
柴
田
陽
一
著

﹃
帝
国
日
本
と
地
政
学

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期

に
お
け
る
地
理
学
者
の
思
想
と
実
践

﹄山

﨑

孝

史

本
書
は
﹁
日
本
地
政
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
学
知
の
展
開
を
︑
帝
国
主
義
下
の

日
本
本
国
と
植
民
地
た
る
満
州
国
の
双
方
に
つ
い
て
︑
膨
大
な
史
資
料
と
関

係
者
の
証
言
か
ら
丹
念
に
解
明
し
て
い
る
︒
副
題
は
﹁
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
期
に
お
け
る
地
理
学
者
の
思
想
と
実
践
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
地
理
学

者
﹂
と
は
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
唱
導
し
た
京
都
帝
国
大
学
地
理
学
教
室
の

小
牧
実
繁
教
授
︵
当
時
︶
を
中
心
と
す
る
教
員
お
よ
び
教
室
出
身
の
研
究
者

た
ち
を
指
す
︒
著
者
の
柴
田
氏
も
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
︵
地
理
学

専
修
︶
で
博
士
後
期
課
程
を
研
究
指
導
認
定
退
学
し
た
あ
と
二
◯
一
七
年
三

月
ま
で
同
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
員
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
本
書
は
︑

満
州
事
変
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
か
け
て
︑
当
時
の
地
理
学
教
室
で
ど

の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
同
教
室
の
出
身
者
自
ら
が
解

き
明
か
し
た
成
果
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
京
都
帝
国
大
学
地
理
学
教
室
は
一
九
三
〇
年
代
の
末
か

ら
日
本
に
お
け
る
地
政
学
研
究
の
一
つ
の
核
と
な
る
︒
﹁
地
政
学
﹂
と
は
︑

伝
統
的
に
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
︑
地
理
的
環
境
か
ら

外
交
・
軍
事
の
分
析
を
行
い
︑
国
策
へ
の
応
用
を
目
指
し
た
学
問
な
い
し
そ

の
営
為
を
指
す
︒
本
書
が
対
象
と
す
る
﹁
日
本
地
政
学
﹂
に
つ
い
て
は
︑
一

九
九
〇
年
代
の
末
ま
で
体
系
的
な
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑

小
牧
が
主
宰
し
た
地
政
学
研
究
グ
ル
ー
プ
﹁
総
合
地
理
研
究
会
﹂
の
活
動
に

関
す
る
新
た
な
史
料①
が
発
見
・
公
開
さ
れ
て
か
ら
︑
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
本
書
は
そ
う
し
た
研
究
の
現
在
の
到
達
点
を
示
す
貴
重
な
労
作
で
あ
る
︒

本
書
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
︑
小
牧
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
第
二
次
世
界

大
戦
期
に
お
い
て
日
本
固
有
の
地
政
学
思
想
た
る
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
確
立

と
普
及
︑
陸
軍
外
郭
団
体
︵
皇
戦
会
︶
へ
の
情
報
提
供
︑
植
民
地
へ
の
調
査

研
究
人
材
の
派
遣
な
ど
を
行
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
活
動
に
つ
い
て
︑
本
書

は
従
来
の
研
究
よ
り
も
は
る
か
に
実
証
的
か
つ
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通

し
て
︑
帝
国
主
義
と
戦
争
へ
の
学
知
の
関
与
を
多
面
的
に
描
写
し
て
い
る
︒

と
り
わ
け
そ
の
実
践
面
で
の
貢
献
を
︑
批
判
的
視
点
を
失
う
こ
と
な
く
︑
評

価
し
て
い
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
︒

ま
ず
︑
本
書
の
構
成
を
概
観
し
て
お
こ
う
︒
目
次
は
左
記
の
と
お
り
で
あ

る
︒

第
�
章

序
論

第
Ⅰ
部

本
国
に
お
け
る
地
政
学
の
展
開

﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
例

に

第
�
章

﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
思
想
的
確
立

小
牧
実
繁
の
個
人
史

的
側
面
に
着
目
し
て

第
�
章

陸
軍
の
戦
略
研
究
に
お
け
る
総
合
地
理
研
究
会
の
役
割

第
�
章

﹁
日
本
地
政
学
﹂
と
思
想
戦

小
牧
実
繁
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
の
展
開
と
そ
の
社
会

的
影
響

補
論
�

総
合
地
理
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
周
辺
の
人
物
の
略

書 評
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歴
・
著
作
目
録

第
Ⅱ
部

植
民
地
に
お
け
る
地
政
学
の
展
開

﹁
満
州
国
﹂
を
例
に

第
�
章

﹁
満
州
国
﹂
に
お
け
る
地
理
学
者
と
そ
の
活
動
の
特
徴

第
�
章

建
国
大
学
の
宮
川
善
造
と
﹁
満
州
の
地
政
学
﹂

第
	
章

満
鉄
調
査
部
の
増
田
忠
雄
と
地
政
学

﹁
文
化
圏
﹂
研
究

と
地
政
学
へ
の
思
想
的
展
開

第


章

結
論

補
論
�

本
書
で
取
り
上
げ
た
地
理
学
者
た
ち
の
戦
後

補
論
�

戦
前
の
欧
米
諸
国
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
地
政
学
の
動
向

第
�
章
で
は
︑
日
本
内
外
の
地
政
学
研
究
が
展
望
さ
れ
︑
従
来
か
ら
あ
る

﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
非
科
学
性
へ
の
批
判
に
留
ま
ら
ず
︑
関
係
者
の
活
動
の

多
面
性
と
共
に
︑
成
立
過
程
︑
大
衆
的
支
持
の
要
因
︑
社
会
的
影
響
を
探
る

視
点
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
︒

第
Ⅰ
部
を
構
成
す
る
第
�
章
か
ら
�
章
で
は
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
主
導

し
た
小
牧
の
思
想
的
な
確
立
過
程
が
検
討
さ
れ
︑
総
合
地
理
研
究
会
に
よ
る

陸
軍
関
係
者
に
向
け
た
戦
略
研
究
の
内
容
と
︑
﹁
思
想
戦
﹂
と
さ
れ
る
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
活
動
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
る
︒
第
Ⅰ
部
は
こ
れ
ま
で
十
分
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
解
明
し
て
お
り
︑
本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し

て
最
も
注
目
す
べ
き
部
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で
著
者
は
﹁
皇
道
地
政
学
﹂
を
標

榜
す
る
に
至
っ
た
小
牧
の
思
想
的
指
向
性
や
小
牧
グ
ル
ー
プ
の
出
版
・
講
演

活
動
を
︑
社
会
的
影
響
力
を
も
っ
た
﹁
実
践
﹂
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
︒

第
Ⅱ
部
を
構
成
す
る
第
�
章
か
ら
	
章
で
は
︑
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た

﹁
満
州
国
﹂
に
派
遣
さ
れ
た
地
理
学
教
室
出
身
者
︑
す
な
わ
ち
建
国
大
学
で

教
鞭
を
と
っ
た
宮
川
善
造
と
満
州
鉄
道
調
査
部
で
研
究
調
査
に
従
事
し
た
増

田
忠
雄
の
個
人
史
が
綴
ら
れ
る
︒
両
者
と
も
に
小
牧
グ
ル
ー
プ
の
中
核
的
メ

ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
﹁
満
州
の
地
政
学
﹂
を
構
想

し
た
︒
著
者
は
そ
れ
ら
と
小
牧
ら
が
国
内
で
提
唱
し
た
﹁
日
本
地
政
学
﹂
と

の
異
同
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
本
書
は
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
成
立
過
程
を
縦
糸
に
︑
そ
の

﹁
満
州
国
﹂
で
の
展
開
を
横
糸
に
し
て
︑
そ
こ
に
三
つ
の
補
論
を
織
り
込
む

こ
と
で
︑
日
本
に
お
け
る
地
政
学
成
立
の
歴
史
的
断
面
を
体
系
的
か
つ
包
括

的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
参
照
さ
れ
た
文
献
の
量
と
新
た
に
発
見
さ
れ
た

史
資
料
の
価
値
か
ら
も
︑
本
書
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
﹁
日
本
地
政
学
﹂

研
究
と
な
っ
て
い
る
︒
戦
前
の
地
理
思
想
史
を
考
え
る
上
で
︑
本
書
が
重
要

な
道
標
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒

本
書
に
関
し
て
は
︑
既
に
い
く
つ
か
の
書
評
が
著
さ
れ
て
い
る
︒
遠
城
明

雄
は
当
時
の
京
都
帝
国
大
学
に
お
け
る
哲
学
京
都
学
派
と
の
思
想
的
差
異
か

ら
本
書
の
意
義
を
評
価
し②
︑
川
合
一
郎
は
﹁
タ
ブ
ー
視
﹂
︑
﹁
異
端
視
﹂
さ
れ

て
い
た
地
政
学
の
歴
史
を
地
理
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
業
績
と
讃
え
る

な
ど③
︑
学
界
で
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
︒
も
と
よ
り
評
者
が
﹁
日
本
地
政

学
﹂
に
つ
い
て
知
る
部
分
は
︑
著
者
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
評
者
は
こ
れ
ら
の
評
価
に
同
意
し
つ
つ
も
追
従
す
る
こ
と
な
く
︑
一
政

治
地
理
学
者
と
し
て
独
自
の
観
点
か
ら
本
書
を
批
評
し
て
み
た
い
︒

＊

ま
ず
︑
第
�
章
に
お
い
て
著
者
は
︑
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
治
績
に
関
す

る
ヘ
ニ
ン
グ
・
ヘ
ス
ケ
ら
に
よ
る
戦
後
の
︵
誇
張
・
誤
解
を
史
実
か
ら
正
す

と
い
う
意
味
で
の
︶
﹁
修
正
主
義
的
﹂
研
究
を
ベ
ー
ス
に
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂

の
社
会
的
な
実
践
の
側
面
に
光
を
あ
て
︑
ま
た
本
国
に
留
ま
ら
ず
植
民
地
も

視
野
に
入
れ
︑
地
政
学
の
全
体
像
を
解
明
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
︒
こ
の

ス
タ
ン
ス
は
高
く
評
価
で
き
る
が
︑
著
者
は
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
が
看
過
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し
て
き
た
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
多
面
的
側
面
を
見
る
こ
と
を
一
つ
の
﹁
批
判

的
﹂
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
補
論
�
︵
講
演
録
︶

で
著
者
が
﹁
批
判
地
政
学

C
ritic
a
l
G
e
o
p
o
litic
s﹂
に
何
度
か
言
及
す
る
の

も
︑
自
ら
の
方
法
論
的
立
場
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
︑
著
者
が
依
拠
す
る
文
献
実
証
主
義
の
認
識
論
と
︑
批
判
地
政
学
の

主
流
派
が
依
拠
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
︑
ポ
ス
ト
構
造
主
義
︑
あ
る
い
は
ポ
ス

ト
植
民
地
主
義
の
認
識
論
に
は
懸
隔
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
後
者
は
︑
伝

統
的
な
地
政
学
の
権
力
的
な
構
成
・
効
果
と
そ
の
疑
似
科
学
性
を
言
説
面
か

ら
批
判
的
に
検
討
す
る
分
野
で
も
あ
る
︒
著
者
は
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
社
会

的
実
践
と
い
う
点
で
肯
定
的
に
評
価
し
て
お
り
︑
﹁
科
学
性
は
低
い
が
実
践

性
は
高
い
﹂
と
い
う
判
断
は
︑
批
判
地
政
学
の
立
場
か
ら
は
︑
議
論
の
余
地

は
あ
ろ
う
︒
こ
の
実
践
性
こ
そ
が
地
政
学
と
い
う
言
語
行
為
や
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
︑
す
な
わ
ち
﹁
地
政
言
説

g
e
o
p
o
litic
a
l
d
isc
o
u
rse
﹂
の
政
治
的
側
面

を
示
し
︑
批
判
地
政
学
は
そ
れ
を
問
題
化
す
る
か
ら
で
あ
る④
︒

ま
た
︑
地
政
学
な
い
し
地
政
学
的
思
考
は
近
代
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
再

帰
的
に
立
ち
現
わ
れ
る
思
潮
で
も
あ
る⑤
︒
地
政
学
を
考
え
る
上
で
︑
こ
の
点

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
地
政
学
的
思
考
は
現
在
の
地
理
学
の
理

論
的
︑
方
法
論
的
︑
そ
し
て
倫
理
的
問
題
と
も
関
わ
る⑥
︒
そ
う
し
た
現
代
世

界
を
含
む
︑
さ
ら
に
広
い
観
点
か
ら
﹁
日
本
地
政
学
﹂
は
再
評
価
さ
れ
ね
ば

な
る
ま
い
︒
そ
の
点
で
︑
本
書
は
地
理
学
に
お
け
る
政
策
応
用
の
問
題
を
再

考
す
る
上
で
貴
重
な
歴
史
的
教
訓
を
提
示
し
て
い
る
︒

本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
な
る
第
Ⅰ
部
は
︑
最
も
慎
重
な
読
解
が
必
要
と
さ

れ
る
部
分
で
あ
る
︒
著
者
は
﹁
文
献
実
証
主
義
の
姿
勢
を
堅
持
す
る
﹂
と
し

な
が
ら
も
︑
小
牧
の
思
想
的
変
遷
に
つ
い
て
︑
彼
の
精
神
的
内
面
に
ま
で
踏

み
込
ん
だ
解
釈
を
示
す
︒
ま
た
︑
著
者
自
身
が
﹁
日
本
地
政
学
﹂
に
対
し
て

価
値
判
断
を
示
す
部
分
が
あ
る
が
︑
そ
の
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
︒

著
者
が
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
際
︑
既
存
の
批
判
と
併
記

す
る
こ
と
が
多
く
︑
著
者
の
立
場
が
や
や
わ
か
り
に
く
い
の
で
あ
る
︒
む
し

ろ
︑
既
存
の
批
判
を
史
実
か
ら
修
正
す
る
立
場
を
も
っ
と
鮮
明
に
し
て
も
良

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
れ
と
関
連
し
て
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
﹁
光
﹂
と
﹁
影
﹂
を
同
一
次
元

で
並
列
さ
せ
る
本
書
の
主
張
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
︒
著
者
も
繰
り
返
す

よ
う
に
︑
学
問
が
実
社
会
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
こ

と
で
は
な
い
が
︑
結
果
的
に
﹁
日
本
地
政
学
﹂
が
植
民
地
支
配
や
侵
略
戦
争

を
支
持
し
た
こ
と
は
︑
実
証
の
次
元
を
超
え
た
学
知
の
倫
理
的
問
題
と
し
て
︑

こ
れ
か
ら
も
立
ち
現
わ
れ
続
け
る
︒
こ
の
問
題
を
避
け
て
︑
地
理
学
が
地
政

学
の
過
去
や
現
代
政
治
と
向
き
合
う
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
そ
の
際
に
﹁
日
本

地
政
学
﹂
の
教
訓
を
実
際
の
学
問
的
営
為
の
中
で
ど
う
活
か
す
か
は
︑
そ
の

是
非
の
評
価
と
関
わ
る
政
治
的
な
判
断
を
含
ん
で
し
ま
う
︒

と
は
い
え
︑
実
際
の
総
合
地
理
研
究
会
と
陸
軍
と
の
関
係
は
︑
本
書
も
明

ら
か
に
す
る
よ
う
に
︑
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
研
究
会
の
活
動
は
︑
陸

軍
外
郭
団
体
︵
皇
戦
会
︶
や
国
策
会
社
︵
昭
和
通
商
︶
か
ら
の
依
頼
と
資
金

を
受
け
た
も
の
で
あ
り
︑
﹁
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク⑦
﹂
と
し
て
地
誌
的
情
報

の
提
供
や
戦
略
論
的
助
言
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
学
外
と
は
い
え
︑
帝

国
大
学
関
係
者
に
よ
る
秘
密
裏
の
活
動
を
﹁
民
間
﹂
と
希
釈
し
て
表
現
す
る

こ
と
は
留
保
し
た
い
が
︑
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
例
と
同
様
に
︑
地
理
学
者

と
軍
部
と
の
関
係
の
特
定
と
そ
の
評
価
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
︒
む
し

ろ
︑
著
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑
地
理
学
者
た
ち
の
地
政
学
的
実
践
を
ど
う

評
価
す
る
か
が
︑
現
在
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
倫
理
的
両
義
性
に
つ
い
て
は
︑
日
本
の
地
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政
学
を
︑
西
洋
諸
国
が
展
開
す
る
帝
国
主
義
的
世
界
秩
序
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ

ィ
ブ
と
し
て
︑
そ
の
問
題
性
を
認
識
し
た
う
え
で
︑
評
価
し
よ
う
と
い
う
主

張
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
佐
藤
健
は
小
牧
ら
の
﹁
日
本
地
政
学
﹂
と
﹃
世
界
地

理
政
治
大
系
﹄
に
よ
る
地
政
学
的
な
地
誌
記
述
の
目
的
は
︑
西
洋
諸
科
学
に

よ
る
世
界
像
の
歪
曲
を
正
す
こ
と
に
あ
り
︑
そ
の
本
質
を
﹁
反
西
洋
世
界
観

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
西
洋
秩
序
へ
の
批
判
な
の
で
あ
り
︑
皇
道
と
い
う
曖
昧

な
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
に
代
替
さ
れ
た
新
た
な
世
界
観
を
核
と
し
︑
地
誌
研
究
に

よ
る
﹁
本
然
の
姿
﹂
の
解
明
と
い
う
方
法
論
を
用
い
る
こ
と
で
多
元
的
世
界

観
に
色
づ
け
さ
れ
た
︑
日
本
的
利
益
を
優
先
さ
せ
る
新
秩
序
の
模
索
で
あ
っ

た
﹂
と
す
る
︒
つ
ま
り
佐
藤
は
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
﹁
近
代
主
義
的
世
界
観

へ
の
批
判
の
先
駆
﹂
と
し
て
評
価
し
つ
つ
︑
﹁
結
局
は
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
恣
意
性
に
彩
ら
れ
た
彼
ら
の
た
め
の
﹁
科
学
﹂
の
推
進
に
す
ぎ

な
か
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
る⑧
︒

著
者
も
﹁
日
本
地
政
学
﹂
が
日
本
の
主
体
性
を
明
確
に
し
︑
﹁
そ
の
存
在

そ
の
も
の
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判
・
植
民
地
主
義
批
判
た
り
得
て
い
た
﹂

と
し
︑
﹁
当
時
日
本
に
存
在
し
た
他
の
地
政
学
と
は
異
な
り
︑
人
間
の
意
志

や
精
神
や
感
情
の
領
域
ま
で
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
性
格
を
有
し
﹂
︑

﹁
そ
れ
自
体
は
人
間
精
神
の
重
視
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
︑
一
概
に
否
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
評
価
す
る
︒
著
者
は
そ
れ
が
﹁
日
本
の
絶
対
性
を

確
信
す
る
あ
ま
り
︑
日
本
の
行
為
を
相
対
化
す
る
視
点
を
欠
い
﹂
た
と
し
つ

つ
も
︑
﹁
終
戦
﹂
に
よ
る
地
政
学
の
断
絶
が
﹁
戦
後
︑
地
理
学
研
究
に
お
け

る
主
体
性
の
議
論
を
忌
避
さ
せ
た
﹂
一
因
と
な
っ
た
と
す
る
︒

い
ず
れ
の
論
考
も
︑
小
牧
が
主
張
し
た
﹁
欧
米
帝
国
主
義
へ
の
抵
抗
と
し

て
の
地
政
学
﹂
と
い
う
側
面
を
﹁
主
体
的
な
世
界
観
﹂
の
提
示
と
し
て
評
価

し
て
い
る
︒
確
か
に
帝
国
主
義
国
家
ご
と
に
構
想
さ
れ
た
多
様
な
地
政
学
に

は
い
ず
れ
の
帝
国
に
も
一
元
化
さ
れ
な
い
多
元
的
な
世
界
が
含
意
さ
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
日
本
が
主
導
し
た
﹁
共
栄
圏
﹂
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
多
元
的

世
界
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
︒
帝
国
主
義
国
家
の
対
立
の
中
で
立
ち
上
が
る

国
家
や
帝
国
が
︑
そ
の
内
部
領
域
に
お
い
て
も
多
元
的
世
界
の
原
理
を
貫
徹

す
る
こ
と
は
困
難
で
︑
内
部
統
合
強
化
の
た
め
の
社
会
文
化
的
一
元
化
の
力

学
が
働
く
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
︒

﹁
日
本
地
政
学
﹂
も
ま
た
︑
佐
藤
の
い
う
﹁
萌
芽
と
危
険
性
﹂
︑
あ
る
い

は
著
者
が
い
う
﹁
光
と
影
﹂
の
並
存
で
は
な
く
︑
外
に
は
世
界
の
多
元
化
の
︑

内
に
は
植
民
地
支
配
と
い
う
一
元
化
の
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
矛
盾
を
不
可
避
的

に
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
久
武
哲
也
は
︑
﹁
日
本

地
政
学
﹂
に
お
け
る
ハ
ワ
イ
の
見
方
に
︑
米
国
に
よ
る
先
住
民
排
除
と
植
民

地
化
を
批
判
し
︑
植
民
地
化
以
前
の
﹁
本
然
の
姿
﹂
へ
の
回
復
を
主
張
し
な

が
ら
︑
ハ
ワ
イ
へ
の
日
本
人
移
民
の
促
進
と
日
本
に
よ
る
植
民
地
化
を
構
想

す
る
と
い
う
︑
統
治
論
理
の
﹁
反
転
﹂
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る⑨
︒

重
層
化
す
る
空
間
の
統
治
に
関
す
る
構
想
に
は
︑
構
想
自
体
の
両
義
性
︑

つ
ま
り
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
ご
と
に
構
想
の
様
相
︵
是
非
︶
が
一
八
〇
度
異
な

っ
て
見
え
る
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
ス
ケ
ー
ル
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
﹂
と
呼

ば
れ
る⑩
︒
つ
ま
り
︑
重
層
化
し
た
い
ず
れ
の
空
間
︵
世
界
か
︑
共
栄
圏
か
︶

を
見
る
か
で
地
政
学
の
相
貌
︵
見
え
方
︶
が
反
転
す
る
の
で
あ
る
︒
地
政
学

を
全
体
的
に
評
価
す
る
に
は
︑
こ
う
し
た
立
体
的
・
重
層
的
に
構
成
さ
れ
た

空
間
統
治
の
論
理
と
し
て
も
︑
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

そ
の
点
で
は
︑
哲
学
京
都
学
派
を
代
表
す
る
西
田
幾
多
郎
が
一
九
四
三
年

に
軍
部
に
提
出
し
た
﹁
世
界
新
秩
序
の
原
理
﹂
に
は
︑
多
元
的
な
世
界
秩
序

に
至
る
過
渡
的
形
態
と
し
て
︑
日
本
が
主
導
す
る
﹁
東
亜
共
栄
圏
﹂
が
構
想

さ
れ
て
お
り
︑
多
様
性
を
持
つ
﹁
東
亜
﹂
を
取
り
結
ぶ
﹁
工
夫
﹂
と
し
て
︑
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﹁
八
紘
為
宇
﹂
を
掲
げ
る
﹁
皇
道
﹂
の
原
理
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る⑪
︒
欧
米

列
強
の
支
配
に
対
抗
し
て
︑
ア
ジ
ア
と
い
う
多
様
で
広
大
な
空
間
を
統
治
す

る
論
理
を
構
築
す
る
な
ら
︑
こ
の
種
の
原
理
的
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
が
︑

﹁
日
本
地
政
学
﹂
は
こ
の
点
で
ど
う
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

本
書
に
沿
う
な
ら
ば
︑
小
牧
グ
ル
ー
プ
の
一
連
の
著
作
は
﹁
無
自
覚
な
一

元
論
﹂
︑
﹁
実
証
性
の
欠
如
﹂
︑
﹁
日
本
の
優
越
感
に
基
づ
く
独
善
的
記
述
﹂
と

し
て
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
﹁
日
本
地
政

学
﹂
と
は
新
世
界
秩
序
構
築
へ
の
構
想
と
し
て
は
お
よ
そ
論
理
性
や
実
効
性

を
備
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
著
者
は
小
牧
の
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
活
動
の
組
織
的
性
格
︑
提
示
し
た
地
政
学
的
世
界
観
の
独
自
性
︑

地
理
学
に
よ
る
社
会
的
実
践
へ
の
参
与
と
い
っ
た
点
を
評
価
し
て
い
る
︒
著

者
の
﹁
日
本
地
政
学
﹂
評
価
は
︑
こ
の
よ
う
に
是
と
非
の
間
を
大
き
く
振
れ

る
傾
向
が
あ
り
︑
そ
の
真
意
を
や
や
捉
え
に
く
く
し
て
い
る
︒

第
Ⅱ
部
で
の
︑
帝
国
主
義
の
前
線
に
派
遣
さ
れ
た
地
理
学
者
︑
宮
川
と
増

田
そ
れ
ぞ
れ
の
意
欲
と
葛
藤
の
描
写
は
大
変
興
味
深
い
︒
﹁
満
州
国
﹂
お
い

て
︑
彼
ら
の
地
政
学
的
世
界
観
が
︑
科
学
の
主
体
性
と
実
践
性
︑
有
機
体
的

国
家
と
植
民
地
と
の
関
係
︑
あ
る
い
は
日
本
の
対
外
政
策
と
学
問
観
の
変
化

を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
過
程
は
︑
植
民
地
と
地
理
学
︵
者
︶
と
の
関
係
を
浮

き
彫
り
に
す
る
︒

な
か
で
も
評
者
の
目
を
引
い
た
の
は
︑
宮
川
が
﹁
満
州
の
地
政
学
﹂
を
構

想
す
る
中
で
︑
本
国
の
﹁
日
本
地
政
学
﹂
が
持
つ
皇
道
主
義
を
批
判
し
て
い

た
点
や
︑
中
国
人
学
生
に
よ
る
彼
の
講
義
評
価
が
芳
し
く
な
か
っ
た
点
な
ど
︑

帝
国
の
周
辺
︵
植
民
地
︶
で
構
想
さ
れ
た
地
政
学
に
は
︑
そ
の
中
心
で
構
築

さ
れ
た
も
の
と
や
や
異
な
っ
た
様
相
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

第
Ⅰ
部
の
記
述
か
ら
は
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂
形
成
に
お
い
て
地
理
学
教
室

主
任
教
授
の
座
に
あ
る
小
牧
の
力
は
絶
大
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
戦
時

下
と
は
い
え
数
年
の
間
に
︑
教
室
出
身
の
研
究
者
や
所
属
学
生
を
﹁
日
本
地

政
学
﹂
の
下
に
束
ね
て
い
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
︑
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
軍

部
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
手
腕
を
鑑
み
れ
ば
︑

確
か
に
小
牧
は
集
合
的
な
研
究
体
制
を
確
立
・
推
進
し
︑
そ
の
成
果
を
広
く

社
会
に
普
及
し
て
い
く
力
量
を
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

同
時
に
︑
こ
う
し
た
彼
の
資
質
は
︑
総
合
地
理
研
究
会
外
の
地
政
学
研
究

者
︑
そ
し
て
学
内
の
哲
学
京
都
学
派
や
探
検
地
理
学
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
と
の

距
離
も
作
り
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
非
科
学
性
に

対
す
る
数
々
の
批
判
に
対
し
て
︑
小
牧
が
ま
と
も
に
反
論
し
た
形
跡
も
あ
ま

り
見
当
た
ら
な
い
︒
満
州
で
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
批
判
し
た
宮
川
に
小
牧
は

冷
淡
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
︑
地
理
学
教
室
や
総
合
地
理
研
究
会
の
メ
ン

バ
ー
の
中
で
小
牧
に
対
す
る
異
論
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
気

に
な
る
︒
平
時
な
ら
︑
同
じ
分
野
に
複
数
の
研
究
者
が
存
在
す
れ
ば
︑
討
論

や
相
互
批
判
を
通
し
て
学
問
は
磨
か
れ
う
る
︒
し
か
し
﹁
日
本
地
政
学
﹂
に
︑

こ
れ
ら
周
辺
か
ら
の
相
対
化
を
通
し
た
︑
学
問
と
し
て
の
自
己
成
長
が
あ
り

得
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
本
書
か
ら
も
窺
い
知
れ
な
い
︒
資
料
的
に
可
能
で

あ
れ
ば
︑
﹁
科
学
の
社
会
学
﹂
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
も
期
待
さ
れ
る
︒

加
え
て
︑
本
書
は
﹁
日
本
地
政
学
﹂
を
形
成
・
普
及
し
︑
植
民
地
に
ま
で

波
及
さ
せ
た
研
究
者
た
ち
の
目
線
を
通
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
対
象
や
資
料
の
性
格
か
ら
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
こ

か
ら
導
出
さ
れ
る
の
は
植
民
者
側
の
地
政
学
史
で
あ
る
︒
唯
一
の
例
外
は
︑

宮
川
の
講
義
を
受
け
た
中
国
人
学
生
た
ち
が
そ
の
内
容
に
反
発
し
た
と
い
う

回
想
の
部
分
で
あ
る
︒
著
者
は
引
用
し
た
回
想
録
に
つ
い
て
﹁
中
国
人
の
回

想
に
は
戦
後
の
政
治
体
制
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
﹂
と
留
保
す
る
が
︑
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こ
う
し
た
人
々
の
声
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
は
︑
植
民
者
の
地
政
学
史
を
限
定

的
に
せ
よ
﹁
多
声
化
﹂
す
る
こ
と
に
繫
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
︒

＊

評
者
は
か
つ
て
﹁
政
治
の
地
理
学
﹂
︵
研
究
と
し
て
の
政
治
地
理
学
︶
と

﹁
地
理
学
の
政
治
﹂
︵
実
践
と
し
て
の
応
用
地
理
学
︶
は
相
互
に
関
わ
る
が

混
同
で
き
な
い
と
記
し
た
こ
と
が
あ
る⑫
︒
後
者
は
﹁
地
政
学
﹂
と
言
い
換
え

て
も
良
い
︒
一
九
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
成
立
し
た
政
治
地
理
学
は
︑
国

家
有
機
体
説
や
環
境
決
定
論
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
︑
地
政
学
へ
と
変
貌
し
て

い
く
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
戦
後
に
地
政
学
は
途
絶
し
︑
始
祖
た
る
政
治
地

理
学
も
そ
の
道
連
れ
と
な
る
︒
一
九
八
〇
年
代
に
英
米
を
中
心
に
復
興
す
る

政
治
地
理
学
は
︑
こ
う
し
た
地
政
学
の
批
判
的
再
検
討
を
経
て
﹁
政
治
の
地

理
学
﹂
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る
︒

も
し
﹁
日
本
地
政
学
﹂
が
︑
著
者
が
再
三
強
調
す
る
よ
う
に
﹁
科
学
性
は

低
い
が
実
践
性
は
高
い
﹂
学
知
と
し
て
再
評
価
さ
れ
得
る
の
で
あ
れ
ば
︑

﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
実
践
性
は
そ
の
科
学
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
﹁
学
﹂
と
は
修
辞
で
あ
り
︑
実
態
は
地
政
言
説
の

生
産
︑
つ
ま
り
政
治
的
行
為
と
な
る
︒
で
あ
れ
ば
︑
﹁
日
本
地
政
学
﹂
の
実

践
性
の
評
価
と
は
︑
そ
の
﹁
︵
地
︶
政
治⑬
﹂
と
し
て
の
評
価
に
他
な
ら
な
い
︒

そ
し
て
︑
こ
の
︵
地
︶
政
治
は
植
民
地
主
義
︑
皇
道
主
義
︑
民
族
主
義
な
ど

を
含
み
︑
そ
れ
な
し
に
当
時
の
軍
関
係
者
に
注
目
さ
れ
た
り
︑
大
衆
に
受
容

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
今
西
錦
司
ら
に
よ
る
﹁
日
本

地
政
学
﹂
の
科
学
性
へ
の
厳
し
い
批
判
を
み
る
と
︑
こ
こ
で
の
実
践
性
と
は

科
学
性
の
欠
如
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る⑭
︒
科
学
性
と
実
践
性

を
ト
レ
ー
ド
オ
フ
と
し
た
点
で
︑
評
者
に
と
っ
て
﹁
日
本
地
政
学
﹂
は
一
種

の
﹁
反
面
教
師
﹂
で
あ
り
︑
現
在
の
地
理
学
は
そ
こ
か
ら
貴
重
な
歴
史
的
教

訓
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
多
様
な
史
料
を
駆
使
し
た
重
厚
な
本
書
を
読
み
通
す
の
は
決
し

て
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
︑
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
﹁
日
本
地
政

学
﹂
の
実
態
に
こ
こ
ま
で
著
者
が
迫
っ
た
こ
と
は
︑
敬
服
に
値
す
る
︒
ま
た
︑

今
後
も
未
解
明
の
領
野
に
取
り
組
も
う
と
す
る
著
者
に
対
し
て
大
き
な
エ
ー

ル
を
贈
り
た
い
︒

①

大
阪
市
立
大
学
地
理
学
教
室
編
﹃
空
間
・
社
会
・
地
理
思
想
﹄
六
号
︑
二
〇
〇

一
年
︒

②

遠
城
明
雄
﹁
柴
田
陽
一
著
﹃
帝
国
日
本
と
地
政
学

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期

に
お
け
る
地
理
学
者
の
思
想
と
実
践
﹄
清
文
堂
︑
二
〇
一
六
年
﹂
人
文
地
理
六
八

巻
三
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
七
四

-
三
七
五
頁
︒

③

川
合
一
郎
﹁
柴
田
陽
一
著
﹃
帝
国
日
本
と
地
政
学

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争

期
に
お
け
る
地
理
学
者
の
思
想
と
実
践
﹄
清
文
堂
︑
二
〇
一
六
年
﹂
歴
史
地
理
学

五
八
巻
五
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
九

-
四
二
頁
︒

④

山
﨑
孝
史
﹃
政
治
・
空
間
・
場
所

﹁
政
治
の
地
理
学
﹂
に
向
け
て
︻
改
訂

版
︼
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
四
三

-
一
四
六
頁
︒

⑤

山
﨑
孝
史
﹁
地
政
学
の
相
貌
に
つ
い
て
の
覚
書
﹂
現
代
思
想
四
五
巻
一
八
号
︑

二
〇
一
七
年
︑
五
一

-
五
九
頁
︒

⑥

山
﨑
孝
史
﹁
地
理
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
政
治
地
理
学
﹂
人
文
地
理
五
八
巻
四

号
︑
二
〇
〇
六
年
︑
四
一

-
六
二
頁
︒

⑦

﹁
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
﹂
と
い
う
表
現
は
以
下
の
論
考
が
用
い
︑
著
者
が
そ

の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
︒
小
林
茂
・
鳴
海
邦
匡
﹁
綜
合
地
理
研
究
会
と
皇
戦
会

柴
田
陽
一
﹁
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
戦
略
研
究
に
お
け
る
地
理
学
者
の

役
割
﹂
の
批
判
的
検
討
﹂
歴
史
地
理
学
五
〇
巻
四
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
〇

-
四

七
頁
︒

⑧

佐
藤
健
﹁
日
本
に
お
け
る
地
政
学
思
想
の
展
開

戦
前
地
政
学
に
見
る
萌
芽

84 (628)



と
危
険
性
﹂
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
一
巻
︑

二
〇
〇
五
年
︑
一
二
七
頁
︒

⑨

久
武
哲
也
﹁
ハ
ワ
イ
は
小
さ
な
満
州
国

日
本
地
政
学
の
系
譜
︵
承
前
︶
﹂

現
代
思
想
二
八
巻
一
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
六
〇

-
八
二
頁
︒

⑩

山
﨑
孝
史
﹁
知
事
・
市
長
意
見
交
換
会
の
言
説
分
析
か
ら
み
た
大
阪
都
構
想
﹂

市
政
研
究
一
七
三
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
八
四

-
九
四
頁
︒

⑪

前
掲
山
崎
︑
二
〇
一
七
年
︑
五
六

-
五
七
頁
︒

⑫

前
掲
山
崎
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
一
九
頁
︒

⑬

地
政
学
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
の

G
e
o
p
o
litik
︑
英
語
の

g
e
o
p
o
litic
s︑
中
国

語
の
地
縁
政
治
は
い
ず
れ
も
﹁
大
地
に
関
わ
る
政
治
＝
地
政
治
﹂
と
い
う
意
味
を

含
む
︒

⑭

山
野
正
彦
﹁
探
検
と
地
政
学

大
戦
期
に
お
け
る
今
西
錦
司
と
小
牧
実
繁
の

志
向
﹂
人
文
研
究
五
一
巻
一
二
分
冊
︑
一
九
九
九
年
︑
一

-
三
二
頁
︒

︵
Ａ
�
判

ⅷ
＋
四
二
一
頁

二
〇
一
六
年
三
月

清
文
堂

九
六
〇
〇
円
＋
税
︶

︵
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
︶

書 評

85 (629)


