
小
林
和
幸
著

﹃
﹁
国
民
主
義
﹂
の
時
代

明
治
日
本
を
支
え
た
人
々

﹄
吉

田

武

弘

は

じ

め

に

か
つ
て
坂
野
潤
治
氏
は
︑
政
治
史
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
著
作
の
﹁
あ
と

が
き
﹂
に
︑
次
の
よ
う
に
記
し
た①
︒

保
守
的
国
家
主
義
者
の
典
型
と
教
え
こ
ま
れ
て
き
た
谷
干
城
が
︑
明
治

二
十
年
代
後
半
以
後
に
は
︑
星
亨
や
板
垣
退
助
よ
り
も
は
る
か
に
民
主

的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
真
に
お
ど
ろ
き
で
あ
っ
た
︒
谷
干
城
と

幸
徳
秋
水
が
一
時
期
と
は
い
え
共
に
行
動
し
て
い
た
こ
と
も
︑
歴
史
の

複
雑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
事
実
で
あ
っ
た
︒

谷
干
城
に
代
表
的
な
よ
う
に
︑
明
治
期
の
政
界
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
民
党
と

も
藩
閥
政
府
の
主
流
派
と
も
異
な
る
独
自
の
動
き
を
見
せ
た
人
々
が
存
在
す

る
︒
従
来
の
研
究
は
︑
彼
ら
を
指
し
て
︑
﹁
守
旧
派
﹂
や
﹁
保
守
派
﹂
な
ど

と
称
し
︑
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
坂
野
氏
が
率
直
な
﹁
お

ど
ろ
き
﹂
を
表
明
し
て
か
ら
︑
半
世
紀
近
い
時
間
が
た
つ
今
日
に
お
い
て
も
︑

こ
う
し
た
人
々
を
政
治
史
上
に
位
置
づ
け
る
作
業
が
十
分
に
行
わ
れ
て
き
た

か
と
い
え
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対

し
︑
本
書
の
著
者
・
小
林
和
幸
氏
は
︑
貴
族
院
に
お
け
る
﹁
硬
派
﹂
の
子
細

な
検
討②
︑
あ
る
い
は
谷
干
城
の
個
人
研
究③
な
ど
を
通
じ
て
︑
彼
ら
を
政
治
史

上
に
位
置
付
け
る
貴
重
な
成
果
を
続
々
と
発
表
し
て
こ
ら
れ
た
︒
序
章
に
よ

れ
ば
︑
こ
う
し
た
人
々
は
﹁
公
議
輿
論
﹂
政
治
の
導
入
過
程
に
お
い
て
︑
明

治
政
府
の
指
導
者
や
民
権
運
動
と
並
ぶ
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
︒
彼
ら
は
︑

専
制
に
は
し
り
が
ち
な
藩
閥
政
府
︑
過
激
に
傾
き
や
す
い
民
権
運
動
の
双
方

を
抑
制
し
︑
﹁
国
家
と
国
民
全
体
の
利
益
︵
公
共
の
利
益
︶
を
守
る
行
動
﹂

︵
一
一
頁
︶
と
自
ら
の
運
動
を
位
置
付
け
て
多
様
な
立
場
か
ら
結
集
し
︑
国

民
の
意
思
に
よ
っ
て
課
題
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
︒
本
書
は
︑
こ

の
人
々
を
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
︑
一
つ
の
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
し

て
捉
え
︑
こ
こ
に
視
座
を
お
く
こ
と
で
﹁
従
来
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
日
本
の
多
様
な
姿
﹂
︵
一
五
頁
︶
を
論

じ
よ
う
と
し
た
成
果
で
あ
る
︒

一

本

書

の

内

容

ま
ず
︑
本
書
の
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
で
論
評
の
前
提
と
し
た
い
︒
本
書

の
章
立
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

序

天
皇
と
群
臣
の
誓
い

﹁
天
皇
親
政
﹂
﹁
公
議
輿
論
﹂

一
︑
︻
結
集
︼
民
権
︑
藩
閥
政
府
と
の
対
峙

﹁
中
正
不
偏
﹂

二
︑
︻
模
索
︼
条
約
改
正
反
対
運
動

﹁
和
而
不
同
﹂

三
︑
︻
構
築
︼
帝
国
議
会
の
開
設

﹁
至
公
至
平
﹂

四
︑
︻
対
峙
︼
条
約
励
行
問
題
と
日
清
戦
争

﹁
正
論
讜
議
﹂

五
︑
︻
連
携
︼
千
島
・
沖
縄
問
題
と
足
尾
鉱
毒
事
件

﹁
日
月
無
私
燭
﹂

六
︑
︻
拡
散
︼
そ
れ
ぞ
れ
の
日
露
開
戦

﹁
至
誠
憂
国
﹂

結

明
治
の
終
焉

﹁
不
羈
独
立
﹂

は
じ
め
に
触
れ
た
序
章
に
続
き
︑
一
章
で
は
︑
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
の
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政
府
へ
の
提
出
を
契
機
に
︑
﹁
公
議
輿
論
﹂
の
実
現
を
目
指
す
動
き
が
活
発

化
し
て
く
る
な
か
で
﹁
国
民
主
義
﹂
派
が
徐
々
に
﹁
結
集
﹂
し
て
い
く
様
子

が
描
か
れ
る
︒
彼
ら
は
︑
一
方
で
あ
る
べ
き
﹁
真
民
権
﹂
の
姿
を
め
ぐ
っ
て

民
権
派
と
競
合
し
︑
ま
た
一
方
で
民
情
に
あ
わ
な
い
政
策
を
す
す
め
る
藩
閥

政
府
を
追
及
し
て
立
憲
制
へ
の
移
行
を
う
な
が
す
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
︒

と
く
に
明
治
一
四
年
政
変
を
ひ
と
つ
の
契
機
に
中
正
党
が
結
成
さ
れ
る
と
︑

こ
う
し
た
人
々
は
こ
こ
に
結
集
し
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
流
れ
が
徐
々
に
形
づ

く
ら
れ
て
い
く
︒
そ
れ
は
政
府
と
民
権
派
の
間
に
位
置
し
て
独
特
の
存
在
感

を
放
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
中
正
党
を
軸
と
し
た
結
束
こ
そ
長
続
き
し
な
か
っ

た
も
の
の
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
に
基
づ
く
行
動
原
理
は
不
動
で
あ
り
︑
彼
ら
は

ほ
ど
な
く
﹁
再
結
集
﹂
し
て
い
く
と
い
う
︒

二
章
で
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
中
核
に
あ
っ
た
人
々
の
洋
行
経
験
と
︑
条

約
改
正
問
題
を
核
に
﹁
国
民
主
義
﹂
が
再
び
結
集
し
て
い
く
様
子
が
論
じ
ら

れ
る
︒
谷
干
城
ら
﹁
三
将
軍
﹂
は
︑
一
四
年
政
変
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
洋
行
の

機
会
を
得
た
︒
と
く
に
谷
は
︑
こ
う
し
た
経
験
か
ら
︑
あ
ら
た
め
て
自
ら
の

立
場
を
﹁
真
正
の
立
憲
政
体
﹂
の
中
に
見
出
し
︑
表
面
的
な
﹁
西
洋
化
﹂
で

は
な
く
政
治
の
﹁
西
洋
化
﹂
を
主
張
し
て
い
く
︒
こ
う
し
た
考
え
は
︑
井
上

馨
ら
が
主
導
す
る
条
約
改
正
へ
の
反
対
運
動
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
︒
政
治

を
国
民
的
基
礎
の
上
に
お
い
て
こ
そ
︑
対
等
条
約
も
可
能
に
な
る
と
し
た
谷

ら
の
運
動
は
︑
広
範
な
人
々
を
ゆ
る
や
か
に
連
携
さ
せ
︑
こ
れ
に
よ
り
﹁
国

民
主
義
﹂
の
あ
り
方
を
よ
り
明
白
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
三

大
事
件
建
白
運
動
や
大
同
団
結
運
動
︑
大
隈
重
信
に
よ
る
条
約
改
正
反
対
運

動
な
ど
へ
と
引
き
継
が
れ
︑
や
が
て
帝
国
議
会
の
場
で
結
実
す
る
こ
と
が
見

通
さ
れ
る
︒

三
章
で
は
︑
﹁
国
民
主
義
派
﹂
の
立
憲
政
治
観
を
確
認
し
つ
つ
︑
帝
国
議

会
開
設
後
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
国
民
主

義
﹂
に
連
な
る
人
々
は
︑
枢
密
院
で
の
憲
法
審
議
に
お
い
て
も
活
躍
し
た
︒

彼
ら
の
意
見
は
︑
決
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
︑
議
会
の
権
限
や
国
民
の

権
利
に
多
大
な
関
心
を
払
う
な
ど
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
的
立
場
か
ら
立
憲
政
治

の
導
入
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
︒
か
く
し
て
開
始
さ
れ
た
立
憲

政
治
の
下
︑
谷
ら
は
︑
国
民
主
義
を
十
分
に
根
付
か
せ
ら
れ
な
か
っ
た
衆
議

院
で
は
な
く
︑
貴
族
院
に
主
な
活
動
場
所
を
求
め
て
い
く
︒
彼
ら
は
︑
貴
族

院
に
あ
っ
て
民
党
と
政
府
を
共
に
匡
正
し
つ
つ
︑
議
会
で
の
議
論
を
通
じ
て

﹁
真
正
の
国
論
﹂
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
選

挙
干
渉
へ
の
態
度
や
政
治
的
自
由
の
確
保
を
目
指
す
活
動
へ
と
つ
な
が
り
︑

成
果
を
あ
げ
て
い
っ
た
と
い
う
︒

四
章
で
は
︑
第
四
議
会
後
か
ら
本
格
化
す
る
政
府
と
自
由
党
の
接
近
を
受

け
︑
そ
れ
に
反
発
す
る
勢
力
が
﹁
国
民
主
義
﹂
を
結
節
点
に
︑
広
い
範
囲
を

巻
き
込
む
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
時
期
が
描
か
れ
る
︒
こ
う
し
た
運
動
は
︑

通
説
と
異
な
り
単
純
に
対
外
硬
と
し
て
く
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
︒
こ
こ
で
は
︑
彼
ら
が
﹁
自
主
的
外
交
・
責
任
内
閣
﹂
と
い
っ
た
大
目
標

を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
も
︑
た
と
え
ば
同
じ
条
約
励
行
論
で

も
内
地
雑
居
自
体
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
日
本
が
条
約
上
の
権
利
す
ら
履
行

で
き
な
い
こ
と
を
問
題
と
す
る
立
場
が
存
在
し
た
こ
と
や
︑
日
清
戦
争
の
勃

発
後
に
お
い
て
も
︑
谷
が
冷
静
な
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘

さ
れ
︑
一
面
的
評
価
の
相
対
化
が
は
か
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
方
向
性
の
多
様

さ
は
︑
日
清
戦
後
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑
諸
政
党
が
軍
備
拡
張
に
同
意

し
た
り
︑
ま
た
﹁
自
主
外
交
﹂
を
超
え
た
大
陸
進
出
を
主
張
す
る
者
が
あ
ら

わ
れ
た
り
す
る
一
方
︑
谷
ら
は
国
際
協
調
の
立
場
か
ら
軍
拡
に
も
否
定
的
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
︒

書 評
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五
章
で
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
が
も
つ
︑
国
民
の
公
平
な
取
り
扱
い
や
不
利

益
か
ら
の
救
済
を
重
視
し
︑
政
党
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
の
意
思
を
国
政

に
反
映
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
一
面
が
検
討
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
通
常
の
回

路
で
は
回
収
し
に
く
い
﹁
民
意
﹂
を
す
く
い
あ
げ
る
運
動
は
︑
︵
直
接
に
は

千
島
に
お
け
る
拓
殖
民
保
護
問
題
を
指
し
て
の
表
現
だ
が
︶
﹁
実
際
に
見
て

報
告
す
る
者
︑
そ
れ
を
伝
え
る
者
︑
情
報
を
政
治
的
な
意
見
書
と
し
て
示
す

者
︑
議
会
の
場
で
国
民
の
世
論
と
し
て
政
治
へ
の
反
映
を
目
指
す
者
に
よ
っ

て
成
立
﹂
︵
一
七
五
頁
︶
し
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
は
︑
千
島
に
お
け
る
拓
殖

民
の
保
護
︑
沖
縄
に
お
け
る
人
頭
税
の
問
題
︑
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
へ
の
対

応
な
ど
の
例
を
引
き
つ
つ
︑
こ
う
し
た
連
携
に
﹁
国
民
主
義
﹂
が
果
た
し
た

役
割
が
論
じ
ら
れ
る
︒

六
章
で
は
︑
隈
板
内
閣
の
成
立
か
ら
日
露
戦
争
に
い
た
る
時
期
を
対
象
に
︑

﹁
国
民
主
義
﹂
に
連
な
っ
た
人
々
が
︑
徐
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
へ
と
﹁
拡

散
﹂
し
て
い
く
経
過
が
論
じ
ら
れ
る
︒
藩
閥
と
政
党
︵
と
く
に
旧
自
由
党
︶

の
接
近
が
進
む
な
か
で
︑
谷
ら
は
地
租
増
徴
反
対
運
動
を
展
開
す
る
が
︑
北

清
事
変
の
勃
発
︑
立
憲
政
友
会
の
結
成
な
ど
も
あ
り
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
派
中

に
は
︑
対
外
硬
の
色
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
政
友
会
を
基
礎
と
す

る
第
四
次
伊
藤
内
閣
と
貴
族
院
と
が
衝
突
す
る
背
景
と
な
り
︑
対
露
同
志
会

な
ど
の
結
成
へ
も
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
う
し
た
人
々
と

軍
備
拡
張
反
対
を
貫
く
谷
ら
と
の
距
離
は
徐
々
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
や

が
て
時
代
が
日
露
開
戦
へ
と
進
み
︑
国
民
レ
ベ
ル
で
の
対
外
硬
化
が
お
こ
る

な
か
で
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
は
︑
分
か
れ
拡
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
︒

最
後
に
結
で
は
︑
日
露
戦
争
を
経
て
﹁
国
民
主
義
﹂
派
の
多
く
が
﹁
外
に

帝
国
主
義
﹂
的
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
と
し
つ
つ
も
︑
中
に
は
﹁
﹁
帝
国
主

義
﹂
な
し
の
﹁
立
憲
主
義
﹂
と
い
う
も
う
一
つ
の
選
択
肢
﹂
︵
二
五
一
頁
︶

を
追
求
す
る
者
も
存
在
し
た
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑

明
治
の
末
期
頃
か
ら
大
正
に
か
け
て
︑
明
治
を
通
じ
て
﹁
国
民
主
義
﹂
が
果

た
し
た
役
割
も
政
党
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
が
対
外

硬
と
共
に
有
し
て
い
た
﹁
も
う
一
つ
﹂
の
側
面
が
発
揮
さ
れ
る
か
否
か
は
︑

政
党
の
成
長
に
託
さ
れ
た
と
の
展
望
を
示
し
つ
つ
本
書
は
締
め
く
く
ら
れ
て

い
る
︒

二

本

書

の

成

果

以
上
の
よ
う
な
内
容
か
ら
な
る
本
書
に
よ
る
成
果
は
き
わ
め
て
大
き
い
︒

ま
ず
何
よ
り
指
摘
す
べ
き
は
︑
従
来
﹁
保
守
派
﹂
・
﹁
国
粋
主
義
﹂
と
い
っ
た

評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
々
を
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
か
ら
問
い
直
す
こ
と
で
︑
明
治
政
治
史
上
に
再
定
位
し
て
み
せ
た
こ

と
で
あ
る
︒
本
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
従
来
の
研
究
が
政
府
や
民
権
運
動
︑

民
党
な
ど
に
偏
っ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
う
し
た
成
果
は
新
た
な
歴

史
像
を
ひ
ら
く
も
の
と
い
え
よ
う
︒
し
か
も
︑
本
書
が
対
象
と
す
る
﹁
国
民

主
義
﹂
は
︑
単
一
の
団
体
︑
指
導
者
を
も
た
ず
︑
通
常
の
政
治
勢
力
で
は
あ

り
え
な
い
広
が
り
を
有
し
て
い
た
︵
一
三

一
四
頁
︶
︒
そ
の
意
味
で
︑
決

し
て
単
純
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
対
象
で
あ
り
︑
従
来
の
研
究
が
彼
ら
を
十
分

に
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
所
以
も
︑
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
こ

れ
に
対
し
本
書
は
︑
こ
う
し
た
運
動
に
結
集
し
た
人
々
を
︑
無
理
に
一
面
的

に
描
く
こ
と
は
せ
ず
︑
そ
の
多
様
性
を
丁
寧
に
追
い
つ
つ
も
︑
一
方
で
﹁
国

民
主
義
﹂
を
核
と
す
る
ゆ
る
や
か
な
連
携
が
発
揮
し
た
力
を
提
示
す
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
︑
本
書
が
提
起
す
る
﹁
国
民
と

国
家
︑
国
権
主
義
と
平
和
主
義
︑
国
粋
主
義
と
西
洋
化
﹂
と
い
っ
た
﹁
自
明
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化
さ
れ
た
対
立
図
式
﹂
︵
一
五
頁
︶
へ
の
問
い
直
し
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

ま
た
︑
﹁
国
民
主
義
︵
者
︶
﹂
の
主
た
る
拠
点
の
一
つ
が
貴
族
院
で
あ
っ
た

こ
と
も
興
味
深
い
︒
恒
常
的
な
集
団
と
は
い
え
な
い
﹁
国
民
主
義
﹂
の
運
動

に
お
い
て
は
例
外
的
に
︑
貴
族
院
で
は
︑
会
派
と
い
う
組
織
形
態
を
と
っ
て
︑

運
動
の
中
心
人
物
た
ち
が
一
定
の
影
響
力
を
発
揮
し
た④
︒
五
章
で
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
運
動
は
︑
通
常
の
回
路
で
は
吸
い
上
げ
に
く

い
人
々
の
︑
民
意
や
権
利
を
﹁
代
表
﹂
す
る
方
向
に
も
向
け
ら
れ
た
が
︑
こ

う
し
た
活
動
の
一
角
は
﹁
議
会
の
場
で
国
民
の
世
論
と
し
て
政
治
へ
の
反
映

を
目
指
す
者
﹂
︵
一
七
五
頁
︶
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
そ
れ
が

可
能
で
あ
っ
た
の
は
︑
貴
族
院
に
お
け
る
彼
ら
の
影
響
力
に
よ
る
部
分
が
大

き
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
本
書
は
︑
﹁
国
民
代
表
﹂
を
衆
議

院
に
局
限
し
て
描
き
が
ち
な
従
来
の
歴
史
像
に
対
し
︑
よ
り
多
様
な
回
路
の

存
在
を
提
示
し
た
と
い
え
︑
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
代
表
制
の
あ
り
方
を
再

考
す
る
上
で
も
重
要
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
︒

も
っ
と
も
︑
本
書
が
描
く
﹁
国
民
主
義
︵
者
︶
﹂
が
果
た
し
た
役
割
は
︑

一
昔
前
の
国
民
国
家
論
な
ど
に
の
っ
と
れ
ば
︑
あ
る
い
は
人
々
を
国
家
へ
と

回
収
す
る
動
き
の
一
例
と
し
て
︑
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
︑
我
々
は
そ
う
し
た
運
動
に
よ
っ
て
た
し
か
に
救
わ
れ
た
人
が

い
る
こ
と
に
も
思
い
を
は
せ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か⑤
︒
か
か
る
運
動
は
︑

均
一
で
あ
る
べ
き
﹁
国
民
﹂
と
い
う
思
想
を
源
泉
と
し
て
こ
そ
成
立
し
た
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
複
雑
さ
を
い
と
わ
ず
国
民
国
家
が
果
た
す
機
能
を
多
層
的
に

位
置
づ
け
る
歴
史
像
の
構
築
こ
そ
今
日
の
研
究
段
階
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ

ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
も
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い
う
切
り
口
は
重
要
な
示
唆
を
含

む
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

三

批

判

と

展

望

と
は
い
え
︑
気
に
な
っ
た
点
も
少
な
く
な
い
︒
そ
れ
は
本
書
の
キ
ー
概
念

で
あ
る
﹁
国
民
主
義
﹂
の
捉
え
方
に
対
す
る
疑
問
に
集
約
さ
れ
る
が
︑
以
下
︑

い
く
つ
か
の
論
点
に
分
け
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒

第
一
に
問
い
た
い
の
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
性
格
規
定
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
︒
本
書
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
を
﹁
国
民
全
体
の
利
益
︵
公
共
の
利
益
︶

を
守
る
行
動
﹂
と
す
る
︵
一
一
頁
︶
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
意
識
が
彼
ら

の
自
覚
的
な
行
動
理
念
と
し
て
︑
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
あ
る
ま
い
︒
し
か
し
︑
い
さ
さ
か
一
般
論
的
に
な
る
が
︑
﹁
国
家
・
国
民

の
た
め
﹂
と
い
う
意
識
は
︑
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
も
書
か
れ
る
通
り
︑
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
政
治
ア
ク
タ
ー
が
共
有
し
て
い
た
も
の
と
も
い
え
る
︵
二
六
二

頁
︶
︒
む
し
ろ
︑
本
書
が
い
う
﹁
国
民
主
義
﹂
の
特
徴
を
求
め
る
と
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
行
動
様
式
の
方
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
専
制
に

傾
く
藩
閥
政
府
﹂
と
﹁
民
権
派
の
過
激
な
主
張
や
行
動
﹂
の
双
方
を
﹁
抑

制
﹂
し
よ
う
と
し
た
点
︵
一
一
頁
︶
︑
言
い
換
え
れ
ば
二
つ
の
政
治
勢
力
と

の
距
離
の
と
り
方
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
あ
る
勢
力
や
政
策
と
の
距
離
に
基
づ

く
結
集
と
い
う
運
動
形
態
は
︑
本
書
に
明
ら
か
な
と
お
り
︑
﹁
国
民
主
義
﹂

が
政
治
的
立
場
を
異
に
す
る
広
い
範
囲
の
人
々
を
糾
合
す
る
結
節
点
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
得
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
逆
に
い
え
ば
こ

う
し
た
運
動
が
力
を
発
揮
す
る
の
は
︑
た
と
え
ば
特
定
の
方
向
性
に
反
対
す

る
と
い
っ
た
よ
う
な
形
で
︑
小
異
を
捨
て
ら
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
や
す
い
︒

﹁
国
民
主
義
﹂
を
結
節
点
と
す
る
運
動
が
︑
様
々
な
時
期
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
つ
つ
も
︑
具
体
的
な
政
策
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
て
い
く
こ
と
を
繰
り

返
す
の
は
︑
こ
の
た
め
と
い
え
よ
う
︒
本
書
は
﹁
国
民
主
義
﹂
が
考
え
方
の

書 評
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異
な
る
諸
勢
力
を
ま
と
め
る
結
節
点
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
が
︑
政
策

の
内
容
と
い
う
よ
り
︑
相
手
と
の
距
離
に
基
づ
い
て
連
携
す
る
﹁
国
民
主

義
﹂
の
性
質
は
︑
幅
広
い
集
結
を
可
能
と
し
た
反
面
︑
そ
の
結
束
の
﹁
脆

さ
﹂
に
も
つ
な
が
り
や
す
い
︒
こ
う
し
た
両
面
を
と
も
に
視
野
に
入
れ
た
性

格
規
定
の
上
で
こ
そ
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い
う
分
析
概
念
が
意
味
を
も
ち
得

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

そ
こ
で
︑
一
点
目
と
も
関
わ
る
が
︑
第
二
の
疑
問
点
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂

を
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
書
は
︑

﹁
明
治
を
通
じ
て
あ
る
程
度
長
期
的
に
︑
そ
の
政
治
社
会
史
の
流
れ
の
中
で
︑

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
々
が
︑
異
な
っ
た
課
題
で
︑
連
携
・
結
集
す
る
政
治

勢
力
﹂
と
し
て
﹁
国
民
主
義
﹂
を
捉
え
る
こ
と
を
掲
げ
る
︵
一
一
頁
︶
︒
課

題
ご
と
に
結
集
し
た
メ
ン
バ
ー
も
同
一
で
は
な
い
多
様
な
人
々
を
︑
ひ
と
つ

の
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
し
て
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
﹁
国
民
の
利
益
﹂

の
重
視
と
い
っ
た
最
大
公
約
数
を
想
定
す
れ
ば
こ
そ
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
点
か
ら
﹁
国
民
主
義
﹂
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は

難
し
い
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
本
書
に
登
場
す
る
人
々
を
︑
ひ
と
つ
の
﹁
政
治
勢

力
﹂
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
可
否
に
も
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

は
な
い
か
︒
そ
も
そ
も
﹁
国
民
の
利
益
﹂
が
実
の
と
こ
ろ
多
様
に
し
か
あ
り

え
な
い
以
上
︑
本
書
が
い
う
﹁
国
民
主
義
﹂
は
︑
﹁
反
国
民
﹂
的
な
動
き
を

仮
定
し
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
性
格
を
考
え
れ
ば
︑

や
は
り
﹁
国
民
主
義
﹂
を
通
常
の
意
味
に
お
け
る
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
捉
え
る

こ
と
の
妥
当
性
は
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
書
で
は

﹁
国
民
主
義
﹂
を
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
表
現
す
る
場
合
と
︑
﹁
運
動
﹂
と
表
現

す
る
場
合
が
混
在
す
る
が
︑
そ
れ
は
や
は
り
﹁
政
治
勢
力
﹂
と
い
う
よ
り
︑

特
定
の
課
題
に
向
け
た
﹁
運
動
﹂
と
み
て
こ
そ
本
質
を
捉
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

三
点
目
と
し
て
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
に
対
外
硬
と
は
異
な
る
可
能
性
を
強
調

す
る
本
書
の
議
論
が
ど
の
程
度
有
効
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
あ
げ
た
い
︒
本

書
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
対
外
硬
的
性
格
を
︑
谷
干
城
ら

を
例
に
引
き
つ
つ
相
対
化
し
︑
﹁
外
に
帝
国
主
義
﹂
と
は
異
な
る
可
能
性
が

そ
こ
に
あ
り
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
た
し
か
に
こ
う
し
た
視
点
は
︑
﹁
国

民
主
義
﹂
に
集
っ
た
人
々
の
多
様
性
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
意
味
で

重
要
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
的

結
集
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
反
国
民
﹂
・
﹁
反
国
家
﹂
の
存
在
を
仮
定
し
て
こ
そ
成

り
立
つ
︒
こ
う
し
た
性
格
は
︑
そ
の
批
判
対
象
が
︑
専
制
的
な
政
府
や
﹁
私

利
﹂
に
汲
々
と
す
る
政
党
に
向
く
限
り
︑
﹁
﹁
公
議
輿
論
﹂
政
治
の
実
現
と
公

共
の
利
益
の
発
展
に
寄
与
﹂
︵
一
三
頁
︶
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
か
も
し

れ
な
い
︒
し
か
し
︑
一
度
そ
の
批
判
対
象
が
﹁
外
政
﹂
に
向
い
た
場
合
︑

﹁
反
国
家
︵
日
本
︶
﹂
と
の
距
離
を
特
徴
と
す
る
だ
け
に
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
が

対
外
硬
と
親
和
性
を
示
す
の
は
︑
や
は
り
避
け
が
た
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ

う
し
た
傾
向
を
谷
の
よ
う
な
例
外
的
に
も
み
え
る
議
論
の
存
在
を
も
っ
て
相

対
化
す
る
こ
と
が
︑
ど
の
程
度
有
効
な
の
か
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
す
こ
し
慎

重
な
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
書
が
﹁
国
民
主
義
﹂
の
対
外
硬

的
側
面
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
︑
そ
の
多
く
は
谷
に
主
語
を
お
く
こ

と
で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
谷
の
議
論
の
独

自
性
は
彼
の
政
治
的
位
置
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
し
︑
彼
が

﹁
国
民
主
義
﹂
の
主
た
る
指
導
者
の
一
人
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
間
違
い

な
い
︒
し
か
し
︑
谷
の
議
論
の
特
徴
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
自
体
の
可
能
性
と

い
う
よ
り
︑
彼
が
最
終
的
に
﹁
国
民
主
義
﹂
の
主
流
か
ら
分
離
す
る
に
至
っ

た
原
因
と
し
て
こ
そ
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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以
上
︑
三
点
に
わ
た
っ
て
﹁
国
民
主
義
﹂
の
捉
え
方
に
関
す
る
評
者
な
り

の
疑
問
点
を
あ
げ
て
み
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
決
し
て
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い

う
視
点
が
も
つ
意
味
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
最
後
に
︑
先
に

あ
げ
た
指
摘
点
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
と

き
に
ひ
ら
け
る
展
望
の
一
例
を
考
え
る
こ
と
で
結
び
に
か
え
た
い
︒

本
書
は
︑
明
治
末
期
頃
か
ら
﹁
国
民
主
義
﹂
が
そ
の
担
い
手
を
政
党
に
移

し
て
い
く
と
す
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
の
政
党
が
代
表
す
る
﹁
利
益
﹂
の
内
容

も
よ
り
多
様
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
政
党
に
よ
る
﹁
国
民
主
義
﹂

の
内
容
は
︑
お
の
ず
か
ら
明
治
の
﹁
国
民
主
義
﹂
と
は
別
物
で
あ
る
︒
本
書

の
叙
述
が
明
治
末
期
を
下
限
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
︒
そ

れ
で
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
的
運
動
と
の
関
連
で
大
正
以
降
を
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
か
︒
本
書
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
三
浦
梧
楼
を

例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う⑥
︒

彼
は
大
正
期
に
お
い
て
も
活
躍
を
み
せ
︑
と
く
に
政
党
政
治
の
擁
護
者
と

し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
︒
た
と
え
ば
第
二
次
護
憲
運
動
に
お
い
て
護
憲
三

派
の
橋
渡
し
役
を
つ
と
め
た
こ
と
な
ど
は
有
名
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
彼
が

目
指
し
た
﹁
政
党
政
治
﹂
の
内
容
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
こ
こ

で
子
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
彼
が
活
躍
す
る
の
は
︑
護
憲

三
派
の
例
に
象
徴
的
な
よ
う
に
︑
諸
政
党
が
立
場
を
超
え
て
団
結
す
る
よ
う

な
場
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
彼
の
主
眼
が
早
く
か
ら
﹁
軍
備
︑

外
交
︑
財
政
︑
こ
の
三
点
に
対
す
る
一
定
の
国
策
を
樹
立
し
て
︑
誰
が
政
局

に
立
っ
て
も
︑
こ
れ
だ
け
は
動
か
ぬ
よ
う
に
決
定
し
て
お
き
た
い
﹂
と
い
う

点
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
と
大
き
く
関
わ
る⑦
︒
す
な
わ
ち
根
本
的
な
﹁
国

策
﹂
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
る
国
家
の
一
体
性
確
保
こ
そ
彼
の
望
む
と
こ
ろ

で
あ
り
︑
政
党
政
治
も
そ
の
延
長
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
三
浦
は

大
正
初
頭
に
お
い
て
そ
の
実
現
を
元
老
に
期
待
し
つ
つ
も
︑
次
第
に
政
党
の

連
合
に
期
待
を
か
け
て
い
く
︒
そ
の
連
合
が
官
僚
内
閣
や
中
間
内
閣
に
対
す

る
距
離
感
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う⑧
︒
こ
う
し
た

根
本
国
策
に
お
い
て
各
勢
力
の
﹁
私
利
﹂
を
排
除
し
︑
国
家
の
方
向
を
一
定

化
さ
せ
よ
う
と
す
る
発
想
︑
ま
た
そ
の
実
現
を
特
定
の
政
治
勢
力
と
の
距
離

に
よ
る
結
束
に
求
め
る
あ
り
方
は
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
特
徴
を
多
く
受
け
継

い
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
と
す
れ
ば
︑
﹁
国
民
主
義
﹂
の
流
れ
は
︑
一
般

的
な
政
党
全
般
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
こ
う
し
た
一
定
の
内
容
を
含
む
運
動

に
こ
そ
つ
な
が
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
政
治
状

況
の
差
違
は
最
大
限
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
こ
う
し
た

視
座
に
立
て
ば
明
治
終
焉
以
降
に
お
け
る
﹁
国
民
主
義
﹂
の
流
れ
を
よ
り
直

接
的
に
追
求
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
大
正
期
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
︑
本
書
が
提
示
し
て
く
れ
た
視
野
を

よ
り
広
げ
る
上
で
有
意
義
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
思
い
つ
く
ま
ま
に
雑
感
を
書
き
連
ね
て
し
ま
っ
た
が
︑
そ
れ
も
本

書
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
ゆ
え
で
あ
り
︑
著
者
の
ご
海
容
を

乞
い
た
い
︒
か
か
る
成
果
が
︑
一
般
の
読
者
層
に
も
触
れ
や
す
い
選
書
と
い

う
形
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
︑
世
の
歴
史
像
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
︑

そ
れ
だ
け
で
も
本
書
の
価
値
は
ゆ
る
ぎ
な
い
と
い
え
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
後
学

に
と
っ
て
の
必
読
書
と
な
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
排
外
主
義
や
政
府
支
持
で
あ
ら
ね
ば
﹁
愛
国
﹂
に
あ
ら

ず
︑
と
で
も
い
い
た
げ
な
風
潮
が
ま
か
り
通
る
今
日
︑
谷
ら
を
は
じ
め
︑
明

治
の
﹁
国
民
主
義
︵
者
︶
﹂
に
思
い
を
は
せ
て
み
る
の
も
意
義
深
い
こ
と
な
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の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

①

坂
野
潤
治
﹃
明
治
憲
法
体
制
の
確
立

富
国
強
兵
と
民
力
休
養
﹄
︵
東
京
大

学
出
版
会
︑
一
九
七
一
︶
︑
二
四
六
頁
︒

②

代
表
的
成
果
と
し
て
︑
小
林
和
幸
﹃
明
治
立
憲
政
治
と
貴
族
院
﹄
︵
吉
川
弘
文

館
︑
二
〇
〇
二
︶
な
ど
が
あ
る
︒

③

ま
と
ま
っ
た
成
果
と
し
て
︑
小
林
和
幸
﹃
谷
干
城

憂
国
の
明
治
人
﹄
︵
中

央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
一
︶
な
ど
が
あ
る
︒

④

貴
族
院
に
お
け
る
﹁
国
民
主
義
﹂
派
︵
硬
派
︶
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
﹃
明
治
立

憲
政
治
と
貴
族
院
﹄
も
参
照
︒

⑤

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
本
書
と
視
点
が
異
な
る
も
の
の
︑
国
民
国
家
論
の
射
程

を
論
じ
た
次
の
問
い
か
け
を
思
い
起
こ
す
の
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
︒
﹁
天
上
の
高
み
︑
永
遠
の
相
か
ら
愚
昧
な
人
間
の
い
と
な
み
を
眺
め

る
の
と
︑
地
に
は
い
つ
く
ば
り
︑
寸
地
で
も
世
の
為
人
の
為
に
前
進
し
よ
う
と
す

る
の
と
︑
ど
ち
ら
が
歴
史
的
に
物
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
︑
中
々
判
断
が
難

し
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
︵
宮
地
正
人
﹃
通
史
の
方
法

岩

波
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
批
判
﹄
︑
名
著
刊
行
会
︑
二
〇
一
〇
︑
一
一
二

一

一
三
頁
︶
︒

⑥

な
お
︑
以
下
三
浦
に
つ
い
て
は
︑
西
飯
朋
香
氏
の
研
究
よ
り
多
大
な
示
唆
を
受

け
た
︒

⑦

三
浦
梧
楼
﹃
観
樹
将
軍
回
顧
録
﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
八
︑
原
著
は
政
教

社
︑
一
九
二
五
︶
︑
三
六
三
頁
︒

⑧

以
上
は
︑
同
前
︑
三
六
一

三
八
二
頁
な
ど
を
参
照
︒

︵
四
六
判

二
六
三
頁

K
A
D
O
K
A
W
A

二
〇
一
七
年
二
月

税
別
一
七
〇
〇
円
︶

︵
立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
専
門
研
究
員
︶

130 (770)


