
り
大
切
な
人
間

を
犠
牲
に
し
た
り
は
し
な
い
』
と
聞
い
て
い
る
。
あ
な
た
方
は
、

君
主
で
あ
る
私
が
い
な
く
な
っ
て
も
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
私

は
（
狄
と
争
っ
た
り
せ
ず
）
こ
れ
か
ら
こ
の
土
地
を
去
ろ
う
と
思

う
」。
そ
し
て
邠
を
去
り
、
梁
山
を
越
え
て
岐
山
の
下
（
周
原
。

現
在
の
陝
西
省
汧
水
・
漆
水
の
間
）
に
集
落
を
作
っ
て
住
ん
だ
。

す
る
と
邠
の
人
々
は
「
あ
の
お
方
は
仁
人
（
情
け
深
い
人
）
だ
。

あ
の
よ
う
な
お
方
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
市
場
に
買

い
物
に
行
く
よ
う
に
大
王
に
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
つ
い
て
周
原
に
移
住
し

た
そ
う
で
す
（
こ
の
よ
う
に
、
土
地
よ
り
も
民
の
命
を
重
ん
ず
る

方
法
が
あ
り
ま
す
）。
し
か
し
ま
た
あ
る
人
は
、「
土
地
は
祖
先
か

ら
代
々
受
け
継
ぎ
守
っ
て
き
た
も
の
、
自
分
の
勝
手
に
は
で
き
な

い
。
命
を
懸
け
て
も
立
ち
退
い
て
は
な
ら
な
い
」と
言
い
ま
す（
こ

の
よ
う
に
土
地
の
た
め
に
民
の
命
を
犠
牲
に
す
る
方
法
も
あ
り
ま

す
）。
君
公
（
文
公
）
は
、
こ
の
二
つ
の
方
途
か
ら
ど
ち
ら
か
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。〕 

（
巻
二
・
梁
恵
王
章
句
下
）

古
公
亶
父
の
狄
（
恐
ら
く
匈
奴
）
に
対
す
る
「
国
譲
り
」
は
前
稿11

で
も

触
れ
た
よ
う
に
、『
詩
経
』
大
雅
・
緜め

ん

や
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
も

見
え
る
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。
古
公
亶
父
が
移
り
住
ん
だ
周
原
は
農
耕

に
も
牧
畜
に
も
適
し
た
肥
沃
な
土
地
で
あ
り
、
周
の
発
展
を
も
た
ら
し

た
の
で
結
果
オ
ー
ラ
イ
と
い
う
形
に
な
っ
た
の
だ
が
、
民
の
命
を
優
先

し
て
侵
略
者
に
土
地
を
明
け
渡
す
な
ど
と
い
う
屈
辱
的
な
決
断
は
君
主

が
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
孟
子
は
滕
の
文

公
に
「
ど
ち
ら
か
を
選
べ
」
と
迫
り
な
が
ら
も
、「
本
当
の
仁
者
な
ら
、

民
の
命
を
救
う
た
め
に
屈
辱
に
甘
ん
ず
る
べ
き
」
と
主
張
し
た
か
っ
た
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の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
問
答
の
直
前
に
も
滕
の
文
公
か
ら
斉
の

侵
略
の
気
配
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
問
わ
れ
た
孟
子
は
、
や
は
り
古
公

亶
父
の
「
国
譲
り
」
を
挙
げ
、

去
り
て
岐
山
の
下
に
居
る
。
択え

ら

び
て
之
れ
を
取
れ
る
に
非
ず
。
已

む
を
得
ざ
る
な
り
。
苟

い
や
し
くも

善
を
為
さ
ば
、
後
世
の
子
孫
に
必
ず
王

者
有
ら
ん
。
君
子
は
業
を
創は

じ

め
統
を
垂
れ
、
継
ぐ
可べ

き
を
為
す
。

夫
の
成
功
の
如
き
は
則
ち
天
な
り
。
君
、
彼
を
如
何
せ
ん
。
彊
め

て
善
を
為
さ
ん
の
み
。

〔（
古
公
亶
父
が
邠
を
）
去
っ
て
岐
山
の
麓
に
移
り
住
ん
だ
の
は
、

す
き
好
ん
で
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
む
を
得
ず
避
難
し
た

の
で
す
。（
し
か
し
、
古
公
亶
父
の
孫
が
文
王
と
な
り
、
周
を
大

国
に
し
た
よ
う
に
）
い
や
し
く
も
善
を
行
な
え
ば
、君
公
（
文
公
）

の
ご
子
孫
に
も
必
ず
や
王
者
が
現
れ
る
で
し
ょ
う
。
君
子
た
る
も

の
は
事
業
の
基
礎
を
つ
く
り
、
後
世
の
子
孫
に
継
承
す
れ
ば
い
い

の
で
す
。
そ
れ
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
、
天
の
み
ぞ
知
る
の
で

す
。
斉
を
恐
れ
た
か
ら
と
て
、
何
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な

こ
と
は
気
に
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
に
善
政
を
布
く
べ
き
で
す
。〕

  

（
巻
二
・
梁
恵
王
章
句
下
）

と
そ
れ
に
な
ら
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
説

を
見
る
と
、
孟
子
は
「
絶
対
平
和
主
義
」
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

　「
絶
対
平
和
主
義
」
を
奉
ず
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
侵
略
さ
れ
た
場

合
に
戦
わ
ず
に
逃
げ
た
り
降
伏
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
他
者
を
傷
つ
け
た
り
殺
し
た
り
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
暴

力
一
般
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孟
子
は
、
梁
の
襄

王
の
「
誰
が
天
下
を
統
一
す
る
だ
ろ
う
」
と
の
問
い
に
対
し
、

人
を
殺
す
を
嗜

た
し
な

ま
ざ
る
者
、
能
く
之
れ
を
一
に
せ
ん
。

〔
人
を
殺
す
こ
と
が
嫌
い
な
仁
君
こ
そ
が
統
一
で
き
る
で
し
ょ
う
。〕

 

（
巻
一
・
梁
恵
王
章
句
上
）

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
祭
祀
の
生
贄
と
し
て
引
き
立
て
ら
れ
る
牛
を

見
て
不
憫
に
思
っ
た
斉
の
宣
王
に
対
し
て
も
、

今
、
恩
は
以
て
禽
獣
に
及
ぶ
に
足
る
も
、
功
の
百
姓
に
至
ら
ざ
る

は
、
独
り
何
ぞ
や
。

〔
今
、
王
の
恩
情
は
禽
獣
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
に
、
そ
れ
が
民
衆

に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
は
、
一
体
な
ぜ
で
し
ょ
う
。〕

 

（
巻
一
・
梁
恵
王
章
句
上
）

と
皮
肉
っ
て
い
る
。「
性
善
説
」
の
論
拠
と
な
っ
た
、
誰
で
も
井
戸
に

落
ち
そ
う
な
幼
児
を
見
た
ら
と
っ
さ
に
助
け
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
、
と

い
う
「
惻
隠
の
心
」（
巻
三
・
公
孫
丑
章
句
上
）「
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
」

（
同
）、
つ
ま
り
「
他
者
の
命
を
尊
重
す
る
心
」
こ
そ
「
仁
の
端

は
じ
め

」（
同
）

と
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
孟
子
の
思
想
の
根
底
に
生
命
尊
重
の
観
念
が

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い12

。
も
ち
ろ
ん
、「
民
を
貴
し
と
為
す
」（
巻
十
四
・

尽
心
章
句
下
）
以
上
、
最
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
は
民
衆
の
生
命
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
君
主
に
戦
争
を
勧
め
た
り
、
戦
争
で
手
柄
を
立
て
た
り
、

戦
争
を
口
実
に
民
衆
を
苛
斂
誅
求
す
る
よ
う
な
連
中
は
最
も
糾
弾
さ
れ

る
べ
き
存
在
と
な
る
。
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況
い
わ
ん

や
之
れ
が
為た

め

に
強
戦
し
、
地
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し

て
野の

を
盈み

た
し
、
城
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し
て
城
を
盈

た
す
に
於
い
て
を
や
。
此こ

れ
所い

わ

謂ゆ
る

土
地
を
率
い
て
人
の
肉
を
食は

ま

し
む
る
な
り
。
罪
、
死
に
容
れ
ず
。
故
に
善
く
戦
う
者
は
上
刑
に

服
さ
し
め
、
諸
侯
を
連
ぬ
る
者
は
之
れ
に
次つ

が
し
め
、
草そ

う

莱ら
い

を
辟ひ

ら

き
土
地
に
任
ず
る
者
は
之
れ
に
次
が
し
め
ん
。

〔
ま
し
て
や
（
不
徳
の
）
君
主
の
た
め
に
強
引
に
戦
争
を
起
こ
し
、

土
地
を
奪
い
合
っ
て
戦
っ
て
は
原
野
を
満
た
す
ほ
ど
多
く
の
人
を

殺
し
、
城
を
奪
い
合
っ
て
戦
っ
て
は
城
を
満
た
す
ほ
ど
多
く
の
人

を
殺
す
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
の
肉
を
土
地
に

食
わ
せ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
を
主
導
す

る
連
中
の
罪
は
死
刑
に
処
し
て
も
ま
だ
足
り
な
い
。
だ
か
ら
、（
兵

家
の
孫
子
や
呉
起
の
よ
う
に
）
戦
争
の
上
手
な
者
は
最
も
重
い
刑

罰
に
処
し
、（
縦
横
家
の
蘇
秦
や
張
儀
の
よ
う
に
）
諸
侯
を
連
合

さ
せ
て
野
心
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
者
は
そ
れ
に
次
ぐ
重
刑
に
処

し
、
民
に
荒
れ
地
を
開
墾
さ
せ
重
税
を
搾
り
取
る
者
は
そ
れ
に
次

ぐ
重
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
。〕 

（
巻
七
・
離
婁
章
句
上
）

つ
ま
り
は
、
君
主
に
戦
勝
を
も
た
ら
し
、
富
国
強
兵
を
実
現
す
る
よ
う

な
、
戦
国
時
代
の
常
識
で
は
間
違
い
な
く
有
能
と
評
さ
れ
る
能
吏
や
名

将
は
、
孟
子
か
ら
見
れ
ば
万
死
に
値
す
る
極
悪
人
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る13

。

　
一
方
、生
命
を
損
な
い
か
ね
な
い
争
い
ご
と
全
般
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

大
国
の
野
心
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
人
間
の
怒
り
や
不
満
の
感
情
を
制

御
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
孟
子
は
以
下
の
よ
う
に

主
張
す
る
。

人
を
愛
し
て
親
し
ま
れ
ず
ん
ば
、
其
の
仁
に
反か

え

れ
。
人
を
治
め
て

治
ま
ら
ず
ん
ば
、
其
の
智
に
反
れ
。
人
を
礼
し
て
答
え
ら
れ
ず
ん

ば
、
其
の
敬
に
反
れ
。
行
い
に
得
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
皆
、
諸こ

れ

を
己

に
反
り
み
求
め
よ
。
其
の
身
正
し
け
れ
ば
、
天
下
、
之
れ
に
帰
せ

ん
。

〔
人
を
愛
し
て
も
相
手
か
ら
親
し
ま
れ
な
い
時
は
、
自
分
の
仁
愛
が

足
り
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
反
省
し
な
さ
い
。
人
を
治
め
て
も

う
ま
く
治
ま
ら
な
い
時
は
、
自
分
の
知
恵
が
足
り
な
い
か
ら
で
は

な
い
か
と
反
省
し
な
さ
い
。
人
に
礼
を
尽
く
し
て
も
答
礼
が
な
い

時
は
、
自
分
の
敬
意
が
足
り
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
反
省
し
な

さ
い
。
自
分
の
行
為
に
対
し
て
相
手
が
期
待
通
り
に
し
て
く
れ
な

い
時
は
、
全
て
自
分
に
至
ら
な
い
所
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と

反
省
し
な
さ
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
常
に
我
が
身
を
正
し
く
保
っ

て
い
れ
ば
、
い
ず
れ
は
天
下
の
人
々
が
帰
服
し
て
く
る
だ
ろ
う
。〕

  

（
巻
七
・
離
婁
章
句
上
）

も
ち
ろ
ん
、
常
に
こ
の
よ
う
な
心
が
け
で
い
ら
れ
る
人
間
は
少
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
人
間
は
「
君
子
」
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
全

て
の
人
間
が
「
君
子
」
に
な
ろ
う
と
努
力
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。人

の
此こ

こ

に
有
り
て
、
其
の
我
を
待
つ
に
横お

う

逆ぎ
ゃ
くを

以
て
す
れ
ば
、
則

ち
君
子
は
必
ず
自
ら
反

か
え
り

み
る
な
り
。
我
、
必
ず
不
仁
な
ら
ん
、
必
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ず
無
礼
な
ら
ん
、
此
の
物こ

と

、
奚な

ん

ぞ宜
至
る
可べ

け
ん
や
、
と
。
其
の
自

ら
反
み
て
仁
に
し
て
、
自
ら
反
み
て
礼
有
る
も
、
其
の
横
逆
由な

お

是か

く
の
ご
と
く
ん
ば
、
君
子
は
必
ず
自
ら
反
み
る
、
我
、
必
ず
不

忠
な
ら
ん
、
と
。
自
ら
反
み
て
忠
な
る
も
、
其
の
横
逆
由
お
是
く

の
ご
と
く
ん
ば
、
君
子
曰
く
、
此
れ
亦ま

た

妄
人
な
る
の
み
、
此か

く
の

如
く
ん
ば
、
則
ち
禽
獣
と
奚な

ん

ぞ
択え

ら

ば
ん
、
禽
獣
に
於
い
て
又
何
を

か
難
ぜ
ん
、
と
。
是
の
故
に
君
子
は
終
身
の
憂
有
る
も
、
一
朝
の

患
無
き
な
り
。

〔
今
、
こ
こ
に
あ
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
自
分
に
対
し
て
無
理
無

道
な
こ
と
を
し
て
き
た
場
合
、
君
子
は
必
ず
ま
ず
自
分
を
反
省
す

る
。「
こ
れ
は
き
っ
と
自
分
が
不
仁
だ
か
ら
だ
ろ
う
、
き
っ
と
無

礼
だ
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
無
理
無
道
を

さ
れ
る
は
ず
が
な
い
」
と
。
し
か
し
、
い
く
ら
反
省
し
て
も
自
分

に
不
仁
や
無
礼
な
と
こ
ろ
が
見
つ
か
ら
な
い
、
そ
れ
な
の
に
ま
だ

相
手
が
無
理
無
道
な
行
い
を
す
る
、
そ
の
場
合
も
君
子
は
必
ず
自

分
を
反
省
す
る
。「
自
分
が
き
っ
と
不
忠
だ
か
ら
だ
ろ
う
」
と
。

し
か
し
、
反
省
し
て
み
て
も
自
分
に
不
忠
な
点
は
な
い
、
そ
れ
で

も
な
お
相
手
が
無
理
無
道
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
な
ら
ば
、
君
子
は

よ
う
や
く
考
え
る
。「
こ
れ
は
も
う
相
手
が
無
茶
な
人
間
な
の
で

あ
る
。
こ
ん
な
無
茶
な
人
間
は
禽
獣
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
相
手
が
禽
獣
な
ら
ば
、
い
く
ら
非
難
し
て
み
て
も
仕
方
が

な
い
（
だ
か
ら
、も
う
気
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
）」
と
。
だ
か
ら
、

君
子
に
は
一
生
を
通
じ
て
の
大
き
な
心
配
事
（
舜
の
よ
う
な
聖
人

に
な
か
な
か
な
れ
な
い
、
と
い
う
）
は
あ
っ
て
も
、
突
然
降
り
か

か
る
一
時
的
な
心
配
事
な
ど
は
（
無
茶
な
人
間
の
無
道
な
ど
気
に

も
な
ら
な
い
の
で
）
な
い
の
で
あ
る
。〕 

（
巻
八
・
離
婁
章
句
下
）

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
論
語
』
泰
伯
篇
に
見
え
る
孔
子
の
高
弟
・

顔
回
の
「
無
抵
抗
主
義
」（
危
害
を
加
え
ら
れ
て
も
報
復
を
し
な
い
）

と
い
う
姿
勢14

に
重
な
る
が
、
単
な
る
無
抵
抗
で
は
な
く
、
相
手
の
行
為

の
原
因
を
自
身
に
求
め
る
と
い
う
内
省
の
過
程
を
加
え
て
お
り
、
思
想

的
深
化
が
見
ら
れ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
人
間
ば
か
り
に
な
れ
ば
、

世
の
中
か
ら
戦
争
は
も
ち
ろ
ん
、
余
計
な
争
い
ご
と
な
ど
雲
散
霧
消
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
孟
子
の
主
張
を
見
る
と
、ま
す
ま
す
彼
が『
塩

鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
と
同
じ
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
立
場
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
現
実
は
も
ち
ろ
ん
孟
子
が
考
え
た
理
想
の
よ
う
に
な
っ
た

た
め
し
が
な
い
。
危
害
を
加
え
ら
れ
れ
ば
反
撃
す
る
の
が
人
間
の
常
で

あ
る
し
、
相
手
が
弱
け
れ
ば
征
服
を
目
論
み
、
強
け
れ
ば
征
服
さ
れ
る

の
を
恐
れ
て
軍
備
を
増
強
し
、
頼
れ
る
同
盟
国
を
求
め
、
権
謀
術
数
を

弄
す
る
の
が
国
家
の
常
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
過
酷
な
現
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
、
さ
す
が
の
孟
子
も
答
え

に
窮
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。

滕
の
文
公
問
い
て
曰
く
、
滕
は
小
国
に
し
て
、
斉
・
楚
に
間は

さ

ま
れ

り
。
斉
に
事つ

か

え
ん
か
、
楚
に
事
え
ん
か
、
と
。
孟
子
対
し
て
曰
く
、

此
の
謀
は
吾
が
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。
已
む
無
く
ん
ば
則

ち
一
有
り
。
斯
の
池
を
鑿う

が

ち
、
此
の
城
を
築
き
、
民
と
与と

も

に
守
り
、



20

中国古代儒家文献に見る反戦思想 ⑶〈論文〉

死
を
效い

た

す
と
も
民
去
ら
ず
ん
ば
則
ち
是こ

れ
為
す
可
き
な
ら
ん
、と
。

〔
滕
の
文
公
が
孟
子
に
尋
ね
た
。「
滕
は
小
国
で
、
斉
・
楚
と
い
う

大
国
に
挟
ま
れ
て
い
る
。（
ど
ち
ら
か
に
付
か
な
い
と
国
の
存
亡

さ
え
危
う
い
の
だ
が
）
斉
に
仕
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
楚
に
仕
え

る
べ
き
だ
ろ
う
か
」。
孟
子
が
答
え
た
。「
そ
の
よ
う
な

謀
は
か
り
ご
とは

、

私
の
能
力
で
は
到
底
お
答
え
い
た
し
か
ね
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う

し
て
も
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
だ
け
策
を
申
し
上
げ
ま

す
。
滕
の
掘
割
を
深
く
掘
り
下
げ
、
城
壁
を
高
く
築
き
、
滕
の
民

と
と
も
に
籠
城
し
、
も
し
死
が
迫
っ
て
も
民
が
逃
げ
出
さ
な
い
よ

う
に
で
き
る
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
そ
う
す
べ
き
で
す
。」〕

  

（
巻
二
・
梁
恵
王
章
句
下
）

孟
子
か
ら
す
れ
ば
、
斉
も
楚
も
し
ょ
せ
ん
仁
政
と
は
無
縁
の
覇
道
の
国

に
過
ぎ
ず
（
特
に
斉
は
宣
王
・
湣
王
に
ど
れ
ほ
ど
仁
政
を
説
い
て
も
全

く
実
践
す
る
気
配
を
示
さ
な
か
っ
た
）、
一
方
に
付
い
て
も
も
う
一
方

か
ら
攻
撃
を
受
け
る
だ
け
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
ど
ち
ら

に
も
付
か
ず
に
自
立
を
保
ち
、
民
と
と
も
に
滅
び
る
覚
悟
を
決
め
て
仁

政
に
努
め
る
べ
き
だ
、
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
回
答
に
納
得
す
る
君
主
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
い
た
こ

と
か
。

　
小
国
に
と
っ
て
孟
子
の
理
想
論
を
実
践
す
る
こ
と
は
大
国
よ
り
さ
ら

に
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
滕
の
文
公
は
孟
子
の
教
え

を
受
け
て
と
も
か
く
仁
政
を
試
み
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る15

し
、
同
様

に
小
国
で
あ
り
な
が
ら
宋
も
仁
政
を
試
み
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。巻
六
・

滕
文
公
章
句
下
に
、
孟
子
と
弟
子
の
万
章
と
の
や
り
取
り
が
以
下
の
よ

う
に
見
え
る
。

万
章
問
い
て
曰
く
、
宋
は
小
国
な
り
。
今
、
将ま

さ

に
王
政
を
行
な
わ

ん
と
す
。
斉
・
楚
、
悪に

く

み
て
之
れ
を
伐
た
ば
、
則
ち
之
れ
を
如
何

せ
ん
、
と
。

〔
万
章
が
質
問
し
た
。「
宋
は
小
国
で
す
が
、
今
、
王
政
を
行
な
お

う
と
し
て
い
ま
す
。
も
し
斉
や
楚
が
そ
れ
を
憎
ん
で
宋
を
討
と
う

と
し
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
」。〕

こ
れ
に
対
し
孟
子
は
、
殷
の
湯
王
が
小
国
の
君
主
な
が
ら
仁
政
を
行

な
っ
た
た
め
国
内
外
か
ら
信
頼
を
得
、
周
辺
諸
国
を
制
圧
す
る
た
び
に

ま
だ
討
た
れ
て
い
な
い
国
の
民
か
ら
「
ど
う
し
て
我
が
国
に
は
攻
め
て

き
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
恨
ま
れ
た
こ
と
、
同
様
に
周
の
武
王
も
殷
を

討
伐
し
た
際
に
殷
の
民
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
な
ど
お
得
意
の
逸
話
を

並
べ
て
答
え
て
い
る
。

苟
い
や
し
く

も
王
政
を
行
な
わ
ば
、
四
海
の
内
、
皆
首こ

う
べを

挙
げ
て
之
れ
を

望
み
、
以
て
君
と
為
さ
ん
と
欲
せ
ん
。
斉
・
楚
、
大
な
り
と
雖

い
え
ど

も
、

何
ぞ
畏
れ
ん
。

〔（
宋
が
湯
王
・
武
王
の
よ
う
な
）
王
政
さ
え
行
え
ば
、
天
下
の
人
々

は
み
な
首
を
長
く
し
て
宋
が
自
国
を
支
配
す
る
こ
と
を
待
ち
望

み
、
宋
の
君
主
を
自
分
た
ち
の
君
主
に
推
戴
し
よ
う
と
願
う
だ
ろ

う
。
そ
う
な
れ
ば
、
斉
や
楚
が
い
か
に
大
国
で
あ
ろ
う
と
何
を
恐

れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。〕

先
の
滕
の
文
公
へ
の
回
答
や
、
こ
の
万
章
の
問
い
へ
の
回
答
を
見
る
限
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り
、
孟
子
は
滕
・
宋
に
斉
・
楚
か
ら
の
侵
攻
を
覚
悟
せ
よ
、
と
言
っ
て

い
る
。
文
公
へ
の
回
答
に
至
っ
て
は
、
攻
め
ら
れ
た
ら
命
を
賭
し
て
戦

え
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
孟
子
は
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
は

「
絶
対
平
和
主
義
」
の
立
場
を
採
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い16

。

　
む
し
ろ
、
有
徳
の
君
主
に
よ
る
戦
争
に
対
し
て
は
、
孟
子
は
全
く
肯

定
的
で
あ
る
。
巻
四
・
公
孫
丑
章
句
下
冒
頭
の
有
名
な
「
天
の
時
は
地

の
利
に
如
か
ず
、地
の
利
は
人
の
和
に
如
か
ず
」
で
始
ま
る
一
節
で
は
、

「
天
の
時
」（
時
節
・
天
候
・
寒
暑
・
方
角
な
ど
）
よ
り
も
「
地
の
利
」（
堅

固
な
城
壁
・
十
分
な
糧
秣
・
鋭
利
な
武
器
な
ど
）
が
整
っ
て
い
る
方
が

有
利
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
「
人
の
和
」（
多
く
の
人
々
か
ら

の
信
頼
）
を
得
て
い
る
方
が
最
も
有
利
だ
と
説
き
、

故
に
曰
く
、
民
を
域か

ぎ

る
に
封ほ

う

疆き
ょ
うの

界
さ
か
い

を
以
て
せ
ず
、
国
を
固
む
る

に
山さ

ん

谿け
い

の
険
を
以
て
せ
ず
、
天
下
を
威
す
る
に
兵
革
の
利
を
以
て

せ
ず
、
と
。
道
を
得
た
る
者
は
助
け
多
く
、
道
を
失
う
者
は
助
け

寡す
く
なし

。
助
け
寡
き
の
至
り
は
、
親
戚
も
之
れ
に
畔そ

む

き
、
助
け
多
き

の
至
り
は
、
天
下
も
之
れ
に
順

し
た
が

う
。
天
下
の
順
う
所
を
以
て
、
親

戚
の
畔
く
所
を
攻
む
。
故
に
君
子
は
戦
わ
ざ
る
有
る
も
、
戦
え
ば

必
ず
勝
つ
、
と
。

〔
だ
か
ら
昔
か
ら
「
民
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
と
国
境
を
区
切
る
必
要

は
な
い
、
国
の
守
り
を
固
め
よ
う
と
山
や
谷
の
険
し
さ
に
頼
る
必

要
も
な
い
、
天
下
を
威
嚇
し
よ
う
と
鋭
利
な
武
器
や
堅
固
な
甲
冑

を
揃
え
る
必
要
も
な
い
」
と
言
う
の
だ
。
仁
義
の
道
を
心
得
た
者

に
は
自
然
に
味
方
が
多
く
な
り
、
道
を
失
っ
た
者
に
は
味
方
が
少

な
い
。
味
方
が
少
な
い
極
み
は
親
戚
か
ら
さ
え
見
放
さ
れ
る
こ
と

で
あ
り
、味
方
が
多
い
極
み
は
天
下
の
人
々
が
従
う
こ
と
で
あ
る
。

天
下
の
人
々
が
従
う
状
態
で
、
親
戚
さ
え
見
放
し
た
者
を
攻
め
る

の
で
あ
る
（
か
ら
、
勝
利
は
確
実
で
あ
る
）。
だ
か
ら
、
君
子
は

戦
う
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
や
む
な
く
戦
う
と
す
れ
ば
必
ず

勝
つ
の
で
あ
る
。〕

と
す
る
。
儒
家
の
理
想
と
す
る
仁
政
を
行
な
う
者
は
天
下
の
人
の
信
頼

を
得
、
味
方
に
す
る
の
で
、
人
々
か
ら
恨
ま
れ
、
味
方
の
少
な
い
暴
虐

の
者
に
負
け
る
は
ず
が
な
く
、
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
な
の
で
そ
も
そ
も

戦
い
自
体
起
こ
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
戦
争
は
起
こ
る
。
そ
の
現
実
を
、
孟
子
は
次
の

よ
う
に
解
釈
す
る
。

春
秋
に
義
戦
無
し
。
彼
、
此
れ
よ
り
善
き
は
、
則
ち
之
れ
有
り
。

征
と
は
、
上
、
下
を
伐
つ
な
り
。
敵
国
は
相
い
征
せ
ざ
る
な
り
。

〔
春
秋
時
代
に
は
正
義
の
戦
争
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、「
あ

の
戦
い
」
は
「
こ
の
戦
い
」
よ
り
は
ま
し
、
と
い
う
程
度
の
違
い

は
あ
る
（
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
正
義
の
戦
争
と
み
な
せ
る
も
の
は

な
い
）。
も
と
も
と
「
征
」（
正
し
い
戦
争
）
と
は
（
人
を
正
す
、

の
意
だ
か
ら
）
上
に
立
つ
天
子
が
下
に
居
て
罪
を
犯
し
た
諸
侯
を

討
ち
正
す
時
に
の
み
使
え
る
語
で
あ
り
、
対
等
な
諸
侯
同
士
の
勝

手
な
戦
争
は
「
征
」
と
は
言
え
な
い
。〕

つ
ま
り
、
周
王
の
権
威
が
衰
え
、
諸
侯
間
の
戦
争
が
急
増
し
た
春
秋
時

代
以
降
の
戦
争
は
全
て
不
義
の
戦
争
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
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上
古
の
聖
王
た
ち
、
例
え
ば
殷
の
湯
王
・
周
の
武
王
な
ど
の
起
こ
し
た

戦
争
は
全
て
正
義
の
戦
い
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、全
て「
征
」、

す
な
わ
ち
有
徳
の
王
に
よ
る
罪
人
た
ち
へ
の
処
罰
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
斉
の
宣
王
に
、
湯
王
が
夏
の
桀
王
を
滅
ぼ
し
、
武
王
が
殷
の
紂
王

を
滅
ぼ
し
た
の
は
「
弑し

い

」（
臣
下
が
主
君
を
殺
す
こ
と
）
で
は
な
い
の

か
と
問
わ
れ
た
孟
子
は
、

仁
を
賊

そ
こ
な

う
者
、
之
れ
を
賊ぞ

く

と
謂
い
、
義
を
賊
う
者
、
之
れ
を
残
と

謂
う
。
残
賊
の
人
、
之
れ
を
一
夫
と
謂
う
。
一
夫
の
紂
を
誅
す
る

を
聞
く
も
、
未
だ
君
を
弑し

い

す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。

〔
仁
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
者
を
「
賊
」
と
言
い
、
義
を
な
い
が
し

ろ
に
す
る
者
を
「
残
」
と
言
い
ま
す
。
残
賊
の
人
は
（
も
は
や
王

で
は
な
く
、
天
に
見
放
さ
れ
た
）
た
だ
の
「
つ
ま
ら
な
い
人
間
」

と
言
い
ま
す
。
そ
ん
な
「
つ
ま
ら
な
い
人
間
」
紂
を
武
王
が
誅
殺

し
た
と
は
聞
き
ま
す
が
、
武
王
が
主
君
殺
し
の
「
弑
」
の
罪
を
犯

し
た
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。〕

  

（
巻
二
・
梁
恵
王
章
句
下
）

と
答
え
て
い
る
。
有
徳
者
に
よ
る
戦
争
や
殺
人
は
、
全
く
肯
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
有
徳
者
が
無
実
の
人
や
無
辜
の
民
衆
を
害
す
る

は
ず
が
な
い
た
め
、
彼
に
よ
る
殺
人
は
全
て
正
当
な
刑
罰
と
な
る
。
ま

た
、
彼
が
や
む
を
得
ず
兵
を
起
こ
せ
ば
敵
側
の
兵
士
や
民
も
み
な
寝

返
っ
て
彼
に
帰
服
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
殺
さ
れ
る
人
数
も
極
め
て

少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
孟
子
は
、
武
王
が
紂

王
を
殺
し
殷
を
滅
ぼ
し
た
牧
野
の
戦
い
の
際
に
、
激
戦
で
大
量
の
血
が

流
れ
、
重
い
大
盾
を
浮
か
ば
せ
る
ほ
ど
だ
っ
た
、
と
い
う
『
書
経
』
武

成
篇
の
記
述
を
疑
い
、

尽
く
書
を
信
ず
る
は
、
則
ち
書
無
き
に
如
か
ず
。

〔『
書
経
』
と
い
え
ど
も
書
い
て
あ
る
こ
と
を
全
て
盲
信
す
る
の
は

危
険
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
『
書
経
』
な
ど
な
い
方
が
よ

い
。〕 

（
巻
一
四
・
尽
心
章
句
下
）

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
孟
子
の
異
民
族
観
を
見
て
み
よ
う
。
孟
子
が
生
き
た
戦
国
時

代
中
期
も
、
北
方
遊
牧
騎
馬
民
族
の
圧
迫
は
あ
っ
た
。
特
に
騎
馬
民
族

と
国
境
を
接
す
る
燕
・
趙
・
秦
な
ど
の
諸
国
は
そ
の
侵
攻
に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
遊
牧
騎
馬
民
族
に
対
抗
し
う
る
軍
事
力
を
得
る

た
め
に
趙
の
武
霊
王
が
「
胡
服
騎
射
」（
遊
牧
騎
馬
民
族
の
服
装
と
騎

馬
戦
術
）
を
採
用
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
前
四

世
紀
末
頃
で
あ
り
、
孟
子
が
活
躍
し
た
時
代
と
重
な
る
。
し
か
し
、『
孟

子
』
に
は
北
方
遊
牧
騎
馬
民
族
の
み
な
ら
ず
、
中
国
周
辺
の
異
民
族
に

つ
い
て
の
記
述
が
乏
し
い
。
孟
子
の
関
心
は
あ
く
ま
で
中
国
の
為
政
者

に
仁
政
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
異
民
族
の
教
化
に
は

ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
塩
鉄
論
』
に
見
え
る
賢
良
・
文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」

が
、
長
年
に
わ
た
る
匈
奴
と
の
戦
争
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

以
上
、「
絶
対
平
和
主
義
」
に
近
い
主
張
を
し
て
い
た
孟
子
の
異
民
族

観
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
彼
が
「
舜
は
…
…
東
夷
な

り
。
文
王
は
…
…
西
夷
な
り
。」（
巻
八
・
離
婁
章
句
下
）
と
し
、
上
古
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の
聖
人
た
る
舜
や
文
王
が
東
方
や
西
方
の
異
民
族
出
身
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
率
直
に
認
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
仁
政
を
実
施
で
き
る
聖

人
と
な
る
に
は
、
民
族
出
自
は
関
係
な
い
、
と
い
う
価
値
観
に
立
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
伝
統
的
な
中
国
社
会
の
華
夷
思
想
と
同
じ
よ

う
に
周
辺
異
民
族
を
蔑
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
も
あ
る
。巻
五
・

滕
文
公
章
句
上
に
、南
方
出
身
の
農
家
思
想
家
・
許
行
を
批
判
し
て
「
南

蛮
鴃
舌
之
人
（
南
方
の
蛮
人
で
モ
ズ
の
よ
う
な
悪
声
の
人
）」
と
こ
き

下
ろ
し
、

魯ろ
し
ょ
う頌

に
、
戎
狄
は
是
れ
膺う

ち
、
荊け

い

舒じ
ょ

は
是
れ
懲こ

ら
す
、
と
。
周
公

も
方ま

さ

に
且
つ
之
れ
を
膺
つ
。

〔『
詩
経
』
魯
頌
に
、「
戎
や
狄
な
ど
の
異
民
族
は
討
ち
払
い
、
荊
や

舒
な
ど
の
南
方
の
野
蛮
国
は
懲
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

あ
る
。
周
公
も
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
を
討
伐
し
た
の
だ
（
し
た
が
っ

て
、
許
行
の
説
な
ど
し
ょ
せ
ん
討
伐
さ
れ
る
べ
き
野
蛮
人
の
た
わ

ご
と
な
の
だ
）。〕

と
中
国
周
辺
の
異
民
族
を
見
下
し
た
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
、
許
行
の

所
説
を
信
じ
て
師
で
あ
っ
た
儒
者
・
陳
良
の
教
え
を
放
擲
し
た
陳
相
ら

に
対
し
、

陳
良
は
楚
の
産
な
る
も
、
周
公
・
仲
尼
の
道
を
悦

よ
ろ
こ

び
、
北
の
か
た

中
国
に
学
ぶ
。
北
方
の
学
者
も
、
未
だ
之
れ
に
先
ん
ず
る
或あ

る
能

わ
ず
。
彼
は
所い

わ

謂ゆ
る

豪
傑
の
士
な
り
。

〔
陳
良
は
南
方
の
楚
の
出
身
な
が
ら
、
周
公
や
仲
尼
（
孔
子
）
の
教

え
を
慕
い
、
は
る
ば
る
北
の
か
た
中
国
に
来
て
儒
学
を
学
ん
だ
。

そ
の
学
識
は
、
北
方
の
中
国
の
学
者
で
も
な
か
な
か
乗
り
越
え
ら

れ
る
者
が
い
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
は
ま
さ
に
世
に
言
う
豪
傑

だ
っ
た
。〕

と
陳
良
を
激
賞
し
、
そ
ん
な
有
徳
者
の
教
え
を
あ
っ
さ
り
と
捨
て
た
陳

相
ら
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
陳
良
の
評
価
に
は
「
野
蛮

な
楚
の
出
身
者
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
」
と
い
う
枕
詞
が
つ
い
て
お
り
、

裏
返
せ
ば
楚
に
対
す
る
偏
見
が
露
骨
に
表
出
し
て
い
る
。

　
い
っ
た
い
孟
子
は
、
民
族
差
別
主
義
者
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
恐
ら
く
孟
子
は
自
身
の
異
民
族
観
に
矛
盾
な
ど
全
く
感

じ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
は
、
有
徳
の
人
間
で
あ
る
か
ど
う
か

（
あ
る
い
は
、
そ
う
な
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
か
ど
う
か
）
が
問
題
な

の
で
あ
る
。舜
や
文
王
は
確
か
に
有
徳
の
聖
人
で
あ
り
、仁
政
を
行
な
っ

た
。
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
出
自
が
東
夷
や
西
夷
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や

関
係
な
い
。
そ
れ
は
、
陳
良
に
も
当
て
は
ま
る
。
彼
は
儒
学
を
志
し
、

他
の
追
随
を
許
さ
な
い
「
豪
傑
」
と
な
っ
た
。
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
彼

の
楚
出
身
と
い
う
生
い
立
ち
は
問
題
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
一
般
論
と
個
別
事
象
と
の
違
い
で
あ
る
。
一
般
論

と
し
て
、
周
辺
異
民
族
は
中
国
文
明
を
理
解
せ
ず
、
儒
学
を
理
解
せ
ず
、

学
ぼ
う
と
も
し
な
い
。
異
民
族
集
団
全
体
を
儒
学
で
教
化
し
よ
う
と
し

て
も
、
そ
れ
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
大
部
分

は
蔑
視
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
個
人
と
し
て
は
、
仁
徳
を
理
解
し
、

あ
る
い
は
学
ぼ
う
と
す
る
者
も
例
外
的
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
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実
際
に
努
力
し
、
仁
義
を
実
践
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
堂
々
と
有
徳
の
君

子
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
逆
に
儒
学
に
触
れ
、
学
ぶ
機
会
が
多
い
中
国

の
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
仁
義
を
理
解
せ
ず
、
儒
学
を
学
ぼ
う
と
し
な

い
人
間
は
、
異
民
族
並
み
か
そ
れ
以
下
の
人
間
と
し
て
見
下
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
恐
ら
く
孟
子
の
異
民
族
観
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
孔
子

以
来
の
多
く
の
儒
者
の
そ
れ
も
大
体
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、『
塩
鉄
論
』
の
賢
良
・
文
学
の
観
念
と
は
異
な
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
、
匈
奴
と
い
え
ど
も
あ
く
ま
で
も
教
化
の
対
象
で
あ

り
、
教
化
は
ど
ん
な
に
困
難
で
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
決
し
て
あ
き
ら
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
孟
子
の
反
戦
思
想
も
、
そ
の
多
く
の
部
分

は
色
濃
く
前
漢
中
期
の
賢
良
・
文
学
に
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、『
塩
鉄
論
』
で
彼
ら
が
主
張
し
た
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
徹
底
さ

に
は
至
っ
て
い
な
い
点
で
、
や
は
り
賢
良
・
文
学
の
思
想
の
直
接
的
淵

源
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、『
塩
鉄
論
』
で
賢
良
・

文
学
が
『
孟
子
』
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
は
十
九
例
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
戦
争
や
軍
事
に
直
接
関
わ
る
発
言
を
引
い
た
と
こ
ろ
は
四
箇
所
に
過

ぎ
な
い17

。

二
、『
荀
子
』
に
つ
い
て

　
荀
子
（
荀
況
。
孫
況
・
孫
卿
・
荀
卿
と
も
言
う
）
は
戦
国
時
代
後
期
、

趙
に
生
ま
れ
た
。『
史
記
』
の
列
伝18

な
ど
に
よ
る
と
、
五
○
歳
の
時
に

初
め
て
斉
に
遊
学
し
、「
稷
下
先
生19

」
の
一
人
と
し
て
名
を
は
せ
た
。

や
が
て
斉
の
高
官
と
な
っ
た
が
、讒
言
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
、楚
に
移
っ

て
勢
族
の
春
申
君
に
仕
え
、蘭
陵
（
現
山
東
省
嶧
県
東
）
の
県
令
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
春
申
君
が
暗
殺
（
前
二
三
八
年
頃
）
さ
れ
る
と
そ
の
職

を
解
か
れ
、
そ
の
ま
ま
蘭
陵
に
住
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
頃
に
は
か
つ
て

門
人
だ
っ
た
李
斯
や
韓
非
が
法
家
思
想
家
と
し
て
秦
に
仕
え
、
そ
の
勢

力
拡
大
に
寄
与
し
て
い
た
。
し
か
し
荀
子
は
、
孔
子
の
正
し
い
教
え
が

政
治
に
生
か
さ
れ
ず
、
墨
家
や
道
家
や
法
家
な
ど
の
邪
説
が
は
び
こ
る

時
世
を
憂
え
、
数
万
言
を
叙
述
し
た
の
ち
、
没
し
て
蘭
陵
に
葬
ら
れ
た
。

そ
の
没
年
は
、
秦
に
よ
る
天
下
統
一
（
前
二
二
一
年
）
目
前
の
前
二
三

五
年
─
前
二
三
○
年
頃
と
さ
れ
る
。
そ
の
著
書
は
『
孫
卿
書
』
な
ど
と

呼
ば
れ
、
三
二
二
巻
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
前
漢
後
期
の
学
者
・
劉
向

（
前
七
年
─
前
六
年
）
が
校
定
し
て
三
二
巻
と
し
た
。
こ
れ
が
お
お
む

ね
現
行
の
『
荀
子
』
に
な
っ
た
。
し
か
し
、『
孟
子
』
が
前
漢
・
文
帝
（
位

前
一
八
○
年
─
前
一
五
七
年
）
の
時
に
一
時
『
論
語
』『
孝
経
』
な
ど

と
と
も
に
博
士
官
の
教
科
目
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
早
く
か
ら
尊
重
さ
れ

た
の
に
対
し
、『
荀
子
』
の
評
価
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、
よ
う
や
く
唐

に
至
っ
て
楊
倞
が
注
を
施
し
（
八
一
八
年
）、
韓
愈
が
称
揚
す
る
な
ど

し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
宋
代
以
降
再
び
顧
み
ら
れ
な

く
な
り
、
よ
う
や
く
そ
の
真
価
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

清
代
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
う20

。

　
そ
れ
で
は
、
以
下
に
『
荀
子
』
に
見
え
る
反
戦
的
言
辞
を
確
認
し
て
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い
き
た
い21

の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
荀
子
の
思
想
の
根
幹
で
あ
る

「
性
悪
説
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

人
の
性
は
悪
な
り
、
其
の
善
な
る
者
は
偽ぎ

な
り
。
今
、
人
の
性
、

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
。
是こ

れ
に
順
う
、
故

に
争
奪
生
じ
て
辞じ

譲
じ
ょ
う

亡
ぶ
。…
…
然
れ
ば
則
ち
、人
の
性
に
従
い
、

人
の
情
に
順
え
ば
、
必
ず
争
奪
に
出い

で
、
犯
分
乱
理
に
合
し
て
暴

に
帰
す
。

〔
人
間
の
本
性
は
悪
で
あ
り
、
人
為
的
矯
正
を
経
て
初
め
て
善
と
な

る
。
今
、
そ
の
本
性
か
ら
察
す
る
に
、
人
間
は
生
来
利
益
を
好
む

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
た
め
、
放
っ
て
お
け
ば
必
ず
他
者
と

争
い
あ
い
、
譲
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
…
…
こ
う
考
え
て

く
る
と
、
人
間
を
本
性
や
情
動
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
必
ず
争

い
奪
い
あ
い
、
分
限
を
犯
し
条
理
を
乱
し
、
世
の
中
が
混
乱
す

る
。〕 
（
巻
一
七
・
性
悪
篇
）

ま
さ
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
万
人
の
万
人
に
よ
る
闘
争
」
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、

こ
う
し
た
悲
観
的
人
間
観
に
立
つ
荀
子
は
、
当
然
孟
子
の
「
性
善
説
」

を
厳
し
く
批
判
し
、
孔
子
の
教
え
を
捻
じ
曲
げ
た
者
と
酷
評
し
て
い

る22

。
荀
子
の
理
解
で
は
、
生
来
の
人
間
は
利
益
を
求
め
て
争
い
あ
う
の

が
当
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

人
の
生
や
羣ぐ

ん

す
る
こ
と
無
き
能あ

た

わ
ず
、
羣
し
て
分ぶ

ん

無
け
れ
ば
則
ち

争
い
、
争
え
ば
則
ち
乱
れ
、
乱
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
…
…
人
君
な

る
者
は
分
を
管
す
る
所ゆ

え

ん以
の
枢
要
な
り
。

〔
人
間
は
集
団
を
作
ら
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
が
、
集
団
に
等
差

や
分
別
が
な
け
れ
ば
争
い
を
生
じ
、
争
え
ば
乱
れ
、
乱
れ
れ
ば
困

窮
す
る
。
…
…
君
主
こ
そ
が
等
差
・
分
別
を
掌
る
た
め
の
「
か
な

め
」
な
の
で
あ
る
。〕 

（
巻
六
・
富
国
篇
）

と
言
う
よ
う
に
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
然
的
に
集
団
を
形
成
す
る
の

が
人
間
で
あ
る
が
、
単
に
人
が
集
ま
っ
た
だ
け
の
集
団
で
は
闘
争
や
混

乱
が
激
化
す
る
の
は
必
定
で
あ
り
、
そ
う
さ
せ
な
い
た
め
に
は
集
団
内

の
差
等
や
分
限
を
定
め
る
君
主
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
肝
心
の
君
主
か
ら
し
て
欲
望
や
野
心
に
駆
ら
れ
て

争
い
を
起
こ
し
て
い
る
の
が
戦
国
時
代
の
常
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
止

す
る
た
め
に
は
、
君
主
が
聖
人
と
な
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
荀

子
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
聖
人
が
定
め
た
「
礼
」
に
よ
る
人
為
的
矯
正
（「
偽
」）
が

な
い
限
り
人
間
は
争
い
を
止
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
「
礼
」

が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
荀
子
は
縷
々
訴
え
て
い
る
。
そ
の
状

態
が
続
く
限
り
人
間
社
会
か
ら
戦
争
を
な
く
す
こ
と
は
絶
望
的
と
な

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
荀
子
』
に
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
よ
り

ま
ず
聖
人
に
よ
る
正
し
い
「
礼
」
の
施
行
な
の
で
あ
り
、
反
戦
・
非
戦

の
追
及
は
二
の
次
（
と
い
う
よ
り
、「
礼
」
が
正
し
く
行
わ
れ
れ
ば
必

然
的
に
反
戦
・
非
戦
は
実
現
す
る
）
と
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、「
固も

と

よ
り
小
人
」（
巻
二
・
栄
辱
篇
）
で
あ
る
人
間
も
儒

学
を
学
び
、
上
古
の
聖
王
の
徳
に
な
ら
え
ば
、「
之
れ
を
争
え
ば
則
ち

失
い
、之
れ
を
譲
れ
ば
則
ち
至
る
（
奪
お
う
と
争
え
ば
か
え
っ
て
失
い
、

む
し
ろ
譲
ろ
う
と
す
れ
ば
手
に
入
る
）」（
巻
四
・
儒
効
篇
）
と
い
う
真
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理
を
悟
る
聖
人
や
君
子
と
な
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
為
政
者
と
な
れ

ば
、

彊き
ょ
うを

致
し
て
能よ

く
以
て
弱
に
寛
た
り
。
戦
え
ば
必
ず
能
く
之
れ
を

殆あ
や
うく

す
る
も
、
而
も
之
れ
と
闘
う
こ
と
を
羞
じ
、
委
然
と
し
て
文

を
為
し
て
以
て
之
れ
を
天
下
に
示
し
、
而
し
て
暴
国
、
安こ

こ

に
自
ず

か
ら
化
し
、
災
繆び

ゅ
うな

る
者
有
り
て
然
る
後
に
之
れ
を
誅
す
。
故
に

聖
王
の
誅
や
綦き

わ

め
て
省

す
く
な

し
。

〔
強
大
を
極
め
る
が
弱
国
に
は
寛
容
に
な
る
。
戦
え
ば
必
ず
敵
を
追

い
詰
め
る
が
、
し
か
し
戦
う
こ
と
を
恥
じ
、
戦
う
代
わ
り
に
徳
を

天
下
に
明
ら
か
に
し
、
広
め
る
こ
と
で
暴
虐
な
国
も
自
然
と
感
化

し
、
そ
れ
で
も
従
わ
ず
災
い
や
犯
罪
を
犯
す
者
が
い
れ
ば
、
初
め

て
や
む
な
く
討
伐
す
る
。
だ
か
ら
、
聖
王
に
よ
る
討
伐
は
極
め
て

少
な
い
。〕 

（
巻
三
・
仲
尼
篇
）

と
い
う
理
想
の
社
会
が
実
現
で
き
る
、と
説
く
。
こ
う
し
た「
理
想
」は
、

孟
子
は
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
以
来
の
儒
学
者
た
ち
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
荀
子
は
、そ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
聖
人
が
「
礼
」

に
よ
っ
て
民
を
厳
し
く
教
導
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
説
く
。『
荀
子
』

に
は
「
礼
」
の
重
要
性
を
説
く
言
説
が
満
ち
溢
れ
る
一
方
、『
孟
子
』

に
多
数
見
え
た
仁
政
と
い
う
語
は
全
く
見
え
な
い23

。

　
も
ち
ろ
ん
、
荀
子
の
讃
え
る
聖
人
も
、
孟
子
以
前
の
儒
者
が
求
め
た

そ
れ
と
大
差
な
い
。
特
に
重
視
さ
れ
る
聖
人
の
特
長
は
、
温
和
さ
と
謙

譲
で
あ
る
。

備
わ
り
て
矜ほ

こ

ら
ず
、
一
に
自
ら
善
く
す
る
、
之
れ
を
聖
と
謂
う
。

矜
ら
ず
、
夫そ

の
故
に
天
下
与と

も

に
能
を
争
わ
ず
し
て
、
而し

か

も
善
く
其

の
功
を
用
い
る
こ
と
を
致
す
。

〔
徳
を
完
備
し
な
が
ら
少
し
も
そ
れ
を
誇
ら
ず
、
一
途
に
自
己
修
練

に
努
め
る
者
を
聖
人
と
い
う
。
備
え
た
知
徳
を
少
し
も
誇
ら
な
い

の
で
、
天
下
の
人
々
と
能
力
を
競
い
合
う
こ
と
も
な
く
、
し
か
も

全
て
の
人
々
の
働
き
を
最
大
限
生
か
す
の
で
あ
る
。〕

  

（
巻
一
七
・
君
子
篇
）

君
子
は
力
、
牛
の
如ご

と

く
な
れ
ど
、
牛
と
力
を
争
わ
ず
。
走
る
こ
と

馬
の
如
く
な
れ
ど
、
馬
と
走
る
を
争
わ
ず
。
知
は
士
の
如
く
な
れ

ど
、
士
と
知
を
争
わ
ず
。

〔
君
子
は
た
と
え
そ
の
力
が
牛
の
よ
う
に
強
く
と
も
、
牛
と
力
を
競

わ
な
い
。
走
る
こ
と
が
馬
の
よ
う
に
速
く
と
も
、
馬
と
速
さ
を
競

わ
な
い
。
専
門
知
識
が
役
人
の
よ
う
に
あ
っ
て
も
、
役
人
と
能
力

を
競
わ
な
い
。〕 

（
巻
二
○
・
堯
問
篇
）

恭
倹
な
る
者
は
五
兵
をし

り
ぞ

く
。
戈か

矛ぼ
う

の
刺
有
り
と
雖
も
、
恭
倹
の

利
に
如
か
ざ
る
な
り
。

〔
恭
倹
の
徳
は
五
種
の
武
器
さ
え
退
け
る
力
が
あ
る
。
戈
や
矛
の
鋭

利
さ
も
恭
倹
の
鋭
さ
に
は
か
な
わ
な
い
〕 

（
巻
二
・
栄
辱
篇
）

務
め
て
其
の
内
を
脩
め
て
之こ

れ
を
外
に
譲
り
、
務
め
て
徳
を
身
に

積
み
て
之
れ
に
処
す
る
に
遵
道
を
以
て
す
。
是か

く
の
如
く
ん
ば
則

ち
貴
名
の
起
こ
る
こ
と
日
月
の
如
く
、
天
下
の
之
れ
に
応
ず
る
こ

と
雷ら

い

霆て
い

の
如
し
。

〔
努
力
し
て
内
面
を
修
練
し
、
外
面
は
人
に
へ
り
く
だ
り
、
努
め
て
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徳
を
身
に
積
ん
で
謙
譲
を
も
っ
て
事
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
す

れ
ば
優
れ
た
名
声
が
日
月
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
り
、
天
下
の

人
々
は
雷
の
よ
う
に
激
し
い
勢
い
で
帰
服
す
る
だ
ろ
う
。〕

  

（
巻
四
・
儒
効
篇
）

こ
の
よ
う
に
高
い
学
識
と
謙
虚
さ
を
併
せ
持
っ
た
聖
人
に
は
、「
天
下

敢
え
て
敵
す
る
莫な

し
。
故
に
戦
わ
ず
し
て
勝
ち
、
攻
め
ず
し
て
得
、
甲

兵
労
せ
ず
し
て
天
下
服
す
」（
巻
五
・
王
制
篇
）
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
荀
子
は
憎
悪
の
感
情
を
除
去
で
き
れ
ば
争
い
は
な
く
な
る
と

考
え
て
い
た
。
平
和
主
義
を
唱
え
る
宋
銒け

ん

の
学
派
（
道
家
に
近
い
）
が
、

人
が
戦
う
の
は
侮
辱
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
り
、
他
人
に
侮
ら
れ
て
も
恥

辱
を
感
じ
な
い
心
を
持
て
れ
ば
争
い
は
な
く
な
る
、
と
説
い
た
の
に
対

し
、
荀
子
は
、

凡お
よ

そ
人
の
闘
う
や
、
必
ず
其
の
之
れ
を
悪に

く

む
を
以
て
説
と
為
す
。

其
の
之
れ
を
辱
と
す
る
を
以
て
故
と
為
す
に
非
ず
。
…
…
侮
ら
る

る
を
以
て
辱
と
為
す
と
雖
も
、
悪
ま
ざ
れ
ば
則
ち
闘
わ
ず
。
侮
ら

る
る
の
不
辱
た
る
を
知
る
と
雖
も
、
之
れ
を
悪
め
ば
則
ち
闘
う
。

〔
人
間
の
闘
争
は
全
て
、相
手
へ
の
憎
悪
が
原
因
と
な
る
の
で
あ
り
、

恥
辱
が
原
因
な
の
で
は
な
い
。
…
…
侮
辱
さ
れ
て
恥
辱
だ
と
感
じ

て
も
、
相
手
を
憎
ま
な
け
れ
ば
争
い
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

侮
辱
さ
れ
て
も
な
ん
ら
恥
辱
で
は
な
い
、
と
理
解
で
き
て
も
、
憎

し
み
の
感
情
を
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
必
ず
争
い
が
起
こ
る
。〕

  

（
巻
一
二
・
正
論
篇
）

と
反
論
し
て
い
る
。「
た
め
に
す
る
」
議
論
に
も
見
え
、
論
理
的
整
合

性
に
も
疑
問
を
感
じ
る
が
、
荀
子
が
理
想
と
す
る
謙
譲
に
努
め
る
聖
人

は
確
か
に
他
者
の
怒
り
を
買
う
怖
れ
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
聖
人
は
孟
子
の
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
荀
子
の

時
代
に
は
さ
ら
に
現
れ
そ
う
に
も
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
や
む
を

得
ず
武
力
に
頼
る
こ
と
で
政
治
を
安
定
さ
せ
た
為
政
者
を
ど
う
評
価
す

る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
の
五
覇
」（
斉
の

桓
公
、
晋
の
文
公
な
ど
、
一
時
的
に
「
覇
者
」
と
し
て
諸
侯
に
君
臨
し
、

社
会
に
安
定
を
も
た
ら
し
た
春
秋
時
代
の
君
主
た
ち
）
を
ど
う
評
価
し

て
い
る
か
を
見
る
と
、
孟
子
は
「
五
覇
は
三
王
の
罪
人
な
り
（
五
覇
は

夏
の
禹
王
、
殷
の
湯
王
、
周
の
文
王
・
武
王
と
い
う
理
想
的
な
三
王
朝

の
諸
王
に
比
べ
た
ら
、
犯
罪
者
に
等
し
い
）」（
巻
一
二
・
告
子
章
句
下
）

と
断
じ
、
せ
い
ぜ
い
斉
の
桓
公
を
多
少
評
価
す
る
程
度
な
の
に
対
し
、

荀
子
は
、

徳
、
未
だ
至
ら
ず
と
雖
も
、
義
、
未
だ
済な

ら
ず
と
雖
も
、
然し

か

も
天

下
の
理
、
略ほ

ぼ

奏あ
つ
まり

、
刑
賞
・
已い

だ

く諾
、
天
下
に
信
ぜ
ら
れ
、
臣
下

曉ぎ
ょ
う
ぜ
ん

然
と
し
て
、
皆
其
の
要
す
可べ

き
を
知
り
、
政
令
已す

で

に
陳
す
れ
ば
、

利
敗
を
覩み

る
と
雖
も
、
其
の
民
を
欺

あ
ざ
む

か
ず
、
約や

く

結け
つ

已
に
定
ま
れ
ば
、

利
敗
を
覩
る
と
雖
も
、
其
の
与
を
欺
か
ず
。
是か

く
の
如
く
な
れ
ば

則
ち
兵
勁つ

よ

く
城
固
く
、
敵
国
之こ

れ
を
畏
れ
、
国
、
一い

つ

に
、
綦き

、
明

ら
か
に
、与
国
之
れ
を
信
ず
。僻へ

き

陋ろ
う

に
末
在
す
る
の
国
と
雖
も
、威
、

天
下
を
動
か
す
。
五
伯
、
是こ

れ

な
り
。

〔
徳
は
ま
だ
完
全
で
な
く
、
義
は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
く
て
も
、
そ

れ
で
も
天
下
の
条
理
は
お
お
む
ね
こ
こ
に
集
ま
り
、
賞
罰
も
諾
否
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も
天
下
に
信
用
さ
れ
、
臣
下
は
明
確
に
そ
の
君
主
の
約
束
が
信
用

で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
政
令
が
い
っ
た
ん
出
さ
れ
れ
ば
、

状
況
次
第
で
軽
々
し
く
変
更
し
て
民
を
欺
く
よ
う
な
こ
と
を
せ

ず
、協
約
が
い
っ
た
ん
結
ば
れ
れ
ば
、状
況
次
第
で
軽
々
し
く
破
っ

て
同
盟
国
を
欺
く
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
君
主
な

ら
、
兵
力
は
強
く
城
の
防
御
は
固
く
な
り
、
敵
国
は
こ
れ
を
恐
れ
、

国
家
は
固
く
統
一
さ
れ
、
基
本
方
針
は
明
確
で
、
同
盟
諸
国
は
こ

れ
を
信
頼
し
、
辺
鄙
な
田
舎
に
あ
る
国
で
も
、
そ
の
勢
威
は
天
下

を
動
か
す
こ
と
に
な
る
。
五
伯
（
五
覇
）
が
こ
れ
で
あ
る
。〕

  

（
巻
七
・
王
覇
篇
）

秦
の
鋭
士
は
、
以
て
桓
・
文
の
節
制
に
当
た
る
可べ

か
ら
ず
、
桓
・

文
の
節
制
は
、
以
て
湯
・
武
の
仁
義
に
敵
す
可
か
ら
ず
。

〔
秦
の
精
鋭
の
軍
も
、
斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
の
節
制
あ
る
軍
に
匹

敵
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
桓
公
・
文
公
の
軍
も
殷
の
湯
王
・

周
の
武
王
の
仁
義
の
軍
に
は
か
な
わ
な
い
。〕　（
巻
十
・
議
兵
篇
）

と
、
孟
子
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点

か
ら
見
て
も
、
荀
子
に
反
戦
主
義
的
思
想
が
希
薄
な
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　
ま
た
、
前
稿
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
反
戦
主
義
が
醸
成

さ
れ
る
背
景
に
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
最
も
被
害
を
受
け
る
庶
民
の
悲
惨

な
状
況
に
対
す
る
理
解
と
共
感
が
欠
か
せ
な
い24

。孟
子
の
反
戦
主
義
も
、

「
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
れ
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
」（
巻
一

四
・
尽
心
章
句
下
）
と
い
う
「
民
本
思
想
」
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
荀
子
に
は
そ
う
し
た
「
民
本
思
想
」
は
希
薄
で
あ
る
。
確

か
に
、天

の
民
を
生
ず
る
は
、
君
の
為
に
非
ざ
る
な
り
。
天
の
君
を
立
つ

る
は
、
以
て
民
の
為
な
り
。

〔
天
が
民
衆
を
こ
の
世
に
出
現
さ
せ
た
の
は
、
君
主
の
た
め
に
で
は

な
い
。
し
か
し
天
が
君
主
を
立
て
た
の
は
、
民
衆
の
た
め
な
の
で

あ
る
。〕 

（
巻
一
九
・
大
略
篇
）

と
は
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、

君
な
る
者
は
舟
な
り
、
庶
人
な
る
者
は
水
な
り
。
水
は
則
ち
舟
を

載
せ
、
水
は
則
ち
舟
を
覆

く
つ
が
えす

。

〔
君
主
は
舟
、
庶
民
は
水
で
あ
る
。
水
は
舟
を
載
せ
る
が
、
ま
た
舟

を
転
覆
さ
せ
も
す
る
。〕 

（
巻
五
・
王
制
篇
）

聚
し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
者
は
亡
ぶ
。
…
…
聚
斂
は
寇こ

う

を
召ま

ね

き
敵
を
肥
や
し
、

国
を
亡
ぼ
し
身
を
危
う
く
す
る
の
道
な
り
。

〔
重
税
を
取
り
立
て
る
者
は
滅
亡
す
る
。
…
…
税
金
を
し
ぼ
り
上
げ

る
行
為
は
、
敵
の
侵
攻
を
招
き
、
敵
方
を
肥
や
し
、
自
国
を
亡
ぼ

し
、
一
身
を
危
う
く
す
る
道
で
あ
る
。〕 

（
同
右
）

な
ど
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

国
を
用お

さ

む
る
者
、
百
姓
の
力
を
得
る
者
は
富
み
、
百
姓
の
死
を
得

る
者
は
彊つ

よ

く
、
百
姓
の
誉
を
得
る
者
は
栄
え
る
。

〔
国
を
治
め
る
者
で
、
民
衆
の
労
力
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
者
は
富

み
、
民
衆
の
生
死
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
者
は
強
く
、
民
衆
か
ら

の
褒
め
言
葉
を
得
る
者
は
栄
え
る
。〕　
　
　
　（
巻
七
・
王
覇
篇
）
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と
民
衆
を
君
主
の
権
力
の
道
具
の
よ
う
に
み
な
し
、
ま
た
、

涂み
ち

の
人
百
姓
、
善
を
積
み
て
全
く
尽
く
す
は
、
之
れ
を
聖
人
と
謂

う
。
…
…
故
に
聖
人
な
る
者
は
、
人
の
積
む
所
な
り
。

〔
普
通
の
人
間
が
善
を
積
ん
で
全
く
尽
く
し
た
姿
を
聖
人
と
い
う
の

で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
聖
人
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
努
力
と
経

験
を
積
み
重
ね
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。〕

  

（
巻
四
・
儒
効
篇
）

と
言
う
よ
う
に
全
て
の
人
が
努
力
次
第
で
聖
人
に
な
れ
る
、
と
説
く
一

方
で
、君

子
は
能
あ
る
も
亦ま

た

好よ

く
、
不
能
な
る
も
亦
好
し
。
小
人
は
能
あ

る
も
亦
醜み

に
くく

、
不
能
な
る
も
亦
醜
し
。
…
…
小
人
、
能
あ
れ
ば
則

ち
倨き

ょ
ご
う傲

僻へ

き

い違
に
し
て
、
以
て
人
に
驕

き
ょ
う
い
つ

溢
し
、
不
能
な
れ
ば
則
ち

妬と

し

つ嫉
怨え

ん

ぴ誹
し
、
以
て
人
を
傾け

い

覆ふ
く

す
。
…
…
小
人
、
能
あ
れ
ば
則
ち

人
の
焉こ

れ
に
学
ぶ
こ
と
を
賤い

や

し
み
、
不
能
な
れ
ば
則
ち
人
の
之
れ

に
告
ぐ
る
こ
と
を
羞
づ
。

〔
有
徳
の
君
子
は
特
殊
な
才
能
が
あ
る
人
も
好
感
が
持
て
る
が
、
才

能
が
な
い
人
も
好
感
が
持
て
る
も
の
だ
。
し
か
し
徳
の
な
い
小
人

は
才
能
が
あ
れ
ば
あ
る
で
付
き
合
い
に
く
く
、
才
能
が
な
け
れ
ば

な
い
で
付
き
合
い
に
く
い
。
…
…
小
人
は
能
力
が
あ
る
と
傲お

ご

り
高

ぶ
り
、
僻ひ

が

み
偏
っ
て
、
他
人
に
対
し
分
に
過
ぎ
た
態
度
を
と
り
、

能
力
が
な
い
と
人
を
妬
み
憎
み
、
怨
み
そ
し
っ
て
、
他
人
を
陥
れ

よ
う
と
す
る
。
小
人
は
才
能
が
あ
っ
て
も
誰
も
が
彼
に
教
え
て
も

ら
う
こ
と
を
忌
み
嫌
い
、
才
能
が
な
け
れ
ば
誰
も
が
彼
に
告
げ
知

ら
せ
る
こ
と
を
恥
と
考
え
る
。〕 

（
巻
二
・
不
苟
篇
）

小
人
は
以
て
君
子
と
為
る
可べ

く
し
て
、
而
も
君
子
と
為
る
を
肯が

え

ん

ぜ
ず
。

〔
小
人
と
い
え
ど
も
十
分
に
君
子
と
な
り
得
る
の
に
、
進
ん
で
な
ろ

う
と
は
し
な
い
。
〕 

（
巻
一
七
・
性
悪
篇
）

と
、
小
人
を
見
下
す
よ
う
な
表
現
が
目
立
つ
。
小
人
は
努
力
次
第
で
聖

人
に
な
れ
る
が
、
進
ん
で
努
力
し
よ
う
と
す
る
小
人
が
絶
望
的
に
少
な

い
、
と
言
い
た
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
努
力
に
向
か
わ
せ
る
の
が
聖
人

の
役
割
で
あ
り
、「
礼
」
の
役
割
で
は
な
い
か
、
と
皮
肉
を
言
い
た
く

な
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
庶
民
蔑
視
の
文
言
を
随
所
で
吐
露
す

る
荀
子
か
ら
は
、
戦
争
で
真
っ
先
に
犠
牲
と
な
る
民
衆
の
苦
悩
や
嘆
き

へ
の
同
情
や
、
そ
れ
を
端
緒
と
す
る
反
戦
思
想
の
要
素
が
見
い
だ
せ
な

い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
「
絶
対
平
和
主
義
」
な
ど
と
い
う

観
念
は
抱
き
よ
う
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
孟
子
と
の
比
較
を
も
う
二
点
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
生
命

尊
重
に
つ
い
て
。
荀
子
も
当
然
、
人
は
死
を
嫌
い
、
生
を
欲
す
る
も
の

だ
と
説
く
。

人
の
欲
す
る
所
は
生
こ
そ
甚
だ
し
く
、
人
の
憎
む
所
は
死
こ
そ
甚

だ
し
。

〔
人
間
が
欲
す
る
も
の
は
生
命
が
一
番
で
、
嫌
う
も
の
は
死
が
一
番

で
あ
る
。〕 

（
巻
一
六
・
正
名
篇
）

し
か
し
、

死
を
軽
ん
じ
て
暴
な
る
は
、
是
れ
小
人
の
勇
な
り
。
…
…
死
を
重
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ん
じ
、
義
を
持
し
て
撓た

わ

ま
ざ
る
は
、
是
れ
士
君
子
の
勇
な
り
。

〔
死
を
軽
ん
じ
て
乱
暴
で
あ
る
の
は
小
人
の
勇
で
あ
る
。
…
…
死
を

重
大
視
し
て
決
し
て
生
命
を
軽
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
道
義
を
守
っ

て
く
じ
け
な
い
の
は
、
士
・
君
子
の
勇
で
あ
る
。〕

  

（
巻
二
・
栄
辱
篇
）

と
、
こ
こ
で
も
君
子
の
優
位
性
を
述
べ
、
小
人
に
対
し
て
手
厳
し
い
。

　
次
に
、
利
と
そ
れ
を
求
め
る
人
間
の
欲
に
つ
い
て
。
孟
子
は
口
を
極

め
て
利
を
求
め
る
心
、
特
に
君
主
の
多
欲
を
批
判
し
て
い
た
が
、
荀
子

は
、

凡お
よ

そ
治
を
語
り
て
欲
を
去
る
こ
と
を
待
つ
者
は
、
以
て
欲
を
道

み
ち
び

く

こ
と
無
く
し
て
欲
有
る
に
困く

る

し
む
者
な
り
。
凡
そ
治
を
語
り
て
欲

を
寡

す
く
な

く
す
る
こ
と
を
待
つ
者
は
、
以
て
欲
を
節
す
る
こ
と
無
く
し

て
欲
多
き
に
困
し
む
者
な
り
。

〔
全
て
世
の
政
治
を
論
ず
る
際
に
、
人
が
無
欲
に
な
る
こ
と
を
期
待

す
る
者
は
、
人
間
の
欲
望
を
善
導
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
い
た
ず

ら
に
欲
望
の
存
在
す
る
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
者
で
あ
る
。
全
て

世
の
政
治
を
論
ず
る
際
に
、
人
が
寡
欲
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る

者
は
、
人
間
の
欲
望
を
節
制
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
い
た
ず
ら
に

欲
望
の
多
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
者
で
あ
る
。〕

  

（
巻
一
六
・
正
名
篇
）

義
と
利
と
は
、
人
の
両ふ

た

つ
な
が
ら
有
す
る
所
な
り
。
堯
・
舜
と
雖

い
え
ど

も
、
民
の
利
を
欲
す
る
を
去
る
能あ

た

わ
ず
。
然し

か

り
而

し
こ
う

し
て
能よ

く
其
の

利
を
欲
す
る
を
し
て
、其
の
義
を
好
む
に
克か

た
ざ
ら
し
む
る
な
り
。

〔
道
義
を
愛
す
る
気
持
ち
と
利
益
を
求
め
る
気
持
ち
と
は
、
人
間
が

両
方
と
も
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
堯
・
舜
の
よ
う
な
聖
人

で
も
、
人
々
が
利
益
を
求
め
る
気
持
ち
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
よ
く
教
化
す
る
こ
と
で
利
益
を
求
め
る
気

持
ち
を
道
義
を
愛
す
る
気
持
ち
に
勝
た
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で

あ
る
。〕 

（
巻
一
九
・
大
略
篇
）

一
見
孟
子
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
言
は

特
に
寡
欲
と
節
倹
を
主
張
し
た
墨
家
を
批
判
し
た
も
の
と
さ
れ
る25

。
し

か
し
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
荀
子
の
態
度
に
は
戦
国
末

期
の
時
代
相
が
強
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
荀

子
の
眼
前
で
進
行
し
て
い
る
、
秦
に
よ
る
各
国
蚕
食
の
状
況
で
あ
る
。

秦
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
富
強
に
な
っ
た
の
か
。
法
家
が
唱
え
る
信
賞
必
罰

の
徹
底
、
つ
ま
り
刑
罰
を
厳
酷
に
し
な
が
ら
一
方
で
報
奨
も
惜
し
ま
な

い
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
利
欲
に
走
り
が
ち
な
人
性
を
巧
み
に
駆
り
立

て
た
こ
と
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
秦
の
天
下
統

一
の
勢
い
を
加
速
さ
せ
て
い
る
の
が
、
か
つ
て
自
分
の
門
下
に
い
た
法

家
の
李
斯
や
韓
非
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
孟
子
の
よ
う
に

単
純
に
利
欲
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
儒
学
全
体
が
時
代
錯
誤
の
空
論
と

み
な
さ
れ
る
恐
れ
が
生
じ
よ
う
。
荀
子
の
説
く
「
礼
」
は
現
実
の
君
主

権
力
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
「
法
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
は

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る26

。
む
し
ろ
荀
子
に
し
て
み
れ
ば
、
眼
前
の
秦

の
姿
は
、
自
身
が
理
想
に
描
い
て
き
た
国
家
像
に
極
め
て
近
い
も
の

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
君
主
が
定
め
た
厳
格
な
「
礼
」（
法
）
に
従
い
、
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利
を
求
め
て
全
力
で
働
き
戦
う
民
衆
に
支
え
ら
れ
て
富
強
に
な
る
ば
か

り
の
国
家
は
、
表
面
的
に
は
ま
さ
に
荀
子
が
求
め
て
き
た
国
家
像
、
い

や
そ
も
そ
も
孔
子
以
来
の
儒
家
が
求
め
て
や
ま
な
い
国
家
像
に
近
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
決
定
的

な
違
い
は
、
も
ち
ろ
ん
秦
の
君
主
が
「
無
私
」
の
「
聖
人
」
で
は
な
い

点
で
あ
る27

。
し
た
が
っ
て
荀
子
は
、
ど
れ
ほ
ど
現
実
に
強
勢
を
誇
り
、

天
下
統
一
に
邁
進
し
つ
つ
あ
っ
て
も
、
秦
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ

た
。そ
の
武
力
に
よ
る
支
配
は
常
に
被
支
配
者
の
不
満
と
怨
嗟
を
買
い
、

よ
っ
て
支
配
領
域
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
被
支
配
者
に
よ
る
反
抗
・

反
乱
の
可
能
性
に
脅
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
秦
に
は
強
国
と
な

る
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
揃
っ
て
い
る
が
、

然し
か

り
而

し
こ
う

し
て
之こ

れ
を
県は

か

る
に
王
者
の
巧
名
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち

倜て
き

倜て
き

然
と
し
て
其
れ
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
。
是
れ
何
ぞ
や
。
則
ち

其
れ
殆

ほ
と
ん

ど
儒
無
け
れ
ば
な
る
か
。

〔
そ
れ
な
の
に
秦
を
か
つ
て
の
聖
王
た
ち
の
功
名
と
比
較
し
て
み
る

と
、
全
く
か
け
離
れ
て
遠
く
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
何
か
。
そ
れ
は

儒
学
を
全
く
無
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。〕 

（
巻
一
一
・
彊
国
篇
）

と
批
判
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
「
負
け
犬
の
遠
吠
え
」
に
も
聞
こ
え
る

が
、
し
か
し
も
し
荀
子
が
も
う
少
し
長
生
き
し
、
実
際
に
秦
が
天
下
を

統
一
（
前
二
二
一
年
）
し
た
も
の
の
、
陳
勝
・
呉
広
の
乱
に
端
を
発
す

る
全
国
的
反
乱
の
中
で
わ
ず
か
一
五
年
で
滅
亡
（
前
二
○
六
年
）
す
る

現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
言
を
吐
い
た
で
あ
ろ

う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
荀
子
に
と
っ
て
小
人
た
る
民
衆
は
一
方
的
に
聖
人

に
教
化
・
教
導
さ
れ
る
対
象
で
し
か
な
く
、
民
衆
を
生
か
す
た
め
に
戦

争
を
否
定
す
る
、
と
い
う
発
想
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

疑
い
な
い
。

　
最
後
に
、
荀
子
の
異
民
族
観
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
孟
子
』
以

上
に
、『
荀
子
』
に
は
異
民
族
に
つ
い
て
の
言
及
が
乏
し
く
、
民
族
問

題
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
異
民
族
と
の

戦
争
に
関
す
る
表
現
は
、

堯
、
徳
有
り
、
干
戈
用
い
ず
し
て
三
苗
服
す
。

〔
堯
は
徳
が
あ
っ
た
た
め
、
兵
力
を
用
い
ず
と
も
蛮
族
の
三
苗
を
服

従
さ
せ
た
。〕 

（
巻
一
八
・
成
相
篇
）

と
い
う
歴
史
事
実
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
こ
と
を
述
べ
た
部
分
だ
け
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
荀
子
の
思
想
が
、
賢
良
・
文
学
た
ち
の

「
絶
対
平
和
主
義
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。
事
実
、『
塩
鉄
論
』
で
賢
良
・
文
学
が
引
用
し
て
い
る
『
荀
子
』

の
文
は
、『
塩
鉄
論
』
除
狭
第
三
十
二
に
見
え
る
、
戦
争
と
は
無
関
係

な
わ
ず
か
な
一
文28

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　
孟
子
は
、「
性
善
説
」
に
基
づ
く
民
本
思
想
を
高
ら
か
に
掲
げ
、
前
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漢
中
期
の
賢
良
・
文
学
が
唱
え
た
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
か
な
り
近
い

言
説
を
多
数
残
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
古
の
聖
王
に
よ
る
戦
争
に

は
全
く
無
批
判
で
あ
り
、
儒
学
の
理
想
を
理
解
し
な
い
人
間
（
特
に
異

民
族
）
は
討
伐
さ
れ
て
当
然
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味

で
は
、
匈
奴
で
さ
え
儒
学
に
よ
る
教
化
が
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

匈
奴
と
の
戦
争
も
不
義
で
あ
る
、
と
の
認
識
に
至
っ
た
賢
良
・
文
学
と

は
、
な
お
大
き
な
懸
隔
を
残
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孟
子
の
思
想

も
賢
良
・
文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
直
接
的
淵
源
で
は
な
か
っ
た
、

と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、「
性
悪
説
」
を
唱
え
、
小
人
た
る

民
衆
は
有
徳
の
聖
人
に
一
方
的
に
教
導
さ
れ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
解

し
、
春
秋
の
五
覇
や
眼
前
で
天
下
統
一
に
突
き
進
む
秦
の
軍
事
優
先
の

政
治
に
か
な
り
の
程
度
理
解
を
示
し
て
い
た
荀
子
は
、
孟
子
よ
り
も
さ

ら
に
賢
良
・
文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
か
ら
遠
い
思
想
家
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
三
稿
を
費
や
し
て
中
国
古
代
の
儒
家
文
献
に
「
絶

対
平
和
主
義
」
の
淵
源
を
探
る
試
み
を
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
そ
れ
は
ま
だ
見
い
出
せ
て
い
な
い
。
次
稿
以
後
も
そ
の
作
業
は
続

け
て
い
く
が
、
こ
こ
で
次
稿
以
後
の
課
題
を
一
点
挙
げ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
賢
良
・
文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
が
、
匈
奴
と
の
長
く
熾

烈
な
戦
争
を
経
て
よ
う
や
く
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
歴

史
事
実
に
改
め
て
留
意
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
古
公
亶
父
が
狄
に
故
地

を
追
わ
れ
て
以
来
、
異
民
族
（
異
文
化
集
団
）
へ
の
対
応
は
、
そ
の
後

の
中
国
諸
王
朝
の
最
大
の
政
治
問
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
事
実
、

西
周
時
代
は
北
辺
・
西
北
辺
で
「
玁
狁
」（
匈
奴
？
）
と
の
軍
事
的
緊

張
が
続
き
、
防
備
に
駆
り
出
さ
れ
た
兵
卒
た
ち
の
厭
戦
気
分
が
吐
露
さ

れ
た
詩
が
多
数
『
詩
経
』
に
残
さ
れ29

、挙
句
の
果
て
に
西
周
は
「
犬
戎
」

の
来
寇
に
よ
り
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
（
前
七
七
一
年
）。
し
か
し
、
上

古
以
来
の
歴
史
に
お
い
て
、
前
漢
時
代
ほ
ど
北
方
遊
牧
騎
馬
民
族
と
の

関
係
に
大
規
模
か
つ
長
期
に
わ
た
っ
て
苦
慮
し
た
時
代
は
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
。
孔
子
以
来
、
儒
学
者
は
異
民
族
を
も
仁
政
で
教
化
で
き
る
、

も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
よ
う
な
ら
討
伐
あ
る
の
み
、
と
い
う
、
い
さ
さ

か
素
朴
で
楽
観
的
な
観
念
を
持
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
本
稿
で
確
認
し
た

と
お
り
、
孟
子
や
荀
子
に
も
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
漢
時
代
に

入
っ
て
か
ら
、
特
に
北
方
遊
牧
騎
馬
民
族
に
対
し
て
は
、
教
化
も
討
伐

も
到
底
で
き
な
い
、
と
い
う
厳
し
い
現
実
に
直
面
し
、
儒
家
と
し
て
も

そ
の
異
民
族
観
に
深
刻
な
動
揺
を
き
た
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く

そ
の
経
緯
が
賢
良
・
文
学
の
「
絶
対
平
和
主
義
」
に
大
き
く
影
響
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
検
証
が
次
稿
以
後
の
大
き
な

課
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注１
　
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
１
）
─
『
易
経
』

『
書
経
』『
礼
記
』
『
論
語
』
─
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

三
六
、
二
〇
一
六
年
）。

２
　
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
２
）
─
『
儀
礼
』

『
大
戴
礼
記
』『
周
礼
』『
詩
経
』
─
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

三
七
、
二
〇
一
七
年
）。
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３
　
拙
稿
「『
塩
鉄
論
』
に
見
る
反
戦
思
想
」（『
常
葉
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
五
、
二
〇
一
五
年
）。

４
　
内
田
智
雄
「
孔
子
お
よ
び
孟
子
の
兵
戦
思
想
」（『
同
志
社
法
学
』

二
六
、
一
九
五
四
年
）、
劉
平
「
荀
子
的
和
平
思
想
」（『
中
華
文

化
論
壇
』
一
九
九
六
─
二
）、
宮
玉
振
・
張
培
国
「
天
下
情
懐
与

道
徳
理
性
─
先
秦
儒
家
暴
力
観
念
的
戦
略
文
化
分
析
」（『
済
南
大

学
学
報
』
二
○
○
二
─
二
）、欧
陽
禎
人
「
孟
子
的
戦
争
観
」（『
武

漢
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
六
○
─
五
、二
○
○
七
年
）、

張
曉
薇
「
孟
子
、
荀
子
軍
事
思
想
比
較
研
究
」（『
斉
斉
哈
爾
工
程

学
院
学
報
』
二
○
一
三
─
二
）、
蒋
国
保
「
原
始
儒
家
和
平
主
義

散
論
」（『
社
会
科
学
戦
綫
』
二
○
一
五
─
八
）、
曹
関
群
「
孟
子

和
平
思
想
探
析
」（『
泉
州
師
範
学
院
学
報
』
二
○
一
七
─
一
）
な

ど
。

５
　
以
下
、『
孟
子
』
本
文
の
訓
読
・
現
代
語
訳
は
、
定
評
あ
る
内
野

熊
一
郎
訳
注
『
孟
子
』（
新
釈
漢
文
大
系
四
、
明
治
書
院
、
一
九

六
二
年
）
と
小
林
勝
人
訳
注
『
孟
子
』
上
・
下
（
岩
波
文
庫
、
一

九
六
八
年
・
一
九
七
二
年
）
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
行
っ
た
。
訓

読
を
先
に
示
し
、
そ
の
あ
と
に
現
代
語
訳
を
〔
　
〕
で
示
し
て
い

る
。
文
脈
上
必
要
と
思
わ
れ
る
語
句
は
両
訳
注
を
参
考
に
適
宜

補
っ
た
。

６
　
仁
政
を
布
け
ば
「
無
敵
於
天
下
」「
天
下
順
之
」
と
な
れ
る
、
と

い
う
言
辞
は
巻
三
・
公
孫
丑
章
句
上
、
巻
四
・
公
孫
丑
章
句
下
、

巻
六
・
滕
文
公
章
句
下
、
巻
一
四
・
尽
心
章
句
下
に
も
見
え
る
。

７
　
内
野
熊
一
郎
は
こ
れ
を
「
民
本
理
念
」「
民
本
思
想
」
と
称
し
て

い
る
。
前
掲
注
５
内
野
訳
注
「
解
説
」
参
照
。

８
　
燕
王
の
噲
が
王
位
を
太
子
で
は
な
く
宰
相
の
子
之
に
譲
っ
た
た
め

起
こ
っ
た
内
紛
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
便
乗
し
て
燕
に
攻
め
込
も
う

と
し
た
斉
王
は
『
史
記
』
や
『
荀
子
』
で
は
宣
王
で
は
な
く
湣
王

と
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
を
是
と
す
る
か
古
来
議
論
が
か
ま
び
す

し
い
。
し
か
し
、本
稿
に
と
っ
て
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
ま
ま
『
孟
子
』
の
記
述
に
依
拠
し
て
論
を
進
め
る
。

９
　
結
局
宣
王
は
燕
を
攻
略
す
る
が
、
孟
子
が
求
め
る
仁
政
を
施
す
こ

と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
諸
侯
連
合
軍
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
、
燕

か
ら
撤
退
し
た
。

10
　
儒
家
と
対
立
し
、
批
判
・
罵
倒
す
る
墨
家
・
道
家
・
法
家
な
ど
も
、

堯
・
舜
・
禹
や
殷
湯
王
・
周
武
王
な
ど
の
偉
業
そ
の
も
の
を
批
判

し
た
り
否
定
し
た
り
は
全
く
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
上
古
の
聖

王
た
ち
を
理
想
視
す
る
概
念
は
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
前

近
代
の
中
国
社
会
を
通
じ
て
疑
問
の
余
地
な
く
信
じ
ら
れ
た
「
信

仰
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
そ
う
し
た
聖
人
た
ち
の

偉
業
が
再
現
可
能
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
な
る
。
儒
学
は
再
現

可
能
、
と
い
う
よ
り
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場

で
あ
り
、
他
の
学
派
は
お
お
む
ね
再
現
不
可
能
と
い
う
立
場
に
立

つ
。

11
　
前
掲
注
２
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
２
）」。

12
　
特
に
親
族
の
殺
人
は
果
て
し
な
い
復
讐
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
し
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て
、
そ
の
重
大
性
に
言
及
し
て
い
る
（
巻
十
四
・
尽
心
章
句
下
）。

13
　
同
様
に
「
今
の
所
謂
良
臣
は
、古
の
所
謂
民
の
賊
な
り
」（
巻
十
二
・

告
子
章
句
下
）、「
人
有
り
て
、
我
善
く
陳
を
為
し
、
我
善
く
戦
を

為
す
と
曰
う
は
、
大
罪
な
り
」（
巻
十
四
・
尽
心
章
句
下
）
と
当

時
の
強
国
の
功
臣
や
戦
争
上
手
を
批
判
し
た
文
が
見
え
る
。

14
　
前
掲
注
１
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
１
）」。

15
　
孟
子
が
理
想
の
土
地
制
度
と
宣
伝
し
た
「
井
田
制
」
も
実
践
し
よ

う
と
し
た
様
子
が
巻
五
・
滕
文
公
章
句
上
に
見
え
る
。

16
　
ち
な
み
に
『
戦
国
策
』
宋
策
に
よ
れ
ば
、
孟
子
の
説
く
仁
政
を
実

践
し
よ
う
と
し
た
小
国
の
滕
は
、
最
後
は
怖
れ
て
い
た
斉
に
で
は

な
く
、
同
じ
よ
う
に
仁
政
の
実
践
を
試
み
た
小
国
の
宋
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。『
孟
子
』
に
は
そ
の
事
は
全
く
見
え
な
い
が
、

そ
の
事
実
を
知
っ
た
孟
子
の
心
中
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と

か
。

17
　『
塩
鉄
論
』
論
儒
第
十
一
の
「
孟
子
曰
、
居
今
之
朝
、
不
易
其
俗
、

而
成
千
乗
之
勢
、
不
能
一
朝
居
也
。」（『
孟
子
』
巻
十
二
・
告
子

章
句
下
の
「
由
今
之
道
、
無
変
今
之
俗
、
雖
与
之
天
下
、
不
能
一

朝
居
也
。」
が
該
当
。
字
句
の
異
同
が
多
い
。）
と
伐
功
第
四
十
五

の
「（
民
）
箪
食
壺
漿
、
以
逆
王
師
。」（『
孟
子
』
巻
二
・
梁
恵
王

章
句
下
の
「
箪
食
壺
漿
、
以
迎
王
師
。」
が
該
当
）、「
孟
子
曰
、

君
不
郷
道
、
不
由
仁
義
、
而
為
之
強
戦
、
雖
克
必
亡
。」（『
孟
子
』

巻
十
二
・
告
子
章
句
下
の
「
君
不
郷
道
、
不
志
於
仁
、
而
求
為
之

強
戦
、
是
輔
桀
也
。」
が
該
当
。
字
句
の
異
同
多
い
）、
周
秦
第
五

十
七
の
「（
舜
施
）
四
罪
而
天
下
咸
服
、
誅
不
仁
也
。」（『
孟
子
』

巻
九
・
万
章
章
句
上
の
「（
舜
）
四
罪
而
天
下
咸
服
、
誅
不
仁
也
。」

が
該
当
）
の
四
箇
所
。

18
　『
史
記
』
巻
七
四
孟
子
荀
卿
列
伝
。

19
　
当
時
、
斉
の
都
・
臨
淄
の
稷
門
の
下
に
諸
子
百
家
の
諸
学
派
の
師

が
招
か
れ
、門
人
を
教
育
し
な
が
ら
華
や
か
な
論
争
を
展
開
し
た
。

斉
の
文
化
的
自
由
度
の
高
さ
を
示
す
。
荀
子
も
そ
こ
で
活
躍
し
た

師
の
一
人
で
あ
っ
た
。

20
　
藤
井
専
英
訳
注
『
荀
子
』
上
（
新
釈
漢
文
大
系
五
、
明
治
書
院
、

一
九
六
六
年
）
の
「
荀
子
解
題
」
参
照
。

21
　
以
下
、『
荀
子
』
本
文
の
訓
読
及
び
現
代
語
訳
は
、
前
掲
注
20
藤

井
訳
注
（
同
氏
訳
注
『
荀
子
』
下
、
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
も

含
む
）
を
主
に
参
照
し
た
が
、
最
終
的
な
解
釈
の
責
は
全
て
濱
川

に
あ
る
。

22
　
性
悪
篇
で
「
性
善
説
」
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
巻
五
・
非
十

二
子
篇
で
は
他
の
諸
子
百
家
の
論
者
と
並
べ
て
そ
の
思
想
全
般
を

酷
評
し
て
い
る
。

23
　『
孟
子
』
に
は
十
箇
所
に
見
え
る
が
、『
荀
子
』
で
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

24
　
特
に
前
掲
注
２
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想

（
２
）」
の
「
四
、『
詩
経
』
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

25
　
前
掲
注
20
藤
井
訳
注
『
荀
子
』
下
、
六
七
八
頁
「
余
説
」
参
照
。

26
　
小
倉
芳
彦
「
諸
子
百
家
論
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
（
旧
版
）』
四
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
○
年
）
二
一
一
頁
な
ど
。
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27
　
前
掲
注
26
小
倉
論
文
二
一
一
頁
参
照
。

28
　「
故
人
主
有
私
人
以
財
、
不
私
人
以
官
」（
名
君
は
人
に
密
か
に
財

貨
を
施
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
密
か
に
官
職
を
与
え
る
こ
と
は
な

い
）。
た
だ
し
『
荀
子
』
巻
八
・
君
道
篇
の
該
当
部
分
は
「
故
明

主
有
私
人
以
金
石
珠
玉
、
無
私
人
以
官
職
事
業
」
で
あ
り
、
若
干

文
言
が
違
う
。

29
　
前
掲
注
２
拙
稿
「
中
国
古
代
儒
家
文
献
に
見
る
反
戦
思
想
（
２
）」

の
「
四
、『
詩
経
』
に
つ
い
て
」
を
参
照
。




