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人
間
の
自
由
思
想
が
帝
国
主
義
、
革
命
思
想
、
自
然
主
義
の
三
つ
に
分
か

 
 
へ

れ
、
そ
の
自
然
主
義
は
更
に
二
つ
に
分
か
れ
（
あ
り
の
ま
ま
主
義
と
告
白
主
義

と
に
な
る
と
い
え
ば
、
一
見
奇
異
な
感
が
あ
ろ
う
が
、
前
半
は
十
八
世
紀
後
半

の
科
学
が
謹
明
し
、
後
半
は
近
代
文
学
の
経
緯
が
占
め
て
い
る
。

 
人
間
の
自
由
思
想
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
人
間
の
頭
脳
に
宿
っ
た
か
は
は
っ
き
り

云
え
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
（
一
七
七
八
一
一
七
八
三
）
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
（
一
七
八
七
i
一
七
九
九
）
あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
の

独
立
戦
争
は
自
由
、
平
等
、
独
立
を
宣
言
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
自
由
、
平
等
、

博
愛
を
標
榜
し
、
双
方
と
も
．
自
由
を
掲
げ
て
い
る
。
自
由
思
想
か
ら
帝
国
主
義

へ
発
展
す
る
経
路
は
、
和
辻
哲
郎
の
『
続
日
本
精
神
史
研
究
」
に
あ
る
。
そ
の

概
略
を
い
え
ば
、
自
由
思
想
は
自
由
競
争
を
生
み
、
自
由
競
争
は
生
産
過
剰
と

な
り
、
そ
の
結
果
、
価
格
低
下
を
来
た
す
が
た
め
に
、
・
カ
ル
テ
ル
 
（
企
業
聯

合
）
、
ト
ラ
ス
ト
（
企
業
合
同
）
を
も
っ
て
資
本
主
義
の
形
態
を
作
り
、
や
が

て
金
融
資
本
主
義
に
発
展
し
、
原
料
生
産
地
、
製
品
の
販
売
地
域
を
独
占
し
、

植
民
政
策
を
も
っ
て
利
潤
の
拡
大
を
は
か
り
．
原
料
、
製
品
の
運
搬
、
保
護
の

た
め
、
商
船
、
軍
艦
、
兵
力
を
用
い
て
、
要
す
る
に
帝
国
主
義
と
な
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

 
以
下
は
わ
た
く
し
の
推
考
で
あ
る
が
、
自
由
思
想
は
産
業
革
命
を
生
み
、
産

業
革
命
は
科
学
万
能
思
想
へ
と
発
展
し
、
宗
教
、
道
徳
、
哲
学
な
ど
の
権
威
か

ら
放
れ
、
物
質
生
活
の
変
貌
に
よ
る
第
三
階
級
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
拾
頭
を
招
き
、

マ
ル
ク
ス
の
剰
余
価
値
論
は
労
働
運
動
の
根
幹
を
揺
が
し
、
第
四
階
級
労
働
者

の
対
抗
と
な
り
、
物
と
金
と
の
偏
在
は
、
欲
望
の
増
大
が
労
資
双
方
を
刺
戟

し
、
そ
の
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
一
方
的
搾
取
を
制
す
る
社
会
主
義
、
全

体
革
命
を
目
的
と
す
る
共
産
主
義
の
温
床
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

 
第
三
は
専
ら
、
文
芸
活
動
と
し
て
の
自
然
主
義
へ
の
経
路
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
一
つ
は
あ
り
の
ま
ま
主
義
、
一
つ
は
告
白
主
義
で
あ

る
。
あ
り
の
ま
ま
主
義
は
科
学
の
眞
実
性
、
確
実
性
に
基
づ
き
、
あ
り
の
ま
ま

を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
正
岡
子
規
の
写
生
文
の
提
唱

は
そ
の
尖
端
を
行
く
も
の
で
あ
る
。
告
白
主
義
は
科
学
の
批
評
的
精
神
に
基
づ

き
、
人
生
、
人
間
の
醜
悪
面
を
発
掘
す
る
暴
露
と
告
白
の
た
め
科
学
者
の
観
察

の
メ
ス
に
一
歩
を
進
め
て
解
剖
の
凶
ス
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
科
学
以
後
の
後

期
自
然
主
義
の
文
学
が
、
人
生
、
人
間
の
懐
疑
、
不
安
、
煩
悶
、
懊
悩
、
倦
怠
、
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、

孤
独
感
、
自
暴
自
棄
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
（
蜀
一
鐸
 
α
O
 
ω
陣
仙
O
一
〇
）
的
症
状
を
み

せ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
告
白
説
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
ア
メ
リ
カ
の
文

芸
批
評
家
メ
ー
ビ
ー
（
缶
●
≦
・
］
≦
餌
び
δ
'
 
一
八
四
六
一
一
九
一
〇
）
で
、
日

本
に
も
来
た
こ
と
の
あ
る
人
で
、
十
九
世
紀
文
学
の
特
徴
を
＝
昌
で
い
え
ば
、

「
告
白
」
 
（
O
O
ほ
①
6
D
ω
陣
O
巨
）
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
宗
教
で
い
う
餓
悔
告
臼
で

は
な
く
て
、
自
他
共
に
現
実
の
赤
裸
々
の
眞
実
を
告
白
、
暴
露
す
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
。
そ
の
尋
常
な
も
の
は
写
実
主
義
、
眞
刻
な
も
の
は
自
然
主
義
で

あ
る
。

 
前
期
自
然
主
義
と
も
い
う
べ
き
写
実
主
義
は
、
坪
内
迫
遙
の
，
『
当
世
書
生
気

質
」
が
代
表
し
、
人
情
、
風
俗
、
世
態
が
あ
ヴ
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
が
、

今
日
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
写
実
の
強
み
で
あ
る
が
、
島
崎
藤
村
の
「
破

戒
」
、
田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
は
自
己
告
白
の
小
説
と
し
て
我
が
国
で
の
自
然

主
義
文
学
の
先
頭
を
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二

 
子
規
の
写
実
主
義
が
坪
内
迫
遙
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
彼
が
従
弟
の
藤
野
古
白
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
「
竜
漢
居
士
に
驚
か
さ

れ
、
春
牛
舎
主
人
に
驚
か
さ
れ
、
篁
村
翁
に
驚
か
さ
れ
、
近
頃
又
露
伴
に
驚
か

さ
れ
、
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
な
順
序
で
先
輩
の
作
品
に
惹
か
れ
、
最
後
が
露

伴
の
「
風
流
仏
」
に
傾
倒
し
て
、
自
分
で
も
ま
ね
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
小

説
「
月
の
都
」
を
書
き
、
露
伴
を
訪
ね
て
批
評
を
乞
う
た
り
し
て
い
る
。
し
か

し
子
規
の
性
格
の
生
地
は
、
 
「
風
流
仏
」
に
彫
刻
師
珠
運
を
描
き
、
 
「
五
重

塔
」
に
の
っ
そ
り
十
兵
衛
を
、
「
一
口
剣
」
に
名
刀
匠
正
蔵
を
主
人
公
と
す
る

よ
う
な
行
き
方
は
肌
に
合
わ
な
い
。
俳
句
か
ら
来
た
庶
民
性
と
、
写
生
を
基
盤

と
し
た
写
実
主
義
と
、
こ
れ
が
、
子
規
の
生
涯
を
貫
ぬ
い
た
文
学
的
態
度
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
迫
遙
の
影
響
力
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
も
の
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

 
更
に
子
規
が
造
遥
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
、
理
論
と
実
作
と
を
併
立
さ
せ
て
の

革
新
的
態
度
で
あ
っ
た
。
当
時
の
知
識
階
級
の
最
高
所
に
あ
っ
た
「
文
学
士
」

が
小
説
を
書
い
た
と
い
ヶ
こ
と
は
社
会
を
驚
か
し
た
が
、
作
者
春
廼
舎
お
ぼ
ろ

こ
と
坪
内
遺
骨
は
、
一
方
「
小
説
神
髄
」
に
よ
っ
て
、
従
来
卑
し
め
ら
れ
て
い

た
小
説
を
文
学
と
し
て
高
等
の
価
値
あ
る
創
作
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
そ
の
実

践
作
が
『
当
世
書
生
気
質
』
で
あ
り
、
子
規
は
理
論
に
心
酔
し
、
そ
の
実
作
晶

に
つ
い
て
は
、
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
込
ん
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
論
作
一
体
は
子

規
が
生
涯
を
通
じ
て
実
行
し
た
こ
と
で
あ
り
、
俳
句
、
和
歌
、
文
章
、
す
べ
て

を
知
識
階
級
の
も
の
と
し
た
。

 
こ
の
調
子
で
行
っ
て
、
子
規
が
も
う
二
、
三
十
年
長
命
で
あ
っ
た
な
ら
、
彼

は
偉
大
な
、
そ
し
て
本
筋
の
自
然
主
義
作
家
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
と
い
う
の

が
、
わ
た
く
し
の
推
考
な
の
で
あ
る
。

 
迫
遙
は
、
小
説
の
主
脳
は
人
情
で
あ
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
と
い
っ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
あ
り
の
ま
ま
を
客
観
的
（
迫
遙
は
傍
観
的
と
い
っ
た
。
）
に

あ
り
匹
ま
ま
に
描
く
の
が
写
実
主
義
だ
と
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
主
人
公

は
、
馬
琴
の
八
犬
士
や
露
伴
の
名
匠
気
質
の
英
雄
め
い
た
も
の
で
な
く
、
庶

民
、
凡
人
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
日
常
生
活
が
第
三
者
的
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

 
硯
友
社
の
作
家
は
、
野
芝
の
主
張
を
伝
承
し
、
社
会
日
常
の
行
動
人
と
し
て

の
生
活
、
世
相
を
描
い
た
が
一
た
だ
彼
等
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
あ
り
の
ま
ま
を

書
く
の
で
な
く
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
の
あ
り
の
ま
ま
を
書
い
た
の
で
、
眞
を
描

く
自
然
主
義
へ
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
子
規
は
こ
の
点
、
隠
里
直
系
の
道
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を
、
後
に
は
迫
遙
を
離
れ
て
、
開
拓
し
た
。
た
だ
彼
の
写
生
文
が
、
あ
り
の
ま

ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
徹
し
な
が
ら
、
自
然
主
義
と
道
連
れ
に
な
ら
な
か
っ
た

の
は
、
彼
が
早
死
に
し
た
た
め
に
外
国
文
学
に
親
し
む
機
会
が
な
く
、
庶
民
感

に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
途
上
所
見
、
屋
内
環
事
の
よ
う
な
も
の
の
描
写
、
記
述
に
止

ま
っ
て
発
展
性
を
欠
き
、
自
然
主
義
の
特
色
と
さ
れ
た
醜
悪
告
白
、
現
実
暴
露

な
ど
の
積
極
性
が
な
か
っ
た
が
た
め
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
特
色
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
肉
欲
、
貧
窮
、
罪
悪
な
ど
の
み
の

描
写
は
む
し
ろ
邪
道
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
写

生
文
の
行
き
方
は
、
迫
遙
写
実
主
義
の
発
展
的
段
階
に
あ
る
も
の
と
認
め
て
よ

く
、
も
し
二
、
三
十
年
生
き
延
び
て
い
た
な
ら
ば
、
偽
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
子
規
は
、
晩
年
の
幾
年
か
を
不
起
の
業
病
と
闘
い
な
が
ら
、
熱
情
に
燃
え
た

筆
致
で
、
あ
る
い
は
平
淡
の
調
子
で
、
号
泣
す
る
自
己
を
、
自
ヨ
ば
か
り
で
な

い
、
号
泣
す
る
社
会
を
、
あ
る
い
は
そ
の
頽
廃
を
、
疲
労
を
、
迷
妄
を
、
あ
る

い
は
そ
の
歓
喜
を
、
実
相
深
く
え
ぐ
り
出
し
て
、
多
く
の
人
生
記
録
を
残
し
た

，
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
生
き
延
び
た
晩
年
で
な
く
と
も
、
病
床
の
記
事
に
は
、
自
然
主
義
的
な
も
の

の
片
鱗
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
見
え
る
。
例
え
ば
「
墨
汁
一
滴
」
の
明
治
三
十
四
年

六
月
六
日
「
短
夜
」
と
で
も
題
し
て
い
い
か
と
思
う
短
い
記
事
が
あ
る
。

 
 
 
 
短
 
夜

 
 
 
此
頃
の
短
夜
と
は
い
へ
ど
病
あ
る
身
の
媒
ら
れ
ね
ば
行
燈
の
下
の
時
計

 
 
の
み
眺
め
て
い
と
永
き
こ
～
ち
す
。

 
 
 
午
前
一
時
、
鄭
の
赤
児
泣
く
。
 
 
 
 
 
、
．

 
 
 
午
前
二
時
、
遠
く
に
難
聞
ゆ
。

 
 
 
午
前
三
時
、
軍
行
の
汽
罐
車
通
る
。

子
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・
午
前
四
時
、
紙
を
貼
り
た
る
壁
の
穴
僅
に
し
ら
み
て
窓
外
の
追
込
籠
に

鳥
ち
㌧
と
鳴
く
、
や
が
て
雀
や
が
て
鴉
。

 
午
前
五
時
、
戸
を
あ
け
る
音
量
汲
む
肝
胆
の
中
は
や
う
や
う
に
音
が
ち

に
な
る
。

 
午
前
六
時
、
靴
の
音
茶
碗
の
音
子
を
叱
る
声
拍
手
の
声
善
の
声
悪
の
声

千
声
万
響
遂
に
余
の
苦
痛
の
声
を
埋
め
終
る
。

 
午
前
一
時
、
鄭
の
赤
児
泣
く
。
と
い
う
の
は
、
小
便
に
起
こ
さ
れ
る
の
が
大

抵
一
時
頃
で
、
嫌
が
っ
て
赤
ん
坊
が
泣
く
の
で
あ
る
。
午
前
二
時
、
時
は
ず
れ

に
近
く
の
う
ち
の
難
が
鳴
く
と
い
う
の
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
午
前
三

時
、
単
行
の
汽
罐
車
通
る
。
と
い
う
の
は
子
規
の
家
が
上
野
駅
の
近
く
で
、
汽

罐
車
の
入
替
え
に
汽
罐
車
だ
け
が
走
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
午
前
四
時
、
壁
の

穴
が
僅
か
に
白
く
み
え
る
と
い
う
の
は
、
子
規
の
貧
居
の
様
が
よ
く
描
か
れ
て

い
る
。
い
ろ
く
の
小
鳥
を
同
居
さ
せ
て
い
る
追
込
籠
の
あ
れ
こ
れ
の
鳥
が
ち

ぢ
と
鳴
き
始
め
る
の
が
午
前
四
時
頃
で
、
や
が
て
雀
が
鳴
き
、
鴉
が
鳴
く
と
い

う
の
は
、
小
鳥
が
も
っ
と
も
早
起
き
で
、
続
い
て
雀
、
や
が
て
鴉
と
い
う
の

が
、
・
鴉
が
も
っ
と
も
麻
坊
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
午
前
五
時
置
午
前
六
時
の

．
い
ろ
く
の
音
は
、
昭
和
五
十
年
台
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
か
と
思
う
ほ
ど
の

写
実
味
が
あ
る
。
こ
れ
が
子
規
の
自
然
主
義
の
断
片
で
あ
っ
て
、
今
日
に
も
生

き
て
い
る
永
遠
性
を
示
し
て
い
る
。
科
学
以
後
の
前
期
自
然
主
義
作
品
と
い
っ

て
も
い
い
。
高
浜
虚
子
に
頼
ま
れ
て
、
欧
州
近
代
文
学
の
指
導
者
と
し
て
片
上

天
弦
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
虚
子
の
小
説
に
そ
の
影
響
は
見
え
て
い
た
。

子
規
は
長
命
な
ら
ば
、
自
分
で
努
力
し
た
で
あ
ろ
う
。

 
今
一
つ
例
を
挙
げ
て
み
る
。
子
規
の
三
度
目
の
喀
血
は
明
治
二
十
八
年
五
月
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中
旬
、
従
軍
の
帰
り
の
船
中
に
重
て
で
あ
る
が
、
病
院
生
活
も
し
た
し
、
自
宅

で
の
療
養
も
、
漱
石
と
同
宿
で
の
療
養
も
あ
っ
た
が
、
大
体
六
、
七
年
は
東
京

上
根
岸
で
の
病
床
生
活
で
あ
っ
た
。
三
十
五
年
六
月
二
十
日
、
「
病
鉢
六
尺
」

三
十
九
の
記
事
に
次
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

 
病
床
に
寝
て
、
身
動
き
の
出
来
る
間
は
、
敢
て
病
気
を
辛
し
と
も
思
は

ず
、
平
気
で
寝
転
ん
で
居
っ
た
が
、
此
頃
の
や
う
に
、
身
動
き
が
出
来
な

く
な
っ
て
は
、
精
神
の
煩
悶
を
起
し
て
、
殆
ど
毎
日
気
違
の
や
う
な
苦
し

み
を
す
る
。
こ
の
苦
し
み
を
受
け
ま
い
と
思
ふ
て
、
色
々
に
工
夫
し
て
、

或
は
動
か
ぬ
体
を
無
理
に
動
か
し
て
見
る
。
愈
く
煩
悶
す
る
。
頭
が
ム
シ

ャ
く
と
な
る
。
も
は
や
た
ま
ら
ん
の
で
、
こ
ら
へ
に
こ
ら
へ
た
袋
の
緒

は
切
れ
て
、
遂
に
破
裂
す
る
。
も
う
か
う
な
る
と
駄
目
で
あ
る
。
絶
叫
。

号
泣
。
益
ヒ
絶
叫
す
る
。
益
ぐ
号
泣
す
る
。
そ
の
苦
そ
の
痛
何
と
も
形
容

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
眞
の
狂
人
と
な
っ
て
し
ま
へ
ば
楽
で
あ
ら

う
と
思
ふ
け
れ
ど
そ
れ
も
出
来
ぬ
。
若
し
死
ぬ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
れ

は
何
よ
り
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
死
ぬ
る
こ
と
も
出
来
ね
ば
殺
し

て
呉
れ
る
も
の
も
な
い
。
一
日
の
苦
し
み
は
夜
に
入
っ
て
や
う
ノ
＼
減
じ

僅
か
に
眠
気
さ
し
た
時
に
は
其
日
の
苦
痛
が
終
る
と
共
に
は
や
翌
朝
寝
起

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
苦
痛
が
思
ひ
や
ら
れ
る
。
寝
起
程
苦
し
い
時
は
な
い
の
で
あ
る
。
誰
か

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
あ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ノ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
苦
を
助
け
て
呉
れ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
か
。
誰
か
こ
の
苦
を
助
け
て

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

呉
れ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
か
。

 
こ
れ
も
あ
り
の
ま
ま
の
写
生
で
あ
る
が
、
子
規
の
文
章
、
こ
の
絶
叫
と
号
泣

の
生
活
は
、
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

今
日
に
も
響
き
を
残
す
か
と
思
う
よ
う
な
絶
叫
と
号
泣
の
生
活
が
眞
刻
に
描
か

れ
て
い
る
。

三

 
歌
に
つ
い
て
も
子
規
は
写
生
の
永
遠
性
を
示
し
て
い
る
。
日
本
の
近
代
短
歌

は
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
二
月
に
始
ま
る
子
規
の
、
「
歌
よ
み
に
与

噛
ふ
る
書
」
十
回
と
そ
の
実
践
作
品
「
百
中
一
首
」
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
い

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
回
目
の
冒
頭
に
「
貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
、
古
今

集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
」
と
い
い
、
歌
の
ふ
る
さ
と
「
万
葉
集
」
に
還
る

こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
手
段
は
、
俳
句
革
新
の
根
拠
と
し
た
「
写
生
」
に

あ
っ
た
。
続
い
て
伊
藤
左
千
夫
は
子
規
の
写
生
説
を
心
の
写
生
に
発
展
さ
せ
、

単
な
る
写
生
は
「
話
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
、
「
叫
び
」
説
を
唱
え
、
更
に

斎
藤
茂
吉
に
よ
っ
て
、
 
「
実
相
に
観
入
し
て
、
自
然
、
自
己
一
元
の
生
を
写

す
。
こ
れ
が
短
歌
上
の
写
生
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
客
観
と
主
観
と
の
対
立
を

排
し
て
、
主
客
融
合
の
道
へ
と
飛
躍
さ
せ
た
。
つ
ま
り
写
生
歌
は
象
徴
歌
に
ま

で
発
展
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
四
年
八
月
号
の
「
短

歌
」
に
篠
源
氏
が
、
 
「
嘉
香
、
茂
吉
の
象
徴
論
争
」
に
嘉
香
の
説
を
取
り
上
げ

て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
今
は
ふ
れ
な
い
で
お
く
。

 
子
規
の
写
生
説
は
、
三
十
五
年
六
月
二
十
六
日
、
「
病
淋
六
尺
」
四
十
三
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

冒
頭
に
「
写
生
と
い
ふ
事
は
、
書
を
書
て
に
も
、
記
事
文
を
書
く
上
に
も
極
め
て

必
要
な
も
の
で
、
此
の
手
段
に
よ
ら
な
く
て
は
豊
も
記
事
文
も
全
く
出
来
な
い

と
い
ふ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。
こ
れ
は
阜
く
よ
り
西
洋
で
は
、
用
ゐ
ら
れ
て
居

っ
た
手
段
で
あ
る
が
、
併
し
昔
の
写
生
は
不
完
全
な
写
生
で
あ
っ
た
為
に
、
此

頃
は
更
に
進
歩
し
て
一
層
精
密
な
手
段
を
取
る
や
う
に
な
っ
て
居
る
。
（
中
略
）
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さ
う
し
て
平
淡
の
中
に
至
味
を
寓
す
る
も
の
に
至
っ
て
は
、
正
意
実
に
言
ふ
可

か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
の
は
つ
ま
り
茂
吉
と
同
意
見
な
わ

け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
子
規
の
写
生
説
を
象
徴
主
義
に
ま
で
持
っ
て
行
っ
た

も
の
で
、
茂
吉
の
説
は
卓
見
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

 
例
え
ば
清
新
な
短
歌
の
道
を
開
い
て
新
派
和
歌
を
唱
道
し
た
落
合
重
文
の
歌

と
、
子
規
の
歌
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
直
文
の
歌

 
 
ζ
が
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
小
瓶
を
ば
机
の
上
に
掲
せ
た
れ
ど
ま
だ
く
長
し
白
藤
の
花
 
 
 
直
文

は
、
藤
の
花
ぶ
さ
の
長
い
と
こ
ろ
に
美
を
認
め
、
子
規
の
歌

 
 
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
短
か
け
れ
ば
畳
の
上
に
届
か
ざ
り
け
り
 
 
子
規

は
、
藤
の
花
ぶ
さ
の
短
か
い
と
こ
ろ
に
新
し
い
美
を
発
見
し
て
い
る
。
ど
ち
ら

に
永
遠
性
が
あ
る
か
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
子
規
に
、

 
 
病
み
臥
せ
る
わ
が
枕
辺
に
運
び
来
る
鉢
の
牡
丹
の
花
ゆ
れ
や
ま
ず
 
子
規

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
木
下
利
玄
の
、

 
 
牡
丹
花
は
咲
き
定
ま
り
て
静
か
な
り
花
の
占
め
た
る
位
置
の
た
し
か
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利
玄

と
い
う
歌
に
く
ら
べ
る
と
、
．
一
つ
は
動
揺
の
美
、
一
つ
は
静
止
の
美
で
あ
る

が
、
利
玄
の
は
名
作
で
あ
る
が
、
美
は
古
典
美
に
過
ぎ
ず
、
子
規
の
動
揺
の
美

は
新
し
い
発
見
で
永
遠
性
が
あ
る
。
又
伊
藤
左
千
夫
は
情
緒
を
必
要
と
し
て
、

 
 
病
め
る
児
が
臥
す
枕
べ
に
く
れ
な
み
の
牡
丹
の
花
び
ら
散
り
み
だ
り
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左
千
夫

と
い
う
歌
が
あ
る
。
子
規
の
牡
丹
は
写
生
美
、
左
千
夫
の
牡
丹
は
好
情
美
で
あ

る
が
、
子
規
の
歌
の
眞
実
性
と
永
遠
性
に
対
し
て
、
左
千
夫
の
歌
に
は
誇
張
性

と
虚
偽
性
と
が
あ
る
。
「
児
」
と
あ
る
以
上
幼
い
子
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
そ
こ

に
同
庸
を
ひ
い
て
い
る
。
し
か
し
幼
い
小
童
へ
の
見
舞
で
あ
る
か
ら
、
小
さ
な

・
子
規
と
自
然
主
義

鉢
に
一
木
を
植
え
た
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
緋
牡
丹
で
あ
る
と
こ

ろ
に
情
緒
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
を
枕
頭
に
運
ん
で
来
る
間
に
花
が
揺
れ
て
散

り
み
だ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
散
乱
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
同
情
を

ひ
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
僅
か
小
さ
な
一
木
の
、
牡
丹
の
花
び
ら
が
運
ん
で
来

る
間
に
散
り
み
だ
れ
る
ほ
ど
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
子
規
の
牡
丹
は
大
人
へ
の

見
舞
で
あ
る
か
ら
か
な
り
の
大
き
さ
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
枕

頭
に
運
ん
で
来
る
間
ぢ
ゆ
う
花
が
動
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
ゆ
牡
丹
花
の

美
は
悠
然
と
又
燦
然
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
一
花
の
静
止
美
で
あ
る
が
、
子
規
は

あ
え
て
動
揺
美
を
捉
え
た
。
静
止
美
に
対
す
る
新
し
い
美
と
し
て
の
動
揺
美
を

示
し
て
永
遠
性
の
も
の
と
し
た
。
新
し
い
発
見
と
し
て
の
象
徴
味
が
あ
る
。

 
俳
句
に
お
い
て
も
又
子
規
は
こ
う
い
う
技
法
を
用
い
た
。
単
純
な
写
生
の
よ

う
に
見
え
る
も
の
で
も
永
遠
に
つ
な
が
る
も
の
、
深
い
味
わ
い
を
残
す
も
の
、

茂
吉
の
い
う
実
相
観
入
が
あ
る
。

 
 
夕
風
や
白
ば
ら
の
花
皆
動
く
 
 
 
 
 
 
 
 
子
規

 
 
 
 
 
石
手
川
出
合
渡

 
 
若
鮎
の
二
手
に
な
り
て
上
り
け
り
 
 
 
 
 
同

 
 
 
 
 
正
宗
寺
．
一
宿
を
訪
ふ

 
 
朝
寒
や
た
の
も
と
響
く
内
玄
関
 
 
 
 
 
 
 
子
規

 
 
い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
尋
ね
け
り
 
 
 
 
 
同

 
 
 
 
 
法
隆
寺
の
茶
店
に
憩
い
て

 
 
弛
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
 
 
 
 
 
 
同

 
こ
の
臨
画
は
、
修
辞
上
の
写
実
、
描
写
、
表
現
、
野
情
、
象
徴
の
順
序
に
な

ら
べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
写
実
は
、
客
観
の
光
景
や
出
来
事
を
向
こ
う
に
置

い
て
観
察
し
た
ま
ま
の
あ
り
の
ま
ま
を
忠
実
に
記
述
す
る
。
描
写
は
、
客
観
を
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陶

凝
罪
し
、
対
象
の
生
態
、
習
性
を
掴
み
、
自
己
の
主
観
内
に
取
り
入
れ
た
後
に
、

客
観
を
客
観
と
し
て
書
く
。
表
現
は
、
客
観
の
内
部
生
命
を
捉
え
、
そ
の
内
部

か
ら
の
本
来
の
面
目
を
書
き
表
わ
す
。
こ
の
場
合
、
主
観
化
し
た
客
観
を
主
観

化
す
る
。
熱
情
は
、
客
観
の
し
み
み
＼
と
し
た
味
わ
い
に
浸
り
、
殊
更
に
客
観

に
名
づ
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
客
観
の
ま
た
主
観
の
一
景
一
説
に
応
じ
て
、
打
て

ば
響
く
感
動
を
書
を
表
わ
す
。
象
徴
は
、
文
ま
た
は
詩
を
作
る
と
い
う
意
識
を

忘
れ
て
、
自
己
が
文
と
な
り
、
詩
と
な
り
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
更
に
あ
り
の
ま

ま
に
、
更
に
自
然
に
自
己
の
個
性
が
素
材
と
共
に
一
元
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
、

そ
の
境
地
か
ら
生
ま
れ
る
。
今
少
し
分
か
り
易
い
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
次
ぎ

の
よ
う
で
も
あ
ろ
う
か
。

 
 
元
日
の
人
通
め
と
は
な
り
に
け
り

 
 
淋
し
さ
や
音
な
く
立
っ
て
行
く
螢

 
 
こ
が
ね
む
し

 
 
金
亀
子
郵
つ
闇
の
深
さ
か
な

 
 
降
胤
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り

 
 
暁
や
夢
の
こ
な
た
に
淡
き
月

 
子
規
の
「
夕
風
や
」
の
句
は
、

景
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

り
、く

」
が
永
遠
の
相
と
し
て
生
き
て
来
る
。

子
規

鬼
城

虚
子

草
田
男

漱
石

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
純
粋
の
写
実
で
あ
る
が
、
朝
風
に
な
び
く
情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白
昼
は
普
通
に
は
風
が
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
や
は

 
 
涼
風
の
立
つ
こ
ろ
に
水
ま
き
で
も
し
た
と
き
に
は
、
「
白
ば
ら
の
花
密
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元
日
の
人
通
り
に
し
て
も
、
早
朝
か

ら
の
年
賀
や
、
散
歩
に
は
出
る
人
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
や
は
り
、
子
規
の

捉
え
方
に
永
遠
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
若
鮎
の
力
を
見
せ
た
描
写
や
、
鬼
城
の

螢
の
句
は
か
え
っ
て
立
っ
て
行
く
螢
の
羽
音
が
聞
え
る
か
と
思
う
ほ
ど
う
ま
い

描
写
で
あ
り
、
一
宿
和
尚
の
正
宗
寺
を
尋
ね
た
子
規
の
た
の
も
の
声
は
音
楽
味

を
聞
か
し
て
い
る
が
、
二
人
の
交
友
を
知
る
も
の
に
と
っ
て
は
言
葉
の
響
き
よ

り
も
そ
の
内
容
に
深
く
動
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
虚
子
の
「
闇
の
深
さ
か

な
」
は
一
斗
め
動
作
に
無
限
の
響
き
を
持
た
せ
て
い
る
。
，
子
規
の
雪
の
深
さ
を

尋
ね
た
と
い
う
哀
れ
さ
は
あ
わ
れ
で
あ
り
、
草
田
男
の
ふ
と
し
た
感
慨
は
図
ら

ず
も
永
遠
性
を
後
世
に
残
し
た
。
子
規
の
「
説
く
へ
ば
」
の
句
は
あ
り
の
ま
ま

の
句
で
あ
る
が
、
旅
の
疲
れ
と
、
好
物
と
、
名
産
と
、
熟
し
た
柿
の
姿
と
い
ろ

い
ろ
重
な
っ
て
の
背
景
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
写
生
に
徹
し
た
こ
と
に
永
遠

性
を
残
し
た
と
い
え
る
。
漱
石
の
句
は
修
善
寺
か
ら
帰
っ
て
、
内
幸
町
の
長
与

胃
腸
病
院
で
療
養
中
の
作
で
あ
る
が
、
や
は
り
写
生
に
徹
し
た
永
遠
性
が
あ
る
。

 
以
上
子
規
は
先
輩
と
も
て
、
外
の
四
人
は
後
輩
と
し
て
写
生
俳
句
に
終
始
し

て
名
句
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
単
純
な
写
生
主
義
で
な
く
、
写
実
主
義
と
し

て
、
文
芸
上
の
新
し
い
境
地
を
開
い
て
お
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
す
べ
て

が
迫
遙
の
「
小
説
神
髄
」
に
基
づ
く
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
が
、
子
規
に
あ

っ
て
は
一
方
自
然
主
義
に
ぷ
み
入
れ
て
お
り
、
更
に
斎
藤
茂
吉
の
実
相
観
入
説

に
よ
っ
て
、
象
徴
主
義
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
象

徴
主
義
と
は
、
子
規
の
写
生
の
永
遠
性
、
永
続
性
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
次
ぎ
の
三
人
の
詩
人
の
片
言
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
1
、
象
徴
と
は
無
形
を
有
形
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
ブ
レ
イ
ク

 
2
、
象
徴
は
有
限
と
無
限
と
を
つ
な
ぐ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
 
イ
ェ
イ
ツ

 
3
、
象
徴
は
一
犀
菖
。
の
中
に
昌
ロ
。
ぴ
を
語
る
唯
一
の
途
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク

 
単
純
な
写
生
主
義
を
異
質
の
写
実
主
義
、
象
徴
主
義
に
ま
で
無
雑
作
に
昇
華

さ
せ
た
嫌
い
は
あ
る
が
、
そ
の
解
明
は
他
日
を
待
ち
た
い
。
 
（
了
）

（
病
中
、
仰
臥
、
口
授
、
代
筆
で
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
粗
稿
と
な
っ
た
こ
と
を
お
宥
し
願
い
た
い
。
）

（82）


