
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
夢

﹁
文
明
国
標
準
﹂
の
帝
国
日
本
の
国
際
秩
序
観

酒

井

一

臣

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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⌇
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⌇
⌇
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⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇

⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇

【
要
約
】

一
九
世
紀
︑
欧
米
諸
国
は
国
際
社
会
を
形
成
し
た
︒
こ
の
国
際
社
会
へ
の
参
入
基
準
が
文
明
国
標
準
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
近
代
日
本
の
国
際

秩
序
観
の
特
徴
を
︑
文
明
国
標
準
論
の
視
点
か
ら
通
観
す
る
︒
文
明
国
標
準
は
︑
国
家
機
構
や
法
制
度
だ
け
で
は
な
く
慣
習
や
価
値
観
も
西
洋
文
明
化
す

る
こ
と
を
要
求
し
た
︒
日
本
は
︑
西
洋
文
明
受
容
を
大
前
提
と
し
た
文
明
国
標
準
の
帝
国
と
し
て
の
発
展
を
め
ざ
し
た
︒
日
本
は
文
明
国
標
準
の
ル
ー
ル

の
変
更
に
も
従
っ
た
が
︑
人
種
の
壁
は
越
え
が
た
い
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
文
明
国
標
準
に
ど
ん
な
に
忠
実
で
あ
っ
て
も
対
等
に
扱
わ
れ
な

い
こ
と
へ
の
不
満
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
日
本
が
西
洋
国
際
秩
序
の
否
定
を
伴
う
新
秩
序
構
想
を
唱
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
︒
し
か
し
︑
日
本
は
︑
西

洋
文
明
を
批
判
し
つ
つ
も
︑
日
本
が
ア
ジ
ア
の
盟
主
で
あ
る
根
拠
と
し
て
︑
西
洋
文
明
の
受
容
に
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
結

局
︑
日
本
は
帝
国
主
義
の
枠
組
み
か
ら
抜
け
出
せ
ず
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
よ
う
に
︑
一
九
世
紀
型
の
文
明
国
標
準
の
夢
を
追
っ
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
一
号

二
〇
一
九
年
一
月

は

じ

め

に

本
号
の
特
集
課
題
は
﹁
文
明
﹂
で
あ
る
︒
た
い
へ
ん
大
き
な
課
題
で
あ
る
た
め
︑
ま
ず
本
稿
に
お
け
る
文
明
概
念
の
意
味
を
説
明
し
た
い
︒

本
稿
で
は
︑
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
観
に
文
明
概
念
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
を
考
察
す
る
が
︑
こ
の
場
合
の
文
明
と
は
︑
中
国
文
明

も
あ
れ
ば
イ
ス
ラ
ム
文
明
も
あ
る
と
い
う
相
対
的
な
文
明
で
は
な
く
︑
人
類
が
進
歩
の
到
達
点
に
向
か
っ
て
い
く
と
の
発
想
を
前
提
に
︑
そ
の
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最
先
端
に
あ
る
唯
一
無
二
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
西
洋
文
明
の
こ
と
で
あ
る
︒
幕
末
に
は
じ
ま
る
西
洋
文
明
受
容
の
な
か
で
︑
civiliza-

tion
に
は
﹁
文
明
﹂
と
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
︑
西
洋
の
文
物
導
入
が
文
明
開
化
と
称
さ
れ
︑
も
て
は
や
さ
れ
た
が
︑
こ
こ
で
い
う
文
明
が
西
洋

文
明
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
ず
︑
ま
た
西
洋
文
明
に
対
抗
す
る
別
の
文
明
が
あ
る
と
い
う
発
想
は
︑
少
な
く
と
も
明
治
の
文
明
開
化
の
時
期
に

は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
用
い
る
文
明
と
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
西
洋
諸
国
が
世
界
的
に

最
も
影
響
力
を
も
っ
た
時
代
を
背
景
と
し
た
特
定
の
意
味
を
も
っ
た
概
念
で
あ
る①
︒

と
こ
ろ
で
近
代
日
本
の
西
洋
文
明
受
容
は
︑
日
本
近
代
史
の
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
日
本
史
研
究
に
社
会
史
の
手
法
が
取
り

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
制
度
や
可
視
的
な
文
物
だ
け
で
な
く
︑
心
性
や
身
体
の
領
域
に
ま
で
西
洋
文
明
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り②
︑
先
行
研
究
は
汗
牛
充
棟
の
観
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
多
く
の
研
究
は
︑
西
洋
文
明
を
日
本
が
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
人
︵
社

会
︶
が
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
︑
も
し
く
は
何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
重
点
が
あ
り
︑
日
本
の
対
外
政
策
や
対
外
観
に
西

洋
文
明
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
観
点
の
研
究
は
少
な
い③
︒
ま
た
︑
外
交
史
研
究
で
も
政
策
決
定
過
程
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
︑
文
明
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い④
︒
西
洋
文
明
が
日
本
社
会
に
与
え
た
衝
撃
は
︑
思
想
史
や
文

学
論
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が⑤
︑
こ
の
場
合
も
や
は
り
日
本
社
会
の
内
実
に
せ
ま
る
も
の
が
多
い
︒
く
わ
え
て
︑
西
洋
文
明
の

影
響
と
い
う
観
点
で
は
︑
不
平
等
条
約
の
改
正
に
成
功
し
日
本
が
一
応
﹁
文
明
国
﹂
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
清
戦
争
あ
た
り
ま
で
が

研
究
対
象
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
明
治
維
新
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
戦
期
ま
で
の
期
間
で
︑
西
洋
文
明
が
日
本
の
対
外
政
策
︑
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
に
お
け
る
日
本
の
帝
国
形
成
に
与
え
た
影
響
を
︑
こ
の
点
を
考
察
す
る
に
適
し
た
特
徴
的
な
史
料
を
紹
介
し
つ
つ
論
じ
て
い
き
た
い
︒

そ
の
際
︑
﹁
文
明
国
標
準
﹂
︵
以
下
カ
ギ
括
弧
省
略
︶
と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
︒
文
明
国
標
準
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
詳
述

す
る
が
︑
こ
の
概
念
で
日
本
の
近
代
を
通
観
す
れ
ば
︑
日
本
は
﹁
文
明
国
﹂
と
認
め
ら
れ
た
後
も
︑
西
洋
文
明
と
の
距
離
感
に
悩
ま
さ
れ
つ
づ

け
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
日
本
が
西
洋
文
明
と
対
峙
す
る
な
か
で
ど
の
よ
う
な
国
際
秩
序
観
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑

ドン・キホーテの夢（酒井）
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日
本
が
文
明
国
に
な
っ
た
時
点
で
終
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑
戦
前
期
だ
け
で
は
な
く
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
翻
弄
さ
れ
て

い
る
現
在
の
日
本
に
も
通
じ
る
論
点
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る
︒

第
二
章
で
は
︑
日
本
の
国
際
認
識
の
原
型
を
︑
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
考
察
す
る
︒
和
魂
洋
才
と
い
っ
た
議
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
︑
圧
倒
的
な
西
洋
文
明
の
力
の
前
に
︑
精
神
の
部
分
で
は
日
本
は
負
け
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
︑
自
己
全
否
定
を
さ
け
る
た
め
の
言
説
が
︑

そ
の
後
も
日
本
の
西
洋
文
明
観
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
︒

第
三
章
で
は
︑
日
本
が
帝
国
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
西
洋
文
明
を
強
く
意
識
し
た
文
明
国
標
準
の
帝
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒

第
四
章
で
は
︑
文
明
国
標
準
論
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
︑
標
準
と
さ
れ
る
ル
ー
ル
じ
た
い
が
変
更
さ
れ
る
事
態
に
対
し
︑
日
本
が
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
の
か
を
論
じ
る
︒

第
五
章
で
は
︑
国
際
社
会
の
大
前
提
で
あ
る
主
権
国
家
を
否
定
す
る
論
理
の
な
か
で
︑
日
本
の
新
秩
序
構
想
・
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
を
位
置

づ
け
︑
日
本
が
西
洋
文
明
を
否
定
し
な
が
ら
︑
日
本
の
ア
ジ
ア
支
配
の
根
拠
を
西
洋
文
明
受
容
に
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
矛
盾
の
意
味
を
探
り
た
い
︒

①

西
洋
文
明
概
念
の
意
味
と
︑
そ
れ
が
国
際
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
︑

B
rett
B
ow
den,T
he
E
m
pire
of
C
ivilization,C
hicago
U
ni.Press,2009.

文
明
開
化
に
つ
い
て
は
︑
牧
原
憲
夫
﹁
文
明
開
化
論
﹂
﹃
岩
波
講
座
日
本
通
史
一

六
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
年
︑
苅
部
直
﹁
文
明
開
化
論
﹂
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴

史
一
五
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︒

②

牧
原
憲
夫
﹃
文
明
国
を
め
ざ
し
て
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
八
年
︒

③

文
明
と
い
う
観
点
で
は
な
い
が
︑
日
本
史
学
の
立
場
か
ら
国
際
秩
序
論
を
扱
っ

た
研
究
と
し
て
︑
小
林
啓
治
﹃
国
際
秩
序
の
形
成
と
近
代
日
本
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
〇
二
年
︑
同
﹃
総
力
戦
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
︑

伊
香
俊
哉
﹃
近
代
日
本
と
戦
争
違
法
化
体
制
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
が
代

表
的
な
も
の
で
あ
る
︒

④

日
本
外
交
史
の
分
野
で
国
際
秩
序
論
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
︑
酒
井
哲
哉
﹃
近

代
日
本
の
国
際
秩
序
論
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒

⑤

ア
ジ
ア
に
お
け
る
思
想
の
連
関
と
い
う
観
点
か
ら
︑
文
明
を
含
め
広
範
に
論
じ

た
も
の
と
し
て
︑
山
室
信
一
﹃
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇

〇
一
年
が
あ
る
︒
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第
一
章

文

明

国

標

準

い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
に
よ
り
︑
西
欧
諸
国
が
対
等
な
主
権
国
家
の
並
列
的
な
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
時
代
は
︑
同
時
に
西
欧

諸
国
が
植
民
地
帝
国
を
世
界
大
に
拡
張
し
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
︒
西
欧
諸
国
は
︑
主
権
国
家
体
制
に
よ
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
白
人
の

国
家
に
よ
る
国
際
社
会
︵
fam
ily
of
nations︶
を
形
成
し
︑
帝
国
の
拡
張
に
伴
い
︑
非
西
欧
地
域
に
も
西
欧
国
際
社
会
の
ル
ー
ル
を
適
用
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
ル
ー
ル
の
適
用
に
際
し
て
︑
対
等
に
扱
う
か
否
か
を
決
め
る
基
準
が
文
明
国
標
準
︵
the
standard
of
C
ivilization
︶
で
あ
る
︒

C
ivilization
が
大
文
字
で
は
じ
ま
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
場
合
の
文
明
国
と
は
︑
ほ
か
に
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
唯
一
の

西
洋
文
明
の
基
準
に
達
し
て
い
る
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

文
明
国
標
準
の
概
念
を
包
括
的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
ゴ
ン
の
研
究
が
あ
る
︒
ゴ
ン
が
非
西
欧
世
界
へ
の
文
明
国
標
準
の
適
応
に
着
目
し

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に①
︑
文
明
国
標
準
は
︑
制
度
や
価
値
観
が
似
通
っ
て
い
る
欧
米
諸
国
間
で
は
問
題
に
な
る
も
の
で
は
な
く
︑
他

者
と
し
て
の
非
西
欧
世
界
と
の
関
係
性
の
上
で
重
要
に
な
る
概
念
で
あ
る
︒
ゴ
ン
は
︑
文
明
国
標
準
に
達
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
次
の
諸
点

が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る②
︒

一

基
本
的
な
権
利
を
と
く
に
外
国
人
に
た
い
し
て
保
障
す
る
こ
と
︒

二

効
率
的
な
国
家
運
営
と
自
衛
の
で
き
る
政
治
機
構
を
も
っ
て
い
る
こ
と
︒

三

戦
時
を
含
め
︑
国
際
法
を
受
け
入
れ
︑
か
つ
い
か
な
る
法
域
に
お
い
て
も
公
正
さ
が
保
障
さ
れ
た
国
内
法
制
を
も
っ
て
い
る
こ
と
︒

四

つ
ね
に
適
切
な
外
交
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
際
シ
ス
テ
ム
で
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
︒

五

殉
死
・
一
夫
多
妻
・
隷
属
な
ど
文
明
的
で
な
い
慣
習
を
捨
て
︑
文
明
国
が
受
け
入
れ
て
い
る
規
範
や
慣
行
に
従
う
こ
と
︒

一
か
ら
四
は
︑
法
制
や
政
治
機
構
の
整
備
で
対
応
で
き
る
が
︑
問
題
は
五
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
価
値
観
や
慣
習
の
面
で
も
西
洋
化
す
る
こ
と
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が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
西
欧
の
価
値
観
の
背
景
に
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
非
キ
リ
ス
ト
教
地
域
に
と
っ
て
は
︑
信
仰
の
よ
う

な
精
神
面
ま
で
西
洋
化
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
制
度
的
な
西
洋
化
も
大
き
な
負
担
だ
っ
た
が
︑
五
の
点
は
非
西
洋
地
域
の
人
び
と
の

伝
統
や
誇
り
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
︑
文
明
国
標
準
へ
の
反
発
の
原
因
と
な
っ
た
︒

文
明
国
標
準
の
問
題
点
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
︒
こ
の
基
準
に
は
表
裏
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
ゴ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
引
き
継
い
で
議
論
を

展
開
し
た
鈴
木
章
悟
が
強
調
す
る
よ
う
に
︑
文
明
国
標
準
に
は
︑
ゴ
ン
が
挙
げ
る
よ
う
な
文
明
国
の
﹁
理
想
﹂
の
面
が
あ
る
一
方
︑
文
明
国
は

力
に
よ
っ
て
非
西
洋
諸
国
を
従
わ
せ
植
民
地
に
す
る
と
い
う
帝
国
主
義
の
面
が
あ
っ
た③
︒
西
洋
諸
国
が
西
洋
文
明
を
誇
れ
る
の
は
︑
植
民
地
支

配
に
よ
る
実
力
の
誇
示
と
経
済
的
搾
取
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
文
明
国
の
理
想
と
帝
国
支
配
の
現
実
は
表
裏
一
体
の
関
係
だ
っ

た
︒
鈴
木
は
︑
日
本
や
中
国
の
エ
リ
ー
ト
は
︑
文
明
国
標
準
の
理
想
に
あ
こ
が
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
帝
国
の
実
態
を
も
見
抜
い
た
上
で
文
明
国

標
準
に
適
応
す
べ
く
行
動
し
た
と
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
問
題
だ
っ
た
の
は
︑
文
明
国
標
準
に
は
︑
何
を
も
っ
て
文
明
的
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
厳
格
な
規
則
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
文

明
国
が
文
明
だ
と
す
る
も
の
が
文
明
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
文
明
国
側
の
都
合
が
悪
く
な
れ
ば
︑
基
準
じ
た
い
が
変
更
さ
れ
た
︒
文
明
国
を

め
ざ
す
日
本
の
よ
う
な
国
は
︑
﹁
競
技
規
則④
﹂
が
変
わ
る
た
び
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
日
本
が
最
初
に
学
ん
だ
国
際
社

会
の
ル
ー
ル
で
は
︑
文
明
国
が
非
文
明
と
さ
れ
た
地
域
に
植
民
地
を
広
げ
る
帝
国
主
義
は
︑
外
交
政
策
の
基
本
と
さ
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
古

典
外
交
こ
そ
が
基
準
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
し
だ
い
に
文
明
国
に
と
っ
て
植
民
地
支
配
が
負
担
と
な
る
に
つ
れ
︑
帝
国
間
対
立
の
緩
和
の
た
め
︑

国
家
主
権
の
無
制
限
な
行
使
を
抑
制
し
て
国
際
機
関
に
よ
る
世
界
平
和
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
現
れ
た
︒
こ
う
し
た
発
想
は
︑
第
一
次

世
界
大
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
新
外
交
方
針
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た⑤
︒
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
民
族
自
決
を
打
ち
出
し
た
上
に
︑
外

交
の
民
主
化
こ
そ
が
新
た
な
文
明
の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
強
調
し
た
︒
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
理
想
を
ど
う
評
価
す
る
か
別
に
し
て
︑
こ
れ
は
明
ら
か
な

文
明
国
標
準
の
変
更
で
あ
っ
た
︒
く
わ
え
て
︑
ア
メ
リ
カ
は
理
想
を
掲
げ
つ
つ
も
︑
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
撤
回
せ
ず
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
勢
力

圏
に
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た
︒
第
四
章
で
み
る
よ
う
に
︑
当
時
の
日
本
は
新
外
交
を
﹁
世
界
の
大
勢
﹂
で
あ
る
と
し
て
順
応
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に
努
め
た
が
︑
既
得
権
益
の
維
持
と
新
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
を
つ
け
よ
う
と
苦
悩
し
た
︒

文
明
国
標
準
の
最
大
の
問
題
は
︑
文
明
と
非
文
明
を
区
分
す
る
線
と
人
種
に
よ
る
線
引
き
︵
global
colour
line
︶
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る⑥
︒
西
洋
文
明
を
担
っ
て
い
た
の
は
白
人
で
あ
っ
た
︒
啓
蒙
思
想
で
は
︑
白
人
こ
そ
が
文
明
を
支
え
る
高
い
理
性
の
持
ち
主
で
︑
有
色
人
種

は
劣
っ
て
い
る
た
め
︑
西
洋
文
明
を
理
解
で
き
な
い
存
在
と
さ
れ
た⑦
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
黄
色
人
種
で
あ
る
日
本
人
は
︑
最
初
か
ら
文
明
国

標
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
文
明
国
の
支
配
す
る
国
際
社
会
の
な
か
で
日
本
が
地
位
を
上
げ
る
た
め
に
は
︑
文

明
国
と
非
文
明
国
を
区
別
す
る
線
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
日
本
が
︑
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
西
洋
文
明
を
受
容
し
た
の
も
︑
こ
の
線
を
越

え
る
た
め
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
制
度
や
価
値
観
は
そ
れ
な
り
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
肌
の
色
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
だ
っ
た
︒

不
平
等
条
約
の
改
正
に
成
功
し
て
文
明
国
の
仲
間
入
り
を
し
た
と
思
っ
た
後
に
も
︑
人
種
の
壁
は
立
ち
は
だ
か
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒

あ
ら
た
め
て
ま
と
め
る
と
︑
文
明
国
標
準
に
よ
る
国
際
秩
序
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
︒

一

西
欧
諸
国
を
頂
点
と
す
る
文
明

未
開

野
蛮
と
い
う
階
層
構
造
だ
っ
た
こ
と
︒

二

文
明
の
基
準
は
︑
普
遍
的
な
基
準
で
は
な
く
︑
西
洋
の
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
︒

三

文
明
と
そ
れ
以
外
を
分
け
る
線
引
き
に
人
種
に
よ
る
線
引
き
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
︒

四

主
権
国
家
体
制
を
原
則
と
す
る
が
︑
国
際
社
会
の
運
営
の
規
則
が
文
明
国
の
都
合
で
変
更
さ
れ
た
こ
と
︒

文
明
国
標
準
に
基
づ
く
国
際
秩
序
が
階
層
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
近
代
の
日
本
の
よ
う
な
未
開
か
ら
文
明
を
め
ざ
す
国
に
︑
自
国
と
同
じ

有
色
人
種
の
他
国
と
の
差
異
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
日
本
だ
け
は
ほ
か
の
有
色
人
種
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
文
明
国
入

り
を
果
た
す
と
︑
階
層
構
造
に
従
い
︑
西
洋
諸
国
が
非
西
洋
諸
国
を
見
下
す
の
と
同
じ
視
線
を
共
有
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑

帝
国
日
本
が
ア
ジ
ア
を
支
配
す
る
根
拠
は
︑
同
文
同
種
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
主
義
的
な
言
説
を
用
い
て
は
い
た
が
︑
根
源
に
は
日
本
が
西
洋
文
明

受
容
に
成
功
し
た
文
明
国
で
あ
る
こ
と
が
伏
流
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

さ
ら
に
は
︑
文
明
の
受
容
が
西
洋
世
界
の
価
値
観
や
慣
習
の
受
容
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
非
西
洋
地
域
で
は
︑
外
国
語
を
習
得
し
て
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西
洋
体
験
も
で
き
た
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と
の
格
差
は
非
常
に
大
き
く
な
っ
た
︒
日
本
の
よ
う
な
文
明
化
に
成
功
し
た
国
の
エ
リ
ー
ト
は
︑
西
洋

人
が
有
色
人
種
を
み
る
の
と
同
じ
よ
う
な
視
線
で
自
国
の
大
衆
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
国
際
社
会
に
お
け
る
文
明
国
標
準
の
階
層
性
が
日
本

の
国
内
に
も
波
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
大
衆
の
な
か
に
︑
西
洋
の
文
物
に
あ
こ
が
れ
な
が
ら
も
反
発
を
感
じ
る
反
西
洋
主

義
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た⑧
︒
ま
た
︑
そ
れ
は
日
本
外
交
に
お
け
る
国
際
協
調
推
進
の
障
害
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

く
わ
え
て
︑
文
明
国
標
準
が
人
種
の
壁
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
明
治
以
来
西
洋
文
明
を
必
死
で
身
に
つ
け
た
日
本
の
よ
う
な
非

白
人
の
国
に
は
許
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
社
会
の
根
本
的
な
改
革
も
行
い
︑
ル
ー
ル
の
変
更
に
も
従
い
︑
一
等
国
と
し
て
認
知
し
て
ほ
し

い
と
要
求
し
て
も
︑
人
種
が
違
う
か
ら
無
理
だ
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
日
本
に
と
っ
て
徒
労
感
と
絶
望
を
も
た
ら
し
た
︒

そ
の
と
き
︑
日
本
は
西
欧
国
際
体
制
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
︑
無
謀
な
戦
争
を
選
択
し
た
︒
し
か
し
︑
新
し
い
国
際
秩
序
と
し
て

掲
げ
ら
れ
た
大
東
亜
共
栄
圏
も
日
本
が
指
導
国
で
あ
る
理
由
は
︑
文
明
国
標
準
的
な
意
味
で
日
本
が
文
明
国
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
︒
そ
の
姿

は
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
想
起
さ
せ
る
が
︑
本
論
で
は
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
単
に
﹁
ま
ぬ
け
﹂
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
る
だ
け
で
は
な

く
︑
そ
こ
に
文
明
国
標
準
の
帝
国
で
あ
っ
た
日
本
の
本
質
的
な
あ
り
よ
う
を
重
ね
て
み
て
い
き
た
い
︒
次
章
以
下
で
は
︑
時
代
の
流
れ
に
そ
っ

て
︑
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
観
と
外
交
政
策
の
展
開
を
本
章
で
論
じ
た
文
明
国
標
準
の
論
理
に
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
く
︒

①

G
errit
W
.
G
ong,
T
he
Standard
of
‘C
ivilizaiton’in
International

Society,
C
larendon
Press,1984.
ゴ
ン
は
︑
非
西
欧
世
界
の
事
例
と
し
て
︑

中
国
と
日
本
と
シ
ャ
ム
︵
タ
イ
︶
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
近
年
の
動
向
と
し
て
︑

D
avid
P.F
idler,‘T
he
R
eturn
of
the
standard
of
C
ivilizaiton’,C
hicago

Journal
of
International
L
aw
,2-1,2001,G
errit
W
.G
ong,‘Standard
of

C
ivilization
today’,
in
M
ehdi
M
ozaffari
ed.,
G
lobalization
and

C
ivilization,
R
outledge,2002,
C
p.4,
B
arry
B
uzan,‘T
he
‘Standard
of

C
ivilization’
as
an
E
nglish
School
C
oncept’,
M
illennium
,42-3,2014,

E
dw
ard
K
eene,‘T
he
Standard
of
‘C
ivlizaiton’,the
E
xpansion
T
hesis

and
the
19th-century
International
Social
Space’,
Ibid.

②

G
ong,
op.
cit.,
pp.14-15.

③

Shogo
Suzuki,
C
ivilization
and
E
m
pire,
R
outledge,2009.

④

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ソ
ー
ン
︵
市
川
洋
一
訳
︶
﹃
満
州
事
変
と
は
何
だ
っ
た
の

か
﹄
上
︑
草
思
社
︑
一
九
九
四
年
︑
第
二
章
︒
こ
こ
で
ソ
ー
ン
は
︑
日
本
が
列
強

の
基
準
変
化
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

⑤

E
rez
M
anela,T
he
W
ilsonian
M
om
ent:
Self-determ
ination
and
the

International
O
rigins
of
A
nticolonial
N
ationalism
,O
xford
U
ni.Press,

2007.
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⑥

M
arilyn
Lake
and
H
enry
R
eynolds,
D
raw
ing
the
G
lobal
C
olour

L
ine,
C
am
bridge
U
ni.
Press,2008.

⑦

弓
削
尚
子
﹃
啓
蒙
の
世
紀
と
文
明
観
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒

⑧

Ｉ
・
ブ
ル
マ
＆
Ａ
・
マ
ル
ガ
リ
ー
ト
︵
堀
田
江
理
訳
︶
﹃
反
西
洋
思
想
﹄
新
潮

新
書
︑
二
〇
〇
六
年
︑
C
em
ilA
ydin,T
he
P
olitics
of
A
nti-W
esternism
in

A
sia:
V
isions
of
W
orld
O
rder
in
P
an-Islam
ic
and
P
an-A
sian

T
hought,
C
olom
bia
U
ni.
Press,2007.

第
二
章

文
明
受
容
の
態
度

一
八
世
紀
後
半
か
ら
︑
欧
米
の
船
が
日
本
近
海
に
接
近
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
︑
ラ
ク
ス
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
使
節
の
到
来
も
あ
り
︑

幕
府
は
海
防
政
策
に
神
経
を
と
が
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
ア
ヘ
ン
戦
争
で
︑
長
く
日
本
が
﹁
文
明
国
標
準
﹂
と
し
て
き
た
中
国
が

イ
ギ
リ
ス
に
敗
退
し
た
こ
と
は
︑
日
本
の
欧
米
諸
国
に
対
す
る
認
識
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
幕
府
の
対
外
知
識
は
全
く
の
無
知
・
見

当
は
ず
れ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑
欧
米
の
軍
事
力
と
日
本
の
軍
事
力
の
差
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た①
︒
ペ
リ
ー
来
航
後
に
和
親
条
約
を
締
結

し
︑
幕
藩
体
制
は
急
速
に
揺
ら
い
で
い
っ
た
が
︑
幕
府
批
判
の
一
つ
の
典
型
は
︑
圧
倒
的
な
欧
米
の
力
に
幕
府
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
り
︑
日
本
の
軍
事
力
で
欧
米
諸
国
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

西
洋
文
明
の
技
術
面
・
政
治
経
済
制
度
面
で
の
発
達
は
脅
威
だ
っ
た
が
︑
格
差
を
埋
め
る
た
め
に
は
攘
夷
を
叫
ぶ
だ
け
で
は
無
意
味
だ
っ
た
︒

い
や
︑
攘
夷
を
実
現
す
る
た
め
に
も
西
洋
文
明
を
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
技
術
的
な
面
で
は
西
洋
文
明
が
優
位
に
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
︑
西
洋
文
明
を
全
面
的
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
当
座
の
対
策
と
し
て
︑
西
洋
文
明
を
受
容
す
る
し
か
な
い
と
す
る
気
運
が

生
じ
た
︒
本
稿
で
は
こ
れ
を
﹁
戦
略
と
し
て
の
文
明
受
容
﹂
と
呼
び
た
い
︒

戦
略
と
し
て
の
文
明
受
容
に
は
二
つ
の
型
が
あ
っ
た
︒
西
洋
文
明
の
受
け
入
れ
を
積
極
的
に
支
持
し
て
も
︑
そ
れ
に
抵
抗
す
る
勢
力
も
強
か

っ
た
︒
よ
っ
て
︑
ひ
と
つ
は
︑
抵
抗
勢
力
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
︑
文
明
化
に
転
じ
な
け
れ
ば
︑
日
本
は
欧
米
列
強
に
蹂
躙
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
危
機
感
を
強
調
し
︑
文
明
受
容
を
勧
め
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
典
型
と
し
て
︑
筑
前
福
岡
藩
主
黒
田
長
溥
の
上
書
を
挙
げ
て
お
こ
う②
︒
こ

の
上
書
は
︑
ペ
リ
ー
来
航
後
に
幕
府
が
開
国
に
関
す
る
意
見
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
長
溥
は
︑
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
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ア
に
交
易
を
許
し
︑
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
強
引
に
通
商
を
要
求
し
た
際
に
は
︑
交
易
の
交
換
条
件
と
し
て
米
露
両
国
に
英
仏
を
追
い
は
ら

わ
せ
れ
ば
よ
い
と
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
拒
絶
し
て
開
戦
す
れ
ば
大
損
害
を
被
る
た
め
︑
真
義
を
も
っ
て
接
す
る
べ
き
だ
と
し
た
︒
そ
の

上
で
︑
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
歩
む
べ
き
道
を
以
下
の
よ
う
に
提
案
し
た
︒

︵
海
外
渡
航
を
︶
如
往
古
一
統
へ
勝
手
次
第
被
仰
付
候
は
ゝ
︑
日
本
の
武
威
世
界
へ
輝
き
︑
万
国
恐
服
無
疑
儀
に
御
坐
候
︹
中
略
︺
右
之
通
異
国
え
之
商

売
一
統
御
免
被
仰
付
候
は
ゝ
︑
日
本
繁
昌
無
疑
︑
且
武
備
厳
重
に
相
成
申
候
︹
中
略
︺
倩
世
上
之
模
様
を
考
候
ニ
︑
年
々
以
万
国
相
開
ケ
︑
武
事
心
掛
厚

く
候
間
︑
迚
も
日
本
永
久
鎖
国
之
儀
は
不
相
成
時
節
到
来
と
奉
存
候
︑
後
来
如
何
様
之
御
都
合
ニ
可
至
哉
難
計

黒
田
長
溥
は
︑
﹁
蘭
癖
﹂
大
名
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
︑
開
明
的
な
藩
政
を
推
進
し
た
︒
ま
た
︑
佐
幕
の
立
場
で
あ
り
︑
過
激
な
尊
皇
攘
夷

を
嫌
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
長
溥
は
︑
列
強
の
進
出
に
対
抗
し
て
幕
藩
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
は
︑
鎖
国
政
策
を
転
換
し
︑
積
極
的
な
海
外
進
出

を
す
る
こ
と
が
﹁
皇
国
万
全
之
良
策
﹂
だ
と
主
張
し
た
︒

横
井
小
楠
が
﹁
国
是
三
論
﹂
で
訴
え
た
の
も
︑
富
国
強
兵
の
た
め
に
は
欧
米
か
ら
学
ぶ
し
か
な
い
と
い
う
戦
略
と
し
て
の
文
明
受
容
だ
っ
た
︒

如
此
諸
国
来
て
日
本
の
鎖
鑰
を
開
く
に
公
共
の
道
を
以
て
す
る
時
は
︑
日
本
猶
鎖
国
の
旧
見
を
執
り
︑
私
営
の
政
を
務
め
て
交
易
の
理
を
知
り
得
ず
ん
ば
︑

愚
と
い
は
ず
し
て
何
ぞ
や
︹
中
略
︺
於
是
今
や
天
徳
に
則
り
聖
教
に
拠
り
︑
万
国
の
情
状
を
察
し
利
用
厚
生
大
に
経
綸
の
道
を
開
ひ
て
︑
政
教
を
一
新
し
︑

富
国
強
兵
偏
に
外
国
の
侮
を
禦
ん
と
欲
す
︒
敢
て
洋
風
を
尚
ぶ
に
あ
ら
ず③
︒

い
ま
ひ
と
つ
は
︑
日
本
が
欧
米
諸
国
に
す
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
は
考
え
た
く
な
い
た
め
︑
礼
や
精
神
で
は
日
本
が
優
れ
て
い
る
が
︑
技
術
力

な
ど
相
手
が
優
位
に
あ
る
部
分
を
選
択
的
に
受
容
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
発
想
と
し
て
︑
佐
久
間
象
山
の
﹁
西
洋
芸
術
︑
東
洋
道

196 (196)



徳
﹂
の
思
想
が
挙
げ
ら
れ
る④
︒
﹁
夷
の
術
を
以
て
夷
を
制
す
﹂
と
い
う
の
が
目
標
で
あ
り
︑
西
洋
文
明
全
体
を
高
く
評
価
す
る
の
で
は
な
く
︑

列
強
の
圧
力
を
は
ね
か
え
す
た
め
の
技
術
を
西
洋
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
戦
略
と
し
て
の
文
明
受
容
は
︑
当
初
唱
え
た
者
の
意
図
は
別
に
し
て
︑
圧
倒
的
な
西
洋
文
明
に
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
負
け
惜
し
み
的
な
﹁
和
魂
洋
才
﹂
論
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
西
洋
か
ら
技
術
や
制
度
を
学
ん
で
も
︑
日
本
の
伝
統
や

誇
り
を
大
切
に
す
べ
き
で
︑
和
魂
洋
才
を
負
け
惜
し
み
と
揶
揄
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
点
は
︑
政
治
的
な
価
値
観

を
伴
う
た
め
︑
こ
こ
で
そ
の
当
否
を
論
じ
な
い
︒
し
か
し
︑
重
要
な
こ
と
は
︑
前
章
で
み
た
よ
う
に
文
明
国
標
準
に
達
す
る
た
め
に
は
︑
価
値

観
や
慣
習
に
い
た
る
ま
で
文
明
的
だ
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
和
魂
洋
才
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
︑
文
明
国
と

み
な
さ
れ
ず
対
等
に
扱
っ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
︑
﹁
夷
を
制
す
﹂
の
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
じ
じ
つ
︑
幕
末
に
倒
幕
を
め
ざ
し
た
志
士

た
ち
の
な
か
に
も
︑
攘
夷
を
唱
え
つ
つ
︑
そ
れ
は
倒
幕
の
た
め
の
口
実
で
あ
っ
て
︑
彼
我
の
力
の
差
を
考
え
れ
ば
︑
実
際
に
攘
夷
を
す
る
の
は

無
理
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
者
も
い
た
の
で
あ
る⑤
︒

一
方
︑
精
神
面
で
は
日
本
が
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
︑
西
洋
国
際
体
制
の
二
面
性
へ
の
批
判
も
あ
っ
た
︒
欧
米
諸
国
と
の
外

交
交
渉
を
開
始
し
て
︑
日
本
は
万
国
公
法
︑
つ
ま
り
国
際
法
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た⑥
︒
西
洋
人
の
説
く
国
際
法
の
世
界
は
︑
主
権
国
家

は
対
等
で
︑
国
家
間
の
問
題
も
戦
争
で
は
な
く
法
の
定
め
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
平
和
で
安
定
し
た
理
想
の
社
会
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

そ
う
語
る
西
洋
人
は
︑
開
国
を
渋
る
日
本
に
対
し
︑
黒
船
と
い
う
軍
事
力
で
威
嚇
し
た
上
︑
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
﹁
野
蛮
人
﹂
た
ち
を
植
民

地
支
配
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
言
行
に
落
差
が
あ
り
︑
西
洋
文
明
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
帝
国
主
義
の

欧
米
諸
国
の
現
実
の
脅
威
を
感
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
和
魂
洋
才
で
︑
西
洋
の
技
術
を
学
ぶ
必
要
性
が
説
か
れ
た
の
だ
と
も
い
え
る
︒

維
新
後
︑
国
際
法
に
対
す
る
素
朴
な
信
頼
は
︑
国
際
社
会
の
現
実
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
︑
す
ぐ
に
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
福
沢
諭

吉
は
︑
一
八
七
三
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
学
問
の
す
ゝ
め
﹄
第
三
編
で
﹁
国
は
同
等
な
る
事
﹂
と
題
し
て
︑
﹁
近
く
は
我
日
本
国
に
て
も
︑
今
日

の
有
様
に
て
は
西
洋
諸
国
の
富
強
に
及
ば
ざ
る
所
あ
れ
ど
も
︑
一
国
の
権
義
に
於
て
は
厘
毛
の
軽
重
あ
る
こ
と
な
し
︒
道
理
に
戻
り
て
曲
を
蒙
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る
日
に
至
て
は
︑
世
界
中
を
敵
に
す
る
も
恐
る
ヽ
に
足
ら
ず
︒
﹂
と
高
ら
か
に
述
べ
た⑦
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
八
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
通
俗
国

権
論
﹄
で
は
︑
次
の
よ
う
に
訴
え
た
の
で
あ
る
︒

和
親
条
約
と
云
い
万
国
公
法
と
云
い
︑
甚
だ
美
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
︑
唯
外
面
の
儀
式
名
目
の
み
に
し
て
︑
交
際
の
実
は
権
威
を
争
い
利
益
を
貪
る
に

過
ぎ
ず
︒
︹
中
略
︺
百
巻
の
万
国
公
法
は
数
門
の
大
砲
に
若
か
ず
︑
幾
冊
の
和
親
条
約
は
一
筐
の
弾
薬
に
若
か
ず
︒
大
砲
弾
薬
は
以
て
有
る
道
理
を
主
張
す

る
の
備
え
に
非
ず
し
て
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り⑧
︒

こ
の
福
沢
の
現
実
論
は
︑
外
戦
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
内
容
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が
︑
結
局
︑
国
家
間
は
軍
事
力
を
含
む
国
力
の
あ
る
な

し
で
そ
の
関
係
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
を
福
沢
は
述
べ
た
︒
だ
か
ら
西
洋
文
明
は
拒
絶
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
国
力

を
つ
け
る
た
め
に
文
明
化
は
必
要
な
の
で
あ
っ
た
︒

西
洋
国
際
体
制
の
表
裏
は
︑
岩
倉
使
節
団
も
経
験
し
た
︒
岩
倉
使
節
団
に
は
︑
条
約
改
正
の
下
交
渉
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
が
︑
最
大
の
目

的
は
︑
維
新
政
府
の
首
脳
部
が
︑
西
洋
文
明
を
直
接
見
聞
す
る
こ
と
に
あ
っ
た⑨
︒
使
節
団
派
遣
の
事
由
書
で
は
︑
国
際
社
会
の
あ
り
方
が
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
た
︒

地
球
上
に
国
し
て
︑
独
立
不
羈
の
威
柄
を
備
へ
︑
列
国
と
相
聯
並
比
肩
し
て
昂
低
平
均
の
権
力
を
誤
ら
ず
︑
能
く
交
際
の
誼
を
保
全
し
貿
易
の
利
を
斉
一

に
す
る
も
の
︑
列
国
公
法
あ
り
て
能
く
強
弱
の
勢
を
制
圧
し
︑
衆
寡
の
力
を
抑
裁
し
︑
天
理
人
道
の
公
義
を
補
弼
す
る
に
由
れ
り
︒
是
以
て
国
と
国
と
対

等
の
権
利
を
存
す
る
は
︑
乃
ち
列
国
公
法
の
存
す
る
に
此
れ
由
る
と
云
ふ
べ
し⑩
︒

列
国
公
法
が
国
家
の
強
弱
に
か
か
わ
ら
ず
正
義
を
生
み
だ
し
︑
国
家
間
の
対
等
性
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
初
々
し

198 (198)



い
ま
で
の
国
際
法
へ
の
信
頼
は
︑
文
明
国
標
準
主
義
で
は
︑
非
文
明
国
を
差
別
的
に
扱
う
こ
と
を
合
法
化
し
て
い
る
点
を
み
お
と
し
た
こ
と
か

ら
生
じ
た
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
儒
教
的
な
﹁
道
﹂
を
正
し
く
実
践
す
れ
ば
︑
天
地
に
恥
じ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
発
想
を
︑
万
国
公
法
に
重
ね

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際
の
日
本
は
︑
国
家
間
は
対
等
で
あ
る
は
ず
な
の
に
︑
不
平
等
条
約
を
結
ば
さ
れ
て
い
た
上
︑

ア
メ
リ
カ
は
﹁
天
理
人
道
﹂
に
従
っ
て
︑
改
正
交
渉
に
応
ず
る
と
思
い
き
や
︑
天
皇
の
委
任
状
が
な
い
と
い
う
手
続
き
論
を
持
ち
出
し
て
︑
交

渉
を
は
じ
め
る
こ
と
す
ら
拒
ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
厳
し
い
現
実
に
つ
い
て
︑
使
節
団
は
あ
ら
た
め
て
ド
イ
ツ
宰
相
ビ
ス
マ

ル
ク
か
ら
教
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ベ
ル
リ
ン
で
の
使
節
団
歓
迎
の
祝
宴
中
︑
ビ
ス
マ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

方
今
世
界
の
各
国
︑
み
な
親
睦
礼
儀
を
以
て
相
交
る
と
は
い
へ
と
も
︑
是
全
く
表
面
の
名
義
に
て
︑
其
陰
私
に
於
て
は
︑
強
弱
相
凌
ぎ
︑
大
小
相
侮
る
の

情
形
な
り
︑
︹
中
略
︺
か
の
所
謂
る
公
法
は
︑
列
国
の
権
利
を
保
全
す
る
典
常
と
は
い
へ
と
も
︑
大
国
の
利
を
争
ふ
や
︑
己

お
の
れ

に
利
あ
れ
は
︑
公
法
を
執
へ
て

動
か
さ
す
︑
若
し
不
利
な
れ
は
︑
翻
す
に
兵
威
を
以
て
す
︑
固

も
と
よ

り
常
守
あ
る
な
し
︑
小
国
は
孜
孜
と
し
て
辞
令
と
公
理
と
を
省
顧
し
︑
敢あ

え

て
越
え
す
︑
以

て
自
主
の
権
を
保
せ
ん
と
勉
む
る
も
︑
其
簸は

弄ろ
う

凌
り
ょ
う

侮ぶ

の
政
略
に
あ
た
れ
は
︑
殆
と
自
主
す
る
能
は
さ
る
に
至
る
こ
と
︑
毎つ

ね

に
之
あ
り⑪

ビ
ス
マ
ル
ク
は
︑
事
由
書
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う
な
国
際
法
の
世
界
は
幻
想
で
あ
っ
て
︑
大
国
と
対
等
に
自
主
的
な
対
外
政
策
を
行
う
た
め

に
は
︑
国
力
を
つ
け
る
し
か
な
い
と
︑
極
東
の
新
興
国
の
使
節
に
説
い
た
の
で
あ
る
︒

岩
倉
使
節
団
に
関
連
し
て
︑
い
ま
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
︑
幕
末
に
日
米
修
好
通
商
条
約
批
准
書
の
交
換
の
た
め
に
渡
米
し
た
万
延
の
幕
府

使
節
団
︵
一
八
六
〇
年
︶
と
の
対
比
で
あ
る
︒
万
延
の
使
節
団
は
︑
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
槍
持
ち
・
草
履
取
り
を
引
き
連
れ
て
行
き
︑
狩
衣
姿

で
大
統
領
に
謁
見
し
た
︒
副
使
の
村
垣
範
正
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
技
術
や
制
度
に
素
直
に
接
し
つ
つ
も
︑
ア
メ
リ
カ
に
は
﹁
礼
﹂
が
な
い
か
ら
野

蛮
だ
と
の
感
想
を
遺
し
た⑫
︒
一
方
︑
万
延
の
使
節
団
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
後
の
岩
倉
使
節
団
は
︑
洋
装
を
当
然
と
し
て
い
た
し
︑
岩
倉
具
視
が
ま

げ
を
結
っ
て
い
た
の
が
恥
ず
か
し
く
断
髪
し
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
完
全
に
文
明
国
標
準
の
態
度
に
変
わ
っ
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て
い
た
の
で
あ
る
︒
和
魂
洋
才
で
戦
略
と
し
て
西
洋
文
明
を
受
容
す
る
場
合
︑
日
本
は
日
本
︑
西
洋
は
西
洋
と
い
う
相
対
的
な
認
識
が
濃
厚
で

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
は
文
明
国
と
認
知
さ
れ
な
い
た
め
︑
西
洋
文
明
に
完
全
に
従
う
と
い
う
割
り
切
っ
た
態
度
へ
の
転
換
を
︑
両
使
節

団
の
対
比
か
ら
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒

大
和
魂
な
ど
と
言
っ
て
い
て
は
︑
厳
し
い
国
際
社
会
の
な
か
で
生
き
残
れ
な
い
と
い
う
現
実
が
︑
文
明
国
標
準
の
全
面
的
な
受
け
入
れ
を
導

い
た
が
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
西
洋
国
際
体
制
の
表
面
だ
け
で
な
く
裏
面
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑

文
明
国
で
あ
る
こ
と
と
帝
国
で
あ
る
こ
と
は
一
体
の
関
係
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
で
は
︑
ど
の
よ
う
な
帝
国
日
本
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
の

か
︑
次
章
で
考
え
た
い
︒

①

三
谷
博
﹃
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
ま

た
︑
後
藤
敦
史
﹃
開
国
期
徳
川
幕
府
の
政
治
と
外
交
﹄
有
志
舎
︑
二
〇
一
五
年
︒

②

﹁
筑
前
国
福
岡
城
主
松
平
美
濃
守
上
書
﹂
嘉
永
六
︵
一
八
五
三
︶
年
七
月
一
七

日
﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七

二
年
︑
五
六
六

五
七
八
頁
︒

③

横
井
小
楠
﹁
国
是
三
論
﹂
﹃
日
本
思
想
大
系
五
五

渡
辺
崋
山

高
野
長
英

佐
久
間
象
山

横
井
小
楠

橋
本
左
内
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︑
四
四
九

四
五
〇
頁
︒
な
お
本
稿
で
の
引
用
に
際
し
て
は
︑
原
則
と
し
て
漢
字
ひ
ら
が
な
交

じ
り
と
し
︑
旧
字
体
を
新
字
体
に
あ
ら
た
め
た
︒

④

佐
久
間
象
山
﹁
省
諐
録
﹂
︑
同
上
︑
二
三
七

二
六
〇
頁
︒

⑤

松
本
健
一
﹃
開
国
・
維
新
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
一
〇
九

一
一
一

頁
︒

⑥

内
田
貴
﹃
法
学
の
誕
生
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︑
第
一
章
︒

⑦

福
沢
諭
吉
﹃
学
問
の
す
ゝ
め
﹄
﹃
福
沢
諭
吉
著
作
集
﹄
第
三
巻
︑
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
六

二
七
頁
︒

⑧

福
沢
諭
吉
﹃
通
俗
国
権
論
﹄
﹃
福
沢
諭
吉
著
作
集
﹄
第
七
巻
︑
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
九
四

一
九
五
頁
︒

⑨

岩
倉
使
節
団
に
つ
い
て
は
︑
田
中
彰
﹃
明
治
維
新
と
西
洋
文
明
﹄
岩
波
新
書
︑

二
〇
〇
三
年
︒

⑩

芝
原
拓
自
・
猪
飼
隆
明
・
池
田
正
博
編
﹃
日
本
近
代
思
想
大
系

対
外
観
﹄
岩

波
書
店
︑
一
九
八
八
年
︑
一
七
頁
︒

⑪

久
米
邦
武
編
﹃
米
欧
回
覧
実
記
﹄
︵
三
︶
岩
波
文
庫
︑
三
二
九
頁
︒

⑫

酒
井
一
臣
﹁
﹁
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
白
人
性
﹂
を
越
え
て

近
代
日
本
の
二
つ
の
顔
﹂

藤
川
隆
男
編
﹃
白
人
と
は
何
か
？
﹄
刀
水
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
所
収
︒

第
三
章

文
明
国
標
準
の
帝
国

明
治
維
新
政
府
は
︑
国
際
社
会
の
な
か
で
生
き
残
る
た
め
に
︵
万
国
対
峙①
︶
︑
矢
継
ぎ
早
の
改
革
を
断
行
し
た
︒
外
交
面
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
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華
夷
秩
序
か
ら
抜
け
出
し
︑
西
洋
国
際
体
制
に
従
っ
て
︑
国
境
を
画
定
し
︑
近
隣
諸
国
と
の
関
係
を
再
設
定
し
て
い
っ
た
︒

華
夷
秩
序
は
︑
中
国
皇
帝
が
世
界
の
中
心
に
あ
っ
て
︑
そ
の
威
光
に
服
し
て
朝
貢
す
る
国
の
支
配
者
を
王
に
封
じ
︑
そ
れ
以
外
は
野
蛮
な
夷

と
す
る
も
の
だ
が
︑
中
国
皇
帝
の
権
威
の
光
が
世
界
に
放
射
す
る
と
い
う
発
想
で
︑
近
代
的
な
国
境
の
概
念
と
は
相
い
れ
な
い
国
際
秩
序
で
あ

っ
た②
︒

日
本
は
︑
華
夷
秩
序
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
︑
隣
国
李
氏
朝
鮮
と
新
た
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
朝
鮮
は
︑
日
本
の
新
た
な
関

係
構
築
の
申
し
出
を
拒
絶
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
明
治
政
府
は
砲
艦
外
交
を
展
開
し
︑
一
八
七
六
年
に
日
朝
修
好
条
規
を
締
結
し
た
︒
第
一
款

で
﹁
朝
鮮
国
は
自
主
の
邦
に
し
て
日
本
国
と
平
等
の
権
を
保
有
せ
り
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
が③
︑
実
際
の
と
こ
ろ
は
︑
明
治
政
府
は
自
国
が
不
平

等
条
約
に
苦
し
み
な
が
ら
朝
鮮
に
不
平
等
条
約
を
押
し
つ
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
文
明
の
開
化
が
遅
れ
て
い
る
相
手
を
平
等
に
扱
わ
な
い

と
い
う
文
明
国
標
準
の
外
交
に
な
ら
っ
た
も
の
だ
っ
た
上
︑
欧
米
列
強
に
は
従
順
な
顔
を
見
せ
つ
つ
︑
同
じ
人
種
の
周
辺
国
に
は
文
明
受
容
の

先
覚
者
と
し
て
強
圧
的
に
臨
む
と
い
う
近
代
日
本
の
二
つ
の
顔
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
︒
く
わ
え
て
︑
朝
鮮
を
﹁
自
主
の
邦
﹂
と
規
定
し
た
こ
と

で
︑
冊
封
体
制
に
お
け
る
清
の
属
国
と
い
う
朝
鮮
の
地
位
を
︑
近
代
国
際
体
制
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
と
い
え
る④
︒
朝
鮮
問
題
は
︑
近
代
国
家

と
し
て
歩
み
は
じ
め
た
ば
か
り
の
日
本
が
帝
国
を
志
向
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

帝
国
形
成
を
め
ざ
す
一
方
で
︑
日
本
の
喫
緊
の
課
題
が
︑
﹁
封
建
か
ら
郡
県
﹂
へ⑤
︑
つ
ま
り
中
央
集
権
体
制
を
確
立
し
︑
国
民
を
創
造
し
て

国
民
国
家
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
山
室
信
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
近
代
帝
国
の
特
徴
は
︑
包
摂
の
原
理
に
よ
る
国
民
国
家
化
と
異
化
の
原

理
に
よ
る
帝
国
形
成
が
同
時
に
進
行
し
た
﹁
国
民
帝
国
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る⑥
︒
大
衆
が
国
民
意
識
を
も
ち
︑
日
本
を
自
分
の
国
だ
と
考
え

て
励
ん
で
く
れ
る
こ
と
は
︑
富
国
強
兵
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
︑
文
明
国
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
︒
先
に
指
摘
し
た
近
代
日
本

の
二
つ
の
顔
も
︑
日
本
国
民
と
し
て
の
凝
集
性
を
高
め
る
た
め
に
は
︑
文
明
国
の
国
民
国
家
の
あ
り
方
を
真
剣
に
学
ぶ
一
方
で
︑
こ
と
さ
ら
近

隣
諸
国
と
日
本
人
と
の
違
い
を
強
調
す
る
必
要
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
国
民
帝
国
日
本
の
方
針
を
示
し
た
典
型
的
な
例
と
し
て
︑
山
県
有
朋
の
議
論
を
挙
げ
た
い
︒
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熟
々
宇
内
の
大
勢
を
洞
観
致
し
ま
す
る
に
︑
列
国
の
間
に
立
ち
ま
し
て
其
の
国
権
を
完
全
に
伸
張
す
べ
き
も
の
は
︑
国
富
み
兵
強
か
ら
ざ
る
も
の
は
な
い

の
で
あ
る
︑
故
に
列
国
と
対
立
致
し
ま
し
て
和
親
懇
篤
を
完
ふ
し
て
︑
国
権
を
一
歩
も
枉
ぐ
る
こ
と
な
い
様
に
と
申
せ
ば
︑
其
の
国
権
を
保
護
す
る
丈
の

実
力
を
保
た
な
い
で
は
な
り
ま
せ
ぬ
︑
し
か
の
み
な
り
ま
せ
ず
現
時
列
国
相
競
ふ
て
武
備
を
張
り
︑
漸
く
進
ん
で
眼
を
東
洋
諸
国
に
注
ぐ
の
形
勢
は
︑
諸

君
に
於
て
も
洞
知
せ
ら
る
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
︑
宇
内
の
大
勢
斯
の
如
き
の
傾
向
に
於
き
ま
し
て
は
︑
日
一
日
も
武
備
を
拡
張
す
べ
き
を
緩
慢
に
附
す
る

訳
に
は
参
り
ま
せ
ぬ
と
存
じ
ま
す
︑
且
又
列
国
と
交
際
を
為
さ
ん
と
す
る
に
は
︑
其
の
仲
間
入
を
致
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︑
其
の
仲
間
入
を
致
す
に
は
︑

共
に
権
利
を
保
全
致
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︑
権
利
を
保
全
す
る
に
は
︑
列
国
と
均
一
の
義
務
を
負
担
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ⑦

山
県
は
︑
富
国
強
兵
を
す
す
め
な
け
れ
ば
国
際
社
会
で
生
き
残
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
︑
国
際
社
会
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
︑

そ
の
た
め
に
は
国
際
社
会
の
規
則
︑
す
な
わ
ち
文
明
国
標
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
訴
え
た
の
で
あ
る
︒
一
八
九
四
年
の
日
清
戦
争
の
宣

戦
詔
書
︑
一
九
〇
四
年
の
日
露
戦
争
の
宣
戦
詔
書
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
国
際
法
に
戻
ら
さ
る
限
り
﹂
・
﹁
国
際
条
規
の
範
囲
に
於
て
﹂
と
の
文
言
が
あ

る
よ
う
に⑧
︑
国
際
法
を
遵
守
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
︑
日
本
が
帝
国
と
し
て
発
展
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
日
本
が
文
明

の
側
に
あ
る
こ
と
は
︑
戦
争
を
遂
行
し
て
帝
国
を
形
成
す
る
こ
と
の
正
当
化
に
も
必
要
で
あ
っ
た
︒
福
沢
諭
吉
が
日
清
戦
争
を
﹁
文
野
の
戦

争⑨
﹂
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
日
露
戦
争
で
︑
黄
禍
論
を
も
ち
だ
し
日
本
を
批
判
す
る
ロ
シ
ア
に
対
し
︑
憲
法
も
な
く
皇
帝

独
裁
の
ロ
シ
ア
こ
そ
野
蛮
で
あ
る
と
の
論
理
で
日
本
が
対
抗
し
た
の
も⑩
︑
や
は
り
文
明
国
標
準
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒

日
本
が
国
際
社
会
に
参
画
し
て
︑
帝
国
を
志
向
し
た
こ
と
は
︑
日
清
・
日
露
戦
争
で
植
民
地
・
勢
力
圏
を
獲
得
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
が
︑
近
代
日
本
国
際
秩
序
観
を
考
え
る
上
で
領
域
的
な
拡
大
と
と
も
に
看
過
で
き
な
い
の
が
︑
日
本
人
の
世
界
進
出
︑
つ
ま
り
移
民
の
問

題
で
あ
る
︒
近
代
日
本
史
学
上
︑
移
民
や
日
系
人
の
問
題
は
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
が
︑
国
際
秩
序
と
移
民
を
関
係
さ
せ
た
研
究
は
少
な
い⑪
︒

近
代
の
日
本
は
移
民
の
送
出
国
で
︑
北
米
・
中
南
米
・
東
南
ア
ジ
ア
に
く
わ
え
︑
帝
国
日
本
の
植
民
地
や
勢
力
圏
が
主
要
な
移
民
先
で
あ
っ

た
︒
白
人
社
会
に
移
民
し
た
場
合
︑
日
本
人
は
差
別
さ
れ
る
側
に
あ
っ
て
︑
野
蛮
視
さ
れ
な
い
よ
う
に
文
明
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
努
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
朝
鮮
や
満
州
に
移
民
し
た
場
合
︑
日
本
人
は
文
明
の
側
に
立
っ
て
朝
鮮
人
や
中
国
人
と
の
差
異
を
強
調
し
︑
傲
慢

に
ふ
る
ま
っ
た
︒
つ
ま
り
近
代
日
本
の
二
つ
の
顔
を
使
い
わ
け
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
︑
白
人
の
文
明
国
の
植
民

地
に
移
民
し
た
場
合
は
︑
日
本
人
は
支
配
者
で
あ
る
白
人
に
は
文
明
国
民
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
気
を
配
る
一
方
で
︑
現
地
住
民

や
中
国
人
移
民
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
が
り
︑
文
明
国
標
準
の
階
層
構
造
の
な
か
で
︑
ほ
か
の
有
色
人
種
の
上
に
立
と
う
と
し
た

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
二
つ
の
顔
を
同
時
に
み
せ
た
の
で
あ
る
︒

文
明
国
標
準
の
帝
国
に
属
す
る
日
本
人
は
︑
カ
ナ
カ
人
・
黒
人
・
太
平
洋
諸
島
人
・
イ
ン
ド
人
︑
ま
た
ほ
か
の
東
洋
人
よ
り
︑
は
る
か
に
高
度
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
日
本
人
を
同
様
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
︑
肌
の
色
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
は
正
当
化
の
根
拠
に
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
︑
非
難
の
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い⑫
︒

右
の
史
料
は
白
豪
主
義
を
採
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
し
︑
日
本
人
移
民
排
斥
を
抗
議
し
た
書
翰
の
一
節
で
あ
る
が
︑
そ
の
際
︑
日
本
は

白
豪
主
義
そ
の
も
の
を
批
判
せ
ず
︑
日
本
人
だ
け
を
ほ
か
の
有
色
人
種
と
区
別
し
て
ほ
し
い
と
し
た
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
文
明
国
標
準
の

階
層
構
造
を
認
め
な
け
れ
ば
︑
文
明
化
に
努
め
て
い
る
日
本
が
ほ
か
の
有
色
人
種
の
上
に
立
つ
こ
と
を
正
当
化
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
民
制
限
法
を
審
議
中
︑
デ
ィ
ー
キ
ン
司
法
長
官
は
︑
﹁
日
本
人
が
最
大
の
脅
威
で
あ
る
の
は
︑
彼
ら
が
外

国
人
種
の
な
か
で
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
︑
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る⑬
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
日
本
が
地
位
を
高
め
よ
う
と
努
力

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
文
明
国
標
準
の
帝
国
日
本
を
脅
威
視
す
る
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
︒
文
明
化
に
失
敗
し
て
も
成
功
し
て
も
︑
黄
色
人
種
で

あ
る
日
本
へ
の
差
別
意
識
は
消
え
な
い
︒
こ
れ
が
白
人
を
中
心
に
お
い
た
文
明
国
標
準
の
国
際
秩
序
の
一
面
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

同
様
の
こ
と
は
︑
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
お
け
る
日
本
人
移
民
排
斥
で
も
み
ら
れ
た
︒
ア
メ
リ
カ
は
︑
幕
末
以
来
極
東
の
未
開
国
日
本
に
対
し

て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
対
抗
す
る
意
味
も
あ
っ
て
比
較
的
友
好
的
な
姿
勢
を
保
っ
て
い
た
︒
日
露
戦
争
で
も
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
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統
領
は
日
本
に
好
意
を
示
し
て
︑
戦
勝
の
後
押
し
を
し
て
く
れ
た
が
︑
日
本
が
ロ
シ
ア
に
勝
利
す
る
と
︑
日
本
脅
威
論
が
一
気
に
高
ま
り
︑
日

本
人
移
民
排
斥
が
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
も
︑
ロ
シ
ア
に
勝
利
す
る
ほ
ど
文
明
化
し
た
か
ら
こ
そ
︑
日
本
が
脅
威
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
︒

日
本
に
文
明
化
し
な
け
れ
ば
国
際
社
会
の
仲
間
に
し
て
や
ら
ぬ
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
︑
い
ざ
日
本
が
文
明
化
に
成
功
す
る
と
︑
脅
威
と
し

て
排
斥
す
る
と
い
う
の
は
理
不
尽
な
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
う
し
た
欧
米
諸
国
の
勝
手
な
言
い
分
に
対
し
て
二
つ
の
典
型
的
な
反
応
が
あ
っ
た
︒

ひ
と
つ
は
︑
黄
色
人
種
は
脅
威
だ
と
い
う
議
論
に
対
し
て
︑
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
て
脅
威
に
な
っ
て
い
る
の
は
白
人
の
側
で
あ
っ
て
︑
ア
ジ
ア

は
欧
米
の
侵
略
に
抵
抗
し
て
連
帯
す
べ
き
だ
と
す
る
反
発
論
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
主
義
は
そ
の
代
表
的
な
思
想
で
あ
っ
た⑭
︒
ア
ジ
ア
主

義
の
根
底
に
は
︑
傲
慢
な
西
洋
文
明
に
対
す
る
反
発
と
︑
西
洋
文
明
の
裏
面
︑
つ
ま
り
帝
国
主
義
の
侵
略
に
対
す
る
義
憤
が
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑

ア
ジ
ア
主
義
の
議
論
に
は
︑
ア
ジ
ア
を
欧
米
か
ら
取
り
戻
す
冷
静
で
現
実
的
な
戦
略
論
が
少
な
く
︑
精
神
論
を
絶
叫
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒

そ
も
そ
も
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
地
域
概
念
か
ら
し
て
西
洋
文
明
が
生
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
帝
国
主
義
批
判
の
論
理
や
汎
ア
ジ
ア
と
い
う
発

想
も
西
洋
文
明
の
学
習
か
ら
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

他
方
︑
い
ま
ひ
と
つ
の
反
応
は
︑
欧
米
の
理
不
尽
さ
や
矛
盾
を
指
摘
し
て
も
仕
方
な
く
︑
日
本
は
ど
こ
ま
で
も
文
明
国
標
準
に
忠
実
で
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
義
憤
に
か
ら
れ
て
ア
ジ
ア
の
救
済
を
説
く
精
神
論
を
︑
田
口
卯
吉
は
次
の
よ
う
に
揶
揄
し
た
︒

当
今
世
人
往
々
に
し
て
曰
く
︑
日
本
は
東
洋
の
平
和
を
維
持
す
る
の
責
任
を
有
す
と
︒
是
れ
亦
﹁
国
利
を
計
る
﹂
の
語
を
避
け
名
を
仁
義
に
藉
ら
ん
と
欲

す
る
も
の
な
り
︒
然
り
と
雖
も
責
任
と
は
何
人
に
対
す
る
責
任
ぞ
や
︒
或
ひ
は
更
に
語
を
強
く
し
て
曰
く
︑
日
本
は
東
洋
の
平
和
を
維
持
す
る
の
天
職
を

有
す
と
︒
抑
も
日
本
帝
国
は
何
年
何
月
に
此
の
如
き
辞
令
を
天
帝
よ
り
拝
受
し
た
る
や
︒
︹
中
略
︺
余
は
日
本
に
此
の
如
き
責
任
な
く
天
職
な
き
こ
と
を
見

る
も
の
な
り
︒
国
家
の
大
事
は
一
に
利
害
よ
り
打
算
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず⑮
︒
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田
口
は
︑
道
義
や
大
義
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
は
無
意
味
で
︑
打
算
を
働
か
せ
れ
ば
︑
文
明
に
順
応
す
る
し
か
な
い
と
説
い
て
お
り
︑
い
わ
ば

﹁
無
魂
洋
才
﹂
の
思
想
で
あ
っ
た⑯
︒
田
口
の
主
張
は
︑
日
本
の
国
益
追
求
の
た
め
の
戦
略
的
な
西
洋
へ
の
順
応
論
で
あ
っ
た
が
︑
次
に
紹
介
す

る
藤
田
敏
郎
と
い
う
外
交
官
の
述
懐
は
悲
哀
す
ら
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

如
此
我
々
日
本
人
は
︑
米
国
人
よ
り
劣
等
人
種
と
し
て
侮
辱
せ
ら
れ
︑
迫
害
せ
ら
れ
︑
意
気
地
な
し
と
し
て
軽
侮
せ
ら
れ
︑
内
心
痛
苦
は
難
堪
と
雖
も
︑

此
際
悲
憤
慷
慨
し
た
り
と
て
︑
徒
ら
に
相
手
を
激
せ
し
む
る
結
果
と
な
り
︑
詮
な
け
れ
ば
︑
宜
し
く
隠
忍
自
重
し
て
︹
中
略
︺
我
々
の
欠
点
と
す
る
所
の

道
徳
経
済
及
知
識
上
の
改
善
に
向
て
︑
鋭
意
努
力
し
︑
我
々
の
国
家
を
し
て
︑
国
際
間
に
推
し
も
推
さ
れ
ぬ
地
位
に
進
む
る
こ
と
を
念
と
す
べ
く
︑
真
面

目
な
る
べ
き
な
り⑰
︒

藤
田
は
︑
南
米
や
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
領
事
を
つ
と
め
た
が
︑
各
地
で
の
日
本
人
へ
の
差
別
的
あ
つ
か
い
を
目
の
当
た
り
に
し
た
上
で
の
こ

う
し
た
意
見
で
あ
っ
た
︒
こ
の
述
懐
は
一
九
三
〇
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
日
本
は
西
洋
に
く
ら
べ
て
道
徳
や
経
済
︑
知
的

な
面
で
も
改
善
し
な
け
れ
ば
対
等
に
ふ
る
ま
え
な
い
と
い
う
意
識
が
濃
厚
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
隠
忍
自
重
し
て
文
明
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
︑

こ
れ
が
圧
倒
的
な
文
明
国
標
準
の
国
際
秩
序
の
な
か
で
日
本
が
生
き
残
る
道
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
日
本
人
移
民
排
斥
が
激
し
く
な
る
な
か
︑
外
交
官
や
識
者
が
そ
の
原
因
を
探
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
︒
日
露
戦
後
︑
外
務
省
二

等
書
記
官
の
埴
原
正
直
は
︑
在
米
日
本
人
移
民
の
視
察
を
お
こ
な
い
︑
報
告
書
を
作
成
し
た
︒
埴
原
の
結
論
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
︒

太
平
洋
沿
岸
地
方
在
留
日
本
人
一
般
の
状
態
は
尚
甚
だ
賞
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
多
く
従
来
動
も
す
れ
ば
誇
称
せ
ら
れ
た
る
太
平
洋
沿
岸
に
於
け
る
大
和
民

族
の
大
発
展
と
い
う
語
の
価
値
に
疑
い
を
懐
か
し
め
吾
人
を
し
て
失
望
せ
し
め
た
る
も
の
少
な
か
ら
ず
︒
抑
も
斯
る
種
類
の
人
民
を
し
て
帝
国
の
一
般
人

民
を
代
表
せ
し
む
る
は
国
家
の
不
得
策
不
見
識
な
る
の
み
な
ら
ず
此
上
更
に
下
級
労
働
者
の
渡
米
を
自
由
な
ら
し
む
る
に
於
て
は
右
の
如
く
賞
す
べ
か
ら
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ざ
る
状
態
は
︑
益
々
増
長
す
べ
く
︹
中
略
︺
之
等
移
民
ノ
多
数
ガ
恥
を
国
外
に
曝
し
て
如
何
に
国
民
の
声
価
を
損
傷
し
且
累
を
国
交
に
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る

を
知
ら
ざ
る
者
の
如
く
然
吾
人
恥
を
外
国
に
估
り
て
迄
も
国
家
の
収
入
を
増
や
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
理
由
を
解
せ
ざ
る⑱

外
交
官
の
職
務
の
ひ
と
つ
が
在
外
邦
人
の
保
護
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
い
っ
た
い
ど
こ
の
国
の
外
交
官
な
の
か
と
い
い
た
く
な
る
ほ
ど

日
本
人
移
民
に
厳
し
い
内
容
で
あ
る
︒
日
本
人
移
民
排
斥
の
根
底
に
は
人
種
差
別
意
識
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
本
来
な
ら
ば
日
本
の
外
交
官
と
し

て
︑
ア
メ
リ
カ
の
非
を
指
弾
す
べ
き
だ
が
︑
埴
原
書
記
官
の
日
本
人
移
民
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
は
︑
文
明
人
が
野
蛮
人
を
み
く
だ
す
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
︒
こ
こ
に
︑
文
明
国
標
準
の
国
際
秩
序
の
階
層
性
が
同
国
人
の
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
の
間
に
も
波
及
し
て
い
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
文
明
国
標
準
に
達
し
た
エ
リ
ー
ト
と
達
し
え
な
い
大
衆
と
の
懸
隔
は
︑
国
際
協
調
外
交
を
推
進
す
る
際
の
足
か
せ
と
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
日
本
は
︑
ド
イ
ツ
領
で
あ
っ
た
南
洋
群
島
を
占
領
し
た⑲
︒
南
洋
群
島
は
︑
日
本
の
南
進
を
警
戒
す
る
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
と
の
間
で
外
交
問
題
と
な
っ
た
が
︑
パ
リ
講
和
会
議
で
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
領
と
な
り
︑
日
本
は
赤
道
以
北
の
南
洋
群
島
を
統
治

す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

そ
も
そ
も
︑
委
任
統
治
と
い
う
方
式
じ
た
い
が
文
明
国
標
準
の
発
想
を
濃
厚
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
委
任
統
治
は
︑
植
民
地
と
い
う

表
現
を
避
け
︑
将
来
の
独
立
を
期
し
て
︑
受
任
国
が
当
該
地
域
の
文
明
化
を
す
す
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
︒
特
に
︑
日
本
が
統
治
し
た

南
洋
群
島
は
︑
Ｃ
式
委
任
統
治
領
と
さ
れ
︑
開
化
の
程
度
が
低
く
︑
受
任
国
が
積
極
的
に
介
入
し
て
文
明
化
を
う
な
が
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
︒

文
明
化
の
た
め
の
委
任
統
治
は
︑
国
際
社
会
の
な
か
で
文
明
化
さ
れ
る
側
で
あ
っ
た
日
本
が
︑
文
明
化
す
る
側
に
立
っ
た
こ
と
の
証
左
と
と

ら
え
ら
れ
た
︒
よ
っ
て
︑
も
し
︑
日
本
が
文
明
化
に
失
敗
す
れ
ば
︑
文
明
国
と
し
て
の
沽
券
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
﹁
過
剰
統
治
﹂
と

評
さ
れ
る
ほ
ど
︑
﹁
熱
心
で
急
進
的
な⑳
﹂
対
応
を
し
た
の
で
あ
る
︒
﹁
遅
れ
た
﹂
未
開
人
を
文
明
化
す
る
と
い
う
﹁
白
人
の
責
務
﹂
の
一
端
を
担

う
こ
と
は
︑
山
県
有
朋
の
い
う
﹁
列
国
と
均
一
の
義
務
を
負
担
﹂
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
南
洋
群
島
を
視
察
し
た
末
次
信
正
大
佐
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の
報
告
の
一
節
は
︑
文
明
国
標
準
の
帝
国
日
本
の
意
気
込
み
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

帝
国
が
苟
も
南
洋
群
島
の
委
任
統
治
を
引
き
受
け
た
る
以
上
何
等
か
世
界
の
文
明
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
あ
る
を
要
す
︒
之
実
に
国
際
管
理
の
意
義
を
為
す

所
以
に
し
て
帝
国
の
威
信
を
発
揚
す
る
の
道
な
り㉑
︒

第
一
次
世
界
大
戦
で
日
本
は
戦
勝
国
の
側
に
名
を
連
ね
︑
世
界
の
五
大
国
の
ひ
と
つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
こ
に
き
て
︑
日

本
は
文
明
国
標
準
に
完
全
に
習
熟
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
︑
国
際
秩
序
を
支
え
る
帝
国
主
義
の
古
典
外
交
の
な
か
で
︑
自
国
の
立
場
を
誇

示
し
う
る
ま
で
に
成
長
し
た㉒
︒
と
こ
ろ
が
︑
大
戦
の
激
動
は
︑
日
本
に
新
た
な
課
題
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
せ
っ
か
く
修
得
し
た
古

典
外
交
︑
つ
ま
り
文
明
国
標
準
の
ル
ー
ル
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

①

勝
田
政
治
﹃
明
治
国
家
と
万
国
対
峙
﹄
角
川
選
書
︑
二
〇
一
七
年
︒

②

浜
下
武
志
﹃
近
代
中
国
の
国
際
的
契
機
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
〇
年
︒

③

﹃
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
﹄
上
︑
原
書
房
︑
一
九
六
六
年
︑
六
五
頁
︒

④

岡
本
隆
司
﹃
世
界
の
な
か
の
日
清
韓
関
係
史
﹄
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
二
〇
〇

八
年
︒

⑤

こ
の
点
に
関
し
て
︑
河
野
有
理
﹃
田
口
卯
吉
の
夢
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
三
年
︒

⑥

山
室
信
一
﹁
﹁
国
民
帝
国
﹂
論
の
射
程
﹂
山
本
有
造
編
﹃
帝
国
の
研
究
﹄
名
古

屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
︒

⑦

山
県
有
朋
総
理
大
臣
の
﹁
帝
国
の
国
是
に
就
て
の
演
説
﹂
一
八
九
一
年
二
月
一

六
日
︑
大
山
梓
編
﹃
山
県
有
朋
意
見
書
﹄
︑
原
書
房
︑
一
九
六
六
年
︑
二
〇
六
頁
︒

⑧

前
掲
﹃
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
﹄
上
︑
一
五
四
頁
︑
二
二
三
頁
︒

⑨

﹁
日
清
の
戦
争
は
文
野
の
戦
争
な
り
﹂
︵
一
八
九
四
年
七
月
二
九
日
︶
﹃
福
沢
諭

吉
全
集
﹄
第
一
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
︑
四
九
一

四
九
二
頁
︒

⑩

酒
井
一
臣
﹁
金
子
堅
太
郎
の
﹁
国
民
外
交
﹂
﹂
同
﹃
帝
国
日
本
の
外
交
と
民
主

主
義
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︒

⑪

日
本
人
移
民
に
つ
い
て
は
︑
岡
部
牧
夫
﹃
海
を
渡
っ
た
日
本
人
﹄
山
川
出
版
社
︑

二
〇
〇
二
年
︒
日
本
人
移
民
研
究
の
動
向
と
全
体
像
を
つ
か
む
に
は
︑
米
山
裕
・

河
原
典
史
編
﹃
日
本
人
の
国
際
移
動
と
太
平
洋
世
界
﹄
文
理
閣
︑
二
〇
一
五
年
︒

国
際
秩
序
と
の
関
連
を
論
じ
た
も
の
に
︑
塩
出
浩
之
﹃
越
境
者
の
政
治
史
﹄
名
古

屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
が
あ
る
︒

⑫

永
瀧
シ
ド
ニ
ー
領
事
か
ら
バ
ー
ト
ン
豪
首
相
宛
書
翰
︵
原
文
英
文
︶
﹃
日
本
外

交
文
書
﹄
明
治
三
四
年
︑
七
九
一

七
九
二
頁

⑬

C
om
m
onw
ealth
P
arliam
ent
D
ebates
(1901),
V
ol.
IV
,
p.4812.

⑭

ア
ジ
ア
主
義
に
か
ん
し
て
は
膨
大
な
研
究
が
あ
る
が
︑
と
り
あ
え
ず
は
︑
酒
井

一
臣
﹁
澤
柳
政
太
郎
の
ア
ジ
ア
主
義
﹂
見
城
悌
治
編
﹃
帰
一
協
会
の
挑
戦
と
渋
沢

栄
一
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
八
年
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑮

田
口
卯
吉
﹁
対
外
国
是
﹂
︵
一
八
九
八
年
︶
﹃
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
﹄
第
五
巻
︑
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吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
一
二
頁
︒

⑯

酒
井
一
臣
﹁
田
口
卯
吉
の
現
実
外
交
路
線
﹂
同
﹃
近
代
日
本
外
交
と
ア
ジ
ア
太

平
洋
秩
序
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
〇
九
年
︒

⑰

藤
田
敏
郎
﹃
海
外
在
勤
四
半
世
紀
の
回
顧
﹄
教
文
館
︑
一
九
三
一
年
︑
二
一
三

頁
︒

⑱

﹃
日
本
外
交
文
書
﹄
対
米
移
民
問
題
経
過
概
要
二
三
五
︑
二
三
八
頁
︒

⑲

以
下
︑
委
任
統
治
領
南
洋
群
島
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
︑
酒
井
一
臣
﹃
近
代
日
本

外
交
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
秩
序
﹄
︑
第
四
章
・
第
五
章
︒

⑳

G
eorge
H
.
B
lakeslee,‘T
he
M
andate
of
Pacific,’
Foreign
A
ffairs,

1-1,1922.

㉑

末
次
信
正
﹁
南
洋
群
島
統
治
に
関
す
る
所
見
﹂
﹁
大
正
戦
役
戦
時
書
類
﹂
巻
五

四
︑
二
二
頁
︑
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
︵
C
10128197200
︶

㉒

千
葉
功
﹃
旧
外
交
の
形
成
﹄
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
︒

第
四
章

ル

ー

ル

の

変

更

第
一
次
世
界
大
戦
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
甚
大
な
損
害
を
及
ぼ
し
た
︒
日
本
は
︑
欧
米
勢
力
が
ア
ジ
ア
か
ら
後
退
し
た
こ
と
に
乗
じ
︑
い

わ
ば
火
事
場
泥
棒
的
に
権
益
を
拡
大
し
た
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
打
ち
出
し
た
﹁
新
外
交
﹂
方
針
は
︑
こ
う
し
た
日

本
の
あ
か
ら
さ
ま
な
帝
国
主
義
的
政
策
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
新
外
交
と
は
︑
秘
密
外
交
か
ら
公
開
外
交
へ
の
転
換
︑
民
族
自
決
︑
植
民

地
・
勢
力
圏
の
否
認
な
ど
︑
一
九
世
紀
か
ら
続
く
古
典
外
交
＝
旧
外
交
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た①
︒

第
一
次
世
界
大
戦
の
衝
撃
は
︑
国
際
秩
序
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
新
外
交
方
針
だ
け
で
な
く
︑
国
家
主
権
を
相
対
化
す
る
議
論
な
ど
︑

理
想
主
義
的
な
国
際
構
想
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た②
︒
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に
し
ろ
︑
理
想
主
義
的
国
際
政
治
思
想
に
し
ろ
︑
旧
外
交
の
国
際
秩
序

を
文
明
国
標
準
と
考
え
て
き
た
日
本
に
と
っ
て
は
︑
重
大
な
ル
ー
ル
の
変
更
で
あ
っ
た
︒
い
か
に
文
明
国
標
準
に
順
応
し
よ
う
と
し
て
も
︑
標

準
と
す
る
も
の
の
内
容
が
変
化
し
て
は
︑
文
明
国
標
準
を
学
ぶ
側
と
し
て
は
︑
困
惑
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
明
治
の
初

期
と
同
様
︑
日
本
は
新
ル
ー
ル
に
従
う
し
か
な
い
と
い
う
議
論
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
︒

今
日
の
新
式
外
交
は
正
大
公
明
を
旨
と
し
正
義
人
道
を
重
ん
す
る
に
在
り
今
や
旧
式
外
交
は
失
敗
し
新
式
外
交
は
全
勝
を
制
せ
ん
と
す
る
︹
中
略
︺
方
今

欧
洲
大
勢
の
傾
向
は
世
界
を
一
大
経
済
組
織
と
為
さ
ん
と
主
張
す
る
も
の
に
し
て
此
の
主
張
は
今
後
万
般
の
事
を
支
配
す
へ
く
随
て
我
帝
国
は
自
ら
不
利
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益
の
境
遇
に
陥
る
へ
き
も
此
大
勢
に
逆
行
す
る
と
き
は
自
ら
経
済
上
孤
立
の
地
位
に
陥
り
不
測
の
禍
害
を
招
く
こ
と
を
覚
悟
せ
さ
る
へ
か
ら
す③

経
済
の
相
互
依
存
が
高
ま
る
な
か
に
あ
っ
て
︑
国
際
協
調
主
義
を
採
択
し
な
け
れ
ば
孤
立
す
る
と
い
う
危
機
感
を
強
調
す
る
点
は
︑
﹁
戦
略

と
し
て
の
文
明
受
容
﹂
の
変
形
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
新
外
交
の
理
想
を
強
調
す
る
声
に
対
し
︑
新
し
い
文
明
国
標
準
に
も
表

裏
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
っ
た
︒

四
海
皆
兄
弟
な
り
と
謂
ふ
原
則
は
道
義
的
観
念
と
し
て
洋
の
東
西
を
問
は
ず
或
る
程
度
に
於
て
従
来
之
を
容
認
す
る
も
之
を
世
界
改
造
の
実
行
に
極
端
に

て
推
行
せ
ん
と
す
る
か
如
き
果
し
て
其
の
功
を
奏
す
へ
き
乎
中
外
の
識
者
の
目
し
て
疑
問
と
す
る
も
の
亦
謂
れ
な
き
に
非
る
か
如
し
︹
中
略
︺
彼
の
平
等

主
義
か
絶
対
に
遂
行
せ
ら
れ
す
し
て
或
る
範
囲
に
止
り
或
る
形
式
を
為
す
に
過
き
さ
る
も
の
な
り
と
せ
は
是
れ
則
ち
現
在
の
欧
米
の
第
一
等
国
か
其
の
現

状
維
持
を
目
的
と
し
て
二
等
国
以
下
の
将
来
の
台
頭
発
展
を
抑
制
す
る
の
政
略
な
る
に
外
な
ら
す
と
測
定
す
へ
き
な
り④

欧
米
諸
国
が
植
民
地
主
義
を
否
定
し
て
平
等
を
い
く
ら
唱
え
て
も
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
方
策
が
具
体
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
む
し
ろ
こ
れ

か
ら
植
民
地
を
拡
大
し
て
国
際
社
会
で
の
地
位
向
上
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
国
に
と
っ
て
は
障
害
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
じ
じ
つ
︑
前
章

で
触
れ
た
委
任
統
治
方
式
も
植
民
地
と
称
さ
な
い
だ
け
で
実
態
は
植
民
地
で
あ
っ
た
し
︑
イ
ギ
リ
ス
は
広
大
な
植
民
地
解
放
に
向
か
わ
ず
︑
ア

メ
リ
カ
す
ら
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
否
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
対
す
る
近
衛
文
麿
の
次
の
よ
う
な
反
発
も
も
っ
と
も
で
あ
っ
た
︒

要
之
英
米
の
平
和
主
義
は
現
状
維
持
を
便
利
と
す
る
も
の
ヽ
唱
ふ
る
事
勿
れ
主
義
に
し
て
何
等
正
義
人
道
と
関
係
な
き
も
の
な
る
に
拘
わ
ら
ず
︑
我
国
論

者
が
彼
等
の
宣
言
の
美
辞
に
酔
う
て
平
和
即
ち
人
道
と
心
得
其
国
際
的
地
位
よ
り
す
れ
ば
︑
寧
ろ
独
逸
と
同
じ
く
現
状
の
打
破
を
唱
ふ
べ
き
筈
の
日
本
に

居
り
な
が
ら
︑
英
米
本
位
の
平
和
主
義
に
か
ぶ
れ
国
際
連
盟
を
天
来
の
福
音
の
如
く
渇
仰
す
る
の
態
度
あ
る
は
︑
実
に
卑
屈
千
万
に
し
て
正
義
人
道
よ
り
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見
て
蛇
蝎
視
す
べ
き
も
の
な
り⑤
︒

日
本
が
最
初
に
西
洋
文
明
を
受
容
し
た
際
に
は
︑
国
際
法
の
理
想
と
植
民
地
支
配
の
現
実
の
落
差
を
指
摘
し
て
欧
米
諸
国
を
批
判
す
る
議
論

も
あ
っ
た
が
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
も
︑
日
本
は
欧
米
批
判
に
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
︒
新
ル
ー
ル
に
と
ま
ど
い
つ
つ
も
︑
日
本
は
︑

パ
リ
講
和
会
議
で
は
﹁
サ
イ
レ
ン
ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
﹂
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
受
動
的
言
動
に
徹
し
て
大
勢
順
応
を
基
本
方
針
と
し
た
の
で
あ
る
︒

パ
リ
講
和
会
議
を
補
足
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
も
新
外
交
の
基
本
理
念
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
結
局
は
ア
ジ
ア
太

平
洋
国
際
秩
序
の
現
状
維
持
が
大
国
間
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
旧
外
交
の
国
際
秩
序
は
新
外
交
に
よ
っ
て
根
本
的
に
覆
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
文
明
国
標
準
の
国
際
法
の
理
想
と
帝
国
の
現
実
と
い
う
表
裏
が
︑
新
ル
ー
ル
の
文
明
国
標
準
に
お
い
て
も
︑
新
外
交
の

理
想
と
既
存
の
帝
国
秩
序
の
維
持
と
い
う
現
実
と
い
う
表
裏
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
日
本
も
明
治
期
と
同
様
︑
文
明
国
標
準

の
帝
国
と
し
て
︑
大
勢
に
逆
行
し
な
い
範
囲
で
帝
国
の
維
持
発
展
に
つ
と
め
る
と
い
う
選
択
肢
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る⑥
︒

と
こ
ろ
で
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
︑
内
政
の
み
な
ら
ず
国
際
政
治
に
お
い
て
も
民
主
化
の
推
進
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
内
政

の
民
主
化
は
︑
総
力
戦
に
国
民
を
総
動
員
す
る
た
め
に
は
国
民
の
権
利
向
上
が
不
可
欠
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
︑
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
が
内
政

の
論
理
を
国
際
政
治
に
持
ち
こ
む
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
で
国
際
政
治
の
民
主
化
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
で
は
︑
国
際
政
治
の
民
主

化
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
︒

民
本
主
義
的
外
交
と
は
外
交
の
事
を
専
門
外
交
家
の
秘
密
の
取
扱
か
ら
国
民
の
手
に
︑
之
を
奪
還
す
る
事
を
意
味
し
︑
民
主
的
講
和
と
は
︑
講
和
会
議
に

は
専
門
外
交
家
の
外
所
謂
平
民
階
級
の
代
表
者
を
も
︑
参
列
せ
し
め
る
と
い
ふ
要
求
を
意
味
し
︑
又
国
際
上
の
民
主
主
義
と
は
︑
各
国
に
於
け
る
オ
ー
ト

ク
ラ
シ
ー
を
打
破
し
︑
民
主
主
義
の
上
に
政
治
組
織
を
改
め
し
め
︑
之
を
基
礎
と
し
て
︑
国
際
社
会
を
建
設
せ
ん
事
を
要
求
す
る
者
と
考
え
て
居
る
︒

オ
ー
ト
ク
ラ
シ
ー
を
打
破
し
て
︑
広
く
政
権
を
一
般
国
民
の
手
に
帰
せ
し
む
る
新
た
な
る
世
界
を
作
ら
ん
と
す
る
事
が
︑
戦
争
目
的
の
一
つ
で
あ
る
と
考
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ふ
る
も
の
で
あ
る⑦
︒

吉
野
作
造
は
︑
こ
の
よ
う
に
国
際
政
治
の
民
主
化
を
説
い
た
︒
つ
ま
り
︑
国
家
間
の
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
は
︑
国
内
の
民
主
化
が
重
要

で
︑
外
交
政
策
の
決
定
を
国
民
の
手
に
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
外
交
の
民
主
化
を
表
す
も
の
と
し
て
﹁
国
民
外
交
﹂
の

語
が
用
い
ら
れ
た
が
︑
﹁
国
民
外
交
﹂
に
は
︑
外
交
の
政
策
決
定
過
程
の
透
明
化
と
政
策
へ
の
輿
論
の
反
映
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
︒
他
方
︑

﹁
国
民
外
交
﹂
に
は
外
交
に
国
民
を
総
動
員
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
︑
日
本
の
場
合
︑
国
益
拡
大
の
た
め
に
国
民
の
総
力
を
結
集
す
る
と
い

う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た⑧
︒
つ
ま
り
︑
外
交
の
民
主
化
も
帝
国
日
本
の
拡
大
に
資
す
る
も
の
と
い
う
文
脈
で
主
張
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
民
主
化
の
促
進
が
新
し
い
文
明
国
標
準
と
な
っ
て
い
く
な
か
で⑨
︑
日
本
の
外
交
政
策
も
国
際
協
調
主
義
を

基
本
と
し
て
︑
あ
か
ら
さ
ま
な
帝
国
拡
張
政
策
を
抑
制
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
二
八
年
の
不
戦
条
約
に

対
し
て
も
︑
戦
争
の
放
棄
な
ど
は
﹁
痴
人
の
夢
﹂
だ
と
の
批
判
が
あ
る
な
か
︑
と
き
の
田
中
義
一
内
閣
は
条
約
締
結
に
ふ
み
き
っ
た
が
︑
こ
れ

も
︑
国
際
社
会
の
平
和
を
望
む
輿
論
に
抗
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
方
針
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

外
交
は
今
日
と
て
も
正
義
が
そ
の
基
礎
で
な
く
︑
国
家
本
位
の
権
略
で
あ
る
か
ら
︑
不
戦
条
約
な
ど
到
底
実
行
の
能
き
る
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
や
う

な
論
で
あ
る
︒
︹
中
略
︺
け
れ
ど
も
︑
そ
の
故
を
以
て
外
交
は
正
義
を
基
礎
に
せ
ぬ
も
の
な
り
と
断
定
す
る
の
は
︑
決
し
て
正
し
き
判
断
と
は
称
し
難
い
︒

︹
中
略
︺
世
間
は
詐
欺
や
ペ
テ
ン
の
み
︑
交
際
に
徳
義
も
人
情
も
あ
つ
た
も
の
に
非
ず
と
云
へ
ば
︑
而
し
て
実
際
に
そ
う
信
ず
る
な
ら
ば
︑
交
際
は
全
然

能
き
ず
︑
そ
の
人
は
一
人
の
友
を
も
得
な
い
で
一
生
孤
立
す
る
の
外
な
い
︒
又
世
間
は
︑
決
し
て
そ
ん
な
に
片
寄
つ
た
筈
の
も
の
で
は
な
い
︒
外
交
と
て

も
︑
今
日
の
外
交
を
支
配
す
る
も
の
は
一
国
の
利
害
の
み
で
な
く
し
て
︑
実
に
国
際
の
輿
論
で
あ
る
︒
国
際
の
輿
論
を
無
視
す
る
国
家
本
位
一
天
張
り
の

外
交
は
︑
之
を
行
は
ん
と
し
て
も
行
へ
る
筈
な
く
︑
一
時
は
行
へ
る
に
し
て
も
長
へ
に
成
功
す
る
理
が
な
い⑩
︒
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国
際
輿
論
が
国
家
主
義
的
・
帝
国
主
義
的
外
交
を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
は
︑
こ
の
時
期
に
外
交
の
民
主
化
を
支
持
し
た
論
者
が
強
調
す

る
点
で
あ
っ
た
︒
実
際
︑
日
本
で
も
︑
選
挙
で
は
国
際
協
調
を
主
張
す
る
政
党
に
票
が
集
ま
り
︑
曲
が
り
な
り
に
も
二
大
政
党
に
よ
る
政
党
政

治
が
実
現
し
た
︒
ま
た
︑
軍
縮
も
進
み
︑
軍
人
の
人
気
が
失
わ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
外
交
の
民
主
化
と
い
う
新
し
い
文
明
国
標
準
の
最
盛
期
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
か
け
た
の
が
︑
一
九
二

四
年
の
排
日
移
民
法
と
一
九
二
九
年
に
は
じ
ま
っ
た
世
界
恐
慌
で
あ
っ
た
︒
前
章
で
み
た
よ
う
に
︑
排
日
移
民
法
に
い
た
る
日
本
人
移
民
排
斥

は
︑
日
本
が
野
蛮
ゆ
え
の
差
別
で
は
な
く
︑
文
明
化
に
成
功
し
た
日
本
が
脅
威
で
あ
る
と
し
て
の
差
別
だ
っ
た
︒
文
明
化
を
要
求
し
た
欧
米
諸

国
が
︑
文
明
化
に
成
功
す
る
と
黄
禍
論
を
唱
え
た
こ
と
に
︑
日
本
社
会
は
激
昂
し
︑
新
渡
戸
稲
造
や
金
子
堅
太
郎
な
ど
の
親
米
派
で
す
ら
︑
ア

メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
す
る
国
際
秩
序
へ
の
反
感
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
九
二
〇
年
代
の
日
本
は
不
況
が
続
き
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
沸
く
都
市
部
と
貧
困
に
あ
え
ぐ
農
村
と
の
格
差
が
広
が
り
︑
国
民
に
閉
塞
感
が
強

ま
っ
て
い
っ
た
︒
世
界
恐
慌
の
際
︑
浜
口
雄
幸
内
閣
が
金
解
禁
を
実
施
し
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
︑
日
本
は
深
刻
な
不
況
に
陥
っ
た
︒
世
界
恐

慌
に
対
し
︑
植
民
地
を
も
つ
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
は
︑
﹁
世
界
を
一
大
経
済
組
織
﹂
と
し
て
相
互
依
存
を
強
め
て
い
く
こ
と
を
放
棄
し
︑
植

民
地
を
囲
い
込
み
関
税
障
壁
を
設
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
政
策
に
転
じ
た
︒
ア
メ
リ
カ
も
保
護
貿
易
政
策
に
よ
っ
て
自
国
経
済
を
守
っ
た
︒
持
た

ざ
る
国
と
自
身
を
考
え
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
︑
英
仏
米
な
ど
の
保
護
貿
易
政
策
は
︑
国
際
社
会
で
の
生
存
を
脅
か
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た

の
で
あ
る⑪
︒

ル
ー
ル
の
変
更
に
従
っ
て
も
︑
う
ま
く
従
っ
た
こ
と
す
ら
脅
威
と
批
判
さ
れ
る
︒
恐
慌
に
な
る
と
︑
新
ル
ー
ル
の
理
想
も
あ
っ
さ
り
捨
て
ら

れ
︑
欧
米
諸
国
は
自
国
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
︒
く
わ
え
て
︑
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
疲
弊
し
︑
覇
権
が

イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
︑
文
明
国
標
準
の
﹁
神
通
力
﹂
は
薄
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た
状
況
で
︑
日
本
は
国
際
協

調
の
名
の
も
と
に
既
存
の
国
際
秩
序
に
従
っ
て
い
て
よ
い
の
か
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
︒
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唯
幣
原
外
相
の
為
さ
る
ヽ
所
を
見
ま
す
と
云
ふ
と
︑
日
本
人
の
感
情
な
ど
は
︑
日
本
人
の
安
全
感
な
ど
は
ど
う
で
も
宜
い
と
云
ふ
や
う
な
や
り
方
を
し
て

居
る
︒
︵
拍
手
︶
一
例
を
挙
げ
ま
す
れ
ば
︑
我
が
移
民
の
入
米
禁
止
法
の
問
題
で
あ
り
ま
す
︒
現
に
昨
日
幣
原
外
相
は
其
御
演
説
中
に
於
て
何
と
言
は
れ
た

か
︑
﹁
吾
々
は
深
き
興
味
を
以
て
静
か
に
此
問
題
の
推
移
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
云
は
れ
て
居
る
︒
︹
中
略
︺
兎
も
角
日
米
関
係
に
付
て
は
私

は
却
て
片
手
落
ち
な
︑
日
本
国
民
を
し
て
不
満
を
抱
か
す
や
う
な
此
憂
慮
に
堪
へ
ぬ
現
象
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
︹
中
略
︺
満
蒙
問
題
は
︑
私
は
是

は
我
国
の
存
亡
に
係
る
問
題
で
あ
る
︒
我
国
の
生
命
線
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
︒
︵
拍
手
︶
︹
中
略
︺
我
が
国
民
の
現
に
差
当
り
今
日
求
め
て
居
る
も
の
は

何
で
あ
る
か
︒
吾
々
は
国
内
を
見
ま
し
て
も
︑
外
政
を
見
ま
し
て
も
︑
息
が
詰
る
と
云
ふ
や
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
︒
吾
々
が
求
め
る
所
の
も
の
は
︑

生
物
と
し
て
の
最
少
限
度
の
も
の
で
あ
る
︒
即
ち
生
き
ん
こ
と
を
求
め
て
居
る
︒
息
を
吸
ふ
だ
け
の
余
地
を
求
め
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
語
を
換
え
て

申
し
ま
す
れ
ば
︑
大
和
民
族
は
最
少
限
度
に
於
て
生
存
権
を
主
張
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す⑫
︒

幣
原
喜
重
郎
の
よ
う
に
︑
排
日
移
民
法
に
対
し
て
静
観
す
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
︑
国
際
協
調
外
交
の
な
か
に
あ
っ
て
穏
当
な
対
応
だ
っ

た
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
い
か
に
も
エ
リ
ー
ト
的
な
発
想
は
︑
息
詰
ま
っ
て
い
る
大
衆
の
反
発
を
買
う
こ
と
を
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
松
岡
洋
右

は
よ
く
理
解
し
た
上
で
の
発
言
だ
っ
た⑬
︒
こ
の
時
点
で
は
英
米
へ
の
挑
発
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
英
米
と
の
協
調
外
交
で
は

事
態
の
解
決
は
困
難
で
︑
生
命
線
た
る
満
蒙
に
積
極
的
に
進
出
し
な
け
れ
ば
日
本
の
﹁
生
存
権
﹂
に
か
か
わ
る
と
の
論
理
に
喝
õ
を
お
く
る
者

が
多
か
っ
た
の
も
事
実
だ
っ
た
︒

こ
こ
に
い
た
っ
て
日
本
は
︑
文
明
国
標
準
の
ル
ー
ル
に
従
わ
ず
文
明
国
標
準
と
は
異
質
な
ゲ
ー
ム
を
は
じ
め
る
と
い
う
選
択
肢
の
可
能
性
を

示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

欧
洲
大
戦
に
よ
り
五
個
の
超
大
国
を
成
形
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
世
界
は
更
に
進
て
結
局
一
の
体
系
に
帰
す
へ
く
其
統
制
の
中
心
は
西
洋
の
代
表
た
る
米
国

と
東
洋
の
選
手
た
る
日
本
間
の
争
覇
戦
に
依
り
決
定
せ
ら
る
へ
し

即
ち
我
国
は
速
に
東
洋
の
選
手
た
る
へ
き
資
格
を
獲
得
す
る
を
以
て
国
策
の
根
本
義
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と
な
さ
さ
る
へ
か
ら
す
︒
現
下
の
不
況
を
打
開
し
東
洋
の
選
手
権
を
獲
得
す
る
為
に
は
速
に
我
勢
力
圏
を
所
要
の
範
囲
に
拡
張
す
る
を
要
す
︹
中
略
︺
戦

争
は
必
す
景
気
を
好
転
せ
し
む
へ
く
爾
後
戦
争
長
期
に
亘
り
経
済
上
の
困
難
甚
し
き
に
至
ら
ん
と
す
る
時
は
戒
厳
令
下
に
於
て
各
種
の
改
革
を
行
ふ
へ
く

平
時
に
於
け
る
所
謂
内
部
改
造
に
比
し
遙
か
に
自
然
的
に
之
を
実
行
す
る
を
得
へ
し⑭

こ
の
石
原
莞
爾
の
構
想
は
︑
日
米
間
で
の
﹁
最
終
戦
﹂
に
い
た
る
と
す
る
発
想
が
前
提
に
な
っ
て
お
り⑮
︑
最
終
戦
を
戦
う
た
め
に
は
国
家
改

造
が
必
須
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
戦
争
を
起
こ
し
て
戦
時
体
制
に
持
ち
込
む
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
最
終
戦
と
い
う
石
原
独
特
の
発

想
を
除
け
ば
︑
結
局
満
蒙
を
日
本
領
に
す
る
と
い
う
帝
国
日
本
の
拡
張
策
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
確
認
さ
れ
た
中
国
の
領
土

保
全
を
破
り
︑
不
戦
条
約
に
違
反
し
て
戦
争
を
開
始
す
る
こ
と
は
︑
明
ら
か
な
文
明
国
標
準
の
国
際
秩
序
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
︒

一
九
三
一
年
九
月
︑
関
東
軍
は
満
州
で
の
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
︒
満
州
事
変
で
あ
る
︒
事
変
は
戦
域
を
拡
大
し
て
い
き
︑
傀
儡
国
家
﹁
満

州
国
﹂
の
建
国
︑
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
と
︑
日
本
の
国
際
的
立
場
を
大
き
く
変
更
す
る
事
態
に
発
展
し
て
い
っ
た
︒
日
本
は
︑
﹁
ル
ー
ル
の

変
更
﹂
ど
こ
ろ
か
文
明
国
標
準
の
ゲ
ー
ム
じ
た
い
を
否
定
す
る
よ
う
な
行
動
を
ど
う
説
明
し
た
の
か
︒
次
章
で
は
そ
の
点
を
み
て
い
き
た
い
︒

①

ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に
つ
い
て
は
︑
F
rank
A
.
N
inkovich,
T
he
W
ilsonian

C
entury,
C
hicago
U
ni.
Press,1999.
日
本
外
交
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
高

原
秀
介
﹃
ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
日
本
﹄
創
文
社
︑
二
〇
〇
六
年
︒

②

デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ン
グ
／
ピ
ー
タ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
︵
宮
本
誠
太
郞
・
関
静

雄
監
訳
︶
﹃
危
機
の
二
〇
年
と
思
想
家
た
ち
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︒

③

一
九
一
八
年
一
二
月
八
日
第
五
回
外
交
調
査
会
会
議
で
の
牧
野
伸
顕
の
発
言
︒

小
林
龍
夫
編
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
原
書
房
︑
一
九
六
六
年
︑
三
三
五
頁
︒

④

一
九
一
八
年
一
一
月
一
九
日
第
三
回
外
交
調
査
会
会
議
で
の
伊
東
巳
代
治
の
発

言
︒
同
上
︑
三
一
〇
頁
︒

⑤

近
衛
文
麿
﹁
英
米
本
位
の
平
和
主
義
を
排
す
﹂
︵
一
九
一
八
年
︶
北
岡
伸
一
編

﹃
戦
後
日
本
外
交
論
集
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
五
年
︑
五
〇
頁
︒

⑥

新
外
交
に
日
本
が
ど
こ
ま
で
呼
応
し
た
か
に
関
し
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
︒
現

状
維
持
を
主
眼
と
し
て
い
た
と
い
う
議
論
︵
服
部
龍
二
﹃
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
の

変
動
と
日
本
外
交

一
九
一
八

一
九
三
一
﹄
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
一
年
︶
と
︑
勢

力
圏
撤
廃
に
応
じ
よ
う
と
す
る
な
ど
新
外
交
に
積
極
的
に
対
応
し
た
と
す
る
議
論

︵
中
谷
直
司
﹃
強
い
ア
メ
リ
カ
と
弱
い
ア
メ
リ
カ
の
狭
間
で
﹄
千
倉
書
房
二
〇
一

六
年
︶
が
あ
る
が
︑
本
稿
の
議
論
に
引
き
つ
け
れ
ば
︑
そ
れ
は
新
し
い
文
明
国
標

準
の
表
裏
の
ど
ち
ら
を
中
心
に
み
る
か
の
程
度
の
差
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑦

吉
野
作
造
﹁
民
主
的
国
際
主
義
は
空
想
的
世
界
観
な
り
や

姉
崎
博
士
に
対
す

る
福
田
博
士
の
批
評
に
つ
い
て
﹂
︵
一
九
一
八
年
︶
︑
﹃
吉
野
作
造
博
士
民
主
主
義

論
集
﹄
第
四
巻
所
収
︑
新
紀
元
社
︑
一
九
四
八
年
︑
一
八
五
頁
︒
吉
野
の
国
際
民

主
主
義
論
に
つ
い
て
は
︑
藤
野
一
郎
﹃
吉
野
作
造
の
国
際
政
治
論
﹄
有
志
舎
︑
二
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〇
一
二
年
︑
八
六

八
九
頁
︒

⑧

国
民
外
交
に
つ
い
て
は
︑
酒
井
一
臣
︑
前
掲
﹃
帝
国
日
本
の
外
交
と
民
主
主

義
﹄
第
一
部
第
二
章
︒

⑨

F
redrick
R
.
D
ickinson,
W
orld
W
ar
I
and
the
T
rium
ph
of
a
N
ew

Japan,
1919-1930,
C
am
bridge,2013,
p.65.

⑩

信
夫
淳
平
﹃
不
戦
条
約
論
﹄
国
際
連
盟
協
会
︑
一
九
二
八
年
︑
二
二
一
頁
︒
な

お
︑
不
戦
条
約
に
つ
い
て
は
︑
酒
井
一
臣
︑
前
掲
﹃
帝
国
日
本
の
外
交
と
民
主
主

義
﹄
第
一
部
第
三
章
︒

⑪

世
界
恐
慌
期
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
対
し
︑
ア
ジ
ア
は
︑
日
本
を
含
め
た
ア
ジ
ア

間
で
の
貿
易
が
増
大
し
て
お
り
︑
必
ず
し
も
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
で
は
な
か
っ
た
と
の

指
摘
が
あ
る
︒
杉
原
薫
﹃
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

一
九
九
六
年
︑
秋
田
茂
﹃
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
﹄
名
古
屋
大
学
出

版
会
︑
二
〇
〇
三
年
︒
し
か
し
︑
本
論
で
は
︑
実
態
は
別
に
し
て
︑
当
時
の
日
本

で
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
よ
っ
て
閉
め
出
さ
れ
て
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
認
識
し

て
い
た
点
を
重
視
し
た
い
︒

⑫

松
岡
洋
右
衆
議
院
議
員
の
幣
原
喜
重
郎
外
相
に
対
す
る
質
問
演
説
︵
一
九
三
一

年
一
月
二
三
日
︶
松
岡
洋
右
﹃
動
く
満
蒙
﹄
先
進
社
︑
一
九
三
一
年
︑
一
〇
七

一
〇
八
︑
一
一
二
︑
一
一
九
頁
︒

⑬

井
上
寿
一
﹃
増
補
ア
ジ
ア
主
義
を
問
い
な
お
す
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一

六
年
︑
六
五

六
六
頁
︒

⑭

石
原
莞
爾
﹁
満
蒙
問
題
私
見
﹂
一
九
三
一
年
五
月
﹃
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
﹄
別

巻
資
料
編
︑
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
六
三
年
︑
九
九
︑
一
〇
一
頁
︒

⑮

石
原
莞
爾
﹃
最
終
戦
争
論
﹄
中
公
文
庫
︑
二
〇
〇
一
年
︒
ま
た
︑
片
山
杜
秀

﹃
未
完
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹄
新
潮
選
書
︑
二
〇
一
二
年
︑
第
六
章
︒

第
五
章

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
夢

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
で
相
対
的
な
安
定
を
保
っ
て
い
た
国
際
情
勢
は
︑
世
界
恐
慌
の
混
乱
を
受
け
て
急
速
に
悪
化
し
て
い

っ
た
︒
不
況
の
深
刻
化
は
国
民
生
活
を
圧
迫
し
︑
過
激
な
改
革
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
な
る
素
地
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
︑
近
代
国
際
体
制
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
文
明
国
標
準
の
論
理
に
も
根
本
的
な
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
れ
は
帝
国
主
義
批
判
あ
る
い
は
主
権
国
家
批
判
と
な
っ
て
現
れ
た
︒

満
州
を
侵
略
し
て
﹁
満
州
国
﹂
を
建
国
す
る
と
い
う
一
連
の
日
本
の
対
外
政
策
は
︑
現
状
打
破
の
動
き
で
あ
っ
た
が
︑
既
存
の
国
際
秩
序
観

か
ら
す
れ
ば
︑
帝
国
の
拡
大
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
を
新
た
な
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
︒

日
本
の
大
陸
発
展
に
内
在
し
て
ゐ
る
原
理
は
本
来
西
欧
的
な
帝
国
主
義
で
は
な
く
し
て
︑
防
衛
又
は
開
発
の
為
め
の
地
域
主
義
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
地
域

ドン・キホーテの夢（酒井）
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主
義
の
原
理
が
明
か
に
な
り
か
け
て
来
た
の
は
極
め
て
最
近
の
こ
と
で
あ
る
︒
若
き
支
那
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
を
一
図
に
帝
国
主
義
と
誤
解
又
は

曲
解
し
た
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
つ
た
︒
日
本
自
身
に
お
い
て
す
ら
︑
満
洲
事
変
の
当
時
︑
マ
ル
キ
ス
ト
は
こ
れ
を
帝
国
主
義
と
見
做
し
て
ゐ
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
誤
解
に
基
い
て
無
益
な
る
抵
抗
を
継
続
し
て
ゐ
る
支
那
を
翻
意
せ
し
め
る
思
想
的
武
器
と
し
て
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
︒
そ
の
大
陸
発
展

の
内
在
的
原
理
こ
そ
が
︑
混
沌
た
る
日
本
の
思
想
に
も
統
一
を
与
へ
︑
単
な
る
直
観
的
幻
想
で
な
く
て
︑
﹁
東
洋
の
統
一
﹂
へ
の
主
動
力
で
あ
り
︑
そ
れ
に

技
術
的
制
度
内
容
を
賦
与
し
得
る
経
験
的
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
︒
︹
中
略
︺
第
一
に
︑
東
亜
協
同
体
は
一
箇
の
新
体
制
を
有
つ
た
政
治
的
地
域
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
︒
一
定
の
地
域
と
そ
れ
に
居
住
す
る
民
族
と
の
共
同
運
命
を
確
保
し
︑
そ
の
生
存
を
確
保
す
る
為
め
の
政
治
的
保
障
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
れ
は
一
民
族
又
は
一
国
家
の
他
民
族
又
は
他
国
家
の
征
服
に
よ
る
領
土
的
帝
国
主
義
で
は
な
く
︑
民
族
の
共
存
協
力
を
可
能
な
ら
し
む
る
地

域
的
協
同
体
で
あ
つ
て
︑
そ
の
政
治
体
制
は
当
然
に
何
等
か
の
連
合
体
制
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ①
︒

こ
れ
は
︑
蠟
山
政
道
の
東
亜
協
同
体
に
か
ん
す
る
議
論
で
あ
る
が
︑
日
本
の
満
州
侵
略
を
西
欧
的
な
帝
国
主
義
で
は
な
い
と
し
︑
共
同
運
命

を
も
っ
た
東
ア
ジ
ア
が
共
存
し
て
い
く
た
め
の
地
域
主
義
の
発
露
だ
と
の
主
張
で
あ
る
︒
蠟
山
が
東
亜
協
同
体
論
で
強
調
し
た
の
が
︑
主
権
国

家
の
並
列
関
係
に
あ
る
国
際
社
会
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
て
︑
領
土
拡
張
型
の
帝
国
主
義
と
は
異
な
る
有
機
的
に
結
び
つ
い
た

地
域
協
同
体
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
っ
た②
︒

蠟
山
の
東
亜
協
同
体
論
の
思
想
的
由
来
や
地
域
主
義
の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
く
︑
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
︑
蠟

山
は
文
明
国
標
準
の
国
際
秩
序
の
基
盤
で
あ
っ
た
帝
国
を
否
定
し
︑
主
権
国
家
の
存
在
に
す
ら
疑
問
を
呈
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
議

論
は
︑
文
明
国
標
準
に
支
配
さ
れ
た
国
際
秩
序
の
現
状
の
打
破
に
動
き
出
し
た
日
本
に
と
っ
て
︑
西
洋
文
明
批
判
と
し
て
﹁
便
利
﹂
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

満
洲
事
件
勃
発
に
至
る
迄
は
︑
恰
も
日
本
自
体
の
自
我
を
閑
却
し
て
西
洋
化
へ
の
道
を
辿
つ
て
来
た
の
で
あ
る
が
︑
既
に
此
の
西
洋
自
体
が
精
神
的
に
行
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詰
つ
て
仕
舞
つ
て
来
た
為
︑
日
本
は
西
洋
の
後
を
追
は
ん
と
し
て
も
追
ひ
得
ず
其
の
後
の
進
路
に
迷
ひ
非
常
に
絶
望
的
な
行
詰
つ
た
気
持
に
な
つ
て
き
た
︒

然
る
に
同
事
件
を
契
機
と
し
て
日
本
は
東
洋
に
帰
り
︑
日
本
と
言
ふ
自
主
的
立
場
か
ら
西
洋
を
眺
め
︑
日
本
の
精
神
主
義
を
基
調
と
し
て
新
ら
し
い
日
本

文
明
︵
精
神
主
義
を
基
調
と
し
た
東
西
の
総
合
文
明
︶
の
創
造
に
其
の
活
路
を
見
出
し
︑
外
交
も
日
本
独
自
の
立
場
を
主
張
す
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
︒

︹
中
略
︺
西
洋
式
の
国
際
主
義
は
︑
体
裁
は
兎
も
角
根
底
に
於
て
国
家
的
利
己
心
を
基
調
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
結
局
国
家
間
の
関
係
は
互
に
相

手
か
ら
搾
取
す
る
こ
と
を
本
旨
と
し
︑
斯
く
て
世
界
は
永
久
に
其
闘
争
を
繰
返
す
だ
け
で
︑
真
の
人
類
的
協
力
は
生
ま
れ
な
い
︒
︹
中
略
︺
元
来
道
徳
的
で

あ
る
日
本
の
行
動
も
︑
悪
法
や
悪
条
約
を
基
準
に
し
て
判
断
さ
れ
る
結
果
反
対
に
不
正
行
為
と
看
做
さ
る
る
場
合
が
少
く
な
い
︒
殊
に
日
本
が
白
人
専
制

の
世
界
に
於
て
何
等
か
の
主
張
を
し
や
う
と
す
る
時
に
は
︑
事
態
の
合
理
不
合
理
に
関
係
な
く
兎
も
角
現
状
維
持
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
際
法
を

盾
に
し
て
は
到
底
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
︹
中
略
︺
日
本
が
其
固
有
の
世
界
観
に
依
り
超
国
家
的
立
場
よ
り
世
界
的
協
力
主
義
を
提
唱
し
﹁
八

紘
を
掩
ふ
て
宇
と
為
す
﹂
と
言
ふ
建
国
理
想
の
実
現
に
邁
進
す
る
こ
と
は
近
代
文
明
の
世
界
に
於
て
特
に
重
大
な
る
意
義
が
あ
る③
︒

こ
の
文
書
は
︑
外
務
省
の
﹁
革
新
派
﹂
の
典
型
的
主
張
で
あ
る
︒
外
務
省
が
こ
う
し
た
見
解
を
公
式
に
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
国
際

協
調
を
主
軸
と
す
る
外
務
省
ま
で
も
が
︑
現
状
打
破
に
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
文
書
で
も
︑
主
権
国
家
の
絶
対
性
に

疑
問
を
投
げ
か
け
︑
か
つ
て
日
本
が
理
想
と
し
て
あ
こ
が
れ
た
国
際
法
に
よ
る
国
際
秩
序
を
打
破
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
引
用
部
の
後
︑

日
本
は
﹁
超
国
家
﹂
の
立
場
か
ら
﹁
極
東
連
合
﹂
を
め
ざ
す
と
さ
れ
る
の
だ
が
︑
国
家
の
枠
組
み
を
解
体
し
て
有
機
的
な
連
帯
に
よ
る
協
同
体

を
つ
く
る
と
い
う
発
想
は
︑
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
構
想
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
﹁
天
皇
の
御
稜
威
﹂
﹁
八
紘
一
宇
﹂
な
ど
独
特
な
用
語
を

羅
列
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
新
秩
序
論
・
共
栄
圏
論
で
あ
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
︑
主
権
国
家
を
相
対
化
し
て
地
域
主
義
に
よ
っ
て
国
際
秩

序
を
再
編
す
る
構
想
は
日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
再
編
さ
れ
て
い
く
の
も
同
時

期
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
日
本
語
に
す
れ
ば
﹁
共
栄
﹂
と
な
る
の
も
偶
然
で
は
な
い④
︒
西
洋
文
明
の
打
破
を
主
張
し
た
新
秩

序
論
も
西
洋
と
の
﹁
共
時
性
﹂
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑
共
存
共
栄
の
協
同
体
を
め
ざ
す
際
︑
そ
の
指
導
国
は
当
然
の
よ
う
に
日
本
と
さ
れ
た
︒
そ
の
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
か
︒

大
東
亜
に
於
け
る
か
か
る
主
動
国
は
日
本
に
他
な
ら
ぬ
︒
そ
も
そ
も
大
東
亜
な
る
自
覚
が
形
成
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
契
機
は
大
東
亜
戦
争
で
あ
り
︑
大
東

亜
戦
争
の
主
動
的
遂
行
者
は
日
本
で
あ
っ
て
︑
日
本
な
く
し
て
そ
も
そ
も
大
東
亜
の
自
覚
形
成
も
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
︑
殆
ど
論
を
俟
た
な
い
の
で
あ
る
︒

︹
中
略
︺
広
域
圏
に
於
け
る
各
国
家
の
自
主
独
立
は
︑
か
か
る
絶
対
的
原
子
主
義
と
は
本
質
的
に
異
る
も
の
で
あ
つ
て
︑
諸
邦
諸
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能

力
︑
民
度
︑
個
性
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
認
め
ら
れ
︑
而
か
も
全
体
と
し
て
有
機
的
協
同
の
関
係
に
結
ば
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ⑤
︒

こ
れ
は
︑
﹁
各
々
そ
の
所
を
得
る
﹂
と
い
う
表
現
で
大
東
亜
共
栄
圏
の
秩
序
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
だ
が
︑
日
本
の

﹁
能
力
︑
民
度
︑
個
性
﹂
が
大
東
亜
の
な
か
で
傑
出
し
て
い
る
の
で
︑
指
導
国
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
指
導
国
の
役
割
は

次
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
た
︒

相
手
方
た
る
土
着
住
民
の
民
度
が
わ
が
国
に
比
し
政
治
的
経
済
的
文
化
的
何
れ
の
点
よ
り
す
る
も
後
れ
て
い
る
こ
と
は
否
み
難
い
事
実
で
あ
り
︑
従
っ
て

そ
の
民
族
政
策
の
重
点
が
彼
我
の
共
存
共
栄
の
実
現
と
と
も
に
相
手
方
民
度
の
指
導
向
上
に
存
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
れ
は
指
導
的
立
場
に

あ
る
我
が
民
族
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
使
命
で
あ
る⑥
︒

太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
︑
東
南
ア
ジ
ア
各
地
を
欧
米
の
植
民
地
支
配
か
ら
﹁
解
放
﹂
し
た
日
本
は
︑
日
本
の
民
度
の
高
さ
を
誇
り
︑
民
度
向

上
の
た
め
の
指
導
の
名
の
も
と
で
︑
過
酷
な
支
配
を
お
こ
な
っ
た
︒
民
度
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
︒

前
便
で
私
は
ア
ン
ボ
ン
の
町
に
は
一
本
の
煙
突
も
な
く
︑
ほ
と
ん
ど
エ
ン
ジ
ン
の
音
も
聞
か
な
か
っ
た
と
申
し
ま
し
た
︒
こ
の
町
も
だ
い
た
い
同
様
で
す
︒
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こ
れ
は
近
代
科
学
︑
近
代
産
業
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
︑
こ
こ
の
人
た
ち
の
す
が
た
を
そ
の
ま
ま
象
徴
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
︹
中
略
︺
歴
史

を
逆
に
進
行
し
て
︑
明
治
二
十
年
代
︑
我
々
が
ま
だ
生
ま
れ
な
か
っ
た
時
代
の
教
育
を
こ
こ
に
発
見
し
た
と
私
は
先
に
の
べ
ま
し
た
が
︑
し
か
し
そ
れ
は

設
備
的
︑
教
授
技
術
的
︑
教
科
内
容
的
に
申
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
私
は
こ
こ
の
教
育
と
明
治
二
十
年
代
の
日
本
の
教
育
と
を
同
一
視
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
申
す
ま
で
も
な
く
︑
我
々
の
先
人
の
教
育
に
は
︑
確
乎
と
し
た
魂
の
錬
成
が
︑
ま
た
厳
格
な
躾
の
教
育
が
主
軸
を

な
し
て
い
た
も
の
で
す⑦
︒

こ
れ
は
日
本
占
領
下
の
バ
リ
島
に
派
遣
さ
れ
た
小
学
校
教
師
の
手
紙
だ
が
︑
彼
が
み
た
の
は
︑
﹁
近
代
科
学
︑
近
代
産
業
か
ら
取
り
残
さ
れ

た
﹂
バ
リ
島
で
あ
り
︑
一
九
世
紀
末
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
教
育
の
現
状
だ
っ
た
︒
こ
の
感
想
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
︑
民
度
の
向
上
と
は
︑

近
代
科
学
や
近
代
産
業
を
導
入
し
︑
明
治
日
本
が
経
験
し
た
よ
う
に
教
育
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
日
本
の
﹁
重
大
な
使
命

は
﹂
︑
皇
民
化
で
は
な
く
︑
文
字
通
り
﹁
遅
れ
た
﹂
人
び
と
を
文
明
化
さ
せ
る
﹁
文
明
の
使
命
﹂
と
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
こ
の
点
を
逆
か
ら
考
え
れ
ば
︑
日
本
が
指
導
国
た
り
う
る
の
は
︑
西
洋
文
明
の
受
容
に
先
ん
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

西
洋
文
明
・
白
人
文
明
の
打
破
を
訴
え
な
が
ら
︑
日
本
が
ア
ジ
ア
の
指
導
国
で
あ
る
根
拠
は
︑
文
明
国
標
準
の
帝
国
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
と

い
う
矛
盾
が
こ
こ
に
現
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
い
か
に
共
存
共
栄
を
唱
え
た
と
こ
ろ
で
︑
太
平
洋
戦
争
を
戦
っ
て
い
る
以
上
︑
戦
争
遂
行
を

後
回
し
に
し
て
︑
占
領
地
の
﹁
生
存
の
確
保
﹂
を
優
先
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
大
東
亜
共
栄
圏
で
は
日
本
の
抑
圧
と
搾
取

が
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
史
実
が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
︑
帝
国
主
義
を
ど
れ
だ
け
批
判
し
て
も
︑
大
東
亜
共
栄
圏
は
帝
国
日

本
の
拡
大
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
蠟
山
の
よ
う
な
議
論
を
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
り
︑
日
本
の
占
領
地
拡
大
は
︑

日
本
の
領
土
拡
大
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
大
義
名
分
と
現
実
の
落
差
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
の
が
︑
一
九
四
三
年
の
大
東
亜
共
同
宣
言
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
重
光
葵

外
相
は
︑
大
東
亜
会
議
開
催
に
積
極
的
だ
っ
た⑧
︒
そ
の
重
光
の
行
動
を
清
沢
洌
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
︒
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重
光
が
︑
日
本
で
平
和
工
作
と
し
て
︑
対
支
政
策
お
よ
び
大
東
亜
共
同
宣
言
を
主
張
す
る
な
ら
ば
︑
か
れ
は
先
見
の
明
の
あ
る
男
で
偉
い
︒
こ
れ
に
反
し

て
︑
日
本
の
政
策
が
︑
大
東
亜
共
同
宣
言
の
如
く
あ
る
べ
し
と
本
気
に
強
調
す
る
な
ら
ば
︑
か
れ
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
で
あ
る
︒
日
本
人
は
︑
謀
略
以
外

に
は
あ
ん
な
宣
言
は
信
じ
な
い⑨
︒

日
記
の
記
述
で
あ
る
た
め
︑
清
沢
が
ど
う
い
う
意
味
で
﹁
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹂
と
い
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
ア
ジ
ア
の
共
存
共
栄

の
た
め
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
協
力
を
謳
う
宣
言
を
本
気
で
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
実
態
は
帝
国
日
本
の
侵
略
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
︑
重
光

は
ま
ぬ
け
だ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
重
光
に
は
︑
こ
の
宣
言
を
敗
戦
を
戦
後
に
日
本
の
正
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が⑩
︑
敗
戦
後
の
重
光
の
次
の
よ
う
な
述
懐
を
み
る
と
︑
そ
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
え

な
い
︒元

来
記
者
の
意
図
す
る
処
は
︑
此
の
国
際
民
主
政
策
を
遂
行
し
て
支
那
問
題
を
軌
道
に
上
せ
て
︑
我
対
外
政
策
の
大
義
名
文
を
建
て
︑
出
来
得
る
な
ら
ば

重
慶
政
府
と
の
妥
協
に
資
し
︑
更
に
此
政
策
を
拡
張
し
て
我
占
領
地
域
に
及
し
︑
進
ん
で
亜
細
亜
全
部
に
対
す
る
我
立
場
と
し
度
い
︑
而
し
て
其
主
張
が

米
英
の
主
張
す
る
大
西
洋
憲
章
な
る
戦
争
目
的
と
一
致
す
る
に
於
て
は
︑
茲
に
戦
争
の
終
結
に
関
す
る
鍵
を
も
握
み
得
る
で
あ
ろ
う
︑
と
考
え
た
の
で
あ

っ
た
︒
︹
中
略
︺
大
東
亜
会
議
に
出
席
し
た
汪
兆
銘
︑
ラ
ウ
レ
ル
︑
バ
ー
モ
︑
ボ
ー
ス
︑
何
れ
も
東
亜
民
族
の
為
め
に
万
丈
の
気
焔
を
吐
く
志
士
で
あ
る
︒

其
の
見
識
︑
熱
意
︑
而
し
て
決
意
︑
我
上
層
政
治
家
を
し
て
愧
死
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
︒
戦
は
破
れ
た
︒
我
無
条
件
降
伏
の
為
め
に
彼
等
は
或
は
死
し
︑

或
は
獄
に
繫
が
れ
る
に
至
つ
た
︒
然
し
之
等
志
士
の
精
神
は
永
久
に
死
せ
ず
︑
東
亜
の
民
族
を
衛
る
で
あ
ら
う
︒
否
我
対
支
新
政
策
︑
大
東
亜
宣
言
の
精

神
は
終
戦
後
と
雖
も
生
き
︑
且
つ
活
躍
し
て
居
る⑪
︒

た
し
か
に
︑
重
光
の
意
図
通
り
に
事
態
が
進
ん
で
い
れ
ば
︑
大
東
亜
共
同
宣
言
は
戦
争
終
結
の
﹁
鍵
﹂
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ず
︑
重
光
は
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﹁
先
見
の
明
の
あ
る
男
﹂
に
な
り
え
た
︒
し
か
し
︑
大
東
亜
共
同
宣
言
の
精
神
は
終
戦
後
も
生
き
続
け
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
重
光

は
や
は
り
﹁
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹂
だ
っ
た
︒
重
光
が
気
づ
く
べ
き
は
︑
頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に
ア
ジ
ア
を
解
放
す
る
使
命
が
あ
る
と
叫
ん
で
戦

争
を
開
始
し
︑
彼
の
理
想
は
別
に
し
て
︑
帝
国
の
拡
張
に
よ
る
繁
栄
と
い
う
帝
国
主
義
を
日
本
が
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

か
︒

僕
は
最
後
ま
で
重
光
外
相
に
人
間
的
な
も
の
を
発
見
せ
ず
︑
ま
た
政
治
的
偉
大
性
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
ず
︑
単
に
事
務
官
僚
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
︒

︹
中
略
︺
公
平
に
判
断
し
て
︑
僕
は
彼
の
外
交
が
︑
優
れ
て
い
る
理
由
を
発
見
し
得
な
か
っ
た⑫
︒

清
沢
の
こ
の
重
光
評
は
︑
重
光
の
め
ざ
す
方
向
性
が
︑
少
な
く
と
も
清
沢
に
は
﹁
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹂
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

①

蠟
山
政
道
﹁
東
亜
協
同
体
の
理
論
﹂
同
﹃
東
亜
と
世
界
﹄
改
造
社
︑
一
九
四
一

年
︑
一
七
︑
二
九
頁
︒

②

酒
井
哲
哉
﹁
﹁
東
亜
協
同
体
論
﹂
か
ら
﹁
近
代
化
論
﹂
へ
﹂
前
掲
︑
同
﹃
近
代

日
本
の
国
際
秩
序
論
﹄
第
三
章
︒

③

外
務
省
調
査
部
﹁
日
本
固
有
の
外
交
指
導
原
理
綱
領
﹂
一
九
三
六
年
一
二
月
︑

八

三
︑
九

五
︑
一

〇

六
︑
一

一

二

頁
︑
ア

ジ

ア

歴

史

資

料

セ

ン

タ
ー

︵
B
10070373700
︶
︒
な
お
︑
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
戸
部
良
一
﹃
外
務
省
革

新
派
﹄
中
公
新
書
︑
二
〇
一
〇
年
︑
七
五

八
六
頁
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
︒

④

﹁
大
島
康
正
メ
モ
﹂
大
橋
良
介
﹃
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
︑
二

〇
〇
一
年
︑
一
九
六
頁
︒
ま
た
︑
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
つ
い
て
は
︑
小
川
浩
之

﹃
英
連
邦
﹄
中
公
叢
書
︑
二
〇
一
二
年
︒

⑤

矢
部
貞
治
﹃
新
秩
序
の
研
究
﹄
弘
文
堂
書
房
︑
一
九
四
五
年
︑
二
六
七
頁
︒

⑥

﹃
神
戸
新
聞
﹄
一
九
四
二
年
二
月
一
七
日
社
説
﹁
民
族
政
策
と
指
導
性
確
保
﹂
︑

中
野
聡
﹃
東
南
ア
ジ
ア
占
領
と
日
本
人
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︑
九
九
頁
よ

り
再
引
用
︒

⑦

鈴
木
政
平
﹃
日
本
占
領
下
バ
リ
島
か
ら
の
報
告
﹄
草
思
社
︑
一
九
九
九
年
︑
六

三
︑
六
五
頁
︒

⑧

松
本
健
一
﹃
近
代
ア
ジ
ア
精
神
史
の
試
み
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
〇
八
年
︑

第
一
〇
章
︒

⑨

清
沢
洌
﹃
暗
黒
日
記
﹄
二
︑
一
九
四
四
年
九
月
一
四
日
の
項
︑
ち
く
ま
学
芸
文

庫
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
〇
二
頁
︒

⑩

波
多
野
澄
雄
﹃
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
六

年
︒

⑪

﹃
続
重
光
葵
手
記
﹄
四
四
三

四
四
五
頁
︑
一
九
四
六
年
一
月
二
日
︒
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⑫

清
沢
洌
﹃
暗
黒
日
記
﹄
三
︑
一
九
四
五
年
四
月
一
一
日
の
項
︑
ち
く
ま
学
芸
文

庫
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
九
四

二
九
五
頁
︒

お

わ

り

に

近
代
日
本
の
国
際
秩
序
観
が
形
成
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
初
期
に
西
洋
文
明
を
受
容
し
て
文
明
国
標
準
に
従
う
こ
と
を
国
是
と
し
て
決
定
し
た

時
点
で
あ
っ
た
︒
文
明
国
標
準
の
表
裏
︑
つ
ま
り
理
想
化
さ
れ
た
国
際
法
秩
序
と
現
実
の
植
民
地
帝
国
の
国
際
秩
序
を
と
も
に
日
本
は
受
け
入

れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
旧
外
交
の
国
際
秩
序
の
な
か
に
あ
り
︑
日
本
は
日
清
・
日
露
戦
争
に
勝
利
し
︑
念
願
の
帝
国
へ
と
成
長
す
る
こ
と
が

で
き
た
︒
こ
の
成
功
体
験
に
よ
り
︑
日
本
で
は
帝
国
を
基
本
と
す
る
旧
外
交
的
な
国
際
秩
序
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

し
か
し
︑
日
本
が
旧
外
交
に
習
熟
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
頃
に
な
っ
て
︑
帝
国
主
義
を
否
定
し
︑
民
主
的
な
外
交
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
が

新
し
い
文
明
国
標
準
の
ル
ー
ル
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
︒
植
民
地
と
呼
ば
な
い
委
任
統
治
の
よ
う
に
︑
新
ル
ー
ル
に
も
表
裏
が
あ
り
︑
日

本
は
国
際
協
調
外
交
を
展
開
し
つ
つ
も
︑
帝
国
日
本
の
権
益
護
持
を
中
心
に
考
え
つ
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
︒

一
方
︑
日
露
戦
争
に
勝
ち
﹁
一
等
国
﹂
と
な
り
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
は
世
界
の
五
大
国
の
一
角
を
占
め
る
ま
で
地
位
を
高
め
た
日
本
で
あ

っ
た
が
︑
日
本
人
移
民
排
斥
な
ど
差
別
的
待
遇
は
改
ま
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
強
化
さ
れ
た
︒
日
本
が
文
明
化
す
る
ほ
ど
脅
威
に
な
る
と
い
う
論
理

が
適
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
人
種
は
︑
ど
ん
な
に
文
明
国
標
準
に
従
っ
て
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
つ
ま
り
︑
永
久
に
日
本
は
西
洋

諸
国
に
抑
え
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
う
い
っ
た
不
満
は
︑
国
際
秩
序
の
現
状
打
破
を
め
ざ
す
声
と
な
っ
て
い
き
︑
満
州
事
変
の
勃
発

の
背
景
と
な
っ
た
︒

既
存
の
国
際
秩
序
の
打
破
を
か
か
げ
る
以
上
︑
中
国
へ
の
侵
略
を
帝
国
主
義
の
論
理
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
登
場
し
た
の

が
大
東
亜
共
栄
圏
に
い
き
つ
く
新
秩
序
論
で
あ
っ
た
︒
新
秩
序
論
で
は
︑
超
国
家
の
地
域
主
義
が
め
ざ
さ
れ
た
が
︑
問
題
は
日
本
が
指
導
国
と

な
る
根
拠
だ
っ
た
︒
そ
の
根
拠
は
︑
西
洋
文
明
を
批
判
し
て
い
な
が
ら
︑
結
局
の
と
こ
ろ
ア
ジ
ア
で
文
明
国
標
準
に
達
し
て
い
る
の
は
日
本
だ

け
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
ア
ジ
ア
で
日
本
が
軍
事
的
に
優
位
に
あ
る
の
も
︑
文
明
国
標
準
に
合
わ
せ
る
べ
く
︑
西
洋
文
明
の
受
容
に
成
功
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し
た
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

西
洋
文
明
と
の
決
別
を
叫
び
な
が
ら
︑
文
明
国
標
準
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
日
本
が
︑
超
大
国
ア
メ
リ
カ
に
戦
争
を
し
か
け
た
の
は
︑

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
風
車
に
挑
ん
で
い
っ
た
の
と
同
じ
で
︑
ま
さ
に
ま
の
ぬ
け
た
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

本
稿
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
︑
い
ま
ひ
と
つ
の
呪
縛
︑
つ
ま
り
帝
国
で
あ
る
︒
共
存
共
栄
の
理
想
を
い
か
に
強
調
し
て
も
︑
大
東
亜
共
栄

圏
は
結
局
帝
国
日
本
の
拡
大
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
も
は
や
失
わ
れ
た
騎
士
道
の
世

界
を
夢
み
て
放
浪
し
た
の
と
同
様
で
︑
日
本
は
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
帝
国
と
し
て
の
日
本
の
発
展
を
夢
み
て
国
際
秩
序
の
な
か
で
道
を
誤
っ

た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
滑
稽
で
あ
っ
た
の
は
︑
文
明
国
標
準
の
帝
国
日
本
の
発
展
を
夢
み
つ
つ
も
︑
口
で
は
西
洋
文
明
と
帝
国
主
義
を
批
判
し
︑
日
本
精
神

で
事
態
を
改
善
で
き
る
と
叫
び
つ
づ
け
た
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
の
姿
は
︑
幕
末
の
戦
略
と
し
て
の
文
明
受
容
以
来
唱
え
ら
れ
た
︑
あ
る
種
の
負
け

惜
し
み
と
も
い
え
る
﹁
和
魂
洋
才
﹂
の
一
変
形
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒

文
明
国
標
準
の
呪
縛
は
︑
戦
後
の
日
本
で
も
消
え
な
か
っ
た
︒
あ
か
ら
さ
ま
に
文
明
国
と
野
蛮
国
な
ど
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
な
っ
て
い
っ
た
が
︑
敗
戦
し
て
自
信
を
喪
失
し
た
日
本
は
︑
ア
メ
リ
カ
を
新
た
な
文
明
国
標
準
と
し
て
受
け
入
れ
た
︒
そ
の
な
か
で
︑
反
動

と
し
て
日
本
の
伝
統
や
誇
り
を
大
切
に
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
上
が
る
の
も
同
様
で
あ
る①
︒
ア
メ
リ
カ
受
容
の
結
果
︑
経
済
成
長
に
成
功
し
た

日
本
は
︑
領
土
的
な
拡
張
は
放
棄
し
た
が
︑
軍
服
を
ス
ー
ツ
に
か
え
て
経
済
的
に
ア
ジ
ア
各
地
に
進
出
し
た②
︒
そ
の
際
︑
日
本
は
大
東
亜
共
栄

圏
の
加
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
鈍
感
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
う
ま
く
調
整
で
き
な
い
ま
ま
︑
ア
ジ
ア
経
済
の
急
速

な
成
長
期
を
迎
え
︑
ア
ジ
ア
と
の
協
力
関
係
構
築
に
右
往
左
往
し
て
い
る
現
状
で
あ
る③
︒
今
後
︑
ア
ジ
ア
の
連
帯
と
共
存
共
栄
を
望
む
と
し
て

も
︑
日
本
が
も
は
や
ア
ジ
ア
で
傑
出
し
た
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
損
な
え
ば
︑
そ
れ
は
再
び
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
夢
と
な
っ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う④
︒
文
明
国
標
準
に
翻
弄
さ
れ
た
近
代
日
本
の
教
訓
で
あ
る
︒

①

森
正
人
﹃
﹁
親
米
﹂
日
本
の
誕
生
﹄
角
川
選
書
︑
二
〇
一
八
年
︒

②

波
多
野
澄
雄
・
佐
藤
晋
﹃
現
代
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
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部
︑
二
〇
〇
七
年
︒

③

波
多
野
澄
雄
﹃
国
家
と
歴
史
﹄
中
公
新
書
︑
二
〇
一
一
年
︑
服
部
龍
二
﹃
外
交

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
歴
史
認
識
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
五
年
︒

④

平
田
オ
リ
ザ
﹃
下
り
坂
を
そ
ろ
そ
ろ
と
下
る
﹄
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
一
六

年
︑
大
庭
三
枝
﹁
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
主
義
と
日
本
﹂
波
多
野
澄
雄
編
﹃
日
本
の

外
交
第
二
巻
外
交
史
戦
後
編
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︒

︵
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
准
教
授
︶
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geographers and historians because the theory is seen as superficial.

However, it was recognized as an important and core element of the

historical perspective on civilization at that time. Furthermore, it was also

the important theoretical foundation that supplied the backing for the early

field of human geography as a science in the West.

In the prolonged debate on the East-West notions of civilization during the

May Fourth period China (from second half of 1910s to the first half of

1920s), the theory of geographical determinism was frequently used as

convincing evidence to explain the differences among civilizations of the

world. Some intellectuals went as far as to recognize the historical

materialism as a theory analogous to that of geographical determinism. Li

Dazhao was none other than one of those who came to espouse historical

materialism via geographical determinism. However, as official dogmatic

historical materialism prevailed among the left-wing intellectual community

in China after the 1930s, geographical determinism along with the historical

perspective on civilization was not only criticized as a ʻwrongʼ interpretation

of social and economic phenomena, but also at times considered anti-

Marxist. Thus, geographical determinism, the most popular ideas of one era,

gradually lost its influence thereafter, and was completely rejected in the

early decades of the Peopleʼs Republic of China.

This essay also critically examines a recent argument by some Japanese

historians that the origin of the well-known term “the four major ancient

civilizations” was created only after the World War II (in 1952) and has

currency only in Japan. The argument is unsound, because the term

appeared as early as at the end of the 19th century in both Japan and China.

Key Words ; Historical perspective on civilization, Geographical determinism,

the Four major ancient civilizations, Liang Qichao, Li Dazhao

The Dream of Don Quixote : The Qualifications of a Civilized Nation

as Seen in Imperial Japanʼs Views of the International Order

by

SAKAI Kazuomi

Western nations formed the international society of the 19th century.
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Meeting the standards of a civilized nation was a prerequisite for joining

this international society. The aim of this paper is to analyze modern Japanʼs

view of the international order from the viewpoint of the standards of a

civilized nation.

One can point out the following basic problems regarding the standards

that needed to be met to be part of international society. First, as regards

the standards for qualifying as a civilized country, they involved not only

the institutions of the state and the legal system, but they also required that

customs and values conform to those of Western civilization. Second, the

international standards of civilization proclaimed the equality of all nations

and the rule of international law, but Western nations ruled their colonies by

military force, so the ideal and the reality were divergent. Third, there was

no obvious standard to be employed when considering whether a nation was

civilized or not. Fourth, within the hierarchy of international society, the line

separating civilized and barbarian coincided with the global color line that

demarcated races.

From the Meiji period onward, Japan aimed to attain the standards of a

civilized nation, but in the process a gap arose between the elite who could

adopt the manners associated with civilization and the masses that could not.

The Japanese elite came to see the mass of their fellow countrymen using

the same perspective employed by Westerners in viewing non-Westerners.

The class structure inherent in the idea that nations must meet standard to

be civilized spread within Japan and engendered an anti-Westerner

sentiment among the masses that became a hindrance when Japan later

proceeded to pursue a policy of international cooperation.

Based on the special characteristics of the standards required of a

civilized nation, this paper examines Japanese reception of Western

civilization in four periods. First is the period of the final stage of the

Shogunate regime when civilization was adopted as a strategic choice. In

this period Western civilization was not completely rejected as can be seen

in the argument for “Japanese spirit and Western technology” (Wakon Yōsai),

but frequently the stance was that the adoption of Western civilization was

unavoidable in order to resist Western nations.

The second was the period when Western civilization was seen as

absolute and the products of Western civilization were faithfully copied.

Japan then became aware of the two-faced character of the standards for

becoming a civilized nation, in other words, that there were both the ideals

of international law and the realities of imperialism. Japan adopted both
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aspects of Western civilization, determined to develop to the extent of

achieving the standards of a civilized empire.

The third was the period after the First World War when the rules

governing the standards for a civilized nation changed. Japan was forced to

change its policy of imperialism due to the rejection of imperialism. Japanese

foreign policy shifted to international cooperation, but no matter how

civilized Japan had become, discriminative attitudes toward the Japanese did

not improve because their race could not be changed.

The fourth was the period of the 1930s when Japan, dissatisfied with

discriminatory treatment, appealed for a new conception of the world order

and criticized Western civilization. Japan rejected Western civilization, but

the basis for Japanʼs leadership in Asia was that Japan had successfully

adopted Western civilization. Furthermore, although Japan criticized the

imperialism of Western nations, many Japanese considered the East Asian

Co-prosperity Sphere an extension of the Japanese empire. The actions of

Japan that encompassed these contradictions made a caricature of the East

Asian Co-prosperity Sphere. The figure of Japan continually inveigled by

Western civilization resembles the wandering of Don Quixote within his

unfulfilled dreams.

Key Words ; The Standard of Civilization, Empire, International Order,

“Japanese spirit and Western technology” (Wakon Yōsai),

the East Asian Co-prosperity Sphere
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