
大
平
総
理
の
思
想

新
井
俊
三

イ
タ
リ
ー
の
商
法
学
者
「
モ
ッ
サ
」
の
愛
用
句
に
「
コ
ン
ト
ロ
・
ベ
ン
ト
、
コ
ン
・
ベ
ン
ト
」（
風
に
向
か
っ
て
、
風
と

と
も
に
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
大
平
さ
ん
が
尊
敬
し
て
お
ら
れ
た
同
郷
の
先
輩
、
米
谷
隆
三
氏
（
一
橋

大
学
の
教
授
で
あ
り
、
モ
ッ
サ
の
弟
子
に
当
た
る
）
の
著
書
の
巻
頭
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
一
句
で
あ
り
ま
す
。

何
か
の
雑
談
の
折
に
、
大
平
さ
ん
が
こ
の
言
葉
に
ふ
れ
て
、「
い
い
言
葉
だ
っ
た
な
あ
」
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
平
さ
ん
の
お
考
え
は
、
時
に
世
論
に
抗
し
て
毅
然
と
自
説
を
貫
き
、
時
に
世
論
の
動
き
を
洞
察
し

て
同
調
す
る
な
ど
の
、
弾
力
性
を
持
つ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

細
川
総
理
は
「
世
論
は
風
、
自
分
は
帆
、
国
家
は
船
」
だ
と
の
譬
え
を
し
て
お
ら
れ
る
が
、
も
し
大
平
総
理
在
世
な
ら
ば
、

風
に
対
し
て
時
に
は
逆
ら
い
、
時
に
随
う
と
い
う
政
治
家
独
特
の
見
識
も
大
事
だ
よ
と
、
後
輩
に
注
文
さ
れ
た
に
違
い
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

夢
に
終
わ
っ
た
広
い
書
斎

大
平
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
で
大
平
未
亡
人
が
何
か
の
と
き
に
、「
大
平
は
常
盤
先
生
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
と
に
常
盤
先
生
の
広
い
書
斎
を
羨
ま
し
が
っ
て
、
自
分
も
書
斎
だ
け
は
あ
あ
い
う
広
い
の
が
欲
し
い
と
言
っ
て
お
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
火
事
で
焼
け
た
あ
と
、
い
ま
の
家
を
新
築
す
る
と
き
に
、
初
め
は
大
平
の
希
望
通
り
広
い
書
斎
を
設
計
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し
た
の
で
す
が
、
段
々
と
、
あ
ち
ら
を
削
り
こ
ち
ら
を
削
っ
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
つ
い
書
斎
に
も
手
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
、

結
局
、
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
か
ら
思
う
と
、
大
平
の
夢
で
あ
っ
た
広
い
書
斎
だ
け
は
残
せ
ば
よ
か
っ
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
思
い
出
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
度
、
大
平
さ
ん
の
追
憶
に
つ
い
て
何
か
書
い
て
欲
し
い
と
の
ご
注
文
で
し
た
が
、
大
抵
の
こ
と
は
多
く
の
方
々
に
よ

り
ま
し
て
、
殆
ど
語
り
尽
さ
れ
て
い
る
感
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
平
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
十
年
余
も
経
っ
た
い
ま
、

大
平
さ
ん
の
思
想
に
つ
い
て
、
私
自
身
が
し
み
じ
み
と
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
る
こ
と
を
、
重
複
を
顧
み
ず
若
干
、
記
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
政
治
の
限
界
」
を
説
く
凹
的
な
思
想

大
平
さ
ん
は
、「
政
治
の
限
界
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
と
か
く
世
間
で
は
、
専
門
家
に
な
る
ほ

ど
、
例
え
ば
政
治
家
で
あ
れ
ば
政
治
の
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
を
主
張
し
ま
す
。
経
済
人
で
あ
れ
ば
経
済
の
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ

ー
を
主
張
し
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
平
さ
ん
は
、
常
に
強
い
調
子
で
「
政
治
の
限
界
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
非
常
に
勇
気
あ
る
発
言
で
、
限
界
を
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
「
分
を
わ
き
ま
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
う
い
う
人
こ
そ
が
、
自
分
の
言
行
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
は
世
を
挙
げ
て
政
治
の
改
革
に
熱
を
上
げ
て
お
り
ま
す
。
と
か
く
政
治
は
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
で
あ
る
か
の
如
き
錯

覚
を
世
人
に
与
え
、
逆
に
社
会
は
、
政
治
に
無
い
も
の
ね
だ
り
を
す
る
。
大
平
さ
ん
は
、「
政
治
の
力
」
に
は
限
界
が
あ
る
。

「
一
隅
を
照
ら
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
政
治
は
一
隅
を
照
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
、
経
済
、
文
化
等
、
み
ん
な
で

力
を
合
わ
せ
て
、
世
の
中
を
良
く
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
の
だ
と
、
は
っ
き
り
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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そ
れ
で
、
我
々
の
会
合
に
出
席
さ
れ
た
と
き
に
も
、
大
平
さ
ん
は
仲
間
の
注
文
に
一
々
合
点
し
な
が
ら
も
、「
し
か
し
皆

さ
ん
、
政
治
に
過
度
な
期
待
を
し
な
い
で
下
さ
い
」
と
、
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。「
そ
の
代
わ
り
、
政
治
で
な
け
れ
ば

出
来
な
い
分
野
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
責
任
を
持
ち
ま
す
よ
」
と
い
う
の
が
、
い
つ
も
の
大
平

さ
ん
の
姿
勢
で
あ
り
ま
し
た
。

思
想
に
は
、
い
わ
ば
「
凸
思
想
」
と
「
凹
思
想
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
凸
と
は
プ
ラ
ス
的
で
あ
る
し
、
凹

は
マ
イ
ナ
ス
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
殊
に
東
洋
思
想
で
は
、
こ
の
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
は
一
体
表
裏
を
な
し
、
表
面
的
、
形

式
的
に
は
、
時
に
は
凸
で
あ
り
、
時
に
は
凹
の
表
現
を
示
す
。
し
か
し
、
実
は
「
無
即
有
　
有
即
無
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

大
平
さ
ん
の
好
ん
で
口
に
さ
れ
た
言
葉
に
、「
一
利
を
興
す
は
　
一
害
を
除
く
に
如
か
ず
」（
耶
律
楚
材
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
や
は
り
凹
的
な
思
想
で
、
大
平
さ
ん
が
お
元
気
で
あ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
バ
ブ
ル
も
政
治
面
か
ら
相
当
チ
ェ
ッ

ク
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

老
荘
の
境
地
と
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ス
プ
リ

な
お
、
大
平
さ
ん
は
四
書
五
経
に
通
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
思
想
的
に
は
（
特
に
晩
年
は
）
老
荘
の
境
地
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

現
在
の
日
本
思
想
は
、
古
来
の
神
道
に
、
日
本
化
さ
れ
た
仏
教
と
儒
教
が
渾
然
と
融
和
し
て
、
そ
れ
に
明
治
維
新
以
来
の

西
洋
合
理
主
義
が
加
味
さ
れ
た
も
の
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
大
平
さ
ん
の
思
想
に
は
、
そ
れ
が
巧
ま
ず
し
て
体
現
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

古
神
道
の
精
神
は
「
清
明
心
」
で
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
大
平
さ
ん
の
、
心
境
は
常
に
「
清
明
心
」
を
心
掛
け
て
お
ら
れ
ま

大平総理の思想



し
た
。
ま
た
、
神
前
に
玉
串
を
捧
げ
る
神
官
の
姿
―
腰
を
屈
し
、
目
線
を
低
く
す
る
―
を
「
跼
蹐
」
と
表
現
し
ま
す
が
、
大

平
さ
ん
の
姿
に
は
自
然
そ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
も
の
で
す
。

大
平
さ
ん
の
「
永
遠
の
い
ま
」
の
思
想
は
、
直
接
的
に
は
田
辺
哲
学
の
「
歴
史
的
現
実
」
に
あ
り
と
ご
本
人
が
言
っ
て
お

ら
れ
ま
す
が
、
田
辺
哲
学
は
西
田
哲
学
の
流
れ
を
汲
み
、
そ
の
源
流
は
道
元
の
正
法
眼
蔵
あ
る
い
は
親
鸞
の
思
想
で
あ
り
、

日
本
的
仏
教
の
精
髄
に
触
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
平
さ
ん
は
昭
和
十
一
年
の
東
京
商
大
卒
業
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
年
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
、
三
浦
学
長
の
送
別
の
辞
が

載
っ
て
お
り
ま
す
。（
露
木
清
氏
『
大
平
正
芳
回
想
録
―
追
想
篇
』
よ
り
）

そ
の
最
後
の
一
句
に
、「
言
ひ
古
し
た
詞
で
は
あ
る
が
、
人
生
は
千
古
の
謎
で
あ
る
。
謎
な
れ
ば
こ
そ
是
を
解
か
ん
ず
勇

猛
心
も
発
生
す
可
く
、
苦
し
い
間
の
楽
し
み
も
味
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
門
出
の
今
は
若
い
同
志
で
青
春
を
語
る
可
き
で
蹉
陀

た
る
老
人
の
繰
言
を
聞
く
時
で
は
な
い
。
強
て
と
な
ら
ば
、
吾
は
只
『
居
之
無
倦
　
行
之
以
忠
』
の
古
語
を
引
い
て
、
ロ
ゴ

ス
を
『
行
為
』
と
訳
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
決
心
を
学
べ
と
い
は
む
」
と
。

こ
の
三
浦
先
生
の
短
い
言
葉
の
中
に
、
日
本
が
明
治
維
新
以
来
、
必
死
に
積
み
上
げ
て
き
た
近
代
西
洋
思
想
と
、
古
来
の

日
本
思
想
と
の
融
和
が
盛
ら
れ
て
お
る
が
、
大
平
さ
ん
の
思
想
に
は
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
完
全
に
盛
ら
れ
て
お
り
、
亡

く
な
っ
た
現
在
で
も
若
々
し
い
精
気
を
発
散
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
仏
大
統
領
が
、「
大
平
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ス
プ
リ
が
分
か
っ
て
い
る
」
と
評
し
た
そ
う
で

す
が
、
正
し
く
大
平
思
想
の
本
質
を
表
現
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
(株)
国
際
関
係
基
礎
研
究
所
取
締
役
社
長
）
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