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演
説
の
法
を
勧
む
る
の
説

 

　
演
説
と
は
英
語
に
て
「
ス
ピ
イ
チ
」
と
言
い
、
大
勢

の
人
を
会
し
て
説
を
述
べ
、
席
上
に
て
我
思
う
と
こ
ろ

を
人
に
伝
う
る
の
法
な
り
。
我
国
に
は
古
よ
り
そ
の
法

あ
る
を
聞
か
ず
、
寺
院
の
説
法
な
ど
は
先
ず
こ
の
類
な

る
べ
し
。
西
洋
諸
国
に
て
は
演
説
の
法
最
も
盛
ん
に
し

て
、
政
府
の
議
院
、
学
者
の
集
会
、
商
人
の
会
社
、
市

民
の
寄
合
よ
り
、
冠
婚
葬
祭
、
開
業
開
店
等
の
細
事
に

至
る
ま
で
も
、
僅
に
十
数
名
の
人
を
会
す
る
こ
と
あ
れ

ば
、
必
ず
そ
の
会
に
つ
き
、
或
い
は
会
し
た
る
趣
意
を

述
べ
、
或
い
は
人
々
平
生
の
持
論
を
吐
き
、
或
い
は
即

席
の
思
付
を
説
き
て
、
衆
客
に
披
露
す
る
の
風
な
り
。

こ
の
法
の
大
切
な
る
は
固
よ
り
論
を
ま
た
ず
。
譬
え
ば

い
ま
世
間
に
て
議
院
な
ど
の
説
あ
れ
ど
も
、
仮
令
い
院

を
聞
く
も
第
一
に
説
を
述
ぶ
る
の
法
あ
ら
ざ
れ
ば
、
議

院
も
そ
の
用
を
な
さ
ざ
る
べ
し
。 

　
演
説
を
も
っ
て
事

を
述
ぶ
れ
ば
そ
の
事
柄
の
大
切
な
る
と
否
と
は
姑
く
擱

き
、
た
だ
口
上
を
も
っ
て
述
ぶ
る
の
際
に
自
ず
か
ら
味

を
生
ず
る
も
の
な
り
。
譬
え
ば
文
章
に
記
せ
ば
さ
ま
で

意
味
な
き
事
に
て
も
、
言
葉
を
も
っ
て
述
ぶ
れ
ば
こ
れ



を
了
解
す
る
こ
と
易
く
し
て
人
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
あ

り
。
古
今
に
名
高
き
名
詩
名
歌
と
い
う
も
の
も
こ
の
類

に
て
、
こ
の
詩
歌
を
尋
常
の
文
に
訳
す
れ
ば
絶
え
て
面

白
き
味
も
な
き
が
如
く
な
れ
ど
も
、
詩
歌
の
法
に
従
っ

て
そ
の
体
裁
を
備
う
れ
ば
限
り
な
き
風
致
を
生
じ
て
衆

心
を
感
動
せ
し
む
べ
し
。
故
に
一
人
の
意
を
衆
人
に
伝

う
る
の
速
や
か
な
る
と
否
と
は
、
そ
の
こ
れ
を
伝
う
る

方
法
に
関
す
る
こ
と
甚
だ
大
な
り
。
　
学
問
は
た
だ
読

書
の
一
科
に
非
ず
と
の
こ
と
は
、
既
に
人
の
知
る
と
こ

ろ
な
れ
ば
今
こ
れ
を
論
弁
す
る
に
及
ば
ず
。
学
問
の
要

は
活
用
に
在
る
の
み
。
活
用
な
き
学
問
は
無
学
に
等

し
。
在
昔
或
る
朱
子
学
の
書
生
、
多
年
江
戸
に
執
行
し

て
、
そ
の
学
流
に
就
き
諸
大
家
の
説
を
写
し
取
り
、
日

夜
怠
ら
ず
し
て
数
年
の
間
に
そ
の
写
本
数
百
巻
を
成

し
、
最
早
学
問
も
成
業
し
た
る
が
故
に
故
郷
へ
帰
る
べ

し
と
て
、
そ
の
身
は
東
海
道
を
下
り
、
写
体
は
葛
篭
に

納
め
て
大
廻
し
の
船
に
積
み
出
せ
し
が
、
不
幸
な
る

哉
、
遠
州
洋
に
お
い
て
難
船
に
及
び
た
り
。
こ
の
災
難

に
由
っ
て
、
か
の
書
生
も
そ
の
身
は
帰
国
し
た
れ
ど

も
、
学
問
は
悉
皆
海
に
流
れ
て
心
身
に
附
し
た
る
も
の

と
て
は
何
一
物
も
あ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ
る
本
来
無



一
物
に
て
、
そ
の
愚
は
正
し
く
前
日
に
異
な
る
こ
と
な

か
り
し
と
い
う
話
あ
り
。
今
の
洋
学
者
に
も
ま
た
こ
の

掛
念
な
き
に
非
ず
。
今
日
都
会
の
学
校
に
入
り
て
読
書

講
論
の
様
子
を
見
れ
ば
、
こ
れ
を
評
し
て
学
者
と
言
わ

ざ
る
を
得
ず
。
さ
れ
ど
も
今
俄
に
そ
の
原
書
を
取
上
げ

て
こ
れ
を
田
舎
に
放
逐
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
親
戚
朋
友

に
逢
う
て
我
輩
の
学
問
は
東
京
に
残
し
置
き
た
り
と
言

訳
け
す
る
な
ど
の
奇
談
も
あ
る
べ
し
。 

　
故
に
学
問
の

本
趣
意
は
読
書
の
み
に
非
ず
し
て
精
神
の
働
き
に
在

り
。
こ
の
働
き
を
活
用
し
て
実
地
に
施
す
に
は
様
々
の

工
夫
な
か
る
べ
か
ら
ず
。「
ヲ
ブ
セ
ル
ウ
ェ
ー
シ
ョ
ン
」

と
は
事
物
を
視
察
す
る
こ
と
な
り
。「
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
」

と
は
事
物
の
道
理
を
推
究
し
て
自
分
の
説
を
付
る
こ
と

な
り
。
こ
の
二
箇
条
に
て
は
固
よ
り
未
だ
学
問
の
方
便

を
尽
し
た
り
と
言
う
べ
か
ら
ず
。
な
お
こ
の
外
に
書
を

読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
書
を
著
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
人

と
談
話
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
人
に
向
か
っ
て
言
を
述
べ

ざ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
の
諸
件
の
術
を
用
い
尽
し
て
始
め

て
学
問
を
勉
強
す
る
人
と
言
う
べ
し
。即
ち
、視
察
、推

究
、
読
書
は
も
っ
て
智
見
を
集
め
、
談
話
は
も
っ
て
智

見
を
交
易
し
、
著
書
演
説
は
も
っ
て
智
見
を
散
ず
る
の



術
な
り
。
然
り
而
し
て
こ
の
諸
術
の
中
に
、
或
い
は
一

人
の
私
を
も
っ
て
能
す
べ
き
も
の
あ
り
と
雖
ど
も
、
談

話
と
演
説
と
に
至
っ
て
は
必
ず
し
も
人
と
共
に
せ
ざ
る

を
得
ず
。
演
説
会
の
要
用
な
る
こ
と
、
も
っ
て
知
る
べ

き
な
り
。 

　
方
今
我
国
民
に
お
い
て
最
も
憂
う
べ
き
は
、

そ
の
見
識
の
賎
し
き
事
な
り
。
こ
れ
を
導
き
て
高
尚
の

域
に
進
め
ん
と
す
る
は
、
固
よ
り
今
の
学
者
の
職
分
な

れ
ば
、
苟
も
そ
の
方
便
あ
る
を
知
ら
ば
力
を
尽
し
て
こ

れ
に
従
事
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
学
問
の
道
に
お

い
て
談
話
演
説
の
大
切
な
る
は
既
に
明
白
に
し
て
、
今

日
こ
れ
を
実
に
行
う
者
な
き
は
何
ぞ
や
。
学
者
の
＊
惰

と
言
う
べ
し
。
人
間
の
事
に
は
内
外
両
様
の
別
あ
り

て
、
両
な
が
ら
こ
れ
を
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
学

者
は
内
の
一
方
に
身
を
委
し
て
外
の
務
め
を
知
ら
ざ
る

者
多
し
。
こ
れ
を
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
私
に
沈
深
な

る
は
淵
の
如
く
、
人
に
接
し
て
活
溌
な
る
は
飛
鳥
の
如

く
、
そ
の
密
な
る
や
内
な
き
が
如
く
、
そ
の
蒙
大
な
る

や
外
な
き
が
如
く
し
て
、
始
め
て
真
の
学
者
と
称
す
べ

き
な
り
。

　
人
の
品
行
は
高
尚
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
論

　
前
条
に
、
方
今
我
国
に
お
い
て
最
も
憂
う
べ
き
は
、



人
民
の
見
識
未
だ
高
尚
な
ら
ざ
る
の
一
事
な
り
と
言
え

り
。
人
の
見
識
品
行
は
、
微
妙
な
る
理
を
談
ず
る
の
み

に
て
高
尚
な
る
べ
き
に
非
ず
。
禅
家
に
悟
道
な
ど
の
事

あ
り
て
、
そ
の
理
頗
る
玄
妙
な
る
由
な
れ
ど
も
、
そ
の

僧
侶
の
所
業
を
見
れ
ば
迂
遠
に
し
て
用
に
適
せ
ず
、
事

実
に
お
い
て
は
漠
然
と
し
て
何
ら
の
見
識
も
な
き
者
に

等
し
。 

　
ま
た
人
の
見
識
品
行
は
た
だ
聞
見
の
博
き
の

み
に
て
高
尚
な
る
べ
き
に
非
ず
。
万
巻
の
書
を
読
み
天

下
の
人
に
交
わ
り
な
お
一
己
の
定
見
な
き
者
あ
り
。
古

習
を
墨
守
す
る
漢
儒
者
の
如
き
こ
れ
な
り
。
た
だ
儒
者

の
み
な
ら
ず
、
洋
学
者
と
雖
ど
も
こ
の
弊
を
免
か
れ

ず
。
今
、
西
洋
日
新
の
学
に
志
し
、
或
い
は
経
済
書
を

読
み
或
い
は
修
身
論
を
講
じ
、
或
い
は
理
学
或
い
は
智

学
、
日
夜
精
神
を
学
問
に
委
ね
て
、
そ
の
状
あ
た
か
も

荊
棘
の
上
に
坐
し
て
刺
衝
に
堪
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
の
筈
な

る
に
、
そ
の
人
の
私
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
れ
ば
決
し
て

然
ら
ず
、
眼
に
経
済
書
を
見
て
一
家
の
産
を
営
む
を
知

ら
ず
、
口
に
修
身
論
を
講
じ
て
一
身
の
徳
を
修
む
る
を

知
ら
ず
、
そ
の
所
論
と
そ
の
所
行
と
を
比
較
す
る
と
き

は
、
正
し
く
二
個
の
人
あ
る
が
如
く
し
て
、
更
に
一
定

の
見
識
あ
る
を
見
ず
。 

　
必
竟
こ
の
輩
の
学
者
と
雖
ど



も
、
そ
の
口
に
講
じ
眼
に
見
る
と
こ
ろ
の
事
を
ば
敢
え

て
非
と
な
す
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
事
物
の
是
を
是
と
す

る
の
心
と
、
そ
の
是
を
是
と
し
て
こ
れ
を
事
実
に
行
う

の
心
と
は
、
全
く
別
の
も
の
に
て
、
こ
の
二
つ
心
な
る

も
の
或
い
は
並
び
行
わ
る
る
こ
と
あ
り
、
或
い
は
並
び

行
わ
れ
ざ
る
こ
と
あ
り
。
医
師
の
不
養
生
と
い
い
、
論

語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
と
い
う
諺
も
こ
れ
ら
の
謂
な
ら

ん
。
故
に
云
く
、
人
の
見
識
品
行
は
玄
理
を
談
じ
て
高

尚
な
る
べ
き
に
非
ず
、
ま
た
聞
見
を
博
く
す
る
の
み
に

て
高
尚
な
る
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
。 
　
然
ら
ば
則
ち
人

の
見
識
を
高
尚
に
し
て
そ
の
品
行
を
提
起
す
る
の
法
如

何
す
べ
き
や
。
そ
の
要
訣
は
事
物
の
有
様
を
比
較
し
て

上
流
に
向
か
い
、
自
ら
満
足
す
る
こ
と
な
き
の
一
事
に

在
り
。
但
し
有
様
を
比
較
す
る
と
は
た
だ
一
事
一
物
を

比
較
す
る
に
非
ず
、
こ
の
一
体
の
有
様
と
彼
の
一
体
の

有
様
と
並
べ
て
、
双
方
の
得
失
を
残
ら
ず
察
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
譬
え
ば
今
少
年
の
生
徒
、
酒
色
に
溺
る
る
の

沙
汰
も
な
く
し
て
謹
慎
勉
強
す
れ
ば
、
父
兄
長
老
に
咎

め
ら
る
る
こ
と
な
く
或
い
は
得
意
の
色
を
な
す
べ
き
に

似
た
れ
ど
も
、
そ
の
得
色
は
た
だ
他
の
無
頼
生
に
比
較

し
て
な
す
べ
き
得
色
の
み
、
謹
慎
勉
強
は
人
類
の
常
な



り
、
こ
れ
を
賞
す
る
に
足
ら
ず
、
人
生
の
約
束
は
別
に

ま
た
高
き
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
広
く
古
今
の
人
物

を
計
え
、
誰
に
比
較
し
て
誰
の
功
業
に
等
し
き
も
の
を

な
さ
ば
こ
れ
に
満
足
す
べ
き
や
、
必
ず
上
流
の
人
物
に

向
か
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
或
い
は
我
に
一
得
あ
る
も
彼

に
二
得
あ
る
と
き
は
、
我
は
そ
の
一
得
に
安
ん
ず
る
の

理
な
し
。
い
わ
ん
や
後
進
は
先
進
に
優
る
べ
き
約
束
な

れ
ば
、
古
を
空
し
う
し
て
比
較
す
べ
き
人
物
な
き
に
お

い
て
を
や
。
今
人
の
職
分
は
大
に
し
て
重
し
と
言
う
べ

し
。
然
る
に
今
僅
に
謹
慎
勉
強
の
一
事
を
も
っ
て
人
類

生
涯
の
事
と
な
す
べ
き
や
、
思
わ
ざ
る
の
甚
だ
し
き
者

な
り
。
人
と
し
て
酒
色
に
溺
る
る
者
は
こ
れ
を
非
常
の

怪
物
と
言
う
べ
き
の
み
。
こ
の
怪
物
に
比
較
し
て
満
足

す
る
者
は
、
こ
れ
を
譬
え
ば
双
眼
を
具
す
る
を
も
っ
て

得
意
と
な
し
、
盲
人
に
向
か
っ
て
誇
る
が
如
し
。
徒
に

愚
を
表
す
る
に
足
る
の
み
。
故
に
酒
色
云
々
の
談
を
な

し
て
或
い
は
こ
れ
を
論
破
し
或
い
は
こ
れ
を
是
非
す
る

の
間
は
、
到
底
議
論
の
賎
し
き
者
と
言
わ
ざ
る
を
得

ず
。
人
の
品
行
少
し
く
進
む
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
醜
談

は
既
に
已
に
経
過
し
了
し
て
、
言
に
発
す
る
も
人
に
厭

る
る
に
至
る
べ
き
筈
な
り
。 

　
方
今
日
本
に
て
学
校
を



評
す
る
に
、
こ
の
学
校
の
風
俗
は
か
く
の
如
し
、
彼
の

学
塾
の
取
締
は
云
々
と
て
、
世
の
父
兄
は
専
ら
こ
の
風

俗
取
締
の
事
に
心
配
せ
り
。
そ
も
そ
も
風
俗
取
締
と

は
、
何
ら
の
箇
条
を
指
し
て
言
う
か
。
熟
法
厳
に
し
て

生
徒
の
放
蕩
無
頼
を
防
ぐ
に
つ
き
、
取
締
の
行
届
き
た

る
こ
と
を
言
う
な
ら
ん
。
こ
れ
を
学
問
所
の
美
事
と
称

す
べ
き
か
。
余
輩
は
却
っ
て
こ
れ
を
羞
る
な
り
。
西
洋

諸
国
の
風
俗
決
し
て
美
な
る
に
非
ず
、
或
い
は
そ
の
醜

見
る
に
忍
び
ざ
る
も
の
多
し
と
雖
ど
も
、
そ
の
国
の
学

校
を
評
す
る
に
、
風
俗
の
正
し
き
と
取
締
の
行
届
き
た

る
と
の
み
に
由
っ
て
名
誉
を
得
る
も
の
あ
る
を
聞
か

ず
。
学
校
の
名
誉
は
、
学
科
の
高
尚
な
る
と
そ
の
教
法

の
巧
み
な
り
と
、
そ
の
人
物
の
品
行
高
く
し
て
議
論
の

賎
し
か
ら
ざ
る
と
に
由
る
の
み
。
故
に
今
の
学
校
を
支

配
し
て
今
の
学
校
に
学
ぶ
者
は
、
外
の
賎
し
き
学
校
に

比
較
せ
ず
し
て
、
世
界
中
上
流
の
学
校
を
見
て
得
失
を

弁
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
風
俗
の
美
に
し
て
取
締
の
行
届

き
た
る
も
、
学
校
の
一
得
と
言
う
べ
し
と
雖
ど
も
、
そ

の
得
は
学
校
た
る
も
の
の
最
も
賎
し
む
べ
き
部
分
の
得

な
れ
ば
、
毫
も
こ
れ
を
誇
る
に
足
ら
ず
。
上
流
の
学
校

に
比
較
せ
ん
と
す
る
に
は
、
別
に
勉
む
る
と
こ
ろ
な
か



る
べ
か
ら
ず
。
故
に
学
校
の
急
務
と
し
て
い
わ
ゆ
る
取

締
の
事
を
談
ず
る
の
間
は
、
仮
令
い
そ
の
取
締
は
よ
く

行
届
く
も
決
し
て
そ
の
有
様
に
満
足
す
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。 

　
一
国
の
有
様
を
も
っ
て
論
ず
る
も
ま
た
か
く
の

如
し
。
譬
え
ば
爰
に
一
政
府
あ
ら
ん
。
賢
良
方
正
の
士

を
挙
げ
て
政
を
任
し
、
民
の
苦
楽
を
察
し
て
適
宜
の
処

置
を
施
し
、
信
賞
必
罰
、
恩
威
行
わ
れ
ざ
る
と
こ
ろ
な

く
、
万
民
腹
を
鼓
し
て
太
平
を
謡
う
が
如
き
は
、
誠
に

誇
る
べ
き
に
似
た
り
。
然
り
と
雖
ど
も
、
そ
の
賞
罰
と

い
い
恩
威
と
い
い
、
万
民
と
い
い
太
平
と
い
う
も
、
悉

皆
一
国
内
の
事
な
り
、
一
人
或
い
は
数
人
の
意
に
成
り

た
る
も
の
な
り
。
そ
の
得
失
は
そ
の
国
の
前
代
に
比
較

す
る
か
、
ま
た
は
他
の
悪
政
府
に
比
較
し
て
誇
る
べ
き

の
み
に
て
、
決
し
て
そ
の
国
悉
皆
の
有
様
を
詳
ら
か
に

し
て
他
国
と
相
対
し
、
一
よ
り
十
に
至
る
ま
で
比
較
し

た
る
も
の
に
非
ず
。
も
し
一
国
を
全
体
の
一
物
と
視
做

し
て
他
の
文
明
の
一
国
に
比
較
し
、
数
十
年
の
間
に
行

わ
る
る
双
方
の
得
失
を
察
し
て
互
い
に
加
減
乗
除
し
、

そ
の
実
際
に
見
わ
れ
た
る
と
こ
ろ
の
損
益
を
論
ず
る
こ

と
あ
ら
ば
、
そ
の
誇
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
決
し
て
誇
る

に
足
ら
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。 

　
譬
え
ば
イ
ン
ド
の
国
体
、



旧
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
そ
の
文
物
の
開
け
た
る
は
西
洋

紀
元
の
前
数
千
年
に
あ
り
て
、
理
論
の
精
密
に
し
て
玄

妙
な
る
は
、
恐
ら
く
は
今
の
西
洋
諸
国
の
理
学
に
比
し

て
恥
ず
る
な
き
も
の
多
か
る
べ
し
。
ま
た
在
昔
ト
ル
コ

の
政
府
も
威
権
最
も
強
盛
し
て
、
礼
楽
征
伐
の
法
、
斉

整
な
ら
ざ
る
は
な
し
、
君
長
賢
明
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、

廷
臣
方
正
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
人
口
の
衆
多
な
る
こ
と

兵
士
の
武
勇
な
る
こ
と
近
国
に
比
類
な
く
し
て
、
一
時

は
そ
の
名
誉
を
四
方
に
燿
か
し
た
る
こ
と
あ
り
。
故
に

イ
ン
ド
と
ト
ル
コ
と
を
評
す
れ
ば
、
甲
は
有
名
の
文
国

に
し
て
、
乙
は
武
勇
の
大
国
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
。
然

る
に
方
今
こ
の
二
大
国
の
有
様
を
見
る
に
、
イ
ン
ド
は

既
に
英
国
の
所
領
に
帰
し
て
そ
の
人
民
は
英
政
府
の
奴

隷
に
異
な
ら
ず
、
今
の
イ
ン
ド
人
の
業
は
た
だ
阿
片
を

作
り
て
シ
ナ
人
を
毒
殺
し
、
独
り
英
商
を
し
て
そ
の
間

に
毒
薬
売
買
の
利
を
得
せ
し
む
る
の
み
。
ト
ル
コ
の
政

府
も
名
は
独
立
と
言
う
と
雖
ど
も
、
商
売
の
権
は
英
仏

の
人
に
占
め
ら
れ
、
自
由
貿
易
の
功
徳
を
も
っ
て
国
の

物
産
は
日
に
衰
微
し
、
機
を
織
る
者
も
な
く
器
械
を
製

す
る
者
も
な
く
、
額
に
汗
し
て
土
地
を
耕
す
か
、
ま
た

は
手
を
袖
に
し
て
徒
に
日
月
を
消
す
る
の
み
に
て
、
一



切
の
製
作
品
は
英
仏
の
輸
入
を
仰
ぎ
、
ま
た
国
の
経
済

を
治
む
る
に
由
な
く
、
さ
す
が
に
武
勇
な
る
兵
士
も
貧

乏
に
制
せ
ら
れ
て
用
を
な
さ
ず
と
い
う
。 

　
右
の
如
く

イ
ン
ド
の
文
も
ト
ル
コ
の
武
も
、
嘗
て
そ
の
国
の
文
明

に
益
せ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の
人
民
の
所
見
僅
に
一
国

内
に
止
り
、
自
国
の
有
様
に
満
足
し
、
そ
の
有
様
の
一

部
分
を
も
っ
て
他
国
に
比
較
し
、
そ
の
間
に
優
劣
な
き

を
見
て
こ
れ
に
欺
か
れ
、
議
論
も
爰
に
止
り
、
徒
党
も

爰
に
止
り
、
勝
敗
栄
辱
共
に
他
の
有
様
の
全
体
を
目
的

と
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
万
民
太
平
を
謡
う
か
、

ま
た
は
兄
弟
墻
に
鬩
ぐ
の
そ
の
間
に
、
商
売
の
権
威
に

圧
し
ら
れ
て
国
を
失
う
た
る
者
な
り
。
洋
商
の
向
か
う

と
こ
ろ
は
ア
ジ
ヤ
に
敵
な
し
。
恐
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

も
し
こ
の
勁
敵
を
恐
れ
て
兼
ね
て
ま
た
そ
の
国
の
文
明

を
慕
う
こ
と
あ
ら
ば
、
よ
く
内
外
の
有
様
を
比
較
し
て

勉
む
る
と
こ
ろ
な
か
る
べ
か
ら
ず
。 

（
明
治
七
年
十
二

月
出
版
）


