
・ ｔ － ．

エ
マ
ソ
ン
と
奴
隷
制
廃
止
運
動

松
　
島
　
欣
　
栽

　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
め
こ

　
十
九
世
紀
前
半
の
奴
隷
制
廃
止
運
動
に
お
い
て
、
声
高
に
奴
隷
制
を
非
難
し
た
主
要
な
作
家
た
ち
は
、
詩
人

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
レ
ン
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
、
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ン
リ
ー
フ
・
ホ
イ
ッ
テ
ィ
ア
ー
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ラ
ッ
セ
ル
・
ロ
ト
ウ
ェ
ル
、
超
絶
主
義
者
の
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
と
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ソ
ロ
「
た
ち
で
あ
っ
た
。
・
特
に
後
者
の
二
人
は
、
無
条
件
に
奴
隷
制
廃
止
運
動
と
深
く
係
わ
っ
て
い
た
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
実
際
は
曲
折
が
あ
っ
た
。
「
市
民
の
不
服
従
」
（
篇
老
）
に
お
い
て
、
メ
キ
シ
コ
ヘ
侵

略
戦
争
を
し
か
け
、
奴
隷
制
を
容
認
す
る
ア
メ
刃
カ
政
府
を
糾
弾
し
た
ソ
ロ
Ｆ
で
ざ
え
、
ペ
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
湖
畔

に
住
み
初
め
て
三
日
目
の
、
二
八
四
五
年
七
月
六
日
付
け
の
｛
日
誌
｝
・
に
は
、
「
人
々
が
黒
人
奴
隷
制
と
い
う
卑

劣
な
形
態
に
注
意
を
向
け
る
ほ
ど
軽
犀
に
な
れ
＆
と
は
驚
き
だ
。
【
北
部
と
甫
部
の
】
両
方
で
牝
々
を
服
従
さ
せ
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第一部　産業主義･･資本主義

る
、
鋭
敵
で
狭
滑
な
主
人
が
た
く
さ
ん
い
ゐ
と
い
う
の
2
｣
(
R
/
2
:
!
5
6
)
と
書
き
込
み
、
南
部
の
奴
鍬
制
よ
り
、

ま
ず
制
度
や
物
な
ど
外
部
の
奴
隷
に
な
ら
な
い
こ
と
‘
に
意
を
用
い
る
べ
き
だ
。
と
貫
っ
て
い
ス
’
。
ド

　
エ
マ
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
奴
隷
制
廃
止
運
動
な
ど
の
社
会
改
革
運
動
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
る
か
と
い
う
こ
ど

は
、
複
雑
で
微
妙
な
問
題
で
あ
っ
た
。
本
論
の
目
的
は
、
エ
マ
ソ
ン
の
人
種
的
・
社
会
的
階
仮
意
識
が
、
こ
。
の

問
題
と
係
わ
る
中
で
ど
う
変
化
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
○
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
奴
隷
制
に
関
す
る
初
期
の
考
え

　
エ
マ
ソ
ン
が
奴
隷
制
廃
止
運
動
に
関
し
公
に
発
言
を
始
め
る
の
は
、
運
動
が
か
な
り
進
展
し
て
く
る
一
八
〇

〇
年
代
半
ば
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
誌
の
中
で
は
、
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
奴
隷
制
に
関
す
る
言
及
は
あ

る
。
早
く
も
Ｔ
八
二
二
年
十
一
月
に
は
、
「
全
て
人
聞
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
独
立
宣
言
Ｑ

言
葉
は
「
都
合
の
よ
い
仮
説
」
（
j
/
M
/
V
2
:
4
2
）
で
あ
る
と
記
し
、
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
乙
ム
ー
ア
人
・
タ
タ
ー

ル
人
・
ア
フ
リ
カ
人
に
、
「
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
程
度
の
知
性
を
与
え
て
い
て
、
ぞ
の
間
の
障
壁
は
乗
り

越
え
ら
れ
な
い
」
（
＆
）
と
述
べ
、
白
人
の
人
種
的
優
等
性
を
主
張
す
ゐ
当
時
の
言
説
を
容
認
し
で
い
る
・
し
か

し
、
他
方
八
　
　
　
　
　
　
　
上

こ
の
［
人
眼
に
自
由
意
志
が
あ
る
か
と
い
う
］
議
論
の
ど
ち
ら
側
に
立
‘
つ
者
で
あ
・
ろ
う
と
、
人
間
が
白
分
の
同
胞
を
強
＼

制
的
に
奴
隷
に
し
て
よ
い
と
い
う
理
論
に
対
し
て
は
、
わ
ず
か
に
話
題
と
．
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
大
い
に
憤
慨
す
る
に
相
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エマソンと奴隷制廃止運動・

違
な
い
。
・
（
中
略
）
自
分
が
得
て
。
い
る
自
由
を
仲
間
か
ら
も
ぎ
取
ぶ
こ
と
は
、
明
白
に
不
遜
な
不
敬
の
一
撃
だ
。
（
ｇ
）

と
、
。
ア
メ
リ
カ
精
捧
の
根
幹
で
あ
＆
自
由
の
観
点
か
ら
、
奴
隷
制
そ
の
も
の
を
激
し
く
批
判
し
て
。
い
る
。

、
一
ハ
Ｏ
Ｏ
年
代
前
半
は
、
ア
メ
リ
カ
全
土
で
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
回
復
運
齢
、
い
わ
ゆ
＆
第
二
次
「
覚
醒
還

動
」
が
興
り
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
社
会
改
革
運
動
が
広
が
ヴ
て
い
っ
た
。
奴
隷
制
廃
止
運
動
も
そ
み
一
つ
で
あ
っ

た
。
こ
の
運
動
は
」
八
三
〇
年
代
に
組
織
化
さ
れ
、
活
発
な
活
動
を
繰
り
広
げ
＆
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
申
、
’

。
ボ
ス
ト
ン
第
二
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
エ
マ
ソ
ン
は
、
一
八
三
一
年
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
。
の
同
僚
で
あ
り
、
奴

隷
制
廃
止
運
動
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
ご
ン
ョ
ゼ
フ
・
メ
イ
に
、
反
奴
隷
腿
の
説
教
を
す
る
こ
と

を
許
し
た
。
一
八
三
五
年
に
は
、
ボ
ス
ト
ン
の
宗
教
界
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、
エ
マ
ソ
ン
の
師
と
ふ
い
え

る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ラ
リ
ー
・
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
が
、
「
奴
隷
制
」
と
題
す
る
書
物
を
出
版
し
た
。
チ
ャ
ニ
ン
グ
は
こ

の
中
で
、
人
を
財
産
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
は
「
造
り
主
に
侮
辱
を
加
え
る
こ
と
だ
」
（
ｇ
）
と
奴
隷
制
を
非
難

す
る
も
の
の
、
「
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
奴
隷
所
有
者
の
州
の
力
以
外
の
ど
ん
な
力
も
こ
の
悪
弊
を
取
り
除
く
こ

と
は
で
き
な
い
」
（
｛
Ｓ
｝
と
、
奴
隷
制
の
廃
止
を
お
こ
な
え
る
の
は
奴
隷
と
奴
隷
所
有
者
の
み
で
あ
ゐ
と
述
べ
、

南
部
白
人
の
「
道
徳
感
情
」
（
冶
）
の
向
上
に
期
待
し
た
。
ま
た
、
北
部
人
が
な
す
ぺ
き
は
「
公
の
資
格
と
し
て

で
は
な
く
、
個
人
の
資
格
で
、
奴
隷
制
廃
止
の
た
め
に
有
効
な
あ
ら
ゆ
る
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
｛
｝
Ｓ
）
だ

と
言
っ
た
。
チ
ャ
平
ン
グ
は
、
個
人
の
人
間
性
の
向
上
が
社
会
全
体
の
向
上
に
繋
が
る
と
考
え
、
集
団
的
行
勣

。
一
　
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
　
　
　
　
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ｔ
嘉
と
し
な
い
‐
０
エ
マ
ソ
ン
は
一
八
三
六
年
笠
片
四
日
付
碓
の
日
誌
の
書
き
込
み
で
ヽ
チ
ャ
ニ
ン
グ
の
「
奴
隷

制
」
を
「
完
璧
に
本
物
の
現
代
’
の
仕
事
」
（
j
M
?
V

5
:
1
5
0
）
の
一
つ
に
数
え
上
げ
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
の
考
え
を
支
持
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第一部　産業主義･.･喪本主義

し
た
の
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
　
　
ス
　
　
　
　
ご
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
万
　
　
≒

　
エ
マ
ソ
ン
は
ま
だ
奴
隷
制
に
関
し
て
公
の
発
言
を
控
え
て
い
る
が
、
奴
隷
制
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
募
っ
て
い

る
。
一
八
三
五
年
二
月
二
日
付
け
の
日
誌
の
書
き
込
み
に
ほ
、
次
の
よ
ゲ
に
記
し
て
い
る
。
ノ

私
の
意
見
な
ど
お
そ
ら
く
取
る
に
足
り
な
い
が
、
私
が
習
い
驚
え
た
言
葉
の
一
言
半
句
で
も
、
奴
隷
を
所
有
す
る
農
園

主
を
擁
護
す
る
た
め
に
口
に
し
た
く
は
な
い
。
（
中
略
ｙ
だ
か
ら
、
私
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
農
園
主
の
喉
笛
を
か
き

切
っ
て
や
る
の
か
気
が
進
ま
な
い
し
、
彼
を
弾
劾
す
る
の
ｉ
差
し
控
え
て
い
る
が
、
夢
の
中
で
あ
ろ
乃
ど
、
気
が
狂
っ

て
あ
ら
ぬ
こ
と
を
口
走
ろ
う
と
、
奴
隷
商
人
や
奴
隷
所
有
者
を
弁
護
す
る
一
’
言
半
句
で
も
口
に
す
る
よ
う
な
恥
ず
か
し

い
真
似
は
し
な
い
よ
う
に
、
神
に
祈
っ
て
い
る
。
（
’
ミ
ヽ
ａ
‥
Ｇ
）

ま
た
、
一
八
三
七
年
四
月
十
日
付
け
の
書
き
込
み
に
は
、
「
奴
隷
制
は
人
間
を
狼
に
変
え
る
制
度
だ
」
９
Ｓ
）
と

も
書
き
記
し
て
い
る
。

　
　
し
か
し
、
黒
人
奴
隷
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
に
対
し
て
、
エ
マ
ソ
ン
は
心
か
ら
同
情
し
て
い
る
よ
う
に
は
患

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
■
　
゛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
゛
ｙ

え
な
い
。
た
と
え
ば
、
妻
の
リ
デ
ィ
ア
ン
が
ア
フ
リ
カ
西
岸
と
酉
イ
ン
ド
諸
島
を
結
ぶ
、
奴
隷
貿
易
航
路
で
運

ば
れ
る
黒
人
奴
隷
た
ち
の
恐
怖
を
声
高
に
嘆
い
た
と
き
、
一
八
三
七
年
十
月
一
日
付
け
の
日
誌
の
書
き
込
み
に
、

彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

彼
ら
の
恐
怖
は
確
か
に
ひ
ど
い
。
し
か
し
、
彼
女
の
よ
う
な
者
に
は
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
試
練
は
訪
れ
な
い
。
愚
鈍
な

者
た
ち
や
野
蛮
な
者
た
ち
に
訪
れ
る
の
だ
。
や
つ
ら
に
と
っ
て
は
、
。
恐
ろ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
前
の
苦
し
み
よ
り
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lツ

エマソンと奴隷制廃止運動

　
　
少
し
ば
が
り
ひ
ど
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
共
食
い
の
戦
争
を
、
悪
臭
の
す
る
船
倉
ど
取
昨
換
え
た
だ
け
だ
0
(
;
3
8
2
)

ま
た
、
一
八
三
八
年
十
月
二
十
九
日
付
け
の
書
き
込
み
に
は
、
「
私
に
は
「
ヽ
な
ぜ
神
は
奴
隷
制
を
許
し
て
い
る
の

か
」
と
い
っ
迫
わ
れ
わ
れ
が
す
る
質
問
は
不
躾
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
質
問
は
既
に
わ

れ
わ
れ
の
中
で
解
答
済
み
だ
」
（
j
M
7
V

7
;1
2
3
）
と
、
神
学
上
の
理
論
（
お
そ
ら
く
悪
の
存
在
の
正
当
化
論
）
か

ら
、
奴
隷
制
の
存
在
を
容
認
し
て
い
る
と
取
れ
る
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
」
一
　
奴
隷
制
廃
止
運
動
と
の
か
か
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｗ
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
し
か
し
、
エ
マ
ソ
ン
は
次
第
に
奴
隷
制
廃
止
運
動
ど
深
く
か
か
わ
つ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
多
数
の
資

　
料
を
渉
猟
し
、
奴
隷
制
廃
止
運
動
に
か
か
わ
っ
た
エ
マ
ソ
ン
の
姿
を
町
ら
か
に
し
た
、
レ
ン
・
・
グ
ー
ジ
。
ョ
ン
の

「
美
徳
の
英
雄
」
（
応
旨
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
づ
エ
マ
ソ
ン
ど
奴
隷
制
廃
止
運
動
と
の
か
か
わ
り
を
概
観
す
る
。

　
　
エ
マ
ソ
ン
が
奴
隷
制
を
主
題
に
公
に
発
言
レ
た
の
は
ヽ
「
八
三
七
年
十
一
月
に
コ
ン
コ
ー
ド
第
二
教
会
で

　
行
っ
た
講
演
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
原
稿
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
。
れ
わ
れ
・
は
「
日
誌
と
備
忘
録
」
の
書
き

　
込
み
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
キ
ャ
ポ
ッ
ト
の
「
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
の
想
い
出
」

　
（
ｇ
Ｓ
）
に
書
か
れ
た
引
用
か
ら
。
そ
の
内
容
を
推
測
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
講
演
に
関
す
る
備
忘
録
に
は
、
「
こ

　
の
問
題
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
義
務
は
正
邪
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
と
の
問
題
で
投
票

を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
問
題
か
ら
逃
げ
た
り
、
い
い
｀
加
減
に
扱
っ
た
り
し
な
い
。
¨
無
知
に
な
ら
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第一部　童業主義・資本主義

ず
、
投
票
に
お
い
て
理
性
と
正
義
の
行
為
が
で
き
る
｣
(
｡
/
M
j
V
1
2
:

1
5
4
)
4
｡
'
記
し
て
い
る
。
ダ
Ｌ
ジ
ョ
ン
は
、

こ
の
講
演
の
主
眼
は
。
表
現
政
自
由
で
あ
っ
た
今
っ
と
推
測
し
て
。
い
る
（
―
）
。

　
一
八
三
七
年
か
ら
一
八
三
八
年
に
が
け
て
の
冬
、
ボ
ス
ト
ン
で
行
っ
た
講
演
を
基
に
書
か
れ
た
「
勇
壮
論
」

（
ａ
４
｛
｝
で
は
、
一
八
三
七
年
十
「
月
七
日
、
イ
リ
ノ
イ
州
オ
ー
ル
ふ
・
ン
で
奴
隷
制
反
対
運
動
を
行
っ
て
い
た
イ

ラ
イ
ジ
ャ
・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
暴
徒
に
襲
わ
れ
死
亡
し
た
際
に
、
日
誌
に
書
き
込
ん
だ
所
感
を
利
用
し
、
「
勇
敢
な

る
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
Ｊ
自
由
に
発
哲
し
意
見
を
言
う
権
利
の
た
め
に
暴
徒
の
弾
丸
に
胸
を
差
し
出
し
、
死
ん
だ
方

が
ま
し
な
と
き
に
死
ん
だ
の
は
、
つ
い
こ
の
間
の
こ
と
だ
｣
(
C
W
2
:
2
6
2
)
a
｡
j
番
い
た
。
し
か
し
、
。
エ
マ
ソ
ン

は
十
一
月
二
十
四
日
付
け
の
日
誌
の
書
き
込
み
に
は
、
「
人
道
と
自
由
に
発
言
し
意
見
を
言
う
権
利
の
た
め
に
」

(
｡
/
M
7
V
5
:
4
3
7
)
と
書
い
て
い
だ
の
だ
。
彼
は
「
勇
壮
諭
」
で
は
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
死
の
原
因
が
奴
隷
制
反
対
と

思
え
る
。
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、
奴
隷
制
反
対
運
動
と
は
一
線
を
面
し
て
お
き
た
い
ど
い

あ
ろ
ヽ
っ
。

い
う
人
道
的
大
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
図
的
に
切
り
捨
て
、
言
論
の
自
由
の
問
題
へ
と
敷
街
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、
奴
隷
制
反
対
運
動
と
は
一
線
を
面
し
て
お
き
た
い
ど
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で

　
　
一
八
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
一
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
以
外
に
も
フ
ソ
オ
ド
ア
ー
・
パ
ー
カ
ー

や
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ァ
ー
ネ
ス
と
い
っ
た
、
エ
マ
ソ
ン
と
親
交
の
深
い
牧
師
が
ち
が
、
奴
隷
制
廃

止
運
動
に
加
わ
っ
て
い
く
な
か
、
エ
マ
ソ
ン
も
一
八
四
四
年
八
月
一
日
に
コ
ン
コ
ー
ド
に
お
い
て
、
「
イ
ギ
リ
ス

領
西
イ
ン
ド
諧
島
に
お
け
る
奴
隷
解
放
に
つ
い
て
の
演
説
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、
奴
隷
制
廃
止
運
動
ヘ
ー

歩
を
踏
み
出
し
た
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
西
イ
ン
ド
諸
島
の
黒
人
奴
隷
が
解
放
さ
れ
て
十
周
年
を
祝
う
会
合

で
お
こ
な
っ
た
講
演
で
ヽ
コ
ン
コ
ー
ド
反
奴
隷
孵
婦
人
会
の
要
請
に
応
じ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ｊ
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l.・

エマソンと奴隷制廃止逐動

　
エ
マ
ソ
ン
ぱ
、
先
に
引
用
し
た
Ｂ
誌
の
書
き
込
み
に
見
ら
れ
＆
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
奴
隷
の
。
実
情
を
全
ぐ
ど
□
し

言
Ｑ
、
て
い
い
ほ
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
講
演
で
は
、
。
黒
人
奴
隷
の
実
情
と
彼
ら
の
解
放
の
歴
史
を
綴
っ

た
主
に
二
つ
の
資
科
か
ら
、
奴
隷
の
ぞ
っ
と
す
る
実
情
を
示
す
描
写
を
引
用
し
、
彼
ら
に
深
い
随
情
を
示
し
て
‘

い
る
。
七
か
し
、
エ
マ
ソ
ン
は
冒
頭
近
ぐ
で
、
「
と
が
ぬ
立
て
す
る
発
言
や
、
で
き
る
こ
と
な
ら
Ｊ
憤
慨
の
発

言
は
、
こ
と
ご
と
く
差
し
控
え
ま
し
ょ
う
」
（
Ｑ
禰
に
‥
｛
（
）
（
）
）
と
述
べ
、
奴
隷
保
有
者
を
直
接
非
難
す
る
こ
と
は

避
け
、
ア
メ
リ
カ
で
も
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
高
邁
な
精
神
を
持
つ
多
く
の
人
々
の
合
意
に
よ
る
立
法
を

と
お
し
た
、
奴
隷
解
放
の
可
能
性
に
希
望
を
託
し
た
。
エ
マ
ソ
ン
は
、
奴
隷
制
の
問
題
は
、
単
に
個
人
の
道
徳

的
向
上
だ
け
で
は
解
決
さ
れ
ず
、
公
的
、
つ
ま
り
政
治
的
に
し
か
解
決
で
き
な
い
と
い
ｙ
っ
認
識
を
示
し
た
の
で

あ
る
‐
０
個
人
の
改
革
と
社
会
の
改
革
と
の
間
に
一
線
を
画
し
て
き
た
彼
に
と
っ
て
、
ご
こ
れ
は
大
ぎ
な
認
識
の
変

化
で
あ
っ
た
。
ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
意
識
の
変
化
が
起
こ
っ
た
。
彼
は
通
読
し
た
資
料
か
ら
、
解
放
時
の
黒

人
奴
隷
の
穏
や
か
な
対
応
を
佃
昨
’
、
「
黒
人
種
は
、
他
の
ど
の
人
種
桜
も
ま
し
て
、
急
速
な
文
明
化
を
受
け
入
れ

ら
れ
る
」
（
Ｚ
）
）
と
の
認
識
を
得
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
こ
れ
ま
で
抱
い
で
い
た
黒
人
の
劣
等
性
と
い
う
蜃
見
が
、

少
し
崩
れ
た
の
で
あ
づ
た
。

　
　
エ
マ
ソ
ン
の
奴
隷
制
に
対
す
る
側
心
は
そ
の
ま
ま
保
た
れ
た
が
、
奴
隷
制
反
対
運
動
に
ど
こ
ま
で
関
わ
ふ
か

と
い
う
問
題
は
、
″
な
お
彼
を
悩
ま
し
続
け
た
。
し
か
し
、
彼
を
決
定
的
に
奴
隷
制
反
対
運
動
に
巻
き
込
む
事
件

が
起
こ
る
。
て
八
四
八
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
戦
争
れ
終
結
し
、
現
在
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
か
ら
コ
ロ
ラ
ド
州
に
ま
た
が
る
広
大
な
土
地
を
メ
キ
シ
コ
か
ら
割
譲
さ
れ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
議
会
で
は
新

↑
し
い
領
土
に
奴
隷
制
を
導
入
す
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
謙
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
一
八
五
〇
年
一
月
、
ゲ
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嬉､一部　崖業主義・資本主義

ン
タ
ッ
キ
ー
州
選
出
の
上
院
議
員
ヘ
ン
リ
ヽ
－
・
ク
レ
イ
が
、
『
一
八
五
〇
卑
の
妥
協
』
と
し
て
知
ら
れ
る
い
ぺ
つ

か
の
妥
協
案
を
提
出
す
る
と
、
同
年
三
丹
七
日
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
選
出
の
上
院
議
貝
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ

ブ
ス
タ
ー
は
、
妥
協
案
の
一
部
で
あ
る
「
逃
亡
奴
隷
法
」
に
賛
成
演
説
を
お
こ
な
っ
た
。
・
こ
れ
に
対
し
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
、
奴
隷
制
廃
止
論
者
を
中
心
に
非
難
が
巻
■
起
こ
心
た
が
、
一
方
、
ボ
ス
ト
ン
。
の
富
裕

層
を
中
心
と
す
る
支
配
階
級
か
ら
は
称
賛
の
署
名
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
立
の
中
、
「
逃
亡
奴
隷
法
」
犬

は
一
八
五
〇
年
九
月
に
成
立
し
た
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
　
　
　
　
　
　
。

こ
の
間
エ
マ
ソ
ン
は
、
か
つ
て
は
称
賛
し
て
い
た
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
道
徳
的
堕
落
を
非
難
す
る
言
葉
を
何
度

も
日
誌
茄
書
き
込
ん
で
い
た
が
、
Ｔ
八
五
一
年
四
月
三
日
、
ボ
ス
ド
ン
で
ト
マ
ス
・
シ
ム
ズ
が
逃
亡
奴
隷
と
し

て
逮
捕
さ
れ
、
ジ
ョ
ー
ジ
７
‐
州
に
送
還
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
と
、
遂
に
五
月
三
日
、
コ
ン
コ
ー
ド
の
市
民
に

向
け
て
「
逃
亡
奴
隷
法
」
と
題
す
る
演
説
を
行
っ
た
。
冒
頭
、
逃
亡
奴
隷
法
の
も
た
ら
し
た
閉
塞
感
と
恥
辱
感

を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
た
。

’
今
わ
れ
わ
れ
は
息
が
詰
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。
破
廉
恥
な
評
判
が
流
布
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
・
私
は
新
し
い
体
験
に
直

　
面
し
て
い
ま
す
。
朝
起
き
る
と
心
身
の
苦
痛
を
感
じ
、
そ
れ
’
は
一
日
中
私
に
付
き
ま
と
い
ま
す
。
元
を
た
ど
る
と
、
こ
そ

　
れ
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
降
り
か
か
り
、
風
景
の
。
美
し
さ
を
奪
い
、
時
々
刻
々
日
の
光
を
閉
ざ
す
、
あ
の
不
名

　
誉
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
(
C
W
1
1
:
1
7
9
)

「
逃
亡
奴
隷
法
」
で
エ
マ
ソ
ン
は
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
家
や
法
律
家
の
不
道
徳
性
を
批
判

し
、
憲
法
よ
り
も
「
よ
昨
’
高
い
法
則
」
（
芯
ｏ
）
に
従
う
こ
と
を
唱
道
す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
阻
の
運
命
は
偉
大
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ヱマソンと奴隷制廃止運鋤

で
あ
り
自
油
主
義
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
気
高
く
統
治
ざ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
り
ａ
）
と
述
べ
、
僅
徳
性

に
優
れ
た
指
導
者
の
出
現
に
期
待
を
寄
せ
る
。
奴
隷
制
廃
止
に
屑
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
例
に
な
ら
い
、
奴

ヽ
隷
の
買
い
上
げ
に
よ
る
廃
止
を
提
案
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
奴
隷
制
廃
止
論
者
か
ら
は
、
。
彼
が
白
分
た
ち
の

陣
営
に
い
る
こ
と
を
公
式
に
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。

　
こ
の
直
後
、
自
由
土
地
党
が
エ
マ
ソ
ン
の
友
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
フ
ム
・
ポ
ー
ル
フ
リ
ー
を
立
て
て
国

　
　
　
　
　
ｘ
ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

会
議
貝
選
挙
を
行
う
と
、
エ
マ
ソ
ン
は
ボ
ス
ト
ン
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
で
、
「
逃
亡
奴
隷
法
」
の
演
説
を
行
っ

た
。
し
か
し
、
日
誌
に
は
奴
隷
制
の
問
題
に
つ
い
て
非
難
の
言
葉
を
し
ば
し
ば
書
き
込
ん
だ
も
の
の
、
そ
の
後
、

彼
は
公
の
発
言
は
控
え
た
。

　
　
一
八
五
四
年
一
月
二
十
三
日
、
イ
リ
ノ
イ
州
選
出
の
上
院
議
貝
ス
デ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ダ
グ
ラ
ス
が
、
カ
ン
ザ

ス
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
両
準
州
を
合
衆
国
に
組
み
入
れ
る
際
に
、
奴
隷
州
と
な
る
か
白
由
州
と
な
る
か
は
住
尿
の
決

定
に
よ
る
、
と
す
る
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
奴
隷
制
廃
止
論
者
た
ち
や
南
部
の
政
洽
的
支
配
を
嫌

う
北
部
の
政
治
家
た
ち
か
、
反
対
に
立
ち
上
が
る
。
エ
マ
ソ
ン
は
ウ
ェ
・
ブ
ス
タ
ー
が
逃
亡
奴
隷
法
に
賛
成
演
説

を
し
た
と
同
じ
三
月
七
日
に
ニ
ュ
ー
・
・
ヨ
ー
ク
で
、
「
逃
亡
奴
隷
法
」
と
魅
す
る
・
演
説
を
行
っ
た
。
こ
の
中
で
エ

マ
ソ
ン
は
、
公
の
話
題
を
論
ず
る
の
は
自
分
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
ま
ず
、
ウ
ェ
ブ
ス

タ
ー
を
「
道
徳
的
感
受
性
」
（
C
W
1
1
:
2
2
3
）
に
欠
け
、
「
人
道
と
正
義
の
冊
」
Ｑ
ま
）
に
立
た
ず
、
「
虐
伶
と
抑
圧

と
混
沌
の
側
」
に
立
っ
た
、
墜
ち
た
政
治
家
の
代
表
と
し
て
断
罪
す
る
。
そ
し
て
、
「
独
り
立
ち
で
き
る
人
間
だ

け
が
社
会
を
作
る
資
格
が
あ
る
」
９
ａ
）
故
に
、
腐
敗
し
た
政
治
家
や
法
律
ぺ
の
依
存
で
は
な
く
、
「
神
へ
の
依
・

存
」
（
ａ
｀
）
そ
の
も
の
で
あ
る
「
自
己
信
頼
」
に
依
拠
し
た
、
個
々
人
の
道
徳
意
識
の
向
上
を
呼
び
か
け
る
。
最
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弟一部　蛮業主套･･資本主義

後
に
エ
マ
ソ
ン
は
、
「
反
奴
隷
制
協
会
に
敬
意
を
表
す
る
」
（
い
套
）
。
　
…
…

　
で
八
五
五
年
政
一
丹
か
・
ら
二
月
に
か
け
て
、
エ
マ
ソ
ン
は
「
ア
メ
リ
カ
の
奴
練
制
」
と
題
す
る
講
演
を

･
． _ Ｌ _ ．

行
っ
た
。
こ
の
中
で
彼
は
、
「
偉
大
な
大
衆
と
偉
大
な
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
こ
ど
は
、
と
て
も
心
地
よ
い

こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
▽
奴
隷
制
の
即
刻
あ
る
い
は
漸
進
的
廃
止
な
ど
の
よ
ケ
に
」
（
に
ヽ
り
‥
ａ
）
と
、
奴
隷
制
廃

　
　
　
　
　
　
ｙ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

止
論
者
た
ち
に
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
一
八
五
四
年
五
方
三
十
日
に
成
立
し
た
カ
ン
ザ
ス
・
ネ
プ
ラ
｝
ス
カ
法
の
下
、
カ
ン
ザ
ス
準
州
が
「
流
血
の
カ

ン
ザ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、
奴
隷
制
支
持
派
と
奴
隷
制
反
対
派
が
争
う
状
況
の
中
、
一
八
五
六
年
五
月
二
十
二
日
、

南
部
を
非
難
す
る
演
説
を
行
っ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
選
出
の
上
院
議
員
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ム
ナ
ー
が
、
サ

ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
坦
選
出
の
下
院
議
員
プ
レ
ス
ト
ン
ご
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
に
殴
打
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
Ｅ

す
る
演
説
を
行
い
、
「
わ
れ
わ
れ
は
奴
隷
制
を
排
除
す
ふ
か
、
さ
も
な
く
ば
、
良
由
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

S
｣
(
C
W
1
1
:
2
4
7
)
と
、
ア
メ
リ
カ
の
置
か
れ
て
い
ふ
状
況
が
危
機
的
状
況
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
。
さ
ら
に

九
月
十
日
に
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
「
カ
ン
ザ
ス
で
の
情
勢
に
つ
い
て
の
演
説
」
と
題
す
る
、
激
越
な
講
演
を

行
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

月
二
十
六
日
、
コ
ン
コ
ー
ド
で
抗
議
集
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
エ
マ
ソ
ン
以
「
サ
ム
ナ
ー
氏
へ
の
襲
撃
」
と
題

1
　
＝
＆
J
＆
~
s
l
l
Ｉ
Ｌ
=
Ｊ
　
ｒ
Ｓ
~
　
Ｓ
~
　
ｔ
ｓ
ａ
～
_
｝
．
ｉ
ａ
Ｊ
～
ａ
＆
ｌ
ｉ
ｊ
ａ
ａ
＆
　
ｌ
　
ａ
＝
１
　
　
　
＿
　
　
＆
　
＿
　
　
■
　
　
　
ｉ
－
　
　
　
　
　
　
ｉ

　
「
八
五
九
年
十
月
十
六
日
、
ガ
ン
ザ
ス
州
で
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
行
っ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
ー
パ
ー
ズ
フ
ェ
リ
ー
の
武
器
庫
を
襲
撃
す
ゐ
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
と
き
エ
マ
ソ
ン
は
、

ブ
ラ
ウ
ー
ン
の
行
齢
を
非
難
す
る
声
が
高
ま
る
中
、
・
後
に
「
ジ
ョ
ン
。
・
プ
ラ
ウ
ン
隊
長
の
た
め
の
弁
護
」
（
’
ま
ｏ
）
と

し
’
い
ヽ
出
版
さ
れ
る
ソ
ロ
ー
の
演
説
に
劣
ら
ず
ブ
ラ
ウ
ン
の
高
潔
さ
を
称
賛
す
る
、
、
「
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
」
と
題
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ご.り

エマソンと奴隷制廃止運動

す
る
演
説
を
、
十
一
月
十
八
日
に
は
ボ
ス
ト
ン
で
、
翌
年
一
月
六
日
に
は
セ
イ
ラ
ム
で
行
っ
た
。
エ
マ
ソ
ン
の

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ａ
＝
　
ｓ
．
　
ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ー

奴
隷
制
廃
止
お
よ
び
自
由
の
擁
護
に
対
す
る
姿
勢
は
、
南
北
戦
争
(
1
8
6
1
4
8
6
5
)
の
間
も
、
終
始
変
わ
ら
な
か
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
奴
隷
制
廃
止
運
動
と
エ
マ
ソ
ン
の
人
種
お
よ
び
諧
級
意
識
＼

　
エ
マ
ツ
ン
の
改
革
運
動
全
般
に
対
す
る
ス
タ
ン
入
は
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
と
同
じ
よ
う
に
個
人
主
義
的
で
あ
っ

て
、
個
人
の
内
面
の
改
革
を
第
一
と
考
え
て
い
た
。
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
ハ
ウ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
派
の
考
え
で
は
、
個
人
の
精
神
面
で
の
向
上
は
個
人
の
努
か
に
依
存
し
て
い
る
が
、
社
会
の
改
善
は
「
個

人
の
救
済
の
副
産
物
」
（
い
ｇ
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
て
八
四
一
年
十
二
月
二
日
に
行
っ
た
「
時
流
に
つ
い
て

の
講
演
」
で
エ
マ
ソ
ン
は
、
奴
尊
制
廃
止
運
動
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
上

　
　
奴
隷
制
廃
止
論
者
が
た
だ
奴
隷
の
状
況
だ
け
を
目
標
と
す
る
と
き
、
彼
ら
の
闘
争
は
何
と
つ
ま
ら
な
く
見
え
る
こ
と
だ

　
　
ろ
う
。
政
隷
の
宗
教
的
感
情
を
ほ
ん
の
す
こ
し
高
め
て
み
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
は
も
は
や
奴
隷
で
は
な
く
、
諸
君
が
。

　
　
奴
隷
と
な
る
・
彼
は
謙
虚
な
鴬
持
ち
で
自
分
の
優
越
性
を
感
じ
、
ま
た
、
彼
の
嘆
か
わ
し
い
状
態
は
、

次
第
に
消
え
ゆ

　
　
く
些
細
な
こ
と
で
あ
る
と
感
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
諸
君
に
も
阿
じ
感
じ
を
抱
亦
せ
る
。
彼
は
。
主
人
の
地
位
に
就
く
の

　
　
で
あ
る
。
奴
隷
の
受
け
る
迫
害
を
誇
張
す
る
こ
と
は
、
若
い
人
々
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
(
C
W
I
:
2
8
0
‐
8
1
)

と
述
べ
、
外
的
状
況
の
改
革
の
み
を
唱
え
る
者
た
ち
に
は
共
感
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
段
　
3
9
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弟－部　崖業主義・資本主義

　
階
で
エ
マ
ソ
ン
は
、
奴
隷
制
の
問
題
を
制
度
の
問
題
で
は
な
く
、
精
神
の
’
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
ど
し
て
い
る

　
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
エ
マ
ソ
ン
は
奴
隷
制
廃
止
論
そ
の
も
の
に
対
ぐ
て
は
、
日
誌
の
初
期
の
書
ぎ
込
み
か
ら
分

　
か
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
大
い
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
奴
隷
制
廃
止
諭
者
た
ち
の
姿
勢
に
対
し
て
、
疑
念
を
抱

　
い
て
い
た
の
だ
。

　
　
一
八
四
四
年
三
月
三
日
に
行
っ
た
｛
｝
。
一
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
改
革
者
た
ち
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
は
、

　
禁
酒
運
動
や
奴
隷
制
廃
止
運
動
な
ど
の
社
会
改
革
運
動
を
す
る
人
々
を
指
し
て
、
エ
マ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
判
し
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
弊
害
の
一
つ
の
攻
撃
に
熱
心
な
人
、
特
定
の
改
革
者
に
会
う
と
、
こ
う
尋
ね

　
た
く
な
る
。
「
あ
な
た
が
奉
ず
る
「
つ
の
美
徳
に
対
し
て
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
権
利
を
持
つ
の
で
。
し
ょ
ｙ
凡
美
徳

ヽ
は
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
｣
(
C
W

3
:
2
6
3
)
0
1
｣
の
部
分
は
「
八
四
一
年
十
二
月
の
日
誌
の
書
き

　
込
み
を
利
用
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
、
「
わ
れ
わ
れ
が
奴
隷
制
廃
止
訃
者
あ
る
い
は
特
定
。
の
改
革

　
者
に
会
う
と
」
（
j
g
V

8
:
1
6
2
傍
点
筆
者
）
と
書
い
て
い
る
。
「
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
改
革
者
た
ち
」
は
、

　
穏
健
な
奴
隷
制
廃
止
主
義
者
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
、
無
抵
抗
主
義
協
会
の
会
貝
た
ち
に
行
っ
た
講
演
な
の
で
、

　
あ
か
ら
さ
ま
な
非
難
を
避
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
一
八
四
四
年
か
四
五
年
の
夏
か
ら
秋
に
書
か
れ
た
日
誌

　
の
書
き
込
み
で
は
、
エ
マ
ソ
ン
は
奴
隷
制
廃
止
運
動
の
指
導
者
た
ち
を
、
「
ま
っ
た
く
も
っ
て
忌
ま
わ
し
い
輩

　
で
ヽ
退
屈
な
話
を
す
る
者
た
ち
や
口
先
だ
げ
で
ご
立
佩
な
話
を
す
る
者
た
ち
の
最
悪
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
誰

゛
も
が
必
ず
遠
ざ
舒
る
｣
〔
J
W
j
V

9
:
〕
1
2
0
)
と
な
じ
り
、
嫌
悪
感
を
露
骨
に
示
し
て
い
る
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀
’

　
　
エ
マ
ソ
ン
を
奴
隷
制
廃
止
運
動
か
ら
遠
ざ
け
た
別
の
理
由
は
、
彼
の
白
人
中
心
主
義
で
あ
ろ
う
。
一
八
三
四

　
年
十
二
月
中
旬
の
日
誌
の
書
き
込
み
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
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エマソンと奴隷制廃止運動

民
主
主
義
／
自
由
は
そ
の
根
を
以
下
の
神
聖
な
真
実
に
持
つ
て
い
る
。
つ
ま
力
、
誰
も
が
自
分
の
坤
に
神
性
を
備
え
た

’
「
理
性
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
世
界
の
創
造
以
来
、
「
理
性
」
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
生
き
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
間
が
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
(
j
M
7
V
4
:
3
5
7
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

こ
の
時
点
で
、
エ

‘マ
ソ
ン
が
「
す
べ
て
の
人
間
」
（
Ｉ
ヨ
ｇ
）
に
、
黒
人
や
先
住
民
を
含
め
て
考
え
て
い
。
た
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
逃
亡
奴
隷
法
が
成
立
し
で
数
カ
月
た
っ
た
、
一
入
五
一
年
五
月
か
ら
七
月
の
間
に
書
か
れ
た
日
誌
の
書
き
込

み
の
中
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
「
白
人
側
の
道
徳
感
情
の
欠
如
こ
そ
私
が
遣
憾
と
す
る
不
幸
で
あ
る
。
千
人
の
黒
人

が
隷
従
に
お
か
れ
て
い
よ
う
と
私
に
は
何
p
｡
i
4
S
｣
(
j
M
I
V

1
1
:3
8
5
)
4
j
i
l
l
l
l
i
し
て
い
＆
。
こ
の
と
き
の
エ

マ
ソ
ン
の
関
心
は
、
白
人
の
道
徳
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
黒
人
の
置
か
れ
て
い
る
不
正
状
態
で
は
な

い
。
さ
ら
に
、
て
八
五
六
年
あ
る
い
は
一
八
五
八
年
の
日
誌
の
書
き
込
み
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

が
絶
滅
す
る
ま
で
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
か
か
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
拡
黒
人
は
？
　
そ
う
な
れ
ば
、
人
間
と
獣
と
の

間
に
は
威
厳
と
い
う
何
と
恵
み
深
い
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
、
と
言
え
る
よ
う
!
2
4
1
6
Q
｣
(
a
1
7
v

1
3
:5
4
)4
｣

言
い
、
先
住
民
と
黒
人
は
人
間
（
す
な
わ
ち
白
人
）
と
獣
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
、
青
年
時
代
に
表

明
し
た
人
種
観
を
い
ま
だ
抱
い
で
い
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
グ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
エ
マ
ソ
ン
が
「
奴
隷
制
廃

止
運
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
の
を
拒
ん
だ
最
大
の
理
由
は
、
黒
人
の
劣
等
性
に
対
す
ゐ
確
信
で
あ
っ
た
」
（
ｇ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
1

と
指
摘
し
て
い
る
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
マ
ソ
ン
は
奴
辣
制
廃
止
運
藍
へ
深
く
か
か
わ
ヴ
て
い
く
・
そ
れ
に
は
、
当
然
な

が
ら
、
彼
の
ま
わ
り
の
環
境
が
大
い
に
影
響
し
て
い
。
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
少
年
期
・
一
青
年
期
の
エ
マ
ソ
ｙ

に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
だ
叔
母
メ
ア
リ
ー
・
Ａ
Ｉ
デ
ィ
ー
、
・
彼
の
弟
チ
ャ
ー
ル
ズ
、
お
よ
び
妻
リ
デ
ィ
ア
ン

は
、
奴
隷
制
廃
止
諭
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
コ
ン
コ
ー
ド
は
奴
隷
腿
廃
止
運
動
の
貧
点
の
一
つ
で
‘
、
ソ
ロ
ー
の
母
親

　
の
設
立
以
来
活
発
に
活
動
し
ヽ
エ
マ
ソ
ン
に
奴
隷
脈
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を
し
き
り
に
求
め
た
０
．
だ
ら
な

　
　
だ
が
、
「
忌
ま
わ
し
く
有
害

‘
6
｣
(
C
W

1
1
:

2
1
7
)
公
の
問
題
に
は
か
か
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
、
生
来
の
気

　
質
を
押
し
返
し
た
の
は
、
療
一
に
は
、
彼
の
使
命
感
で
あ
っ
た
ろ
与
。
Ｌ
八
三
七
年
八
月
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大

　
学
で
講
演
し
た
「
ア
メ
リ
カ
の
学
者
」
の
中
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
「
学
者
に
と
っ
’
て
行
動
は
副
次
的
な
も
の
だ
、

ヽ

し

　
か
し
、
不
可
欠
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
学
者
は
ま
だ
一
人
前
の
人
間
で
は
な
い
。
そ
れ

　
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
思
想
が
熟
し
て
真
実
に
な
る
こ
と
は
庚
し
て
あ
り
え
な
S
｣
(
c
i
y
l
:
1
9
4
)
と
言
・
っ
た
。
「
ひ
”

と
り
「
人
の
個
人
に
新
た
に
付
与
さ
れ
た
重
要
性
」
（
に
｀
）
を
以
て
、
「
世
間
の
改
宗
」
｛
｝
ぶ
）
に
当
た
る
こ
と

　
が
’
「
学
者
」
。
の
責
務
だ
、
と
い
う
の
が
「
ア
メ
リ
カ
の
学
者
」
の
結
論
だ
っ
た
○
’
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
一
八
五
一
年
に
「
逃
亡
奴
隷
法
」
の
講
演
を
し
た
と
き
、
先
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
エ
マ
ソ
ン
は
奴

　
隷
制
廃
止
運
動
へ
の
参
加
に
は
、
ま
だ
気
乗
り
薄
だ
っ
た
。
一
八
五
一
年
七
月
二
十
八
日
付
け
の
キ
マ
ズ
・
カ
ー

　
ラ
イ
ル
宛
の
手
紙
の
中
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
、
「
こ
の
春
、
逃
亡
奴
隷
法
に
対
す
る
嫌
悪
感
に
駆
ち
れ
、
い
く
つ
か

　
書
き
物
と
演
説
を
し
ま
し
た
。
効
果
が
あ
る
と
の
希
望
は
な
く
、
た
だ
自
分
に
汚
名
を
招
く
の
を
免
れ
る
た
め

　
で
J
4
j
｣
(
C
q
1
2
:
2
3
1
)
と
本
1
.
を
語
っ
た
。
と
こ
。
ろ
が
「
八
五
四
年
の
「
逃
亡
奴
隷
法
」
の
講
演
で
は
ー
「
白

と
姉
妹
や
リ
デ
ィ
ア
ン
が
創
立
メ
ン
バ
ー
に
名
を
連
ね
た
、
コ
ン
コ
ー
ド
反
奴
隷
制
婦
人
会
は
、
一
八
三
七
年

Ａ
Ｊ
ｋ
ｊ
Ｌ
Ｉ
Ｊ
ａ
．
ｌ
ｊ
．
１
=
ａ
ｊ
ｓ
４
．
、
一
ｓ
ｌ
～
．
～
ｔ
Ｊ
　
Ｉ
＆
‐
．
．
ａ
‐
＆
ｌ
ｋ
ｌ
＆
ｌ
ｉ
卜
　
｀
Ｉ
‘
”
”
…
’
　
　
　
　
、
（
１
）
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エマソンと奴隷制鹿止.運動

分
の
仕
事
を
邪
魔
し
そ
れ
か
ら
離
れ
さ
せ
4
｣
&
7

1
1
12
1
7
)
4
J
'
‐
4
1
Q
問
題
に
・
片
す
る
発
言
は
あ
ｔ
り
し

で
い
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
奴
諭
制
の
廃
止
に
向
か
っ
て
持
論
を
唱
え
、
最
後
に
は
、
「
反
奴
隷
制
協
会
に
敬
意

を
表
」
し
た
。
一
。
八
五
五
年
の
「
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制
」
の
講
演
で
は
、
「
偉
大
な
大
衆
と
偉
大
な
目
的
に
爵
か
っ

て
行
動
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
心
地
よ
い
こ
と
で
す
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
ま
も
な
く
甫
北
戦
争
の
火
蓋
が

切
っ
て
落
と
さ
れ
よ
う
と
す
る
一
八
六
一
年
一
月
、
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
か
ら
、
奴
隷
制
支
持
派
と

奴
隷
制
反
対
派
と
の
激
し
い
対
立
が
続
く
ボ
ス
ト
ン
で
開
催
さ
れ
る
、
マ
サ
チ
ュ
√
Ｉ
セ
ッ
ツ
反
奴
隷
制
協
会
の

会
合
で
の
講
演
を
順
ま
れ
る
と
、
エ
マ
ソ
ン
は
「
今
日
の
義
務
を
果
た
せ
。
今
、
思
考
す
る
者
す
べ
て
政
至
上

の
公
的
義
務
は
、
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
だ
。
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
所
へ
行
っ
て
、
「
私
は
自
由
を
支
持

し
、
自
由
が
消
え
去
る
よ
り
一
瞬
で
も
永
く
生
き
て
い
た
く
は
な
い
」
4
J
I
l
l
4
｡
1
｣
(
J
&
f
j
V
1
5
:1
1
1
)
と
、
日
誌

に
書
き
込
ん
だ
の
‘
だ
っ
た
。

　
こ
の
間
、
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
行
々
中
流
あ
る
い
は
下
層
階
級
の
人
々
に
対
す
る
彼
の
意
識
が
変
化
し
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
エ
マ
ソ
ｙ
と
同
時
代
を
生
き
た
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
牧
師
オ
ク
テ
イ
ヴ
ィ
ア
ス
ふ
／

ル
・
ッ
ク
ス
・
フ
ロ
シ
ン
ガ
ム
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
牧
師
た
ち
は
、
共
同
体
の
中
で
は
「
粋
権
階
級
」

に
属
し
て
い
た
が
、
奴
隷
制
廃
止
論
者
た
ち
は
、
「
貧
し
く
、
卑
し
く
、
蔑
ま
れ
て
い
た
人
々
」
で
あ
。
っ
た

（
H
o
w
e
2
7
6
)
o
ま
た
、
先
述
し
た
よ
ケ
に
、
一
ハ
阻
ｏ
年
代
、
エ
マ
ソ
ン
は
奴
隷
制
廃
止
運
動
の
指
導
者
た
ち

を
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
一
八
五
一
年
の
、
「
逃
亡
奴
隷
法
」
に
見
ち
れ
る
よ
う
只
優
れ
た
道
徳

、
性
を
備
え
た
（
白
人
）
指
導
者
が
、
奴
諒
輯
廃
止
に
向
か
っ
て
一
般
大
衆
を
率
い
る
と
い
ｙ
構
図
を
思
い
描
い

　
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
逃
亡
奴
隷
法
制
定
時
の
・
ポ
ス
ト
ン
の
富
裕
層
が
見
せ
た
、
道
徳
性
の
欠
姐
を
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ｓ
ｓ
ｖ
ｒ
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１
　
３
１
１
１
１
１
３
。
ｌ

ｖ

ｌ
“
ｎ
Ｆ
“
ｌ
ｓ
ｌ
%
ｌ
ｊ
Ｒ

法
」
ぞ
は
、
「
文
学
者
た
ち
、
諸
大
学
、
教
育
あ
る
者
た
ち
、
さ
ら
に
は
宗
教
家
た
ち
の
破
滅
を
ま
ね
く
背
貧
　
4

4

示
す
態
度
と
同
じ
態
度
を
、
彼
が
指
導
層
と
期
待
す
ゐ
人
た
ち
烏
示
し
た
’
の
だ
。
て
八
五
四
年
の
「
逃
亡
奴
隷

は
、
歴
史
に
お
け
る
最
も
暗
い
一
節
で
あ
っ
4
!
｣
(
C
W
1
1
:
2
2
9
)
と
言
っ
た
。
奴
隷
制
廃
止
運
動
に
か
か
わ
＆

中
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
運
動
の
指
導
者
た
ち
や
一
般
民
衆
の
高
い
道
徳
性
に
、
期
待
を
寄
せ
始
め
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
彼
が
「
関
係
し
関
与
し
て
い
る
」
「
学
者
の
階
級
」
は
、
「
あ
る
程
度
全
大
類
を
含
み
、
生

涯
の
最
良
の
時
期
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
を
含
ん
で
い
る
」
（
り
認
）
・
と
は
い
え
、
「
反
奴
隷
制
協
会
に
敬
意
を
表

す
る
」
と
も
い
え
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
一
八
五
五
年
の
‘
「
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制
」
に
お
け
ゐ
、
「
偉
大
な
大
衆
と

偉
大
な
巨
的
に
’
阿
か
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
心
地
よ
い
」
と
い
う
発
言
は
、
単
な
る
リ
ｙ
プ
・
サ
ー

ビ
ス
で
は
な
く
、
彼
ら
と
の
連
帯
感
が
語
ら
せ
た
彼
の
本
心
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
ロ
ー
‐
レ
ン
ス
・
ビ
ュ
ー
エ
ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、
エ
マ
ソ
ン
の
白
人
中
心
主
義
（
ビ
ュ
ー
エ
ル
の
言
う
「
イ

ギ
リ
ス
民
族
中
心
主
義
」
）
が
、
彼
の
反
奴
隷
制
思
想
と
ど
の
程
度
捉
り
合
っ
て
い
た
か
ば
、
に
わ
か
に
は
決
し

が
た
い
９
忿
）
。
し
か
し
、
奴
隷
肘
廃
止
運
動
と
か
か
わ
る
中
で
、
彼
が
向
か
う
べ
き
は
、
よ
流
の
指
導
者
層
で

は
な
く
。
中
流
あ
る
い
は
下
層
階
級
で
あ
る
こ
と
を
認
識
七
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
？
一
八
五
一
年
の
違
統
講
演

を
基
に
し
て
、
五
〇
年
代
を
通
し
て
推
敲
し
一
八
六
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
「
処
ぜ
論
」
が
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の

Ｌ
看
作
と
違
っ
て
世
俗
的
に
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
と
の
交
流
が
影
響
し
だ
か
ち
。
か
も
し
れ
な
い
・
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