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第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
六
十
年
以
上
も
過
ぎ
、
折
し
も
日
中
関
係
の
政
治
的
険
悪
化
が
憂
慮
さ
れ
る
中
で
、「
昭
和
史
の
教
訓
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
、「
昭
和

史
」
を
十
分
に
理
解
し
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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も
と
よ
り
、
歴
史
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
な
ど
、
人
間
に
は
で
き
な
い
。
歴
史
は
一
つ
で
は
な
く
、
歴
史
認
識
は
多
様
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、「
正
し
い
歴
史
認
識
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
あ
り
う
る
の
は
た
だ
、
よ
り
適
正
な
歴
史
認
識
へ
の

努
力
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
努
力
は
、
人
間
の
共
存
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
お
い
て
道
は
二
つ
に

分
か
れ
る
。
学
問
の
欲
求
と
政
治
の
必
要
の
二
つ
に
で
あ
る
。

　

学
問
の
欲
求
は
、
歴
史
認
識
を
多
様
化
さ
せ
て
こ
そ
、
よ
り
創
造
的
と
な
る
。
単
純
な
認
識
を
複
雑
に
し
、
様
々
な
認
識
可
能
性
を
理
性

的
に
説
得
し
て
い
く
こ
と
が
、
学
問
の
魅
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
政
治
の
必
要
は
、
複
雑
な
認
識
を
単
純
に
し
、
政
治
的
な
取
引

相
場
を
常
に
模
索
す
る
。
歴
史
は
ま
た
、
法
的
な
権
利
の
根
拠
や
政
治
的
な
主
張
の
理
由
に
も
転
化
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理

性
的
説
得
を
放
棄
し
た
学
問
も
、
政
治
的
模
索
を
放
棄
し
た
政
治
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
分
を
失
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な

本
分
を
損
な
わ
な
け
れ
ば
、
学
問
が
政
治
に
貢
献
す
る
こ
と
も
、
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
適
正
な
歴
史
認
識
へ
の
努
力
の
た
め
に
、
学
問
は
何
を
手
が
か
り
と
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
取
り
組
み
の
考
え
ら
れ

る
中
で
、
こ
こ
で
は
、
反
復
さ
れ
る
も
の
、
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
を
把
握
し
て
提
示
す
る
、
と
い
う
試
み
を
行
い
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
現

在
の
中
国
」
に
反
復
さ
れ
う
る
「
昭
和
史
の
教
訓
」
を
把
握
し
、
歴
史
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
、
繰
り
返
さ
れ
う
る
も
の
を
学
問
的

に
提
示
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
す
で
に
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
の
歴
史
認
識
は
一
つ
の
認
識
可
能
性
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
ま
た
、
本
稿
の
主

意
は
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
、
繰
り
返
さ
れ
う
る
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、「
現
在
の
中
国
」
と
「
昭
和
史
」
と
の
相
違
が
、
後

景
に
退
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
敢
え
て
粗
笨
な
行
論
を
提
示
す
る
所
以
は
、
よ
り
適
正
な
歴
史
認
識
を
通
じ
て
、

よ
り
適
正
な
現
状
認
識
を
獲
得
し
、
将
来
の
予
測
可
能
性
を
高
め
た
い
、
と
い
う
意
欲
の
た
め
で
あ
る
。
東
洋
の
平
和
を
望
ん
だ
先
賢
を
憶

わ
ざ
る
を
え
な
い
昨
今
で
あ
る
。
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第
一
章　

昭
和
史
の
教
訓―

国
家
理
性
の
危
機

　

昭
和
史
の
教
訓
を
概
括
的
に
把
握
す
れ
ば
、
や
は
り
、
日
本
の
迷
走
と
暴
走
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
が
大
局
を
掌

握
し
、
主
導
権
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

日
清
戦
争
の
当
時
、
外
務
大
臣
は
陸
奥
宗
光
で
あ
っ
た
。
そ
の
陸
奥
の
著
し
た
『
蹇
蹇
録
』
に
、
戦
争
直
前
の
政
府
方
針
の
一
つ
と
し

て
、「
我
は
成
る
丈
け
被
動
者
た
る
の
位
置
を
執
り
毎
に
清
国
を
し
て
主
動
者
た
ら
し
む
べ
し
」
と
い
う
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
１
）。
実

際
、
陸
奥
は
大
局
の
掌
握
に
尽
力
し
、
術
策
を
駆
使
し
て
怜
悧
に
政
治
指
導
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
戦
前
期
の
日
本
は
、
毎
に

日
本
を
し
て
主
動
者
た
ら
し
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
主
動
者
と
な
っ
て
も
混
迷
し
、
政
治
指
導
の
失
敗
を
各
処
に
露
呈
さ
せ
た
。
他
者
の
術
策

に
及
ば
ず
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
の
は
、
政
治
指
導
の
敗
北
で
あ
る
。
泉
下
の
陸
奥
宗
光
な
ら
ば
、
後
輩
た
ち
に
よ
る
昭
和
の
戦
争
を
ど

の
よ
う
に
記
述
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
は
、
政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
が
昭
和
戦
前
期
の
日
本
の
行
跡
を
慨
嘆
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
の
政
治
指
導
者
た
ち
が
、
権
謀

に
お
い
て
他
国
の
政
治
指
導
者
た
ち
に
劣
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
戦
争
を
欲
し
た
に
も
拘
ら
ず
戦
争
を
避
け
よ
う
と
し
、
戦
争
を
避
け
よ
う
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
戦
争
の
道
を
敢
て
選
ん
だ
の
が
事
の
実

相
で
あ
っ
た
。
政
治
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
非
計
画
性
と
非
組
織
性
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
戦
争
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
い

な
、
敢
て
逆
説
的
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
非
計
画
性
こ
そ
が
「
共
同
謀
議
」
を
推
進
せ
し
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
日
本
の
「
体
制
」
の
最
も
深
い
病
理
が
存
す
る
（
２
）」。

　

そ
し
て
こ
れ
は
、
日
本
の
「
病
理
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
近
代
国
家
に
お
け
る
国
家
理
性
の
危
機
の
一
例
で
も
あ
っ
た
。
他
の
諸
強
国

に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
は
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
る
警
世
の
書
、『
近
代
史
に
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お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
を
読
ん
だ
丸
山
の
感
想
に
聞
こ
う
。

　
「
私
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
古
典
的
著
作
を
熟
読
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
日
中
戦
争
が
全
面
戦
争
に
拡
大
し
、
第
二
次

大
戦
に
発
展
す
る
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
時
中
の
雰
囲
気
の
中
で
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の

著
か
ら
と
く
に
深
刻
な
感
銘
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
結
章
で
、｢

国
家
理
性｣

が
現
代
に
お
い
て
陥
っ
て
い
る
危
機
と
堕
落
に
つ
い

て
、
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
ま
で
の
ド
イ
ツ
と
、
第
一
次
大
戦
に
突
入
し
た
軍
国
主
義
ド
イ
ツ

と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
国
際
危
機
の
高
ま
り
が
、
広
く
国
民
大
衆
の
な
か
に
狂
熱
的
な
愛
国
心
の
嵐
を
ま
き
お
こ
し
、
為
政
者
自
身
が
そ

う
し
た
排
外
主
義
的｢

風
圧｣
の
高
ま
り
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
、
権
力
行
使
の
自
己
抑
制
能
力
を
失
い
、
破
局
の
途
を
辿
る
の
が
、
ま
さ
に
マ

イ
ネ
ッ
ケ
自
身
が
目
撃
し
た
第
一
次
大
戦
前
後
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
光
景
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
か
ら
呼
び
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、

ま
さ
に
一
九
三
〇―

四
〇
年
代
の
日
本
に
重
ね
合
わ
せ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
と
一
九
一
四
年
の
ド
イ
ツ
と

の
対
照
は
、
私
の
目
に
は
そ
の
ま
ま
、
明
治
前
半
期
の
国
権
論
と
、
一
九
三
〇―

四
〇
年
代
の｢

皇
国
日
本｣

の
使
命
論
と
の
対
比
と
し
て

映
じ
た
の
で
あ
る
（
３
）｣

。

　

こ
こ
で
丸
山
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
そ
の
祖
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
帝
国
の
滅
亡
を
体
験
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
指
摘
を
行

い
、
か
つ
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
亡
国
の
主
因
た
る
国
家
理
性
の
危
機
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
も
継
続
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
同
様
の
危
機
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
に
も
生
じ
て
い
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
大
著
の
公
刊
は
一

九
二
四
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
ヒ
ト
ラ
ー
が
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
を
滅
ぼ
し
、
や
が
て
自
己
の
ド
イ
ツ
国
家
も
破
滅
さ
せ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
を
存
亡
の
瀬
戸
際
に
ま
で
追
い
込
ん
で
い
く
こ
と
は
、
読
者
ご
存
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
注
記
す
べ
き
は
、「
国
家
理
性
」
と
い
う
日
本
語
の
意
味
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
語
の
原
語
は
、Staatsräson

で

あ
る
。
こ
れ
を｢

国
家
理
性｣

と
訳
す
の
は
た
し
か
に
曖
昧
で
あ
り
、
国
家
が
理
性
的
で
あ
る
と
示
唆
す
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
。



72（ 72 ）

こ
れ
は
む
し
ろ
、
国
家
の
根
拠
、
国
家
と
し
て
の
行
動
の
論
理
的
根
拠
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
り
、
個
人
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
国
家

の
立
場
か
ら
、
特
に
指
導
的
政
治
家
な
ど
が
、
自
己
の
国
家
の
存
続
と
発
展
を
目
指
し
て
行
動
し
て
い
く
根
拠
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例

え
ば
哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
が
、「
国
家
理
由
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
語
義
に
注
目
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
４
）。
し
か

し
、「
国
家
理
由
」
と
い
う
訳
語
は
、
行
動
の
根
拠
と
い
う
語
感
は
強
い
も
の
の
、
そ
れ
を
行
動
の
指
針
と
し
て
国
家
を
運
営
し
て
い
く
と

い
う
実
践
的
な
語
感
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、Staatsräson

に
は
、
国
家
と
し
て
の
行
動
の
根
拠
に
し
て
指
針
と
い
う
二

つ
の
語
義
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
行
動
の
指
針
た
る
語
義
に
重
点
を
置
く
が
ゆ
え
に
、「
国
家
理
性
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
迷
走
と
暴
走
は
、
日
本
国
家
の
存
続
と
発
展
の
危
機
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
国
家
と
し
て
の
合
理
的
な

行
動
を
実
践
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
昭
和
史
の
教
訓
と
し
て
現
在
の
中
国
に
伝
え
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

国
家
理
性
の
危
機
の
前
例
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
理
性
の
危
機
は
、
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
に
お

け
る
国
家
理
性
の
危
機
は
、
と
り
わ
け
、
近
代
の
軍
国
主
義
、
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
近
代
の
資
本
主
義
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
醸
成

さ
れ
、
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
深
刻
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義―

こ
れ
ら
三
者
の
ど
れ
か
一
つ
を
も
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
を
災
厄
へ
と
導

い
た
も
の
と
告
発
す
る
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
運
命
的
で
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
明
々
白
々
た
る
際
会
に
よ
っ
て
こ

そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
列
強
は
、
ま
ず
そ
の
権
力
の
高
み
へ
と
、
そ
れ
か
ら
深
淵
へ
と
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
深
淵
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
列
強
中
の
戦
勝
国
に
と
っ
て
も
、
命
取
り
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
５
）」。

　

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
国
家
理
性
が
有
効
に
機
能
し
て
、「
合
理
的
に
指
導
さ
れ
た
巨
大
国
家
」
が
建
設
さ
れ



73 （ 73 ）

昭和史の教訓と現在の中国

た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
う
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
指
摘
し
て
、
近
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
興
隆
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
己
破
滅
の
危
機
を
招

来
し
、｢

合
理
的
に
指
導
さ
れ
た
巨
大
国
家｣

の
成
功
が
、
そ
の
破
綻
を
生
じ
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
成
功
し
た｢

巨
大
国

家｣

が
、
そ
の
高
度
の
思
想
的
求
心
力
と
絶
大
な
権
力
手
段
と
に
よ
っ
て
、
国
家
理
性
を
貫
徹
し
う
る
可
能
性
を
増
大
さ
せ
、
し
か
し
皮
肉

な
こ
と
に
、
力
余
っ
て
自
己
を
合
理
的
に
運
営
し
え
な
い
操
縦
不
能
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
逆
説
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）。

　

そ
し
て
、
ま
さ
に
「
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
」
こ
そ
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
求
心
力
と
権
力
手
段
の
極
大
化
を
も

た
ら
し
て
、
近
代
国
家
を
絶
頂
か
ら
奈
落
に
ま
で
翻
弄
し
た
大
波
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
複
数
の
方
向
か
ら
の
力
が
合
成
し
て
、
三
角
波
と

呼
ば
れ
る
巨
大
な
波
が
海
上
に
発
生
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
三
角
波
が
、
多
く
の
船
を
遭
難
さ
せ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
者
の
際

会
は
、
近
代
国
家
と
い
う
船
を
翻
弄
し
て
、
そ
の
多
く
を
遭
難
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
運
命
的
な
遭
遇
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
と
日
本
国
家
に
お
い
て
、
二
十
世
紀
前
半
に
生

じ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
角
波
に
遭
遇
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
切
っ
た
国
家
も
あ
れ
ば
、
転
覆
し
た
国
家
も
あ
り
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
よ
う

な
慧
眼
の
士
で
さ
え
も
、
ど
う
に
も
で
き
な
い
歴
史
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
三
角
波
が
東
ア
ジ
ア
地

域
に
、
か
つ
て
よ
り
も
大
き
く
襲
来
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）　

陸
奥
宗
光
『
蹇
蹇
録
』、
岩
波
文
庫
、
一
七
頁
。
陸
奥
の
緒
言
は
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
年
）
の
日
付
で
あ
る
。

（
２
）　

丸
山
眞
男
「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」（
一
九
四
九
年
）『
丸
山
眞
男
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
〇
一
頁
。

（
３
）　

丸
山
眞
男｢｢

近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
問
題｣

補
注｣
（
一
九
九
二
年
）『
丸
山
眞
男
集
』
第
一
五
巻
、
一
七
九―

一
八
〇
頁
。

こ
れ
は
、
丸
山
の
著
作
の
中
国
語
版
に
寄
せ
た
補
注
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）　

西
田
幾
多
郎
「
国
家
理
由
の
問
題
」（
一
九
四
一
年
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
所
収
。
西
田
と
京
都
学
派

に
お
け
る
マ
イ
ネ
ッ
ケ
受
容
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
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（
５
）　

M
einecke, D

ie Idee der Staatsräson in der neueren G
eschichte (1924), W

erke B
d. I, M

ü chen-W
ien, 1976, S.495.

な
お
、
菊
盛
英

夫
・
生
松
敬
三
訳
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
五
七
一
頁
も
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
文
脈
に
即
し
て

改
め
て
い
る
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

（
６
）　

マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
国
家
理
性
論
自
体
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
よ
り
詳
細
に
は
、
拙
稿
「
平
泉
澄
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ

ネ
ッ
ケ
」（
三
）『
産
大
法
学
』
第
三
四
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
二
章　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
季
節

　

軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
が
合
成
す
る
三
角
波
は
、
す
で
に
今
日
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
再
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
国
家
理
性
の
危
機
は
こ
の
地
域
に
再
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
主
義
の
波
は
、
今
や
中
国
の
深
部
に
さ
え
も
到
達

し
、
北
朝
鮮
は
例
外
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
に
到
来
し
た
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
軍
国
主
義
の
波
は
、
そ
の
軍
部
の
実
勢
力
は
不

明
な
が
ら
も
、
北
朝
鮮
と
中
国
に
渦
巻
い
て
い
る
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
波
は
、
今
ま
さ
に
東
ア

ジ
ア
一
帯
に
、
広
く
深
く
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
北
朝
鮮
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
韓
国
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
台
湾
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
。
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
強
度
が

異
な
る
も
の
の
、
大
ま
か
に
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
気
運
が
上
昇
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
季
節
が
到
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
語
で
国
家
主
義
、
国
民
主
義
、
国
粋
主
義
、
民
族
主
義
と
い
っ
た
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
訳
語
の
分
岐
は
、
本
来
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
多
義
性
に
由
来
す
る
特
徴
の
は
ず
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ

の
こ
だ
わ
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
際
、
特
に
日
本
国
家
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
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日
本
国
民
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
日
本
的
な
る
も
の
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
日
本
民
族
に
こ
だ
わ
る
の
か
に
応
じ
て
、
訳
語
は
前
記
の
よ
う
に
分

岐
す
る
。
た
だ
し
難
し
い
の
は
、
そ
の
こ
だ
わ
り
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
り
、
多
岐
に
渡
る
こ
と
も
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
敢
え
て
無

理
を
す
れ
ば
、
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
日
本
主
義
と
訳
し
う
る
が
、
し
か
し
こ
れ
で
は
、
肝
心
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
部
分
が
訳
か
ら
抜

け
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
こ
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
は
、
言
わ
ば
空
っ
ぽ
で
透
明
の
袋
な

の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
性
が
そ
こ
に
充
填
さ
れ
、
そ
の
共
同
性
の
変
化
に
応
じ
て
色
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
結
局
、
わ
れ

わ
れ
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
認
知
す
る
の
は
、
認
知
度
の
競
争
に
勝
ち
残
っ
た
巨
大
な
共
同
性
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
現
在
と
将
来
の

競
争
次
第
で
変
化
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
中
国
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
強
く
認
知
さ
れ
て

き
た
共
同
性
で
あ
り
、
そ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
も
変
化
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
歴
史
的
な
も
の
、
人
間
の
形
成
し
て
き
た
も
の
と
把
握
し
、
そ
れ
ゆ
に
常
に
形
成
さ
れ
る
も
の
、
こ
れ
か
ら
も
形
成
さ

れ
う
る
も
の
と
把
握
し
た
い
の
で
あ
る
（
７
）。

　

ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
両
者
は
相
互
形
成
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
存
在
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
行
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
作
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
東

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
季
節
の
到
来
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
変
化
を
生
み
出
し
、
過
去
の
歴
史

へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
現
在
と
将
来
の
歴
史
を
作
り
変
え
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
を
考
え
る
の
に
、
こ
こ
で
は
、
日
本
ネ
イ

シ
ョ
ン
と
中
国
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
時
差
を
中
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
に
は
、
時
差
が
あ
っ
た
。
日
本
の
明
治
維
新
と
中
国
の
辛
亥
革
命
に
五
十
年
ほ

ど
の
時
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
に
も
時
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
清
戦
争
の
時
に
は
、
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日
本
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
覚
醒
し
、
中
国
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
不
発
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
の
戦
争
に
お
い
て
は
、
中
国
に
も

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
覚
醒
し
、
そ
れ
を
日
本
側
は
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
時
、
日
本
側
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

昭
和
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
大
衆
の
国
民
化
に
ま
で
盛
り
上
が
り
、
軍
国
主
義
の
浸
透
や
資
本
主
義
の
発
達

と
相
俟
っ
て
、
国
家
理
性
の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
強
大
化
し
た
諸
力
を
効
果
的
に
統
制
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら

に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
部
の
志
士
に
覚
醒
し
、
よ
う
や
く
軌
道
に

乗
り
始
め
た
軍
国
主
義
や
資
本
主
義
を
追
い
風
と
し
て
、
国
家
理
性
の
実
現
に
向
う
諸
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
政
府
は
、
な
お
強
大
で

は
な
い
諸
力
を
自
己
に
利
用
し
、
自
ら
の
思
想
的
求
心
力
と
権
力
手
段
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
、
活
用
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
頃
の
中
国
は
、
日
本
の
明
治
の
よ
う
な
時
期
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
大
化
し
て
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
く

日
本
と
、
逆
境
か
ら
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
中
国
と
の
落
差
が
、
歴
史
の
流
れ
の
渦
潮
を
作
り
出
し
、
日
本
は
勝
て
ず
、
中
国
は
負
け
な

い
、
と
い
う
戦
争
の
長
期
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
日
本
側
に
致
命
的
と
な
っ
た
誤
算
と
は
、
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

想
像
以
上
の
強
靭
さ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
か
つ
て
孫
文
が
、
民
族
主
義
と
は
中
国
風
に
述
べ
れ
ば
「
国
族
主
義
」
で
あ
り
、「
中
国
に

は
、
た
だ
家
族
主
義
と
宗
族
主
義
が
あ
る
だ
け
で
、
国
族
主
義
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
檄
を
飛
ば
し
た
の
は
一
九
二
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
８
）。

し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
幕
末
か
ら
明
治
の
日
本
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
伏
流
が
澎
湃
と
し
て
湧
き
出
で
、
周
囲
に
溢
れ
て
い
く
時
期
が
あ

る
。
孫
文
が
切
歯
扼
腕
し
て
求
め
続
け
た
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
明
治
維
新
の
時
と
同
じ
く
、
た
と
え
一
部
の
人
々
の
み
で
は
あ
っ
た

に
せ
よ
、
急
激
に
中
華
民
国
に
溢
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
若
々
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
昭
和
の
日
本
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
闘
に
勝
利
す
れ
ば
、
抗
日
運

動
は
萎
え
衰
え
る
と
い
う
希
望
的
観
測
は
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
、
征
服
王
朝
の
樹
立
は
も
と
よ
り
、
傀
儡
政
権
の
運
営
さ
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え
、
ま
す
ま
す
見
込
み
は
乏
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
の
日
本
を
忘
れ
た
所
に
、
昭
和
の
日
本
の
蹉
跌
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ

の
中
国
版
の
明
治
を
理
解
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
日
本
側
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
理
解
し
て
い
た
人
々
も
多
く
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
優
秀
な
内
務
官
僚
で
あ
り
、
広
東

駐
在
時
と
北
京
駐
在
時
に
国
民
党
の
北
伐
を
実
見
し
た
安
倍
源
基
は
、
一
九
三
七
年
の
上
海
事
変
に
際
し
て
の
進
言
を
、
私
的
な
回
顧
録
に

以
下
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
安
倍
は
内
務
省
警
保
局
長
で
あ
り
、
進
言
相
手
は
馬
場
鍈
一
内
務
大
臣
で
あ

る
。

　
「
不
幸
に
し
て
事
こ
こ
に
至
り
、
上
海
出
兵
を
決
定
し
た
以
上
は
、
兵
を
小
出
し
に
す
る
こ
と
な
く
、
大
兵
を
送
っ
て
戦
を
一
挙
に
決

し
、
し
か
し
て
後
思
い
切
っ
た
譲
歩
の
条
件
で
和
を
結
び
、
速
や
か
に
事
変
を
収
拾
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
の
中
国
は
か
つ
て
の
中
国

で
は
な
い
。
国
民
党
多
年
の
排
日
教
育
に
よ
り
、
青
年
学
生
の
間
に
は
澎
湃
た
る
抗
日
意
識
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
こ
の
力
を
軽
視
し
、
旧

軍
閥
時
代
の
中
国
と
同
様
に
考
え
て
い
て
は
、
と
ん
で
も
な
い
失
敗
を
招
く
。
下
手
を
す
る
と
泥
沼
に
足
を
踏
み
込
み
、
身
動
き
も
出
来
ぬ

有
様
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
早
く
事
件
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
内
相
も
私
の
所
見
に
賛
成
し
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
事
は
思
っ
た

よ
う
に
運
ば
な
か
っ
た
（
９
）」。

　

思
う
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
政
治
指
導
の
事
情
が
あ
り
、
軍
国
主
義
や
資
本
主
義
の
事
情
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
事
情
も
強
く
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
過
剰
な
政
治
的
能
動
化
と
過
剰
な
政
治
的
統

制
の
悪
循
環
を
引
き
起
こ
し
、
国
家
理
性
の
冷
徹
な
実
現
を
、
ま
さ
に
、
思
っ
た
よ
う
に
運
ば
せ
て
い
な
か
っ
た
。
国
務
大
臣
の
輔
弼
責
任

は
、
大
日
本
帝
国
に
お
け
る
政
治
指
導
の
重
心
で
あ
る
の
に
、
大
臣
の
顔
は
あ
ち
こ
ち
に
右
往
左
往
し
て
、
輔
弼
も
指
導
も
漂
流
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
嘆
か
れ
る
よ
う
な
、
個
人
の
資
質
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
三
角
波
の
襲
来
の
た
め
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
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軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
三
角
波
は
、
昭
和
戦
前
期
の
日
本
政
府
を
翻
弄
し
、
そ
の
政
治
指
導
を
漂
流
さ
せ
て
い

た
。
軍
事
力
は
強
く
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
盛
り
上
が
り
、
経
済
発
展
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、

こ
れ
ら
は
統
御
し
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
指
導
的
政
治
家
は
、
軍
人
に
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
も
、
資
本
家
に
も
配
慮
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
頼
り
な
い
と
批
判
さ
れ
、
し
か
も
誰
の
不
満
も
軽
減
で
き
な
か
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
部
の
志
士
の
み
な

ら
ず
、
普
通
の
人
々
に
も
浸
透
し
、
自
発
的
な
結
社
を
形
成
さ
せ
、
自
発
的
な
行
動
を
激
発
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
国
家
理
性
の

流
路
に
誘
導
す
る
の
は
至
難
の
技
で
あ
る
。
ま
し
て
、
自
己
の
軍
事
力
や
経
済
力
へ
の
不
安
が
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
り
、
政
治
的
な
不

安
定
性
は
増
大
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
盛
り
上
が
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
は
、
中
途
半
端
な
近
代
化
に
由
来
し
て
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
っ
た
の
に
、
昭
和
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
盛
り
上
が
っ
た
、
と
い
う
印
象

が
強
い
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
言
え
る
に
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
っ
た
か
ら
、
昭
和
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
盛
り
上
が
っ
た
、
と
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
大
正
か
ら
昭
和
へ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
連
続
す
る
の

は
、
大
衆
化
と
強
国
化
へ
の
変
化
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
民
主
化
と
経
済
発
展
の
中
途
半
端
さ
で
あ
る
。
大
衆
化
が
進
み
、
強
国
化
が
進

み
、
し
か
し
大
衆
の
政
治
参
加
た
る
民
主
化
も
、
強
国
の
基
盤
た
る
経
済
発
展
も
中
途
半
端
な
こ
の
時
期
こ
そ
、
日
本
の
事
例
に
限
ら
ず
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
発
し
や
す
い
危
険
な
時
期
な
の
で
あ
る
（
亜
）。

　

こ
の
時
期
に
お
い
て
、
大
衆
は
国
民
化
し
て
自
負
心
を
膨
ら
ま
せ
、
国
家
は
強
大
化
し
て
統
制
が
難
し
い
。
自
負
心
は
野
心
と
な
っ
て
国

家
の
諸
組
織
に
浸
潤
し
、
強
大
さ
は
自
信
と
な
っ
て
人
心
を
攻
撃
的
に
す
る
。
巨
大
国
家
を
建
設
し
、
強
国
国
民
と
な
り
え
た
と
い
う
自
信

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
の
中
途
半
端
さ
と
の
落
差
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
激
発
さ
れ
て
い
く
。
民
主
化
を
求
め
る
政
治
的
能
動
化
は
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
予
兆
で
も
あ
り
、
経
済
発
展
へ
の
離
陸
は
、
権
力
へ
の
野
心
も
掻
き
立
て
る
（
唖
）。
つ
ま
り
こ
の
時
期
は
、
冒
険
に
乗
り
出
し
え
る
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く
ら
い
に
発
展
し
、
冒
険
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
し
か
発
展
し
て
い
な
い
時
期
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
現
在
の
中
国
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
民
主
化
は
徐
々
に
、
経
済
発
展
は
急
激

に
実
現
し
て
い
る
も
の
の
、
上
下
の
社
会
的
懸
隔
と
地
域
間
の
経
済
的
不
均
衡
は
、
そ
れ
ら
を
な
お
中
途
半
端
な
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か

し
大
衆
は
、
強
国
の
国
民
と
し
て
自
己
に
誇
り
を
抱
き
、
実
際
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
、
国
家
は
強
大
に
な
り
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
強
国
で
あ
り
大
国
で
あ
る
と
自
負
は
で
き
て
も
、
先
進
国
と
自
認
し
、
超
大
国
と
満
足
で
き
る
ほ
ど
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
先
走
る
希

望
は
現
実
に
苛
立
ち
、
人
心
は
攻
撃
的
と
な
る
。
二
〇
〇
五
年
春
に
生
じ
た
反
日
デ
モ
の
暴
力
的
逸
脱
は
、
こ
こ
に
社
会
的
な
主
因
を
持
つ

と
、
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
正
義
よ
り
も
煩
悩
に
近
く
、
ひ
と
た
び
発
火
す
れ
ば
憎
悪
の
連
鎖
を
招
い
て
、
事
後
処
置
は
困
難

を
極
め
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
問
題
は
、
予
防
が
第
一
な
の
で
あ
り
、
か
つ
て
の
失
敗
を
教
訓
と
し
て
、
活
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
現
在
の
日
本
は
、
か
つ
て
と
は
異
な
る
新
し
い
歴
史
的
状
況
の
中
に
あ
り
、
か
つ
て
と
は
異
な
る
教
訓
の
獲
得

を
目
指
し
て
い
く
べ
き
時
期
に
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
本
稿
に
論
じ
な
い
所
以
で
あ
る
（
娃
）。

註（
７
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
著
『
丸
山
眞
男
と
平
泉
澄―

昭
和
期
日
本
の
政
治
主
義
』、
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
七
四―

七
五
頁
。
拙
稿
「
ド
イ
ツ
と
東
欧―

冷
戦
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
行
方
」
玉
田
芳
史
・
木
村
幹
編
『
民
主
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
地

点
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
所
収
。
お
よ
び
、
拙
稿
「「
ド
イ
ツ
」
概
念
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
変
容―

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
の
参
政
権
問

題
と
の
関
連
か
ら
」
河
原
祐
馬
・
植
村
和
秀
編
『
外
国
人
参
政
権
問
題
の
国
際
比
較
研
究
』（
仮
題
）、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
刊
行
予
定
。

（
８
）　

孫
文
「
三
民
主
義
」
小
野
川
秀
美
編
『
孫
文
・
毛
沢
東
』、
中
央
公
論
社
世
界
の
名
著
、
一
九
八
〇
年
、
七
五
頁
。

（
９
）　

安
倍
基
雄
『
歴
史
の
流
れ
の
中
に―

あ
る
官
僚
の
軌
跡
』、
山
口
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
、
二
八
六
頁
。
安
倍
基
雄
氏
は
、
安
倍
源
基
の
ご
子
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息
で
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
時
期
の
日
本
に
関
し
て
は
、
特
に
、
伊
藤
之
雄
『
政
党
政
治
と
天
皇
』、
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
参
照
。

（
11
）　

こ
の
よ
う
な
政
治
的
能
動
化
の
連
続
性
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
佐
藤
卓
己
『
キ
ン
グ
の
時
代
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
参

照
。

（
12
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「「
こ
こ
ろ
の
戦
争
」
を
読
み
解
く―

ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
後
の
世
界
に
つ
い
て
」

『
産
大
法
学
』
第
三
五
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
一
年
十
月
）。
拙
稿
「「
こ
こ
ろ
の
戦
争
」
と
新
国
際
秩
序
」『
産
大
法
学
』
第
三
五
巻
第
三
・
四
号

（
二
〇
〇
二
年
二
月
）。

第
三
章　

政
治
指
導
の
方
向
性

　

そ
れ
で
は
現
在
の
中
国
に
お
い
て
、
政
治
指
導
に
お
け
る
国
家
理
性
の
危
機
回
避
は
、
い
か
に
し
て
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
暴
発
を
抑
え
込
む
方
策
は
、
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
徹
底
的
な
民
主
化
の
方
向

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
徹
底
的
な
統
制
の
方
向
で
あ
る
。

　

第
一
の
民
主
化
へ
の
方
向
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
活
力
を
平
和
と
安
定
の
軌
道
に
誘
導
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
た

め
に
は
、
政
府
が
率
先
し
て
情
報
統
制
を
緩
和
し
、
言
論
の
自
由
を
認
め
、
政
権
交
代
の
可
能
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
少
な
く
と

も
、
現
在
の
中
国
の
「
國
體
」
に
反
す
る
。
し
か
も
民
主
化
へ
と
踏
み
出
す
に
つ
れ
て
、
政
府
へ
の
批
判
が
強
ま
り
、
ソ
連
崩
壊
時
の
状
況

を
繰
り
返
す
危
険
性
が
あ
る
。
政
府
の
過
去
が
追
求
さ
れ
、
国
家
の
正
当
性
が
崩
壊
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
台
湾
の
よ
う
に
、
十
分
に

経
済
発
展
し
て
か
ら
民
主
化
に
踏
み
切
る
方
が
危
険
性
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
中
国
国
内
に
お
け
る
農
民
や
失
業
者
の
不
満
は
蓄
積
し
て
お
り
、
無
策
は
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
る
。
他
方
、
今
日
の
世
界
に
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お
い
て
民
主
化
へ
の
流
れ
は
根
強
く
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
、
人
権
問
題
を
理
由
と
す
る
政
治
的
介
入
が
積
極
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か

も
、
科
学
技
術
の
発
達
は
、
高
度
の
情
報
統
制
を
可
能
と
す
る
一
方
で
、
情
報
統
制
に
限
界
を
も
た
ら
し
、
国
外
か
ら
の
情
報
の
流
入
を
い

つ
ま
で
も
押
し
止
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
ら
し
て
も
、
独
裁
体
制
は
自
己
防
衛
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
か
つ
て
の
よ
う

に
、
独
裁
の
進
歩
的
意
義
を
主
張
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
民
主
化
へ
の
方
向
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
誘
発
す
る
危
険
性
も
存
在
し
て
い
る
。
民
主
主
義
へ
の
欲
求
は
、「
自
分
た
ち

の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
原
則
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
自
分
た
ち
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ

が
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
近
代
民
主
主
義
が
近
代
国
家
と
結
び
付
き
や
す
い
た
め
に
、
実
際

に
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
主
化
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
沈
静
化
す
る
と
安
心
で
き

る
わ
け
で
は
な
く
、
民
主
化
の
中
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
激
発
さ
せ
な
い
努
力
が
、
ま
す
ま
す
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め

に
は
、
歴
史
へ
の
多
元
的
な
認
識
や
、
建
設
的
な
国
際
的
対
話
へ
の
意
欲
を
育
成
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
多
様
な
情
報
の
流
通

や
、
言
論
の
自
由
が
重
視
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

と
ま
れ
、
短
期
的
に
見
て
安
全
性
の
高
い
の
は
、
徹
底
的
な
統
制
の
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
反
日
デ
モ
の
暴
力
的
逸
脱
以
後
に
、

中
国
政
府
が
選
択
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
産
党
と
政
府
に
よ
る
統
制
を
強
化
し
、
国
民
の
自
発
的
な
言
動
を
封
じ
込
め
て
お

く
方
が
、
反
日
運
動
の
民
主
化
運
動
へ
の
転
化
を
予
防
す
る
見
地
か
ら
も
、
無
難
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
策
は
、
問
題
を
先
送
り

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
時
間
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
、
積
極
的
に
ど
の
よ
う
な
方
策
を

追
加
で
き
る
か
が
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　

過
度
の
統
制
は
人
心
を
萎
縮
さ
せ
、
経
済
発
展
の
活
力
を
損
な
う
危
険
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
の
中
国
政
府
に
と
っ
て
容
認
さ
れ
え
な

い
。
他
方
で
、「
愛
国
」
が
政
府
内
外
の
権
力
闘
争
に
利
用
さ
れ
、
政
府
へ
の
批
判
に
転
化
す
る
危
険
性
も
存
在
す
る
。
中
国
は
経
済
発
展
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に
よ
っ
て
強
国
化
し
、
そ
の
使
用
可
能
な
権
力
手
段
は
か
つ
て
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
大
衆
化
と
大
衆
の
国
民
化
も
進
行
し
、
赤

裸
々
な
暴
力
的
弾
圧
へ
の
反
発
も
、
か
つ
て
よ
り
広
く
強
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
さ
し
あ
た
り
、
軍
部
、
共
産
党
、
政
府
の
関
係
に
お
い
て

衝
突
は
生
じ
ず
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
も
破
綻
は
生
じ
て
い
な
い
。
反
日
デ
モ
の
暴
力
的
逸
脱
は
繰
り
返
さ
れ
て
お

ら
ず
、
さ
し
あ
た
り
統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
は
、
た
し
か
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
戦
前
期
の
日
本
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
も
や
は
り
、
徹
底
的
な
民
主
化
は
「
國
體
」

に
反
し
た
。
た
だ
し
徹
底
的
な
統
制
は
、
諸
勢
力
の
足
の
引
っ
張
り
合
い
に
よ
っ
て
十
分
に
機
能
せ
ず
、
東
條
英
機
政
権
が
実
行
に
着
手
し

た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
遅
く
、
あ
ま
り
に
も
逆
効
果
で
あ
っ
た
。
民
主
化
の
方
向
に
も
統
制
の
方
向
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
踏
み
切

れ
な
い
ま
ま
に
、
日
本
は
迷
走
と
暴
走
の
悪
循
環
に
は
ま
り
こ
み
、
国
家
理
性
の
危
機
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
末
に
、
東
條
政
権
が
徹
底
的
な
統
制
を
行
な
っ
て
、
ひ
た
す
ら
に
人
心
を
萎
縮
さ
せ
、
ま
す
ま
す
国
民
の
活
力
を
殺
い
で
し

ま
っ
た
。
し
か
も
東
條
政
権
は
、
統
制
を
行
な
う
ほ
ど
に
強
力
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
理
性
の
実
現
に
向
っ
て
政
治
指
導
を
行
な
う
だ
け
の

能
力
は
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
に
統
制
し
、
破
綻
を
先
送
り
し
続
け
て
、
こ
の
政
権
は
、
日
本
国
家
の
命
運
を
枯
れ
果
て
さ
せ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　

日
本
政
府
の
弱
腰
を
弾
劾
す
る
愛
国
的
「
世
論
」
の
盛
り
上
が
り
は
、
東
條
政
権
に
よ
る
統
制
に
至
る
ま
で
、
政
府
を
繰
り
返
し
突
き
上

げ
て
奔
命
に
疲
れ
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
中
途
半
端
な
情
報
の
流
通
や
、
近
代
化
の
中
途
半
端
さ
が
も
た
ら
す
不
安
、「
愛

国
」
を
権
力
闘
争
に
利
用
す
る
陸
軍
軍
人
な
ど
の
思
惑
も
働
い
て
い
た
。
中
国
を
軽
視
す
る
浮
薄
な
主
張
も
、
イ
ギ
リ
ス
撃
つ
べ
し
と
の
勇

ま
し
い
掛
け
声
も
、
ど
ち
ら
も
偏
頗
な
情
報
に
支
え
ら
れ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
不
安
や
思
惑
は
、
大
国
国
民
と
し
て
の
自
負
と
現
実

の
落
差
に
傷
つ
き
、
落
差
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
盟
主
た
る
べ
き
と
自
負
す
る
日
本
の
、
社
会
的
格
差
と
地
域
的
不
均
衡

と
い
う
現
実
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
激
発
さ
せ
て
、
人
心
を
攻
撃
的
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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東
北
地
方
の
農
民
の
貧
窮
を
、
満
洲
へ
の
移
民
に
よ
っ
て
救
済
し
よ
う
と
の
企
画
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
連
鎖
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
満

洲
を
征
服
し
う
る
ほ
ど
の
強
国
で
あ
り
、
満
洲
に
移
民
せ
ざ
る
を
え
な
い
程
度
の
強
国
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ジ
ア
第
一
と
自
負
し
う
る
強
国
で

あ
り
、
自
国
民
の
窮
状
を
打
開
し
え
な
い
程
度
の
強
国
に
す
ぎ
な
い
。
昭
和
戦
前
期
の
日
本
政
府
を
突
き
上
げ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、

こ
の
よ
う
な
中
途
半
端
さ
へ
の
不
満
の
表
現
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

し
か
し
日
本
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
不
満
を
徹
底
的
に
統
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
制

約
と
、
複
数
の
競
争
相
手
の
存
在
に
よ
り
、
陸
軍
で
さ
え
も
独
裁
権
力
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
日

本
帝
国
の
政
治
指
導
は
、
独
裁
的
に
で
は
な
く
寡
頭
制
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
陸
軍
が
突
出
し
た
も
の

の
、
独
走
し
う
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
陸
軍
の
独
裁
は
、
端
的
に
言
っ
て
憲
法
違
反
で
あ
り
、
海
軍
や
文
官
、
昭
和
天
皇
と
側
近
の

重
臣
た
ち
な
ど
が
足
を
引
っ
張
っ
て
、
陸
軍
の
独
走
は
妨
げ
ら
れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
陸
軍
の
突
出
を
止
め
る
ほ
ど
の
力
は
な
く
、
さ

ら
に
ま
た
、
海
軍
も
抜
け
駆
け
的
に
突
出
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
政
府
は
狼
狽
し
た
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
満
洲
事
変
の
勃
発
は
、
政
府
に
と
っ
て
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
東
軍
の
独
断
を
熱
烈
に
支
持
す
る
国
内
世

論
に
よ
っ
て
、
政
府
の
反
対
姿
勢
は
後
退
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
そ
の
際
、
陸
軍
が
事
前
に
世
論
喚
起
の
努
力
を
重
ね
た
ら
し
い
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
阿
）。
第
二
次
上
海
事
変
の
時
に
は
、
海
軍
に
よ
る
中
国
へ
の
渡
洋
爆
撃
を
、
近
衛
文
麿
首
相
は
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
初
め
て

知
っ
た
そ
う
で
あ
る
（
哀
）。
そ
の
時
に
内
閣
書
記
官
長
で
あ
っ
た
風
見
章
は
、「
陸
海
軍
が
内
閣
に
は
ひ
た
か
く
し
に
し
て
い
る
戦
略
な
ど
」

を
、「
新
聞
記
者
連
か
ら
、
い
と
も
あ
っ
さ
り
と
教
え
て
も
ら
う
」
こ
と
が
で
き
た
、
と
記
し
て
い
る
。

　
「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
が
知
る
こ
と
の
で
き
た
陸
海
軍
の
作
戦
計
画
に
つ
き
、
陸
海
両
相
に
駄
目
を
押
そ
う
と
す
る

と
、
い
つ
も
き
ま
っ
て
、
か
れ
ら
は
、
わ
た
し
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
を
け
げ
ん
顔
し
な
が
ら
、
話
を
そ
ら
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ

た
（
愛
）」。
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こ
れ
も
ま
た
、
軍
部
が
政
府
よ
り
も
世
論
を
重
視
し
、
世
論
対
策
に
熱
心
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
も
っ

た
い
ぶ
っ
て
首
相
に
何
も
話
さ
な
い
陸
軍
大
臣
、
海
軍
大
臣
も
ま
た
、
実
は
部
内
に
お
い
て
、
新
聞
記
者
ほ
ど
に
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
軍
部
が
、
日
本
の
政
治
指
導
の
責
任
を
引
き
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
で

あ
る
。

　

昭
和
戦
前
期
の
日
本
は
、
寡
頭
制
的
な
政
治
体
制
で
あ
っ
て
、
現
在
の
中
国
の
よ
う
な
独
裁
体
制
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
統
制
を
強

化
し
た
東
條
政
権
と
い
え
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
戦
時
体
制
な
の
で
あ
っ
て
、
ソ
連
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
独
裁
体
制
で
は
な
か
っ

た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
東
條
政
権
で
さ
え
、
独
裁
体
制
を
制
度
的
に
確
立
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
と
は
別
の
幕
府
的
存
在

を
許
さ
な
い
、
と
い
う
「
國
體
」
は
、
天
皇
が
終
戦
時
に
政
治
指
導
を
実
行
す
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
現
状
打
破
的
な
試
み
を
掣
肘
し
続
け
た

の
で
あ
り
、
し
か
し
現
状
も
維
持
で
き
ず
、
日
本
は
漂
流
し
た
の
で
あ
っ
た
（
挨
）。

　

そ
れ
で
は
、
現
在
の
中
国
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
長
期
的
に
見
れ
ば
、
中
国
に
も
民
主
化
圧
力
が
強
く
働
く
で
あ
ろ
う
し
、
短
期
的
に
見

れ
ば
、
中
国
共
産
党
の
独
裁
体
制
が
な
お
根
強
い
。
中
国
国
民
の
不
満
は
蓄
積
し
て
い
る
が
、
徹
底
的
な
統
制
が
な
お
可
能
な
状
態
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
将
来
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
三
角
波
は
、
す
で
に
中
国
を
突
き
上
げ
始

め
て
お
り
、
政
治
指
導
の
危
機
を
生
み
出
す
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
危
機
を
突
破
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
民
主
化
の
方
向
で
逓

減
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
革
命
の
危
険
の
み
な
ら
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
発
を
も
招
き
か
ね
な
い
。
他
方
、
統
制
の
方
向
で
抑
圧
し
続

け
れ
ば
、
政
治
的
不
安
定
化
の
火
種
は
残
り
続
け
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
国
に
お
け
る
国
家
理
性
の
危
機
を
予
防
す
る
た
め
に

は
、
国
家
の
命
運
を
分
け
る
岐
路
に
注
目
し
、
そ
の
暴
発
を
統
御
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
家
理
性
の
危
機
が
一
挙
に
顕
在
化
し
、
加
速
化
す

る
よ
う
な
岐
路
、
も
は
や
後
戻
り
の
出
来
な
い
岐
路
を
管
理
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
政
治
指
導
の
要
点
で
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
に
お
い

て
、
そ
れ
は
満
洲
問
題
で
あ
っ
た
。
現
在
の
中
国
に
お
い
て
、
そ
れ
は
台
湾
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註（
13
）　

山
室
信
一
『
キ
メ
ラ―

満
洲
国
の
肖
像
』、
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
、
六
八
〜
六
九
頁
。

（
14
）　

風
見
章
『
近
衛
内
閣
』、
中
公
文
庫
、
一
九
八
二
年
（
原
著
は
一
九
五
一
年
刊
）、
四
八
頁
。

（
15
）　
『
同
』、
五
一
頁
。

（
16
）　

竹
山
道
雄
『
昭
和
の
精
神
史
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
五
年
（
原
著
は
一
九
五
六
年
刊
）
参
照
。

第
四
章　

運
命
の
分
岐
点―

満
洲
と
台
湾

　

中
途
半
端
な
時
期
に
は
運
命
の
分
岐
点
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
最
も
強
烈
な
発
火
点
で

も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
火
点
は
、
通
常
、
歴
史
的
に
複
雑
な
問
題
に
存
在
す
る
。
す
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
い
た
い
衝
動
が
ど
の
関
係
者
に

も
強
く
働
き
、
し
か
し
、
誰
も
が
す
っ
き
り
す
る
解
答
が
、
ど
う
し
て
も
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
問
題
に
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
そ
れ
は

満
洲
問
題
で
あ
っ
た
。

　

満
洲
問
題
は
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
満
洲
は
、
明
治
以
来
の
対
外
戦
争
の
記
憶
の
地
で
あ

り
、
日
本
の
発
展
へ
の
可
能
性
を
秘
め
た
地
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
満
洲
問
題
は
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
燃
え
上
が
ら
せ
る

問
題
で
も
あ
り
、
火
を
絶
え
ず
消
し
て
い
か
ね
ば
、
日
本
と
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
突
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
危
険
な
問
題

を
、
日
本
陸
軍
の
一
部
の
軍
人
は
、
武
力
に
よ
っ
て
見
事
に
解
決
し
え
た
か
に
見
え
た
が
、
結
局
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
家
は
、
ア
メ
リ

カ
政
府
の
対
日
政
策
の
硬
化
も
含
め
て
、
昭
和
の
戦
争
へ
と
運
命
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
無
理
を
通
し
た
が
ゆ
え
に
、
日
中
関
係
は
壊

れ
、
臥
薪
嘗
胆
を
誓
う
中
国
は
ア
メ
リ
カ
と
組
ん
で
、
日
本
は
袋
小
路
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
満
洲
事
変
の
後
に
は
、
日
本
は
、
も
は

や
後
戻
り
で
き
な
か
っ
た
。
全
て
を
動
か
す
突
破
口
に
な
る
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
事
変
実
行
者
た
ち
の
目
論
見
が
的
中
し
た
、
と
い
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う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
中
国
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
に
と
っ
て
台
湾
問
題
は
、
ま
さ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
問
題
で
あ
る
。
台

湾
は
、
敗
戦
と
植
民
地
支
配
の
記
憶
の
地
で
あ
り
、
中
国
政
府
の
勝
利
の
終
点
た
る
べ
き
地
で
も
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
台
湾
問
題
は
台

湾
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
問
題
で
も
あ
り
、
火
を
絶
え
ず
消
し
て
い
か
ね
ば
、
中
国
と
台
湾
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
突

は
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
現
在
、
中
国
側
で
も
台
湾
側
で
も
、
こ
の
複
雑
な
問
題
を
す
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
い
た
い
欲
求

が
働
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

台
湾
問
題
の
行
く
末
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
中
政
策
を
左
右
し
、
中
国
国
家
の
将
来
を
強
く
規
定
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
ま
た
、
中
国
政
府
は
、
こ
の
問
題
に
敏
感
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
四
月
の
反
日
デ
モ
に
お
い
て
は
、
一
部
参
加
者
の
暴
力
的
逸
脱
と
は
別

に
、
整
然
と
組
織
さ
れ
た
準
備
も
目
に
付
い
た
。
抗
日
戦
争
勝
利
六
十
周
年
と
い
う
事
情
も
あ
る
も
の
の
、
こ
の
組
織
化
さ
れ
た
デ
モ
の
理

由
に
は
、
同
年
二
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
会
の
確
認
内
容
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ

ば
、
二
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
な
わ
れ
た
協
議
に
お
い
て
、「
地
域
に
お
け
る
共
通
の
戦
略
目
標
」
の
一
つ
と
し
て
、
日
米
両
政
府

は
、「
台
湾
海
峡
を
巡
る
問
題
の
対
話
を
通
じ
た
平
和
的
解
決
を
促
す
」
こ
と
を
挙
げ
、
異
例
に
も
台
湾
問
題
に
言
及
し
た
。
ち
な
み
に
、

こ
の
協
議
の
参
加
者
は
、
日
本
側
が
町
村
信
孝
外
務
大
臣
、
大
野
功
統
防
衛
庁
長
官
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ラ
イ
ス
国
務
長
官
、
ラ
ム
ズ

フ
ェ
ル
ド
国
防
長
官
で
あ
る
。
当
然
、
台
湾
問
題
へ
の
日
本
の
介
入
姿
勢
は
、
中
国
に
刺
激
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
約
一
ヵ
月
後
、
三
月
十
四
日
に
は
、
中
国
に
お
い
て
反
国
家
分
裂
法
が
採
択
、
施
行
さ
れ
、
台
湾
問
題
を
巡
る
緊
張
感
は
高
ま
っ

た
。
台
湾
で
は
抗
議
運
動
が
起
こ
り
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
で
は
懸
念
が
広
が
っ
た
。
そ
し
て
四
月
に
、
反
日
デ
モ
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の

後
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
の
中
で
、
次
回
の
日
米
安
全
保
障
協
議
会
が
六
月
に
開
催
さ
れ
る
と
の
報
道
が
、
五
月
に
出
さ
れ
た
（
産
経
新
聞
五

月
十
三
日
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
開
催
日
時
は
沈
黙
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
反
日
デ
モ
の
統
制
を
横
目
で
見
る
か
の
よ
う
に
時
は
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過
ぎ
、
次
に
協
議
会
が
開
か
れ
た
の
は
、
十
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
報
道
で
予
告
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
台
湾
問
題
の
検

討
は
見
当
た
ら
ず
、
沈
黙
の
う
ち
に
他
の
議
題
が
協
議
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
そ
の
次
の
二
〇
〇
六
年
五
月
一
日
の
協
議
会
で

も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
筆
者
の
注
目
す
る
沈
黙
で
あ
る
。

　

他
方
、
中
国
側
に
お
い
て
は
、
協
議
会
の
推
移
を
横
目
で
見
る
か
の
よ
う
に
、
反
日
デ
モ
は
組
織
さ
れ
ず
、
時
は
過
ぎ
て
い
っ
た
。
も
と

よ
り
、
反
日
デ
モ
の
理
由
に
は
靖
国
問
題
や
教
科
書
問
題
も
あ
り
、
日
米
安
全
保
障
協
議
会
の
課
題
に
は
米
軍
再
編
問
題
も
あ
っ
た
。
台
湾

問
題
は
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
隠
れ
る
よ
う
に
、
言
及
と
沈
黙
に
よ
っ
て
推
移
し
た
が
、
そ
の
重
要
性
は
き
わ
め
て
高
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
江
沢
民
派
と
胡
錦
濤
派
の
確
執
や
競
争
が
あ
っ
た
の
か
、
中
国
政
府
と
中
国
軍
部
の
対
立
や
協
働
が
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。

　

か
つ
て
の
満
洲
問
題
は
、
複
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
火
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
台
湾
問
題
も
ま
た
、
複
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
発
火
点
た
り
う
る
。
中
国
側
か
ら
に
せ
よ
、
台
湾
側
か
ら
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
を
発
火
さ
せ
れ
ば
、
も
は
や
後
戻
り
は
で
き
な
い
。
逆

に
言
え
ば
、
現
状
を
打
破
す
る
突
破
口
を
開
き
た
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
発
火
さ
せ
る
の
が
、
恐
ら
く
最
も
確
実
な
方
策
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
問
題
を
統
御
し
う
る
か
ど
う
か
が
、
中
国
国
家
の
命
運
を
定
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

満
洲
事
変
は
、
日
本
に
お
い
て
、
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
未
来
を
切
り
開
く
画
期
的
事
件
と
し
て
、
多
く
の
人
々

に
歓
迎
さ
れ
た
。
事
実
、
こ
れ
に
よ
っ
て
軍
部
の
威
信
は
高
ま
り
、
国
内
世
論
は
一
変
し
て
愛
国
化
し
、
日
本
経
済
の
明
る
い
未
来
が
実
感

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
際
会
は
、
満
洲
の
地
に
お
い
て
最
も
露
骨
に
現
わ
れ
、
し
か
も
政
治
指

導
の
破
綻
も
ま
た
、
そ
こ
で
最
も
露
骨
に
現
わ
れ
た
。
も
し
も
こ
れ
が
、
日
本
の
政
治
指
導
の
危
機
の
現
わ
れ
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
日

本
国
家
の
命
運
も
変
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
国
家
理
性
は
出
し
抜
か
れ
、
そ
し
て
恐
ら
く
、
事
変
実
行
者
た

ち
の
意
図
を
も
超
え
て
、
巨
大
な
三
角
波
が
解
き
放
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
三
角
波
は
、
日
本
国
家
を
絶
頂
か
ら
奈
落
に
ま
で
翻
弄
し
、
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マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
予
見
し
た
如
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
家
は
、「
そ
の
権
力
の
高
み
へ
と
、
そ
れ
か
ら
深
淵
へ
と
導
か
れ
た
」
の
で
あ
っ

た
。

お
わ
り
に

　

中
国
に
お
け
る
反
日
デ
モ
の
暴
力
的
逸
脱
は
、
中
途
半
端
な
近
代
化
に
お
け
る
国
民
の
不
満
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
流
れ
込
ん
だ
一
つ

の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
燃
え
上
が
る
焦
点
は
台
湾
に
も
あ
り
、
反
日
デ
モ
の
当
初
の
理
由
は
、

こ
の
台
湾
問
題
に
強
く
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
著
者
は
推
測
し
て
い
る
。
日
本
が
台
湾
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
刺

激
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

中
途
半
端
な
時
期
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
燃
え
上
が
り
や
す
く
、
燃
え
上
が
る
に
は
発
火
点
が
あ
る
。
昭
和
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て

は
、
こ
の
時
期
に
政
治
指
導
が
立
ち
す
く
み
、
発
火
を
統
御
で
き
ず
、
発
火
後
の
対
処
に
翻
弄
さ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
の
中
国
に
お
い
て

は
、
政
治
指
導
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
今
後
も
な
お
、
機
能
し
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
心
も
と
な
い
。
軍
国

主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
三
角
波
が
、
中
国
に
到
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
、
日
本
側
に
関
し
て
言
え
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
問
題
は
予
防
が
第
一
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
台
湾
問
題
の
発
火
を
防
ぐ
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
台
湾
が
事
実
上
独
立
国
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
現
実
を
見
な
い
ふ
り
を
す
る
の
は
異
常
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
問
題
の
場
合
、
複
雑
に
対
処
す
る
こ
と
も
賢
明
な
知
恵
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
に
必
要
な
こ
と
は
、
中
国
と
台

湾
の
平
和
的
共
存
を
促
進
し
、
日
中
戦
争
の
大
き
な
歴
史
認
識
を
誤
ら
ず
、
し
か
も
歴
史
認
識
を
政
治
的
決
着
と
理
解
し
、
日
中
の
民
間
交

流
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
に
関
す
る
情
報
統
制
の
改
善
と
緩
和
が
必
要
で
あ
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る
。

　

そ
し
て
、
中
国
と
台
湾
の
平
和
的
共
存
の
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
り
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
提
携
は
必
要
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
提
携
が
、
中
国
に
よ
る
台
湾
へ
の
武
力
侵
略
を
防
止
す
る
も
の
と
な
る
の
か
、
か
え
っ
て
誘
発
す
る
も
の
と
な

る
か
は
、
個
別
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
台
湾
問
題
の
発
火
は
全
て
を
動
か
す
突
破
口
に
な

り
、
そ
の
余
波
は
日
本
に
も
非
常
に
強
く
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
も
う
一
度
述
べ
て
お
こ
う
。
か
つ
て
日
本
国
家
は
、
軍
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
資
本
主
義
の
三
角
波
に
翻
弄
さ
れ
、
そ

の
政
治
指
導
は
漂
流
し
て
い
っ
た
。
軍
事
力
は
強
く
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
盛
り
上
が
り
、
経
済
発
展
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
否
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
統
御
し
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
ま
た
、
近
代
化
の
中
途
半
端
さ
は
人
心
を
攻
撃
的
に

し
、
社
会
的
矛
盾
や
政
治
指
導
へ
の
不
満
は
次
々
と
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
を
民
主
化
の
中
で
馴
致
す
る
に
せ
よ
、
独
裁
に
よ
っ
て
統

制
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ひ
と
た
び
発
火
す
れ
ば
、
そ
の
奔
流
は
国
家
を
も
押
し
流
す
。
満
洲
事
変
は
民
主
化
か
ら
独
裁

化
へ
の
方
向
転
換
を
生
み
出
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
方
向
転
換
に
よ
っ
て
政
治
指
導
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
満

洲
事
変
は
、
結
果
と
し
て
、
日
本
国
家
の
危
機
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
中
国
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
角
波
に
翻
弄
さ
れ
る
の
か
、
三
角
波
を
耐
え
し
の
ぐ
の
か
。
泉
下
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
や
丸
山

眞
男
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
の
か
。
最
近
、
筆
者
の
よ
く
考
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。


