
第
六
回 

西
田
幾
多
郎
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」 

 

 

第
一
回
か
ら
第
五
回
ま
で
、
昭
和
戦
前
・
戦
中
の
様
々
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
そ
の
生
成
過
程
及
び
推
進
力

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。「
八
紘
一
宇
」
や
「
人
間
宣
言
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
な
ぜ
で
き
た
の
か
。 

す
で
に
戦
後
も
七
十
年
を
過
ぎ
ま
し
た
。
今
回
は
昭
和
史
の
論
者
ら
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
や
戦
前
か
ら

被
占
領
期
に
特
徴
的
な
事
柄
に
つ
い
て
、
ど
の
様
な
評
価
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
辺
り
を
お
話
し
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

い
ま
こ
こ
に
、『
占
領
下
日
本
』（
二
〇
〇
九
年
）
『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」
』（
二
〇
一
三
年
）
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
筑
摩
書
房
か
ら
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
史
関
連
の
著
述
が
多
い
、
半
藤
一
利
・
竹
内
修
司
・

保
阪
正
康
・
松
本
健
一
と
い
う
方
々
の
座
談
会
記
録
で
す
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
、
今
日
の
「
昭
和
史
」
を

眺
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 （「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」） 

 

少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、
友
人
か
ら
薦
め
ら
れ
た
ビ
デ
オ
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
戦
後
史
証
言
「
日

本
人
は
何
を
考
え
て
き
た
の
か
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
回
は
「
近
代
を
超
え
て
～
西
田
幾
多
郎
と
京
都

学
派
～
」、
西
田
幾
多
郎
が
テ
ー
マ
で
し
た
。 

 

前
半
は
、
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
経
験
」
な
ど
の
哲
学
用
語
が
飛
び
交
う
観
念
的
な
内
容
で
す
。
正
直
な
と

こ
ろ
あ
ま
り
興
味
は
沸
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
後
半
に
入
っ
て
、
西
田
が
現
実
政
治
に
踏
み
込
ん
で
、

昭
和
十
八
年
に
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
を
書
い
た
あ
た
り
か
ら
、
私
は
モ
ニ
タ
ー
に
釘
付
け
と
な
り
ま

し
た
。
西
田
の
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 「
我
国
の
皇
室
は
単
に
一
つ
の
民
族
的
国
家
の
中
心
と
云
ふ
だ
け
で
な
い
。
我
国
の
皇
道
に
は
、
八
紘
為

宇
の
世
界
形
成
の
原
理
が
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
」（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九

年
、
四
三
〇
頁
） 

 

 

西
田
の
哲
学
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
生
物
学
者
の
福
岡
伸
一
教
授
は
考
え
ま
す
。
要
約
す
る
と
、
な
ぜ

西
田
は
現
実
政
治
に
踏
み
込
み
、「
日
本
が
東
亜
の
盟
主
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
語
っ
た
の
か
。
番

組
は
い
よ
い
よ
核
心
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
福
岡
教
授
の
極
め
て
真
摯
な
姿
勢
は
、
番
組
の
緊
張
感
を
一

気
に
高
め
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
同
席
の
学
者
先
生
方
か
ら
は
何
一
つ
説
得
力
の
あ
る
説
明
は
あ
り
ま
せ

ん
。
出
て
く
る
の
は
す
べ
て
憶
説
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
番
組
は
最
後
ま
で
、
福
岡
教
授
の
納

得
す
る
客
観
的
な
根
拠
を
持
っ
た
回
答
を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ビ
デ
オ
に
登
場
し
た
他
の
論
者
た
ち
も
、

「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
本
質
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
談
話
に
終
始
し
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
私
は
も
う
一
度
、
ビ
デ
オ
を
戻
し
て
み
ま
し
た
。
西
田
の
生
い
立
ち
か
ら
帝
国
大
学
、
現
在
の

東
京
大
学
の
哲
学
科
で
学
ん
だ
と
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
西
田
は
そ
の
哲
学
科
の
選
科
に
い
ま
し
た
。
番

組
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
選
科
に
い
た
こ
と
か
ら
差
別
的
に
見
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
語
っ
て
い
ま
す
。



こ
れ
は
西
田
が
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
い
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
話
題
に
も
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
私
は
、
こ
の
番
組
は
こ
こ
で
失
敗
し
た
な
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。 

 

西
田
が
選
科
に
入
っ
た
の
は
明
治
二
十
四
年
で
す
。
教
授
に
井
上
哲
次
郎
が
い
ま
し
た
。
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
は
こ
こ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
番
組
で
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

（
昭
和
史
論
者
の
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」） 

 

さ
て
『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」』
で
す
。
こ
の
第
六
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
西
田
幾
多
郎
全
集
の
売
り
切
れ
」

で
す
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
二
年
、
岩
波
書
店
の
前
に
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
を
求
め

て
長
蛇
の
列
が
で
き
た
そ
う
で
す
。
西
田
は
昭
和
二
十
年
六
月
に
他
界
し
て
い
ま
し
た
が
、「
哲
学
ブ
ー
ム
」

と
称
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。 

「
西
田
幾
多
郎
全
集
の
売
り
切
れ
」
は
二
十
四
頁
分
あ
り
ま
す
が
、「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
本
文
に
割

か
れ
た
の
は
ほ
ぼ
五
頁
で
す
。 

  
 

松
本 

そ
う
で
す
ね
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
地
域
主
義
）
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ 

 
 
 
 
 

と
か
北
米
自
由
協
定
の
方
が
近
い
。 

 
 

半
藤 

近
い
と
言
い
つ
つ
も
、
東
亜
新
秩
序
の
い
け
な
い
と
こ
ろ
は
八
紘
一
宇
と
結
び
つ
け
た
と 

 
 
 
 
 

こ
ろ
。
我
が
日
本
が
東
亜
の
主
人
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 

竹
内 

八
紘
一
宇
を
横
軸
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ッ
ト
な
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
主 

 
 
 
 
 

人
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
？ 

 
 

半
藤 

い
や
、
主
人
は
い
る
の
で
す
。
日
本
が
主
に
な
る
の
で
す
。 

 
 

保
阪 

日
本
を
主
人
と
す
る
ひ
と
つ
の
家
、
と
い
う
考
え
方
で
す
よ
ね
。 

 
 

松
本 

主
人
と
は
つ
ま
り
天
皇
家
の
こ
と
。
天
皇
を
主
人
と
す
る
家
の
屋
根
の
下
に
東
亜
の
各
国 

 
 
 
 
 

が
繁
栄
す
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

 
 

半
藤 

東
亜
新
秩
序
と
い
う
の
は
い
い
思
想
な
の
で
す
が
、
そ
の
ト
ッ
プ
に
日
本
の
天
皇
を
置
い 

 
 
 
 
 

て
し
ま
っ
た
。
八
紘
一
宇
と
東
亜
新
秩
序
は
結
び
つ
か
な
く
て
よ
か
っ
た
も
の
を
、
結
び 

 
 
 
 
 

つ
け
て
し
ま
っ
た
。（『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」』、
一
七
四
頁
） 

 

 こ
こ
ま
で
は
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
内
容
確
認
で
す
。 

  
 

松
本 

皇
道
の
タ
テ
軸
が
「
万
世
一
系
」
で
、
こ
れ
を
ヨ
コ
軸
に
す
る
と
「
八
紘
為
宇
」
に
な
る
、 

 
 
 
 
 

と
も
。
そ
れ
ゆ
え
、「
我
国
の
皇
道
に
は
、
八
紘
為
宇
の
世
界
形
成
の
原
理
が
含
ま
れ
て
居 

 
 
 
 
 

る
」
の
だ
か
ら
、
そ
こ
は
ど
う
し
て
も
は
ず
せ
な
い
と
。 

 
 

竹
内 

そ
れ
は
、
西
田
さ
ん
独
自
の
思
想
で
す
か
、
そ
れ
と
も
時
代
に
対
す
る
迎
合
で
す
か
。 

 
 

半
藤 

時
代
に
対
す
る
迎
合
で
し
ょ
う
ね
。
な
ぜ
な
ら
八
紘
為
宇
、
八
紘
一
宇
と
い
う
の
は
西
田 

 
 
 
 
 

の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。 

 
 

松
本 

（
略
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
キ
リ
ス
ト
教
や
ラ
テ
ン
語
が
母
体
に
な
っ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
の 



 
 
 
 
 

場
合
は
別
の
原
理
が
あ
る
は
ず
だ
と
。
そ
の
原
理
こ
そ
が
「
八
紘
為
宇
」
の
天
皇
制
な
の 

 
 
 
 
 

だ
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。 

 
 

半
藤 
こ
れ
が
困
る
の
で
す
よ
。（
同
、
一
七
五
頁
） 

 「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
を
書
い
た
西
田
は
昭
和
十
八
年
、
す
で
に
七
十
歳
を
超
え
京
都
帝
国
大
学
名
誉

教
授
で
し
た
。
そ
の
西
田
が
な
ぜ
時
代
に
迎
合
し
た
の
か
、
こ
の
座
談
会
記
録
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
な
ぜ
国
策
研
究
会
は
西
田
に
こ
の
文
章
を
お
願
い
し
た
の
か
。
こ
れ
も
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
「
西
田
幾
多
郎
全
集
の
売
り
切
れ
」
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
近
代
を
超
え
て
～
西
田
幾
多
郎
と
京
都
学
派
～
」

と
同
様
、
西
田
の
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
解
説
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

（
教
育
勅
語
の
文
脈
） 

「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
へ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
、
彼
の
「
日
本
的
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
」
か
ら
引
用

し
ま
す
。 

 「
或
る
一
日
本
人
の
趣
味
が
真
に
芸
術
的
と
な
る
に
は
日
本
人
の
私
有
物
で
は
な
く
公
の
も
の
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
公
道
の
一
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（『
西

田
幾
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一
一
八
頁
） 

 

こ
の
「
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
」
云
々
は
教
育
勅
語
か
ら
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
西
田
の
「
中
外
」
は
文
脈
か
ら
「
国
の
内
外
」
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

教
育
勅
語
は
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
渙
発
さ
れ
ま
し
た
。
半
ば
官
定
解
釈
と
も
云
わ
れ
た
井
上

哲
次
郎
『
勅
語
衍
義
』
は
明
治
二
十
四
年
の
発
行
で
す
。
洋
行
帰
り
で
新
進
気
鋭
、
日
本
人
と
し
て
は
じ

め
て
帝
国
大
学
の
哲
学
教
授
と
な
っ
た
井
上
哲
次
郎
。
西
田
幾
多
郎
は
、
の
ち
の
文
章
か
ら
し
て
『
勅
語

衍
義
』
を
読
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
要
す
る
に
西
田
は
井
上
哲
次
郎
の
影
響
を
受
け
、
教
育
勅
語

も
そ
の
文
脈
で
解
釈
し
て
い
た
、
そ
う
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
西
田
の
文
章
を
読
め

ば
読
む
ほ
ど
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。 

 「
わ
れ
わ
れ
は
ま
す
ま
す
特
有
の
文
化
を
発
展
し
、
ま
す
ま
す
日
本
的
と
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
文
化
を

し
て
世
界
文
化
の
一
要
素
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
た
い
。
す
べ
て
の
因
習
的
独
断
を
す
て
て
、

赤
裸
々
に
こ
れ
を
批
評
し
研
究
し
、
わ
れ
ら
の
心
の
底
か
ら
湧
き
出
る
芸
術
的
良
心
を
も
っ
て
、
我
が
国

の
文
化
に
対
し
て
、
唐
人
も
高
麗
人
も
大
和
心
に
な
り
ぬ
べ
し
と
い
う
自
信
を
も
っ
て
み
た
い
」（
前
掲
同
書
、

一
二
〇
頁
） 

 「
世
界
文
化
の
一
要
素
」
か
ら
な
ぜ
「
唐
人
も
高
麗
人
も
大
和
心
に
な
り
ぬ
べ
し
」
と
な
る
の
か
、
こ
の

論
理
の
飛
躍
は
非
常
に
難
解
で
す
。
し
か
し
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
に
あ
る
文
章
で
、
こ
の
意
味
が
わ



か
っ
て
き
ま
す
。 

「
皇
室
は
過
去
未
来
を
含
む
絶
対
現
在
と
し
て
、
皇
室
が
我
々
の
世
界
の
始
で
あ
り
終
で
あ
る
。
皇
室
を

中
心
と
し
て
一
つ
の
歴
史
的
世
界
を
形
成
し
来
っ
た
所
に
、
万
世
一
系
の
我
国
体
の
精
華
が
あ
る
の
で
あ

る
」（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
三
〇
頁
） 

「
皇
室
は
過
去
未
来
を
含
む
絶
対
現
在
」
で
あ
り
、「
皇
室
を
中
心
と
し
て
一
つ
の
歴
史
的
世
界
を
形
成
し

来
っ
た
所
」
を
「
我
国
体
の
精
華
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
教
育
勅
語
の
「
我
が
皇
祖
皇
宗
、
国
を

肇
む
る
こ
と
宏
遠
に
、
徳
を
樹
つ
る
こ
と
深
厚
な
り
・
・
・
我
が
国
体
の
精
華
に
し
て
」
に
対
応
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
後
に
つ
な
が
る
文
章
で
す
。 

 「
我
国
の
皇
室
は
単
に
一
つ
の
民
族
的
国
家
の
中
心
と
云
ふ
だ
け
で
な
い
。
我
国
の
皇
道
に
は
、
八
紘
為

宇
の
世
界
形
成
の
原
理
が
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
」（
同
） 

 「
我
国
の
皇
道
」
は
教
育
勅
語
の
「
斯
の
道
」
で
す
。「
斯
の
道
は
、
実
に
我
が
皇
祖
皇
宗
の
遺
訓
に
し
て
、

子
孫
臣
民
の
倶
に
遵
守
す
べ
き
所
」
の
「
斯
の
道
」
で
す
。
そ
し
て
「
八
紘
為
宇
の
世
界
形
成
の
原
理
」

は
、
教
育
勅
語
の
最
後
段
、「
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
に
重
な
り
ま

す
。 八

紘
為
宇
は
八
紘
一
宇
で
あ
り
、
教
育
勅
語
の
「
中
外
」
を
曲
解
し
て
そ
の
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
た
こ
と

は
、
何
回
も
述
べ
ま
し
た
。「
中
外
」
が
「
宮
廷
の
内
外
」「
中
央
と
地
方
」
つ
ま
り
「
国
中
」
と
正
し
く

解
釈
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
誤
解
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 （
時
間
的
と
空
間
的
） 

西
田
幾
多
郎
は
、
明
治
三
年
生
ま
れ
で
、
帝
大
へ
入
っ
た
明
治
二
十
四
年
は
二
十
一
歳
で
す
。
飛
ぶ
鳥

を
落
と
す
勢
い
の
教
授
だ
っ
た
井
上
哲
次
郎
か
ら
、
西
田
が
受
け
た
影
響
は
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

井
上
哲
次
郎
『
勅
語
衍
義
』
か
ら
直
接
の
曲
解
を
読
む
の
は
な
か
な
か
難
儀
で
す
。
し
か
し
そ
の
後
の
文

章
を
慎
重
に
読
む
と
、
彼
に
よ
る
「
中
外
」
曲
解
の
事
実
が
鮮
明
に
現
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
昭
和
十
五
年
七
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
基
本
国
策
要
綱
」
で
す
。
そ
の
「
根
本
方
針
」
に

は
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
り
ま
す
。 

 「
皇
国
の
国
是
は
八
紘
を
一
宇
と
す
る
肇
国
の
大
精
神
に
基
き
世
界
平
和
の
確
立
を
招
来
す
る
こ
と
を
以

て
根
本
と
し
先
づ
皇
国
を
核
心
と
し
日
満
支
の
強
固
な
る
結
合
を
根
幹
と
す
る
大
東
亜
の
新
秩
序
を
建
設

す
る
に
在
り
・
・
」 

 「
肇
国
の
大
精
神
」
は
や
は
り
教
育
勅
語
の
「
斯
の
道
」
だ
と
解
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
我
が
皇
祖
皇

宗
、
国
を
肇
む
る
こ
と
宏
遠
に
、
徳
を
樹
つ
る
こ
と
深
厚
な
り
」
で
す
。
そ
う
し
て
臣
民
が
「
克
く
忠
に

克
く
孝
に
、
億
兆
心
を
一
に
し
て
、
世
々
厥
（
そ
）
の
美
を
済
（
な
）
せ
る
は
」
我
が
国
体
の
精
華
で
す
。

国
体
の
精
華
は
「
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
「
皇
国
を
核
心
と
し
・
・



大
東
亜
の
新
秩
序
を
建
設
」
は
「
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て

妥
当
で
す
。 

第
一
回
で
引
用
し
た
鈴
木
貫
太
郎
首
相
の
演
説
を
も
う
一
度
確
認
し
ま
す
。 

「
米
英
両
国
の
非
道
は
遂
に
此
の
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
国
是
の
遂
行
を
、

不
能
に
陥
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」 

ど
う
読
ん
で
も
「
肇
国
の
大
精
神
」
と
教
育
勅
語
の
「
斯
の
道
」、
つ
ま
り
鈴
木
首
相
の
い
う
「
中
外
に

施
し
て
悖
ら
ざ
る
国
是
」
は
重
な
り
ま
す
。
西
田
の
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
と
「
基
本
国
策
要
綱
」、
こ

れ
ら
の
精
神
は
同
じ
だ
と
考
え
て
妥
当
で
す
。
た
だ
や
や
違
和
感
を
感
じ
た
の
か
、
西
田
は
「
道
徳
的
使

命
」
を
そ
の
文
章
で
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
ト
ー
ン
は
現
実
か
ら
乖
離
し
て
ひ
弱
で
す
。 

 「
私
の
世
界
的
世
界
形
成
主
義
と
云
う
の
は
、
国
家
主
義
と
か
民
族
主
義
と
か
云
ふ
も
の
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
。
世
界
的
世
界
形
成
に
は
民
族
が
根
柢
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
れ
が
世
界
的

世
界
形
成
的
な
る
か
ぎ
り
国
家
で
あ
る
。
個
人
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
国
家
の
一
員
と
し
て
、
道
徳

的
使
命
を
有
す
る
の
で
あ
る
」（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
三
三
頁
） 

 

こ
の
時
代
に
語
ら
れ
た
国
家
と
世
界
は
、
国
家
＝
肇
国
・
国
体
の
精
華
、
比
類
な
き
歴
史
の
日
本
（
時

間
）、
そ
し
て
「
中
外
に
施
し
て
悖
ら
な
い
国
是
」
＝
皇
道
・
天
皇
の
統
治
と
い
う
大
東
亜
の
建
設
、
世
界

的
使
命
（
空
間
）
と
い
う
構
造
に
収
斂
し
ま
す
。「
時
間
的
」
と
「
空
間
的
」
で
す
。 

 （
エ
ピ
ソ
ー
ド
史
観
） 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
田
幾
多
郎
の
精
神
の
根
本
に
は
、
井
上
哲
次
郎
な
ど
の
解
釈
を
基
と
す
る
教
育

勅
語
が
あ
っ
た
と
考
え
て
自
然
で
す
。
し
か
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
戦
後
史
証
言
「
日
本
人
は
何
を
考
え
て
き
た
の
か
」

「
近
代
を
超
え
て
～
西
田
幾
多
郎
と
京
都
学
派
～
」、
そ
し
て
こ
の
『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」』
で
も
、
教
育

勅
語
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
西
田
の
文
章
か
ら
、
な
ぜ
教
育
勅
語
解
釈
の
問
題
が
検
証
さ
れ

な
か
っ
た
の
か
。
神
道
に
関
す
る
著
作
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
ス
ッ
タ
フ
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
Ｄ
・
Ｃ
・

ホ
ル
ト
ム
は
、
教
育
勅
語
を
「
近
代
日
本
の
歴
史
の
生
ん
だ
も
っ
と
も
有
名
で
重
要
な
文
書
」
と
評
価
し

ま
し
た
。
や
は
り
我
が
国
で
は
詔
勅
研
究
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
印
象
を
持
た
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
で
し
た
。 

 『
占
領
下
日
本
』
と
『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」
』
。
こ
の
四
人
の
昭
和
史
論
者
に
よ
る
座
談
会
は
、
歴
史
の

事
柄
に
関
す
る
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
満
ち
て
い
ま
す
。
ま
た
半
藤
一
利
、
保
阪
正
康
著
の
昭
和
史
本
は

図
書
館
で
も
相
当
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「
西
田
幾
多
郎
全
集
の
売
り
切
れ
」

で
は
、
西
田
が
時
代
に
対
し
て
迎
合
し
た
、
そ
う
語
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
国
策
研
究
会
が
な
ぜ
西
田
に
こ
の
文
章
を
書
か
せ
た
の
か
。
そ
の
回
答
は
、
い
く
ら
読
ん
で
も

確
認
で
き
ま
せ
ん
。 

座
談
会
で
の
発
言
記
録
は
、
編
集
上
、
無
制
限
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
保
阪
正
康
『
昭
和
史



入
門
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
同
書
は
全
五
章
で
、
そ
の
う
ち
第
一
章
か
ら
第
三

章
ま
で
が
昭
和
戦
前
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
期
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
入
門
書
で
す
か
ら
、
最

も
重
要
な
歴
史
事
項
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。 

し
か
し
教
育
勅
語
は
ま
っ
た
く
出
て
き
ま
せ
ん
。
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
や
基
本
国
策
要
綱
が
語
ら

れ
て
も
、
教
育
勅
語
の
曲
解
と
い
う
事
実
と
突
き
合
わ
さ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
解
読
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
「
太
平
洋
戦
争
に
は
こ
う
し
た
矛
盾
、
疑
問
、
そ
れ
に
空
虚
な
精
神
論
が
あ
り
」（
九
一
頁
）
と
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
空
虚
な
精
神
論
の
生
成
過
程
及
び
そ
の
推
進
力
に
つ
い
は
、
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
豊

富
な
昭
和
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
歴
史
を
検
証
す
る
上
で
た
い
へ
ん
有
効
で
す
。
た
だ
、
誰
ひ
と
り
教
育

勅
語
の
曲
解
に
気
づ
か
ず
、
あ
る
い
は
気
づ
い
て
い
て
も
発
言
で
き
な
か
っ
た
あ
の
時
代
。
こ
の
解
明
こ

そ
、
昭
和
の
精
神
史
を
語
る
大
き
な
意
義
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
教
育
勅
語
は
話
題
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」） 

 

と
こ
ろ
で
、
前
回
は
丸
山
真
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
で
し
た
。
そ
の
論
考
の
構
造
は
、
教

育
勅
語
の
誤
っ
た
解
釈
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
、
そ
の
分
析
で
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
戦
後
史
証
言
に

は
、
さ
ら
に
「
民
主
主
義
を
求
め
て
～
政
治
学
者 

丸
山
眞
男
～
」
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
そ
の
ビ
デ
オ
も

注
意
深
く
観
て
み
ま
し
た
。
丸
山
真
男
は
現
在
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
は
こ
の
番
組
の
前
半
に
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
論
考
の
構
造
分
析
や
教

育
勅
語
の
曲
解
な
ど
は
ま
っ
た
く
語
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
神
道
指
令
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
最
後
ま
で
注

意
深
く
観
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
語
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

そ
し
て
『
戦
後
日
本
の
「
独
立
」
』
。
こ
の
第
一
章
は
「
丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
の

衝
撃
」
で
す
。 

 松
本
「「
こ
の
時
期
と
結
び
つ
い
た
論
文
の
意
味
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
他
に
比
べ
る
も
の
が
な
い
」
と

い
う
の
は
、
賛
否
い
ず
れ
の
人
に
と
っ
て
も
首
肯
す
る
評
価
で
し
ょ
う
」（
三
九
頁
） 

 

半
藤
「
論
文
を
読
ん
で
、
こ
の
言
葉
が
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
と
感
心
し
ま
し
た
」（
四
一
頁
） 

保
阪
「
単
に
事
実
を
述
べ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
分
析
・
抽
象
化
し
た
そ
の
点
が
当
時
の
人
び
と
に
牽

引
力
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
」（
四
四
頁
） 

竹
内
「
最
初
の
「
超
国
家
主
義
・
・
」
を
読
ん
で
み
て
、
多
少
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
ま
こ
と
に
面
白
か

っ
た
」（
四
五
頁
） 

 

 

こ
の
章
は
全
部
で
二
十
三
頁
で
す
。
む
ろ
ん
、
丸
山
真
男
の
超
国
家
主
義
と
い
う
用
語
が
、
神
道
指
令

の
「
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
日
本
語
訳
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
橋
川
文

三
の
「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
前
回
述
べ
た
通
り
で
す

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
超
国
家
主
義
に
関
す
る
問
題
意
識
は
、
や
は
り
相
当
高
い
と
感
じ
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
が
ど
の
よ
う
な
構
造
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
、



そ
の
分
析
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
勅
語
は
二
回
出
て
き
ま
す
が
、
前
回
お
話
し
し
た
よ
う
な
、
教
育
勅
語

と
丸
山
論
考
に
お
け
る
構
造
の
近
似
性
は
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
然
で
す
が
、
丸
山
に
よ
る
教
育
勅
語

の
「
徳
」
や
「
中
外
」
の
曲
解
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ
り
超
国
家
主
義
を
表
現
す
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
た
「
八
紘
一
宇
」
に
つ
い
て
、
何
の
分
析
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
件
も
ま
た
、
半
藤
一
利
『
あ
の
戦
争
と
日
本
人
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
一
年
）
で
確
認
し
て
み
ま

す
。
田
中
智
学
の
「
日
本
ヲ
シ
テ
宇
内
ヲ
統
一
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」「
只
侵
略
ノ
為
ニ
祈
レ
ヨ
」
を
引

用
し
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

「
こ
の
拡
大
主
義
的
な
宗
教
が
、
田
中
智
学
に
よ
っ
て
天
皇
絶
対
主
義
と
結
び
つ
い
た
。
お
り
し
も
時
代

は
、
明
治
四
十
三
年
の
大
逆
事
件
の
あ
と
で
国
が
根
幹
か
ら
揺
れ
は
じ
め
て
い
た
し
、
日
露
戦
争
に
勝
っ

て
鼻
高
々
と
な
り
、
世
論
は
だ
ん
だ
ん
に
大
国
主
義
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
日
本
社
会
の
大

き
な
流
れ
の
中
、「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
造
語
を
使
い
な
が
ら
、
田
中
智
学
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
皇
室
の

重
要
性
と
世
界
統
一
へ
の
道
を
さ
か
ん
に
説
い
た
わ
け
で
す
」（
一
三
七
頁
） 

 

や
は
り
田
中
智
学
が
な
ぜ
そ
う
説
い
た
の
か
、
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
一
民
間
人
の
こ
の
考
え

方
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
「
八
紘
一
宇
」
が
、
な
ぜ
政
府
の
公
式
文
書
に
採
用
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
も
説
明
が

あ
り
ま
せ
ん
。
同
書
の
「
八
紘
一
宇
と
日
本
人
」
の
本
文
は
二
九
頁
分
で
す
が
、
教
育
勅
語
は
一
度
も
出

て
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
歴
史
事
実
の
因
果
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。 

 

（
昭
和
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

昭
和
史
、
特
に
戦
前
戦
中
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
期
は
、
当
時
の
日
本
人
の
精
神
史
を
考
え
る
上
で
最
も
重

要
で
す
。
統
帥
権
干
犯
論
、
五
・
一
五
事
件
、
天
皇
機
関
説
事
件
、
二
・
二
六
事
件
、
国
体
明
徴
運
動
、

文
部
省
『
国
体
の
本
義
』『
臣
民
の
道
』
等
は
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
、
昭
和
史
に
お
け
る
そ
の
位
置
も
分

か
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
六
項
、
神
道
指
令
、
「
人
間
宣
言
」、
公
職
追
放
令
な
ど
は
根
拠
を
以

て
そ
の
文
章
が
説
明
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
連
合
国
は
日
本
の
「
世
界
征
服
」
と
言
っ
た
の

か
。
な
ぜ
神
道
と
国
家
を
分
離
せ
し
め
た
の
か
。「
人
間
宣
言
」
は
な
ぜ
正
し
く
読
ま
れ
な
い
の
か
。
な
ぜ

当
時
は
「
神
憑
り
的
表
現
」
が
多
か
っ
た
の
か
。 

こ
れ
ら
の
表
現
へ
の
批
判
は
溢
れ
て
い
ま
す
。
上
か
ら
の
押
し
付
け
は
語
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
ぜ
国

民
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
か
。
昭
和
史
の
論
者
ら
は
語
り
ま
せ
ん
。
次
回
は
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

中
心
に
、
昭
和
史
の
論
者
ら
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
戦
後
約
七
十
年
の
現
在
で
も
、
昭
和

の
精
神
史
に
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
大
き
な
部
分
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。 

      



【
質
疑
応
答
】 

 問
１ 

西
田
幾
多
郎
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
文
体
と
、
基
本
国
策
要
綱
の
そ
れ
が
類
似
し
て
い
る
こ
と

は
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
偶
然
な
の
か
、
他
に
も
類
似
の
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。 

回
答 

個
人
の
も
の
は
省
略
し
ま
す
。
政
府
あ
る
い
は
文
部
省
な
ど
の
文
章
か
ら
引
用
し
て
み
ま
す
。 

 

『
国
体
の
本
義
』（
文
部
省
、
一
九
三
七
年
） 

「
我
等
が
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
は
、
た
ゞ
日
本
人
た
る
の
道
を
弥
々
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
な

さ
れ
る
。
国
民
は
、
国
家
の
大
本
と
し
て
の
不
易
な
国
体
と
、
古
今
に
一
貫
し
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る

皇
国
の
道
と
に
よ
つ
て
、
維
れ
新
た
な
る
日
本
を
益
々
生
成
発
展
せ
し
め
、
以
て
弥
々
天
壌
無
窮
の
皇
運

を
扶
翼
し
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
、
我
等
国
民
の
使
命
で
あ
る
」（
一
五
六
頁
） 

 『
臣
民
の
道
』（
教
学
局
、
一
九
四
一
年
） 

「
こ
こ
に
我
が
国
の
東
亜
に
於
け
る
指
導
的
地
位
は
愈
々
不
抜
の
も
の
と
な
り
、
八
紘
を
掩
い
て
宇
と
な

す
我
が
肇
国
の
精
神
こ
そ
、
世
界
新
秩
序
建
設
の
基
本
理
念
た
る
べ
き
こ
と
が
愈
々
明
確
に
な
っ
た
の
で

あ
る
」（
一
九
頁
） 

 

ど
ち
ら
も
基
本
は
「
皇
国
の
道
」「
肇
国
の
精
神
」
な
ど
の
「
時
間
的
」
と
、「
世
界
に
貢
献
」「
国
民
の

使
命
」「
世
界
新
秩
序
の
建
設
」
の
「
空
間
的
」
で
す
。
こ
れ
ら
は
教
育
勅
語
の
「
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬

ら
ず
（
時
間
的
）
、
こ
れ
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
（
空
間
的
）
」
に
対
比
す
る
と
、
そ
の
構
造
が
明
ら
か

に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 問
２ 

「
肇
国
の
大
義
」
や
「
世
界
的
世
界
形
成
」
な
ど
の
文
言
が
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
な
ぜ
奇
異
に
感

じ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

先
ほ
ど
も
お
話
し
し
た
通
り
、
教
育
勅
語
の
解
説
書
は
す
べ
て
、
す
べ
て
と
断
言
し
て
よ
い
と
思
い

ま
す
が
、「
中
外
」
を
「
国
の
内
外
」
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
国
民

に
疑
う
余
地
を
与
え
な
い
ほ
ど
、
こ
の
曲
解
が
浸
透
し
て
い
た
、
そ
う
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

明
治
の
時
代
に
、
教
育
勅
語
の
外
国
語
訳
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
「
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、「
之

を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
の
英
語
訳
は 

in
fa

llib
le
 

fo
r  

a
ll  

a
g
e
s
 

a
n

d
 

tru
e
 

in
 

a
ll  

p
la

ce
s  

で
し
た
。
こ
れ
に
関
与
し
た
の
が
、
金
子
堅
太
郎
、
菊
池
大
麓
、
神
田
乃
武
、
新
渡
戸
稲
造
で
す
。

錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
で
す
。
し
か
し
日
本
語
で
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
り
、
英
語
に
も
そ
の
ま
ま
訳
さ
れ
て
、

誤
解
を
生
む
も
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
事
情
で
す
か
ら
、
一
般
国
民
が
教
育
勅
語
の
解
釈
に
疑
問

を
も
つ
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
妥
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 問
３ 

西
田
幾
多
郎
が
教
育
勅
語
の
文
脈
か
ら
八
紘
為
宇
を
文
章
に
表
現
し
た
と
い
う
説
明
で
し
た
。「
唐

人
も
高
麗
人
も
大
和
心
に
な
り
ぬ
べ
し
」
だ
け
で
、
そ
う
判
断
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。 



回
答 

西
田
は
昭
和
十
五
年
二
月
、「
日
本
文
化
の
問
題
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
「
序
」
に
は
「
一
昨

年
の
春
、
京
大
の
月
曜
講
義
に
於
て
話
し
た
所
の
も
の
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
象
徴
的
な
文
章
を

引
用
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
で
す
。 

 

「
世
界
は
空
間
的
・
時
間
的
に
自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
は
空
間
的
世
界

か
ら
時
間
的
へ
と
一
つ
の
世
界
と
な
っ
て
来
っ
た
。
我
国
の
歴
史
に
於
て
含
ま
れ
て
居
る
世
界
的
な
る
も

の
は
、
時
間
的
か
ら
空
間
的
へ
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
我
国
の
歴
史
に
於
て
は
、
主
体
的
な
る
も
の
は
、

万
世
不
易
の
皇
室
を
時
間
的
・
空
間
的
な
る
場
所
と
し
て
、
之
に
包
ま
れ
た
。
皇
室
は
時
間
的
に
世
界
で

あ
っ
た
」（
三
三
八
頁
） 

 

「
我
国
の
国
民
思
想
の
根
柢
に
は
、
肇
国
の
事
実
が
あ
っ
た
、
唯
歴
史
的
事
実
と
云
ふ
も
の
が
あ
っ
た
。

而
し
て
我
々
は
之
を
軸
と
し
て
一
つ
の
歴
史
的
世
界
を
形
成
し
て
来
た
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
皇
室
と

云
ふ
も
の
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
世
界
と
し
て
、
過
去
未
来
を
含
む
永
遠
の
今
と
し
て
、
我
々
が
何
処

ま
で
も
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
云
ふ
の
が
、
万
民
輔
翼
の
思
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
我
国
民
の
道

徳
と
云
ふ
の
は
、
歴
史
的
世
界
の
建
設
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
四
〇
頁
） 

 

「
日
本
は
縦
の
世
界
で
あ
っ
た
。
日
本
精
神
は
日
本
歴
史
の
建
設
に
あ
っ
た
。
併
し
今
日
の
日
本
は
も
は

や
東
洋
の
一
孤
島
の
日
本
で
は
な
い
、
閉
ぢ
ら
れ
た
社
会
で
は
な
い
。
世
界
の
日
本
で
あ
る
、
世
界
に
面

し
て
立
つ
日
本
で
あ
る
。
日
本
形
成
の
原
理
は
即
ち
世
界
形
成
の
原
理
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三

四
一
頁
） 

 

「
我
々
は
我
々
の
歴
史
発
展
の
底
に
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
そ
の
も
の
の
自
己
形
成
の
原
理
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
貢
献
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
皇
道
の
発
揮
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、

八
紘
一
宇
の
真
の
意
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
） 

  

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
世
界
に
比
類
な
き
歴
史
を
も
つ
日
本
、
そ
の
基
は
皇
道
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
中

外
」
に
施
し
て
悖
ら
な
い
、
と
な
り
ま
す
。
教
育
勅
語
の
「
肇
国
」「
国
体
の
精
華
」「
斯
の
道
」「
之
を
古

今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
が
そ
の
基
礎
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
成
立

し
た
と
考
え
て
妥
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ビ
デ
オ
で
は
、
な
ぜ
西
田
が
「
日
本
が
東
亜
の
盟
主
」
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
説
い
た

の
か
、
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り
教
育
勅
語
の
「
之
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら

ず
、
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
の
「
中
外
」
を
「
国
の
内
外
」
と
曲
解
し
た
こ
と
が
、
そ
の
原
因
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
日
本
形
成
の
原
理
は
即
ち
世
界
形
成
の
原
理
」
が
、
こ
の
こ
と
を
直
接

表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

問
４ 

国
策
研
究
会
あ
る
い
は
海
軍
の
高
木
惣
吉
な
ど
が
西
田
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
と
い
う
の
は
ど
う
い



う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
西
田
は
な
ぜ
引
き
受
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 
ま
ず
、「
唐
人
も
高
麗
人
も
大
和
心
に
な
り
ぬ
べ
し
」
の
「
日
本
的
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
」
を
書
い

た
の
は
大
正
六
年
で
す
。
そ
し
て
「
日
本
文
化
の
問
題
」
を
語
っ
た
の
は
昭
和
十
三
年
春
、
そ
れ
を
ま
と

め
た
の
が
昭
和
十
五
年
で
し
た
。
つ
ま
り
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
の
原
理
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
都
合

の
い
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
国
策
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
知
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
西
田
に
し
て
も
、
教
育
勅
語
、
こ
の
場
合
は
曲
解
さ
れ
た
教
育
勅
語
で
す
が
、
そ
の
文
脈
か
ら
し

て
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
は
自
ら
の
論
理
に
合
致
す
る
と
考
え
て
い
た
、
そ
う
推
測
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
軍
人
の
い
う
「
世
界
形
成
の
原
理
」
に
文
化
や
道
徳
を
追
加
し
て
強
調
し
た
か
っ
た
、
こ
れ
が
そ
の

文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
に
あ
る
「
畏
く
も

万
邦
を
し
て
そ
の
所
を
得
せ
し
め
る
と
宣
ら
せ
ら
れ
る
。
聖
旨
も
此
に
あ
る
か
と
恐
察
し
奉
る
」
に
確
認

で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

 

以
上
か
ら
、
西
田
が
「
時
代
に
迎
合
」
し
た
、
あ
る
い
は
「
軍
部
に
迎
合
」
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
以
前
の
文
章
を
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
で
し

ょ
う
か
。
西
田
に
は
「
学
問
的
方
法
」
な
る
文
章
も
あ
り
ま
し
た
。「
昭
和
十
二
年
の
秋
、
日
比
谷
に
於
て

の
講
演
の
要
領
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
然
る
に
今
の
日
本
は
も
は
や
世
界
歴
史
の
舞
台
か
ら
孤
立
し
た
日
本
で
は
な
い
。
我
々
は
世
界
歴
史
の

舞
台
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
は
世
界
歴
史
的
現
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
云
は
ば
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
精
神
は
比
較
的
に
直
線
的
で
あ
っ
た
。
併
し
こ
れ
か
ら
は
何
処
で
も
空
間
的
と
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
歴
史
的
精
神
の
底
か
ら
（
我
々
の
心
の
底
か
ら
）、
世
界
的
原
理
が
生
み
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皇
道
は
世
界
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
八
六
頁
） 

  

さ
ら
に
西
田
幾
多
郎
は
、
こ
の
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
の
後
に
も
、
重
要
な
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。

同
じ
第
十
二
巻
に
あ
る
「
哲
学
論
文
集
第
四
補
遺
」
か
ら
で
す
。 

 

昭
和
十
九
年
二
月 

「
皇
室
を
中
心
と
し
て
の
我
国
の
肇
国
に
は
、
天
地
開
闢
即
肇
国
と
し
て
歴
史
的
世
界
形
成
の
意
義
が
あ

る
の
で
あ
る
。
故
に
万
世
一
系
、
天
壌
無
窮
で
あ
る
。
神
国
と
い
ふ
信
念
の
起
る
所
以
で
あ
る
。
詔
に
現

人
神
と
し
て
の
神
の
言
葉
を
聞
く
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
理
性
的
に
法
と
道
徳
と
が
基
礎
附
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
八
紘
為
宇
の
語
も
、
そ
こ
か
ら
云
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
四
〇
九
頁
） 

 

「
我
国
で
は
天
皇
は
過
去
未
来
を
含
ん
だ
絶
対
現
在
の
中
心
で
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
単
に
家
長
的
で
は

な
く
し
て
、
現
神
と
云
は
れ
る
の
で
あ
る
。
我
国
体
を
神
国
的
と
云
ふ
の
は
、
神
秘
的
と
い
ふ
意
義
で
は

な
く
し
て
、
却
っ
て
歴
史
的
世
界
形
成
的
と
し
て
、
勝
義
に
於
て
合
理
的
な
る
が
故
で
あ
る
。 

 

我
国
の
国
体
が
そ
の
成
立
発
展
の
歴
史
に
於
て
、
右
の
如
く
歴
史
的
世
界
形
成
の
創
造
的
形
態
と
し
て
、

内
に
世
界
形
成
原
理
を
蔵
す
る
が
故
に
、
今
日
そ
れ
か
ら
東
亜
的
世
界
形
成
の
原
理
も
出
て
来
る
の
で
あ

る
。
八
紘
為
宇
と
云
ふ
こ
と
も
、
此
か
ら
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
四
一
九
頁
） 



  

西
田
の
「
迎
合
」
で
こ
れ
ら
の
文
章
を
解
読
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
は
積
極
的
な
文
章
で

す
。
や
は
り
「
迎
合
」
と
か
、
戦
争
状
態
に
「
不
満
を
持
ち
な
が
ら
も
、
後
追
い
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
ビ
デ
オ
の
識
者
に
よ
る
説
明
は
説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
西
田
の
論
理
と
現
実
の
政
治
状
況
が
合
致
し

て
い
た
、
こ
れ
が
最
も
説
得
力
の
あ
る
説
明
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

問
４ 

井
上
哲
次
郎
の
名
前
が
時
々
出
て
き
ま
し
た
。
結
局
ど
ん
な
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

西
田
幾
多
郎
も
和
辻
哲
郎
も
井
上
哲
次
郎
に
学
ん
で
い
ま
す
。
昭
和
九
年
・
井
上
哲
次
郎
『
日
本
精

神
の
本
質
』
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

「
日
本
に
於
て
「
神
な
が
ら
の
道
」
を
指
導
原
理
と
な
し
て
世
界
に
働
き
か
け
、
世
界
の
人
類
を
し
て
悉

く
「
神
な
が
ら
の
道
」
に
帰
せ
し
め
、
畢
竟
、
世
界
的
神
国
を
実
現
せ
ず
ん
ば
止
ま
ず
と
い
ふ
の
が
日
本

民
族
の
指
導
原
理
で
、
是
に
よ
っ
て
日
本
民
族
は
其
の
全
体
の
行
動
に
統
一
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
始
め
て

可
能
で
あ
る
と
思
ふ
」（
六
三
頁
） 

 

「
幸
に
明
神
と
し
て
上
に
、
天
皇
が
在
し
ま
す
か
ら
に
は
之
を
中
心
と
し
て
臣
民
は
悉
く
其
の
持
っ
て
生

れ
て
来
た
神
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
日
本
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
進
ん
で
満
州
・
支
那
・
露
西
亜
は
固
よ
り

世
界
各
国
に
及
ぼ
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
一
一
四
頁
） 

 

「
歴
代
の
天
皇
は
「
明
津
神
」
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
ま
た
「
あ
ら
み
神
」
と
も
申
し
上
げ
る
。
即
ち
人
に

し
て
神
、
神
に
し
て
人
、
神
人
合
一
の
御
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
」（
三
三
六
頁
） 

  

井
上
哲
次
郎
が
書
い
た
『
勅
語
衍
義
』
は
、
井
上
毅
文
部
大
臣
に
よ
っ
て
、
限
定
的
で
す
が
、
検
定
不

許
と
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
が
高
度
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
要
ら
ぬ
解
説
を
し
て
肝

心
な
こ
と
を
語
っ
て
い
な
い
、
こ
れ
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

問
４ 

司
馬
遼
太
郎
は
『「
昭
和
」
と
い
う
国
家
』
で
、「
魔
法
使
い
が
杖
を
ポ
ン
と
た
た
い
た
」
と
語
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
と
教
育
勅
語
の
問
題
は
、
何
か
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
次
回
に
ま
た
こ
の
話
題
の
続
き
を
行
う
こ
と
に
し
ま
す
。 

   


