
戦
後
民
主
主
義
の
裏
面
史 

―

佐
藤
彰
宣
『〈
趣
味
〉
と
し
て
の
戦
争―

戦
記
雑
誌
『
丸
』
の
文
化
史
』―

 

長
﨑
励
朗 

  

一 

は
じ
め
に 

  

中
学
生
の
頃
、『
教
科
書
が
教
え
な
い
歴
史
』
と
い
う
本
が
書

店
で
平
積
み
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
興
味
を
ひ
か
れ
た
記
憶
が

あ
る
。
一
緒
に
い
た
母
に
「
面
白
そ
う
じ
ゃ
な
い
？
」
と
水
を
向

け
る
と
、「
こ
れ
、
右
翼
の
本
や
で
。」
と
た
し
な
め
ら
れ
た
。 

今
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
本
は
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た

も
の
で
、
著
者
も
翌
年
に
「
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
結

成
に
参
加
し
て
い
る
藤
岡
信
勝
だ
か
ら
、
現
代
ま
で
つ
づ
く
い

わ
ゆ
る
「
日
本
の
右
傾
化
」
に
先
鞭
を
つ
け
た
本
だ
っ
た
と
も
言

え
る
。 

そ
ん
な
書
籍
が
当
時
少
年
だ
っ
た
私
の
興
味
を
ひ
い
た
の
は
、

ひ
と
え
に
「
教
科
書
が
教
え
な
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
持
つ
蠱

惑
的
な
響
き
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
学
校
で
学
ぶ
公
式
的

で
、
そ
れ
ゆ
え
に
ど
こ
か
退
屈
な
内
容
よ
り
、
も
う
一
段
掘
り
下

げ
た
知
識
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
期
待

感
が
、
一
部
の
若
者
た
ち
の
心
を
捉
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
内
容
が
右
で
あ
れ
、
左
で
あ
れ
、「
教

科
書
が
教
え
な
い
」
も
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
。 

 

本
書
は
こ
の
種
の
若
者
た
ち
が
か
つ
て
愛
読
し
て
い
た
雑
誌

『
丸
』
を
対
象
と
し
た
歴
史
研
究
で
あ
る
。『
丸
』
は
戦
後
民
主

主
義
の
中
で
タ
ブ
ー
と
さ
れ
た
「
戦
争
」
を
主
な
コ
ン
テ
ン
ツ
と

し
、
評
論
や
小
説
な
ど
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
現
在
に
い
た
る

ま
で
読
者
を
魅
了
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
変
遷
を
丹
念
に
調
べ
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上
げ
た
本
書
は
、
論
壇
の
周
縁
研
究
で
あ
り
、
同
時
に
戦
後
民
主

主
義
の
裏
面
史
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。 

以
下
で
は
本
書
の
概
略
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
も
と

に
発
展
的
な
考
察
や
批
判
を
展
開
し
て
み
た
い
。 

 

二 

本
書
の
概
要 

 

 

ま
ず
は
本
書
の
章
立
て
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

は
じ
め
に 

第
一
章 

『
眞
相
は
か
う
だ
』
の
鬼
子 

―

一
九
四
八
年
～
一
九
五
六
年 

第
二
章 

戦
記
雑
誌
へ
の
転
身―

一
九
五
〇
年
代
後
半 

第
三
章 

「
丸
少
年
」
の
浮
上―

一
九
六
〇
年
代
初
頭 

第
四
章 

総
合
雑
誌
化
の
兆
し―

一
九
六
〇
年
代
後
半 

第
五
章 

「
現
代
の
戦
争
」
の
余
波
と
軍
備
へ
の
問
い
直
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

一
九
七
〇
年
代
前
半 

第
六
章 

個
別
化
す
る
「
戦
争
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

一
九
七
〇
年
代
半
ば
～ 

お
わ
り
に 

  

本
書
は
冒
頭
、
次
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
の
引
用
で
は
じ
ま
る
。 

「『
丸
』
を
読
ま
ず
し
て
平
和
を
語
る
勿
れ
。」 

こ
れ
は
一
九
六
五
年
時
点
に
お
け
る
『
丸
』
の
自
己
紹
介
文
で
あ

り
、『
丸
』
編
集
部
の
自
意
識
で
あ
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
、
戦
争
を
主
な
コ
ン
テ
ン
ツ
と
す
る
軍
事
雑
誌
を
読
む

こ
と
が
、
な
ぜ
平
和
を
語
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
。
本
書
の
中

心
的
な
問
い
は
こ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。 

「
は
じ
め
に
」
で
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
が
必
要
と
さ
れ

た
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
看
破
し
て
い
る
。 

 

「
平
和
主
義
」
と
し
て
の
厭
戦
意
識
が
人
々
の
間
に
浸
透
し

て
い
た
敗
戦
国
で
は
、
な
ぜ
戦
争
に
関
心
を
寄
せ
る
の
か
を

弁
護
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
興
味
の
対
象
と

し
て
の
「
戦
争
」
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
志
向
す
る
理
念
と

し
て
の
「
戦
争
」
を
語
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
一
）
。 
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つ
ま
り
、
こ
の
「
志
向
す
る
理
念
と
し
て
の
戦
争
」
観
の
変
遷
を

描
き
出
す
こ
と
こ
そ
、
本
書
の
目
的
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
各
章

を
見
て
み
よ
う
。 

 

第
一
章
は
創
刊
か
ら
黎
明
期
ま
で
の
『
丸
』
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
意
外
な
こ
と
に
創
刊
時
の
『
丸
』
が
ミ
リ
タ

リ
ー
雑
誌
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
近
代
人

の
ト
ピ
ッ
ク
ス
誌
」
と
銘
打
っ
た
こ
の
時
期
の
『
丸
』
は
思
想
的

立
ち
位
置
に
縛
ら
れ
ず
、「
議
論
を
見
渡
す
」
こ
と
を
志
向
し
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
形
式
と
し
て
は
当
時
人
気
を
博
し
た
『
リ

ー
ダ
ー
ス
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
を
模
倣
し
、
平
易
で
短
い
文
章
を

多
数
掲
載
す
る
こ
と
で
「
明
日
の
た
め
の
教
養
」
を
手
軽
に
得
る

こ
と
が
で
き
る
紙
面
構
成
を
と
っ
て
い
る
。 

 

一
方
、
内
容
面
で
は
、
海
外
の
記
事
が
中
心
で
あ
っ
た
『
リ
ー

ダ
ー
ス
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
に
対
し
て
あ
く
ま
で
日
本
の
ト
ピ
ッ

ク
ス
を
扱
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た
。
そ
の
路
線
を
模
索

す
る
中
で
見
い
だ
さ
れ
た
の
が
、
公
職
追
放
者
の
起
用
と
生
々

し
い
戦
争
体
験
の
掲
載
で
あ
る
。
発
売
元
の
聯
合
プ
レ
ス
社
が

『
眞
相
は
か
う
だ
』
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
こ
の

時
期
の
『
丸
』
を
「『
眞
相
は
か
う
だ
』
の
鬼
子
」
と
表
現
す
る
。

『
眞
相
は
か
う
だ
』
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
放

送
さ
れ
た
同
名
の
ラ
ジ
オ
番
組
を
も
と
に
し
て
お
り
、
こ
の
番

組
は
あ
く
ま
で
戦
前
戦
中
の
日
本
人
の
価
値
観
の
愚
か
さ
を
知

ら
し
め
、「
再
教
育
」
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か

ら
だ
。
こ
の
時
期
の
人
々
が
切
実
に
求
め
た
「
真
相
」
と
は
、
戦

前
の
日
本
軍
の
愚
か
さ
や
理
不
尽
さ
だ
け
で
は
な
く
、
肉
親
の

最
期
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
の
ナ
マ
の
戦
場
の
記
録
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
章
で
は
、『
丸
』
が
戦
記
特
集
雑
誌
へ
と
路
線
転
換
し
た

一
九
五
〇
年
代
後
半
を
扱
っ
て
い
る
。
折
か
ら
の
戦
記
ブ
ー
ム

に
棹
さ
し
て
、
こ
の
時
期
の
『
丸
』
は
「
胸
の
す
く
よ
う
な
快
勝

の
記
憶
」
を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
人
気
を
博
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
戦
後
ま
だ
間
も
な
い
こ
の
時
期
の
戦
記
は
遺
族
に

対
す
る
「
慰
め
の
物
語
」
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
戦
記
雑
誌

と
し
て
の
歩
み
を
始
め
た
こ
の
時
期
の
『
丸
』
は
「
遺
族
の
体
験

の
重
さ
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
欲
望
、
体
験
者
の
懐
か
し
さ
な
ど
の
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様
々
な
要
素
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
（
二
）
」
と
筆
者

は
総
括
し
て
い
る
。 

 

第
三
章
は
本
書
に
お
け
る
白
眉
で
あ
る
。
前
述
の
「『
丸
』
を

読
ま
ず
し
て
平
和
を
語
る
勿
れ
」
と
い
う
規
範
が
成
立
し
た
の

も
こ
の
時
期
だ
。
こ
う
し
た
価
値
規
範
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、

少
年
読
者
層
の
浮
上
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
戦
争
体
験
の
当

事
者
や
遺
族
を
中
心
と
す
る
中
高
年
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て

戦
記
を
中
心
に
掲
載
し
て
い
た
『
丸
』
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
、

現
代
の
ミ
リ
タ
リ
ー
文
化
と
接
続
す
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ッ
ク
の

記
事
が
増
加
し
て
い
る
。 

『
丸
』
が
少
年
読
者
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
し

て
は
、
プ
ラ
モ
デ
ル
文
化
の
台
頭
や
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
と
の
相

互
参
照
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
と

読
者
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
面
白
い
。『
丸
』
の
編
集

長
の
助
言
で
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
は
戦
記
も
の
を
増
や
し
、
逆
に

そ
れ
に
よ
っ
て
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
か
ら
『
丸
』
へ
と
「
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
」
す
る
少
年
読
者
が
増
加
す
る
と
い
う
好
循
環
が
生

ま
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
『
丸
』
読
者
の

平
均
年
齢
は
二
〇
歳
を
割
り
込
ん
で
い
る
。 

こ
の
「
丸
少
年
」
た
ち
に
対
す
る
分
析
が
面
白
い
。
彼
ら
は
「
日

教
組
に
染
ま
っ
た
」
教
師
の
言
う
こ
と
を
聞
く
だ
け
の
「
優
等
生
」

で
も
な
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
当
時
問
題
化
し
て
い
た
「
マ
ン

ボ
に
く
る
い
桃
色
遊
戯
に
ふ
け
る
」
不
良
で
も
な
か
っ
た
。
主
体

的
な
問
題
意
識
を
持
っ
た
エ
リ
ー
ト
意
識
を
も
っ
た
少
年
た
ち

の
反
学
校
文
化
と
し
て
『
丸
』
は
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
知
の
追
求
の
あ
り
方
を
「
ミ
リ
タ
リ
ー

的
教
養
」
と
名
付
け
た
。
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
よ
う
な
「
教
科
書

が
教
え
な
い
」
も
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
よ
い
と
い
う
心
性
が
、

当
時
社
会
的
タ
ブ
ー
と
さ
れ
た
「
戦
争
」
と
結
び
つ
い
た
最
初
期

の
例
と
し
て
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

第
四
章
は
戦
争
を
主
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
し
つ
つ
も
、
総
合
雑

誌
的
な
特
徴
を
帯
び
て
い
っ
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
『
丸
』
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
同
時
代
の
他
誌
と
比
べ
て
、
当
時
の
『
丸
』

は
独
特
の
位
置
を
占
め
て
い
た
。『
文
藝
春
秋
』
ほ
ど
に
は
懐
古

的
で
は
な
く
、『
中
央
公
論
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
総
合
雑
誌
に

比
べ
れ
ば
敷
居
が
低
い
。
加
え
て
、
当
時
論
壇
の
中
心
を
占
め
て
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い
た
左
派
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
保
守
系
の
論
客
も
一
定
数

登
場
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
多
様
な
思
想
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
持
ち
、
年
齢
的
に
も
幅
広
い
層
が
読
者
と
し
て
定
着
し
て

い
た
。『
丸
』
は
論
壇
の
隙
間
を
埋
め
る
よ
う
な
形
で
当
時
の

人
々
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

第
五
章
は
学
生
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
実
の
政
治
が
大
き

く
揺
れ
て
い
た
時
代
の
『
丸
』
読
者
に
注
目
し
て
い
る
。
面
白
い

の
は
、
第
三
章
で
言
及
さ
れ
た
「
丸
少
年
」
た
ち
の
そ
の
後
で
あ

る
。
現
在
の
感
覚
か
ら
見
れ
ば
彼
ら
は
右
派
社
会
運
動
に
取
り

込
ま
れ
て
い
き
そ
う
な
も
の
だ
が
、
読
者
投
稿
欄
で
は
、
左
派
的

主
張
と
右
派
的
主
張
が
混
在
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。 

 

大
人
た
ち
へ
の
「
抵
抗
」
を
梃
子
と
す
る
丸
少
年
の
心
性
は
、

一
方
で
「
反
戦
平
和
」
の
理
念
よ
り
も
現
実
政
治
に
重
き
を
置

く
「
現
実
主
義
」
へ
と
向
か
い
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
章
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
他
方
で
「
戦
後
民
主
主
義
の
欺
瞞
」
に
異
議
申

し
立
て
を
行
う
学
生
運
動
へ
と
合
流
し
て
い
っ
た
。
安
保
体

制
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
読
者
欄
の
様
子
か
ら
は
、

丸
少
年
の
心
性
が
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
へ
と
分
派
し
て
い
く
様

子
が
見
て
取
れ
る
（
三
）
。 

 

こ
う
し
た
分
析
こ
そ
、
本
研
究
を
「
戦
後
民
主
主
義
の
裏
面
史
」

と
し
て
位
置
づ
け
た
由
縁
で
あ
る
。
戦
後
民
主
主
義
へ
の
疑
念

は
左
派
の
み
な
ら
ず
、
右
派
社
会
運
動
の
培
養
基
と
も
な
っ
た

こ
と
が
、『
丸
』
の
歴
史
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。 

 

第
六
章
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
後
の
「
自
分
史
」
ブ
ー
ム

に
棹
さ
し
て
、
下
級
兵
士
な
ど
の
草
の
根
の
語
り
を
多
く
と
り

上
げ
始
め
た
時
期
の
『
丸
』
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た

潮
流
は
戦
争
を
語
る
際
の
焦
点
が
組
織
病
理
か
ら
個
人
の
資
質

へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が

や
が
て
「
歴
史
認
識
の
脱
文
脈
化
」
を
も
た
ら
し
、
戦
争
体
験
が

安
易
に
自
己
啓
発
へ
と
流
用
さ
れ
て
い
く
。「
戦
争
の
個
別
化
」

を
俎
上
に
の
せ
た
本
章
は
、
当
時
の
『
丸
』
や
そ
の
読
者
を
現
代

の
文
脈
と
接
続
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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三 

教
養
は
反
学
校
的
？ 

  

こ
こ
か
ら
は
本
書
か
ら
読
み
取
れ
る
視
点
を
も
と
に
考
察
を

広
げ
て
み
た
い
。 

 

前
述
の
と
お
り
、
本
書
が
描
き
出
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
は

反
学
校
的
エ
リ
ー
ト
学
生
の
心
性
史
で
あ
る
。
実
は
筆
者
は
前

著
『
ス
ポ
ー
ツ
雑
誌
の
メ
デ
ィ
ア
史
：
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ

ン
社
と
大
衆
教
養
主
義
』
で
も
、
学
校
教
育
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ

知
を
得
た
い
と
願
う
教
養
主
義
青
年
た
ち
の
姿
勢
に
着
目
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
研
究
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
た
教
養
主
義
で
あ
れ
、
ミ
リ
タ
リ
ー
的
教
養
主
義
で

あ
れ
、
い
ず
れ
も
学
校
文
化
に
馴
染
め
な
い
知
的
な
若
者
た
ち

の
姿
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
一
連
の
研
究
は
知
的
で
あ
る
か
否
か
を
一
元
的
に

学
力
で
評
価
す
る
価
値
観
を
掘
り
崩
す
と
と
も
に
、
学
校
教
育

が
は
ら
む
ア
ポ
リ
ア
を
あ
ぶ
り
出
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。 

 

し
ば
し
ば
工
場
と
重
ね
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
（
四
）
、
本
来
、

学
校
教
育
と
は
人
間
を
あ
る
標
準
的
な
範
囲
に
「
規
格
化
」
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
あ
え
て
過
激
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
企
画
か
ら
「
下
」
に
外
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な

く
、「
上
」
に
は
ず
れ
た
も
の
も
「
不
良
品
」
と
み
な
さ
れ
る
場

所
で
あ
る
。
そ
ん
な
環
境
の
中
で
（
少
な
く
と
も
内
面
的
に
は
）

「
上
」
に
は
ず
れ
た
少
年
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
に
応
じ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
で
自
分
な
り
の
教
養
を
形
成
す
る
と
い
う
現
象
は
、

少
な
く
と
も
学
校
教
育
成
立
以
来
、
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

く
わ
え
て
、「
教
養
＝
教
育―

選
抜
（
五
）
」
と
い
う
図
式
か
ら
考

え
れ
ば
、
選
抜
の
要
素
（
つ
ま
り
は
試
験
に
出
る
知
識
）
が
教
育

の
中
で
比
重
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
教
養
は
反
学
校
的
色

彩
を
帯
び
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
年
は
学
歴
社
会
を

批
判
す
る
議
論
よ
り
も
、
学
歴
社
会
を
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

前
提
と
し
た
上
で
、
個
人
が
ど
う
振
る
舞
う
か
を
考
え
る
風
潮

が
強
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
反
学
校
的
教
養
主
義
文
化
が
育
ち
や

す
い
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
。
学
歴
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を

壊
す
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
も
、
そ
ん
な
若
者
た
ち
を
社
会
の

中
で
ど
う
生
か
す
か
は
喫
緊
の
課
題
な
の
で
あ
る
。 
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四 

非
中
道
の
分
派
メ
カ
ニ
ズ
ム 

 

そ
の
意
味
で
、
本
書
の
延
長
線
上
で
今
後
さ
ら
に
研
究
す
る

価
値
が
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
教
養
主
義
青
年
た
ち
の
「
分
派
」

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
丸
少
年
」
た
ち
は

安
保
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
分
派
し
た
と
さ
れ
る
。
安
保
反
対
の

立
場
を
と
っ
た
学
生
た
ち
は
、
戦
後
民
主
主
義
の
不
徹
底
を
批

判
し
た
の
で
あ
り
、
安
保
に
賛
成
し
た
者
は
戦
後
民
主
主
義
の

理
念
自
体
を
批
判
し
て
い
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
後

民
主
主
義
に
批
判
的
で
あ
っ
た
点
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
。
当

時
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
戦
後
民
主
主
義
を
「
中
道
」
と
考

え
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
立
場
も
「
非
中
道
路
線
」
で
あ
る
と
言
え
る
。 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
な
い
も
の
ね
だ
り
を
承
知
で

言
え
ば
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
要
因
で
こ
う
し
た
立
場
を
選
び

取
っ
て
い
っ
た
の
か
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。「
彼
ら
の

学
歴
や
そ
の
後
に
つ
い
た
仕
事
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？
」「
家
庭

の
文
化
資
本
は
ど
の
程
度
だ
っ
た
か
？
」「
住
ん
で
い
る
場
所
は

都
会
か
田
舎
か
？
」
な
ど
、
考
え
ら
れ
る
変
数
は
無
数
に
あ
る
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
雑
誌
の
誌
面
を
越
え
た
問
い
で
は
あ
る
が
、

ミ
ク
ロ
な
調
査
を
積
み
重
ね
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
法
則
は
発
見

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
研
究
の
発
展
に
期
待
し
た
い
。 

 

五 

「
雑
」
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性 

  

本
書
は
最
後
に
雑
誌
の
あ
り
方
に
言
及
し
て
い
る
。
本
書
で

見
て
き
た
よ
う
に
、
元
来
の
『
丸
』
は
多
様
な
立
場
の
議
論
に
触

れ
ら
れ
る
回
路
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
の
『
丸
』
は
い

わ
ゆ
る
「
右
派
」
的
な
色
彩
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
丸
は
全
て
を
含
む
」
と
い
う
誌
名
の
由
来
が
忘
却
さ
れ
、「
日

の
丸
」
の
「
丸
」
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
状
況
に
象
徴
的
に

表
れ
て
い
る
。 

 

筆
者
は
こ
う
し
た
単
一
の
回
路
し
か
な
く
な
り
、
雑
誌
の
「
雑
」

の
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
異
な
る
意

見
に
出
会
う
チ
ャ
ン
ス
は
ネ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
雑
誌
か
ら
も

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
本
来
、
細
分
化
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
は
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ず
の
雑
誌
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
棲
み
分
け
し
、
特
化
さ
せ

て
生
き
残
る
た
め
の
機
能
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
筆
者
の

言
う
「
雑
」
の
部
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

「
戦
争
」
と
い
う
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
思
想
的
立
場
と
密

接
に
結
び
つ
い
た
対
象
を
扱
っ
た
『
丸
』
の
歴
史
は
、
異
な
る
意

見
を
持
つ
人
間
が
同
じ
コ
ン
テ
ン
ツ
に
集
い
、
議
論
す
る
こ
と

 
(

一) 

佐
藤
彰
宣
『〈
趣
味
〉
と
し
て
の
戦
争―
戦
記
雑
誌
『
丸
』
の
文
化
史
』
創
元

社
、
二
〇
二
一
年
、
九
頁
。 

(

二) 

佐
藤
彰
宣
、
前
掲
書
、
六
五
頁
。 

(

三) 

佐
藤
彰
宣
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。 

が
出
来
た
、
あ
る
意
味
で
「
幸
福
な
時
代
」
の
記
録
で
あ
り
、
こ

れ
か
ら
の
情
報
環
境
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
現

代
に
お
い
て
「
雑
」
な
メ
デ
ィ
ア
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？
そ
ん

な
問
い
を
考
え
る
上
で
『
丸
』
は
最
も
有
益
な
サ
ン
プ
ル
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。 

(

四) 

た
と
え
ば
、
猪
木
武
徳
『
増
補 

学
校
と
工
場: 

ニ
十
世
紀
日
本
の
人
的
資
源
』
筑

摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
。 

(

五) 

佐
藤
卓
己
『
テ
レ
ビ
的
教
養―

一
億
総
博
知
化
へ
の
系
譜
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇

〇
八
年
。 
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