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1
　
は
じ
め
に

　
最
近
、
「
国
際
国
家
・
日
本
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
が
新
聞
や

雑
誌
な
ど
で
し
ぱ
し
ぱ
眼
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
代
い

ら
い
、
国
家
は
、
特
定
の
民
族
な
い
し
諸
民
族
を
基
盤
と
す
る

「
民
族
国
家
」
（
目
算
｛
昌
ω
註
註
）
と
し
て
成
り
立
っ
て
き
た
し
、

特
に
日
本
は
「
単
一
民
族
国
家
」
の
神
話
に
し
が
み
つ
く
傾
向
が

強
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
急
に
「
国
際
国
家
」
に
な
る
ぺ
き
と

言
わ
れ
て
も
、
言
葉
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
て
、
内
実
が
暖

味
の
ま
ま
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　
そ
も
そ
も
、
国
家
が
「
国
際
化
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
「
世
界
連
邦
」
の
理
想
を
追
求
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、

そ
れ
は
文
字
ど
う
り
の
「
国
際
化
」
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
の
日
本

で
の
議
論
が
真
面
目
に
そ
れ
を
め
ざ
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

か
と
い
つ
て
、
近
隣
諸
国
と
連
合
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
共
同
体

（
E
C
）
の
よ
う
な
「
地
域
統
合
」
を
め
ざ
し
た
り
、
さ
ら
に
、

そ
れ
を
政
治
統
合
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ソ

連
邦
の
よ
う
な
「
連
邦
制
」
を
展
望
す
る
大
胆
な
議
論
で
も
、
今

の
と
こ
ろ
、
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
最
近
の
日
本
で
の

論
調
は
「
民
族
国
家
」
の
枠
組
み
に
は
手
を
つ
け
な
い
で
・
せ
い

ぜ
い
、
外
交
や
経
済
政
策
の
次
元
で
「
国
際
協
調
主
義
」
的
な
政

策
を
と
る
よ
う
勧
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
事
実
、
「
国
際
化
」
論
者
た
ち
の
具
体
的
主
張
を
み
る
と
、
「
コ

メ
の
自
由
化
」
と
か
、
「
資
本
の
自
由
化
」
の
徹
底
な
ど
に
集
中

し
、
か
れ
ら
の
関
心
の
中
心
が
、
近
年
、
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
日
米
経
済
摩
擦
を
い
か
に
し
て
緩
和
さ
せ
る
か
、
に
あ
る
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こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
”
も
の
”
や
”
・
か
ね
”
の
国
際
移
動

が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
、
日
本
に
も
「
多
国
籍
企
業
」
的
な
巨
大
企

業
が
出
現
し
、
ま
す
ま
す
「
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
」
と
い
わ

れ
る
事
態
が
進
行
し
て
い
る
現
在
、
「
政
治
の
ボ
ー
ダ
ー
」
で
あ

る
「
民
族
国
家
」
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
な
か
に
は
「
国
際
化
」
の
一
環
と
し
て
、
”
ひ
と
。

の
国
際
化
、
つ
ま
り
、
外
国
人
労
働
者
の
積
極
的
な
受
け
入
れ
を

主
張
す
る
者
も
い
る
。
そ
の
主
張
の
主
た
る
狙
い
は
、
「
北
」
の

「
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
」
に
伴
う
低
．
賃
金
の
肉
体
労
働
者
不
足
を
、

「
南
」
の
出
稼
ぎ
的
な
労
働
カ
で
補
充
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
の
場
合
、
気
の
遠
く
な
る
程
、
絶
大
な
南
北
間
の
経
済

格
差
自
体
を
是
正
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
利
用
す
る
発
想
が

あ
る
と
し
た
ら
、
と
て
も
「
南
」
に
対
し
て
「
国
際
協
調
的
」
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
在
日
朝
鮮
人
間
題
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
少
数
民
族
に
対
す
る
日
本
社
会
の
差
別
的
な
体
質
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
、
「
南
」
の
出
稼
ぎ
労
働
者
を
大
量
に
受
け
入
れ

た
場
合
、
新
た
な
差
別
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
も
憂
慮
さ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
〃
も
の
・
や
”
か
ね
・
や
”
情
報
・
の
「
国
際
化
」

が
急
遠
に
進
行
す
る
の
に
、
”
ひ
と
。
だ
け
が
例
外
で
あ
り
う
る

は
ず
は
な
い
。
”
ひ
と
。
の
「
国
際
化
」
が
ス
ム
ー
ス
に
実
現
す

る
に
は
「
文
化
の
ボ
ー
ダ
ー
」
の
改
革
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

「
単
一
昆
族
国
家
」
の
神
話
か
ら
脱
却
し
て
、
複
数
の
人
種
や
民

族
が
共
棲
で
き
る
新
し
い
文
化
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
「
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
」
の
進

行
は
、
政
治
と
文
化
の
両
面
で
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
伝
統
で
あ
つ

た
「
民
族
国
家
」
の
枠
組
み
の
根
本
的
再
検
討
を
わ
た
し
た
ち
に

迫
っ
て
い
る
。
「
地
域
統
合
」
と
か
、
「
文
化
多
元
主
義
」
と
か
の
、

様
々
な
ア
イ
デ
ア
が
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
環
境
の
中
で

試
さ
れ
、
そ
の
環
境
に
適
し
た
、
そ
し
て
、
二
一
世
紀
の
人
類
の

平
和
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
理
念
が
創
造
さ
れ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
全
体
が
ま
す
ま
す
転
換
期
の
様
相
阜
．
強

め
て
い
る
今
日
、
日
本
に
お
い
て
も
、
新
し
い
平
和
的
な
世
界
の

創
造
を
分
担
で
き
る
よ
う
な
主
体
の
形
成
が
痛
切
に
求
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
体
形
成
の
た
め
に
は
、
日
本
人

自
身
の
意
識
変
革
が
不
可
欠
で
あ
り
、
社
会
科
学
は
そ
の
た
め
に

何
を
な
す
べ
き
か
を
真
剣
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
際
、
従
来
、
自
明
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
「
国

家
」
と
か
、
「
民
族
」
と
い
う
根
本
的
概
念
自
体
を
歴
史
的
に
相
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対
化
す
る
作
業
が
不
可
避
と
な
る
。
日
本
に
即
し
て
い
え
ぱ
、
日

本
人
自
身
の
自
己
認
識
と
、
し
ぱ
し
ぱ
そ
の
裏
返
し
と
い
う
性
格

を
も
つ
他
者
“
世
界
認
識
の
歴
史
的
変
化
を
追
い
な
が
ら
、
改
め

て
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
民
族
国
家
」
の
意
味
を
批
判
的
に
反

省
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
努
カ
は
、
従
来
、

歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
政
治
挙
、
民
族
学
、
社
会
学
な
ど
の
様
々

な
分
野
で
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
歴
史
学
、
と
く
に
、

「
世
界
史
学
」
と
い
う
分
野
で
の
蓄
積
を
中
心
に
検
討
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
、
こ
の
挙
問
が
、
単
に
過
去
の
世
界
的
連
関
を
実
証

的
に
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
を
構
成
す
る
様
々
な
民
族
の

世
界
認
識
の
歴
史
的
特
歓
を
も
意
識
的
に
検
討
対
象
と
し
て
き
た

た
め
、
日
本
人
の
自
己
認
識
や
他
者
認
識
の
史
的
特
徴
を
探
る
上

で
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
歴
史
に
は
、
本
来
、
「
存
在
と
し
て
の
歴
史
（
過
去
そ
の
も

の
）
」
と
「
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
（
過
去
の
記
述
）
」
と
い
う
二

重
の
性
格
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
過
去
を
記
述
す
る
歴
史
家
自
身

の
そ
の
時
点
で
の
意
識
の
投
影
が
避
け
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ぱ
、

イ
タ
リ
ァ
の
有
名
な
歴
史
家
で
あ
る
ベ
ネ
デ
イ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ

は
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
判
断
の
基
礎
に
は
実
践
的
要
求
が
あ
る

の
で
、
す
べ
て
の
歴
史
は
〃
現
代
史
”
と
い
う
性
格
が
あ
た
え
ら

れ
る
L
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
過
去
」
は
す
べ
て

「
現
在
」
か
ら
裁
断
さ
れ
、
不
断
の
解
釈
・
再
解
釈
が
く
り
か
え

さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
歴
史
学
の
研
究
は
、
一
見
頼
り
な
い
、

主
観
的
な
も
の
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
は
、

同
時
に
、
「
過
去
の
痕
跡
」
と
し
て
の
史
料
の
発
掘
や
厳
密
な
実

証
分
析
を
も
重
視
す
る
学
閲
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
の
醍

醐
味
は
、
こ
の
す
ぐ
れ
て
現
在
の
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
主
体
性

と
あ
く
ま
で
厳
密
に
過
去
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
実
証
性
と
の
結

合
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
日
本
の
世
界
史
学
の
場
合
に
は
、

特
に
こ
の
主
体
性
を
重
視
す
る
学
風
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
、
過
去

に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
悠
久
の
歴
史
過
程
の
中
に

相
対
化
し
、
も
っ
て
新
し
い
未
来
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
挙
問
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

2
　
日
本
に
お
け
る
世
界
史
学
の
展
開

　
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
い
ら
い
の
日
本
人
の
世
界
認
識
は
西
洋

と
東
洋
の
間
で
大
き
く
揺
れ
に
揺
れ
て
き
た
。
「
黒
船
襲
来
」
に

対
す
る
初
発
の
反
応
は
、
国
粋
主
義
に
基
づ
く
「
撰
夷
」
論
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
限
ら
ず
、
中
国
で
も
義
和
団
が
掲
げ
た

「
扶
清
滅
洋
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
ま
た
、
朝
鮮
に
お
け
る
「
東

515
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学
党
の
乱
」
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

長
い
間
、
自
ら
を
鎖
国
の
下
に
お
い
て
き
た
東
ア
ジ
ァ
の
諸
民
族

に
と
っ
て
、
西
洋
の
到
来
は
ま
ず
は
脅
威
で
あ
り
、
排
除
の
対
象

と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
蒸
気
船
や
大
砲
に
象
徴
さ
れ
る
西
洋
列
強
の
力
の
優

位
が
否
定
で
き
な
く
な
る
と
、
日
本
人
は
、
一
転
し
て
、
必
死
に

な
っ
て
西
洋
の
技
術
や
文
化
の
摂
取
に
遜
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
「
後
進
的
ア
ジ
ア
」
か
ら
脱
却
し
て
、
「
先
進
的
ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
」
に
追
い
つ
く
こ
と
を
悲
願
と
す
る
「
脱
亜
入
欧
」
の
思

想
が
明
治
時
代
い
ら
い
日
本
人
の
主
流
の
考
え
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
申
等
教
育
の
歴
史
教
育
に
お
い
て
、
そ
れ
ま

で
の
「
万
国
史
」
に
代
わ
っ
て
「
東
洋
史
」
と
「
西
洋
史
」
と
い

5
二
大
区
分
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
日
溝
戦
争

が
勃
発
し
た
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
大
学
に
お
い
て
も
、
日
・
東
・
西
三
区
分
が
定
着
し
て
ゆ

く
。
た
と
え
ぱ
、
東
京
帝
国
大
学
史
学
科
の
場
合
で
い
え
ぱ
、
国

史
・
支
那
史
・
西
洋
史
の
三
区
分
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
日
露
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

争
が
勃
発
し
た
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
日
本
が
軍
国
主
義
的
な
「
大
国
」
と
し
て
成
り
上
が

っ
て
ゆ
く
過
程
に
並
行
し
て
、
歴
史
教
育
は
日
・
東
・
西
の
三
区

分
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
然
、

「
脱
亜
入
欧
」
思
想
の
歴
史
教
育
版
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
「
進
ん

だ
西
洋
」
へ
の
憧
れ
と
「
遅
れ
た
東
洋
」
へ
の
蔑
視
の
感
情
を
内

包
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
西
洋
へ
の
憧
れ
」
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
、
天
皇
崇
拝
を
軸
と
し
て
「
上
か
ら
の
近
代

化
」
を
め
ざ
す
「
宮
国
強
兵
」
路
線
に
適
合
す
る
範
囲
で
し
か
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
西
洋
と
い
っ
て
も
、
仏
・
米
の
よ
う

な
「
共
和
国
」
は
モ
デ
ル
と
さ
れ
ず
、
プ
ロ
シ
ァ
H
ド
ィ
ツ
帝
国

が
恰
好
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
い
ら
い
、
「
脱
亜
入
欧
」
的
な
歴
史
意
識

が
日
本
人
の
こ
こ
ろ
を
強
く
拘
束
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
ア
ジ

ア
の
中
に
日
本
が
あ
り
、
ま
た
、
日
本
人
が
ア
ジ
ア
人
と
し
て
の

身
体
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
現
実
は
消
せ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
領
土
膨
張
に
つ
れ
て
、
欧
米
と
の
利
害
対
立

が
激
化
す
る
と
、
日
本
を
ア
ジ
ア
の
「
盟
主
」
に
し
よ
う
と
す
る

「
大
ア
ジ
ァ
主
義
」
の
夢
想
が
極
右
思
想
と
結
ぴ
つ
い
て
台
頭
し

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
十
年
代
に
入
る
と
、
軍
部
が
主
導

す
る
形
で
超
国
家
主
義
的
な
風
潮
が
蔓
延
し
、
中
国
侵
略
が
強
行

さ
れ
た
上
、
つ
い
に
日
本
は
米
国
な
ど
と
の
「
大
東
亜
戦
争
」
に

突
入
し
て
ゆ
く
。
そ
の
戦
時
下
に
は
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
妄
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想
と
裏
腹
に
、
「
鬼
畜
米
英
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
国
民
に
押
し
つ

け
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
大
東
亜
の
解
放
戦
争
」
な
る
も
の
の
現
実
は
、

ア
ジ
ア
の
諸
民
族
に
多
大
の
被
害
を
与
え
た
の
み
か
、
日
本
人
に

も
、
敗
北
に
よ
っ
て
一
切
の
海
外
領
土
を
喪
失
さ
せ
た
上
、
三
百

万
人
近
く
に
も
達
す
る
戦
争
犠
牲
者
を
も
た
ら
し
た
悲
劇
的
な
戦

争
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
敗
戦
体
験
は
日
本
人
の
歴
史
意
識

に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

と
り
わ
け
、
明
治
い
ら
い
、
西
洋
崇
拝
と
西
洋
排
斥
の
間
を
、
ま

た
、
脱
ア
ジ
ァ
と
ア
ジ
ァ
回
帰
の
間
を
大
き
く
揺
れ
動
い
て
き
た

日
本
人
の
世
界
認
識
の
”
歪
み
。
が
そ
の
根
本
的
清
算
を
追
ら
れ

て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
戦
後
の
占
領
下
で
実
施
さ
れ
た
教
育
改
革
の
結
果
、
一
九
四
七

年
九
月
か
ら
中
等
教
育
に
「
社
会
科
」
が
新
設
さ
れ
、
一
九
四
九

年
四
月
か
ら
新
制
高
校
の
「
社
会
科
」
に
、
西
洋
史
と
東
洋
史
を

統
合
し
た
形
で
、
新
し
く
「
世
界
史
」
と
い
う
教
科
が
導
入
さ
れ

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
大
学
の
レ
ベ
ル
で
は
、
一
般
教
育
科
目
の
導
入
な
ど
新

し
い
厨
主
主
義
的
教
百
の
試
み
も
な
さ
れ
た
が
、
歴
史
教
育
の
分

野
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
教
育
内
容
面
σ
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、

形
式
面
で
は
、
「
日
・
東
・
西
」
の
三
区
分
に
は
改
革
の
手
は
及

ぱ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
中
等
教
育
に
お
け
る
「
世
界
史
」
の

新
設
は
、
歴
史
教
育
者
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
研
究
者
に
も
、
「
世

界
史
」
を
ど
う
教
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
実
践
的
関
心
を
引
き
起

こ
し
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
一
年
に
か
け
て
世
界
史
に
関
係
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

著
作
が
多
数
刊
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
時
期
に
お
け
る
世
界
史
を
め
ぐ
る
議
論
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
い
く
つ
か
の
特
徴
に
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
第
一

は
、
世
界
史
の
発
展
法
則
的
な
把
握
で
あ
り
、
と
く
に
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
影
響
を
う
け
て
、
奴
隷
制
・
封
建
制
・
資
本
制
・
社
会

主
義
と
い
う
段
階
的
発
展
を
世
界
史
の
普
遍
的
法
則
と
し
て
理
解

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
世
界
史
を
〃
た
て
。
の
流
れ

と
し
て
理
解
し
、
一
定
の
発
展
法
則
が
世
界
中
の
諸
民
族
の
歴
史

に
貫
徹
す
る
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
日
本
の
歴
史
学

が
「
皇
国
史
観
」
な
ど
の
影
響
で
、
日
本
の
発
展
を
特
殊
化
し
、

非
科
学
的
な
歴
史
解
釈
に
流
れ
る
面
を
も
っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ

の
清
算
を
迫
る
上
で
か
な
り
の
衝
撃
カ
を
も
ウ
て
い
た
。

　
第
二
に
は
、
西
欧
に
お
け
る
市
民
革
命
を
通
じ
た
「
下
か
ら

の
」
資
本
主
義
発
展
の
遣
を
普
遍
的
な
も
の
と
理
解
す
る
近
代
主

義
的
な
世
界
史
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
と
く
に
、
大
塚
久
雄

5〃
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の
西
欧
経
済
史
研
究
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う

に
天
皇
制
や
地
主
制
な
ど
の
後
進
的
な
政
治
経
済
構
造
を
残
し
た

ま
ま
で
、
「
上
か
ら
」
近
代
化
を
遂
げ
て
き
た
国
に
お
け
る
「
市

民
革
命
」
の
完
遂
を
主
張
す
る
所
に
実
践
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
。

特
に
、
近
代
化
に
は
、
制
度
改
革
だ
け
で
な
く
、
近
代
的
な
「
人

間
類
型
」
の
創
出
と
い
う
思
想
変
革
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し

た
点
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
民
主
化
の
重
要
な
欠
落
部
分
を
鋭

く
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
世
界
史
理
論
は
、
と
も
に
西
欧
の
発
展

パ
タ
ー
ン
を
普
遍
視
す
る
傾
向
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
ア
ジ

ァ
の
発
展
の
独
自
性
を
世
界
史
の
理
論
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け

る
上
で
弱
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
、

戦
後
日
本
の
占
領
が
ほ
と
ん
ど
米
国
に
よ
る
単
独
占
領
と
い
う
性

格
を
も
ち
、
そ
の
上
、
米
ソ
冷
戦
の
激
化
に
対
応
し
て
、
米
国
が

日
本
を
自
由
主
義
陣
営
の
橋
頭
埜
と
位
置
づ
け
、
経
済
復
興
を
援

助
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
多
く
の
日
本
人
の
間
で
は
、
向
米
一
辺
倒

の
意
識
が
強
ま
り
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
戦
争
責
任
の
反
省
が
薄
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
日
本
人
の
ア
ジ
ァ
観
の
変
革
の
課
題

は
戦
後
の
世
界
史
認
識
に
お
け
る
重
要
課
趨
と
し
て
残
っ
て
い
っ

た
。

　
そ
の
点
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
主
張
を
展
開
し
た
の
は
、
申
国
研
究

者
の
竹
内
好
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
戦
争
中
の
方
が
「
ア
ジ

ア
は
深
く
日
本
人
の
心
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ジ
ア
認
識
が

じ
つ
は
あ
や
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
敗
戦
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、
誤
っ
た
に
せ
よ
、
と
も
か
く
主
体
的
に
考
え
る
婆
勢
は

あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
が
、
「
敗
戦
と
と
も
に
、
文
明
開
化
の

や
り
直
し
が
始
ま
り
、
そ
の
風
潮
の
な
か
で
大
東
亜
戦
争
は
一
か

ら
十
ま
で
否
定
さ
れ
た
。
…
…
失
っ
た
の
は
、
明
治
以
来
つ
ち
か

っ
て
き
た
ア
ジ
ア
を
主
体
的
に
考
え
る
姿
勢
で
あ
る
。
ア
ジ
ァ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

一
員
と
し
て
、
ア
ジ
ァ
に
責
任
を
負
う
婆
勢
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、

竹
内
好
に
よ
れ
ぱ
、
戦
後
の
日
本
は
第
二
の
「
脱
亜
過
程
」
を
た

ど
り
、
再
ぴ
、
欧
米
中
心
的
な
世
界
認
識
の
”
歪
み
。
を
発
生
さ

せ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ジ
ァ
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

民
族
独
立
の
気
運
が
急
速
に
高
ま
り
、
新
興
の
独
立
国
家
が
、
西

欧
列
強
の
千
渉
を
は
ね
の
け
、
続
々
と
誕
生
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
一
九
五
十
年
代
の
半
ぱ
に
は
、
イ
ン
ド
の
ネ
ル
ー
や
イ
ン
ド

ネ
シ
ァ
の
ス
カ
ル
ノ
ら
を
中
心
と
し
て
、
米
ソ
の
二
大
陣
営
の
ど

ち
ら
に
も
属
さ
な
い
「
第
三
の
道
」
を
模
索
す
る
勢
カ
に
成
長
し

て
い
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い
動
向
と
日
米
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安
保
条
約
に
よ
っ
て
講
和
後
も
日
本
の
主
権
が
制
隈
さ
れ
る
と
い

う
新
し
い
現
実
に
対
応
し
て
、
当
然
、
日
本
の
歴
史
学
に
も
新
た

な
研
究
動
向
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
ウ
た
。
そ
れ
は
、
特
に
、
上

原
専
禄
や
江
口
朴
郎
が
提
唱
し
た
世
界
史
学
に
そ
の
例
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
敗
戦
直
後
に
東
京
商
大
（
現
一
橋
大
学
の
前
身
）
の
学

長
を
つ
と
め
た
上
原
専
禄
の
場
合
、
戦
前
期
に
は
ド
イ
ツ
中
世
史

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
『
世
界

史
に
お
け
る
現
代
の
ア
ジ
ァ
』
（
一
九
五
六
年
）
な
ど
に
見
ら
れ

る
と
う
り
、
一
転
し
て
ア
ジ
ァ
・
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
論
考
や
世

界
史
理
論
に
関
す
る
論
文
を
多
数
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
際
、
上
原
は
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
人
に
よ
る
世
界
史
像
が

「
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
中
心
主
義
の
独
善
性
」
に
基
づ
い
て
い
た
と
批
判

し
、
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
「
世
界
史
像
の
全
構
造
を

そ
の
根
底
に
お
い
て
く
つ
が
え
し
・
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
世
界

史
認
識
の
基
本
構
造
を
築
き
上
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
」
に
「
現
代
の

ア
ジ
ァ
の
歴
史
的
意
義
」
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
新

し
い
世
界
史
像
は
、
よ
り
多
元
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き

と
の
考
え
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
半
ぱ
に
は
、
世
界
史
を
、
ブ
ラ

ヅ
ク
・
ア
7
リ
カ
、
中
東
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ァ
、
東
ア
ジ
ァ
、

中
南
米
、
東
欧
、
西
欧
、
北
欧
、
ソ
ヴ
ェ
ト
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ

ダ
、
太
洋
州
と
い
う
二
二
の
「
地
域
世
界
」
に
分
割
し
て
描
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

と
を
提
言
す
る
に
至
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
上
原
は
、
目
ー
ロ
ヅ
パ
申
心
の
一
元
的
世
界
史

像
か
ら
よ
り
多
元
的
な
世
界
史
像
へ
の
転
換
の
必
要
性
を
情
熱
的

に
説
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
上
原
史
学
の
極
め
て
実
践

的
、
主
体
的
な
姿
勢
の
産
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
分
の
史
学
方

法
論
が
、
歴
史
的
事
象
の
一
回
性
を
重
視
す
る
ヒ
ス
ト
リ
シ
ズ
ム

の
「
個
性
化
的
認
識
」
と
も
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
法
則

化
的
認
識
」
と
も
異
な
り
、
民
衆
の
生
活
現
実
が
提
起
す
る
課
題

を
歴
史
学
的
に
受
け
と
め
る
「
課
題
化
的
認
識
」
に
基
づ
い
て
い

る
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
課
題
は
、
す
ぐ
れ
て
日
本

人
の
国
民
的
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

上
原
は
、
「
象
牙
の
塔
」
に
髄
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
日
教
組
の

教
研
集
会
な
ど
へ
の
協
力
を
通
じ
て
、
積
極
的
に
日
本
国
民
の
歴

史
意
識
の
変
革
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
。

　
他
方
、
江
口
朴
郎
の
場
合
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
起
源

の
外
交
史
的
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
マ
ル
ク

ス
主
義
的
方
法
に
よ
り
外
交
史
的
方
法
を
克
服
し
て
、
帝
国
主
義

政
治
史
や
国
際
関
係
史
の
研
究
分
野
を
開
発
し
た
先
駆
的
研
究
者
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で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
歴
史
学
界
で
は
、
発
展
段

階
論
の
影
響
が
強
く
、
封
建
的
要
素
が
市
民
革
命
に
よ
っ
て
一
掃

さ
れ
、
資
本
主
義
が
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
歴
史
過
程
を
、
時
間

差
は
あ
る
も
の
の
、
ど
の
民
族
も
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
い
う
理
解
が

主
流
を
な
し
て
い
た
。
ま
た
、
帝
国
主
義
の
理
解
に
し
て
も
、
レ

ー
ニ
ン
の
「
帝
国
主
義
論
」
の
経
済
分
析
を
政
治
遭
程
に
機
械
的

に
当
て
は
め
る
研
究
が
多
か
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
江
口
は
、
第
一
次
大
戦
前
の
ツ
ァ
ー
リ
ズ

ム
・
ロ
シ
ァ
や
軍
国
主
義
的
日
本
が
西
欧
列
強
に
よ
っ
て
東
ア
ジ

ァ
の
国
際
秩
序
の
維
持
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
に
注
目
し
て
、

帝
国
主
義
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
国
際
的
契
機
」
が
重
要
と
な

り
、
そ
の
結
果
、
封
建
的
要
素
も
温
存
さ
れ
、
新
し
い
役
割
を
負

わ
さ
札
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
故
、
植
民
地
地
域
に

お
い
て
は
、
反
封
建
と
反
帝
国
主
義
の
課
題
が
不
可
分
に
一
体
化

す
る
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
世
界
中
の
あ
ら

ゆ
る
地
域
に
欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
た
近
代
化
の
過
程
が
進
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

と
主
張
し
た
「
近
代
化
理
論
」
に
対
す
る
有
カ
な
批
判
と
な
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
江
口
の
理
論
で
は
、
〃
よ
こ
。
の
連
関
が
重
視
さ
れ
、

西
欧
列
強
が
世
界
に
先
駆
け
て
「
近
代
化
」
を
遂
げ
た
た
め
に
、

他
の
藷
民
族
の
発
展
は
か
え
っ
て
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

分
析
さ
れ
た
。
江
口
の
こ
の
主
張
は
、
西
欧
列
強
に
よ
る
支
配
と

い
う
政
治
的
関
係
に
注
目
し
て
、
主
と
し
て
一
九
五
十
年
代
に
展

開
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
一
九
六
十
年
代
末
以
降
に
な
る
と
、
欧
米

の
学
界
で
は
、
中
心
と
周
辺
と
い
う
重
層
的
な
経
済
的
関
係
に
よ

っ
て
「
第
三
世
界
」
の
貧
困
状
況
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
A
・

G
・
フ
ラ
ン
ク
な
ど
の
「
従
属
理
論
」
や
1
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ

イ
ン
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
上
原
専
禄
や
江
口
朴
郎
な
ど
が
追
求
し
た
極
め

て
主
体
的
な
世
界
史
学
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
、
世
界
史
認
識
に
お
け
る
ア
ジ
ァ
や
ア
フ
リ
カ
の
主
体
性
の
復

権
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
戦
後
の
保
守
党
政
権
の
下
で
、

日
本
が
向
米
一
辺
倒
の
経
済
復
興
路
線
を
採
用
し
、
多
く
の
日
本

人
の
意
識
の
申
で
第
二
の
「
脱
亜
過
程
」
が
進
行
し
て
い
っ
た
こ

と
へ
の
批
判
や
抵
抗
と
し
て
展
開
さ
れ
た
点
を
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。
主
体
的
世
界
史
学
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
時
に
、
批

判
的
世
界
史
学
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
　
新
し
い
世
界
史
挙
の
模
索

　
上
原
や
江
口
の
世
界
史
学
は
、
明
ら
か
に
、
日
本
の
敗
戦
と
ア

ジ
ァ
の
独
立
に
触
発
さ
れ
た
学
問
的
営
為
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
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「
従
属
理
論
」
や
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
は
一
九
六
十
年
代
の
世
界

的
激
動
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
理
論
は
、
経
済
学

を
べ
ー
ス
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
「
周
辺
部
」
の
貧
困
や
「
低

開
発
」
の
原
因
を
、
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
膨
張
」
に
端
を
発
す
る
「
資

本
主
義
世
界
経
済
」
の
成
立
に
ま
で
遡
っ
て
批
判
す
る
点
に
お
い

て
、
す
ぐ
れ
て
世
界
史
的
理
論
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
同
じ
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
科
学
と
い
っ
て
も
、
正

統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
場
合
に
は
、
「
先
進
国
」
の
一
国
史
的

な
発
展
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
産
業
資
本

主
義
段
階
に
は
一
定
の
「
進
歩
性
」
を
認
め
、
独
占
段
階
に
な
っ

て
「
政
治
の
反
動
化
」
を
指
摘
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
「
周
辺
部
」
に
注
目
す
る
こ
れ
ら
の
理
論
の
場
合
は
、

植
民
地
主
義
と
帝
国
主
義
を
連
続
し
た
も
の
と
把
握
し
、
近
代
い

ら
い
の
「
資
本
主
義
世
界
経
済
」
全
体
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
の
場
合
に
は
、
「
国

民
経
済
」
の
自
立
性
も
否
定
し
、
中
心
・
準
周
辺
・
周
辺
間
の
国

際
分
業
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
の
み
に
自
立
性

を
求
め
て
い
る
点
で
一
層
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
近
代
い
ら
い
の
杜
会
諸
科
学
が
、
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
前
提
し
て
き
た
「
民
族
国
家
」
や
「
国
民
経
済
」
概
念
そ

の
も
の
に
対
す
る
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
本
主
義

の
発
展
に
お
け
る
「
進
歩
的
近
代
」
と
「
反
動
的
現
代
」
と
い
う

段
階
的
区
別
も
否
定
さ
れ
、
近
代
の
「
進
歩
性
」
自
体
に
対
す
る

懐
疑
が
表
明
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
あ
ま
り
に

「
非
歴
史
的
」
で
あ
り
、
「
周
辺
部
」
中
心
主
義
と
い
う
逆
の
一
面

性
に
陥
っ
て
い
る
と
の
反
批
判
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
従
来
、
あ
ま
り
に
も
「
美
し
く
」
描
か
れ
過
ぎ
て
き

た
「
西
欧
近
代
」
へ
の
再
検
討
を
促
す
上
で
、
「
従
属
理
論
」
や

「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
が
果
た
し
た
役
割
は
過
小
評
価
し
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
今
日
、
「
近
代
」
の
再
検
討
は
、
南

北
問
題
の
文
脈
だ
け
で
な
く
、
核
の
脅
威
や
地
球
大
の
環
境
汚
染

を
背
景
と
し
て
、
自
然
の
征
服
を
即
進
歩
と
み
な
す
よ
う
な
開
発

至
上
主
義
へ
の
反
省
と
し
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
種

差
別
や
民
族
差
別
の
歴
史
的
起
源
を
探
る
場
合
も
、
近
代
西
欧
に

お
け
る
氏
族
国
家
の
成
立
や
奴
隷
貿
易
に
象
徴
さ
れ
る
「
昌
ー
ロ

ヅ
パ
の
膨
張
」
に
ま
で
遡
及
し
て
批
判
す
る
こ
と
が
不
可
避
と
な

っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
新
し
い
世
界
史
学
に
お
い
て
は
、
西
欧
近
代
が
も
つ

二
面
性
、
す
な
わ
ち
、
人
権
平
等
と
人
種
・
民
族
差
別
の
矛
盾
と

か
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
と
環
境
破
壊
の
矛
盾
な
ど
を
ど
う
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統
一
的
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
民
族
国
家
」
概
念
の
歴
史
的
相
対
化
も
重
要
な
課
題

で
あ
る
。
人
間
は
い
つ
か
ら
「
民
族
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
場
合
で
も
、
中
世
に
お
い
て
は
、
身
分

秩
序
と
地
方
分
権
の
壁
に
よ
っ
て
「
昆
族
」
的
自
覚
は
妨
げ
ら
れ

て
い
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
「
民
族
」
意
識
の
形
成
は
ヨ
ー
ロ
ッ

バ
で
も
近
代
い
こ
う
の
産
物
と
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

民
衆
の
集
団
的
な
帰
属
意
識
は
そ
れ
自
体
歴
史
的
に
変
化
し
て
き

た
の
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
未
来
永
劫
不
変
の
も
の
と
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
従
来
の
歴
史
挙
は
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
、

文
献
史
料
の
実
証
研
究
を
基
本
と
す
る
と
い
う
研
究
ス
タ
イ
ル
か

ら
し
て
も
、
各
国
の
民
族
史
研
究
を
基
本
と
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、

世
界
史
を
叙
述
す
る
場
合
で
も
、
各
民
族
史
の
集
合
体
と
し
て
記

述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
核
の
脅
威
や
地
球
環
境

の
汚
染
の
進
行
に
伴
っ
て
「
人
類
」
的
な
自
覚
の
必
要
性
が
叫
ぱ

れ
た
り
、
西
欧
で
は
E
C
の
発
展
を
基
礎
と
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

合
衆
国
」
の
連
設
を
展
望
し
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
の
に
、
歴
史

挙
は
、
因
習
的
に
「
民
族
史
」
の
研
究
だ
け
を
や
っ
て
い
る
の
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
〃
ひ
と
・
の
国
際
移
動
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
て
、

世
界
の
各
地
が
「
多
人
種
・
多
民
族
杜
会
」
の
様
相
を
呈
し
て
ゆ

く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
日
本
の
場
含
も
、
い
つ
ま
で
も
「
単
一

民
族
国
家
」
の
神
話
に
し
が
み
つ
い
て
は
い
ら
れ
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
、
複
数
の
人
種
や
民
族
が
同
一
の
社
会
に
共
存

し
て
ゆ
け
る
よ
う
な
文
化
や
生
活
ス
．
タ
イ
ル
の
創
造
が
不
可
欠
と

な
る
。
日
本
の
歴
史
挙
で
は
、
従
来
、
「
民
族
」
は
、
主
と
し
て

国
家
と
の
関
係
で
把
握
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
る
、
目
き
昌
二
概

念
で
分
析
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
、
同
一
社
会
内
で
の
多
民
族

関
係
を
分
析
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
．
、
g
巨
巨
茸
二
概
念
の
検
討

が
不
可
欠
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
さ
に
、
世
界
自
体
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
の
に
対

応
し
て
、
新
し
い
世
界
史
学
の
創
造
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
否
、

現
在
の
世
界
に
お
い
て
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
第
二

次
大
戦
後
の
米
国
中
心
の
「
戦
後
世
界
シ
ス
テ
ム
」
だ
け
で
な
く
、

近
代
い
ら
い
の
「
覇
権
主
義
的
で
開
発
至
上
主
義
的
な
世
界
シ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

テ
ム
」
そ
れ
自
体
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
い
ら
い
の
社
会
科

学
の
総
体
も
自
己
脱
皮
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
成
瀬
治
『
世
界
史
の
意
識
と
理
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
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■

　
六
三
i
六
四
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
同
、
六
六
－
六
七
ぺ
ー
ジ
。

（
3
）
　
竹
内
好
『
竹
内
好
評
論
集
』
3
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、

　
八
三
－
八
四
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
上
原
専
禄
『
世
界
史
に
お
け
る
現
代
の
ア
ジ
ア
』
増
補
改
訂
版
、

　
未
来
社
、
一
九
六
一
年
、
二
八
－
三
〇
ぺ
－
ジ
。
　
ニ
ニ
地
域
世
界
論

　
に
つ
い
て
は
、
吉
田
悟
郎
『
世
界
史
の
方
法
』
青
木
書
店
、
一
九
八

　
三
年
、
七
五
－
七
七
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
現
在
、
『
上
原
専
禄
著
作
集
』

　
金
二
八
巻
が
評
論
社
か
ら
刊
行
中
で
あ
る
。

（
5
）
　
江
口
朴
郎
『
帝
国
主
義
と
晟
族
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

　
四
年
。
ま
た
、
『
江
口
朴
郎
著
作
集
』
全
五
巻
、
青
木
書
店
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
江
口
史
学
の
史
学
的
位
置
に
つ
い
て
は
、
江
口
朴
郎
先
生

　
追
悼
集
刊
行
委
員
会
『
恩
索
す
る
歴
史
家
・
江
口
朴
郎
－
人
と
学
間

　
I
L
青
木
書
店
、
一
九
九
一
年
が
必
見
で
あ
る
。

（
6
）
　
詳
し
く
は
、
歴
史
挙
研
究
会
編
『
日
本
同
時
代
史
』
5
、
青
木

　
書
店
、
一
九
九
一
年
所
収
の
拙
稿
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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