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冷戦後の言語空間

一郎

討論

SEKAI 1993.1 

戦後
平和論の

遺産

理想主義と
現実主義の接点で

毎日新聞社

一
九
八
九
年の
東
欧
諸
国
の
劇
的
民
主
化
か
ら
は
や
く
も
三
年
た

ち、
民
主
化の
陶
酔か
ら
ざ
め
た
世
界に
は
冷
戦
後の
世
界
秩
序に
対

す
る
不
安
や
困
惑
が
広
がっ
て
い
る。
こ
こ
で
と
くに
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は、
旧
ソ
連
邦や
東
欧
諸
国
だ
け
で
は
な
く、
冷
戦

に
勝
利
し
た
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
国
内に
お
い
て
様々
な
疲
弊の
症

状
が
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る。
今
年の
大
統
領
選
挙の
選
挙
戦
を
通
し

て
顕
著に
なっ
た
の
は、
貧
富の
格
差の
著し
い
拡
大
や
大
都
市の
荒

廃、
中
産
階
層
を
盤、っ
失
業の
恐
怖と
いっ
た
病
理
現
象
で
あっ
た。

八
0
年
代
前
半の
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
大
規
模
な
軍
拡
と
そ
れ
に
と
も

． 

中嶋嶺雄

山口二郎

・・・4・
山口

な
う
放
漫
財
政
が
財
政
赤
字、
国
際
収
支の
赤
字
を
累
増
さ
せ、
経
済

の
査
み
を
作
り
出
す
元
凶
と
なっ
た
こ
と、
膨
張
し
た
軍
需
産
業が
民

生
部
門の
地
位
を
相
対
的に
低
下
さ
せ、
産
業の
国
際
競
争
力
を
低
下

さ
せ
る
と
と
も
に
冷
戦
終
駕
後の
軍
民
転
換
を
困
難に
し
て
い
る
こ
と

を
直
視
す
れ
ば、
冷
戦
は
ア
メ
リ
カ
圏
内に
も
深い
爪
痕
を
残
し
て
い

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
冷
戦
終
駕の一
方の
立
役
者
で
あっ

た
は
ずの
プッ
シュ
大
統
領
は、
ま
さ
に
こ
の
放に
こ
そ
屈
辱
的
な
ま

で
の
敗
北
を
もっ
て
大
統
領の
座
を
追
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
かっ
た

の
で
あ
る。
こ
う
し
た
事
実に
照
ら
せ
ば、
冷
戦の
終
駕
を
資
本
主
義

の
勝
利
と
か
西
側
陣
営の
勝
利
と
捉
え
る
見
方
が
い
か
に
皮
相
な
も
の

で
あ
る
か
が
明
ら
か
と
な
る。
我々
が
冷
戦の
歴
史
を
振
り
返
り、
冷
戦
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後の
秩
序の
あ
るべ
き
姿
を
模
索
す
る
と
き
に
は、
冷
戦に
は
勝
者
は

存
在
し
ない
と
い
う
冷
厳
な
事
実
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

日
本
で
は
社
会
主
義
体
制の
崩
壊の
後、
進
歩
的
知
識
人
批
判
を
看

板
と
し
て
き
た
メ
ディ
ア
で
ひ
と
し
き
り
進
歩
的
知
識
人
の
社
会
主
義

に
関
す
る
過
去の
言
説
を
非
難
す
る
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
た。
そ

れ
ら
の
大
半
は、
論
壇
を
指
導
し
た
著
名
な
知
識
人
の
社
会
主
義に
対

す
る
親
和
的
言
説
を
あ
げ
つ
ら
い、
その
見
当
述い
を
噸
笑
す
る
も
の

で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
進
歩
派の
中
で
の
社
会
主
礎の
圏
内
体
制
や
対
外

政
策に
つ
い
て
の
評
価
に
疑
問
が
ない
わ
け
で
は
ない。
し
か
し、
そ

の
種の
後
知
恵に
よ
る
臨む
慣
晴
ら
し
は、
西
側
が
冷
戦に
勝
利
し
た
と

錯
覚
し
て
い
る
人々
に
とっ
て
の
カ
タ
ル
シ
ス
以
上
の
意味
を
持
た
な

‘ν
 
加
え
て、
講
和
か
ら
安
保に
至
る一
連の
進
歩
派
陣
営（
進
歩
派と

い
う
言
葉
は
こ
の
鎗
穏
で
は
も
っ
ぱ
ら
価
値
中
立
的
な
呼
称
と
し
て
用
い
る
〉

の
平
和
論
を
虚
心
に
読め
ば、
そ
れ
ら
を
社
会
主
義へ
の
盲
従
と
切
り

捨
て
る
こ
と
が
い
か
に
粗
雑
な
議
論
で
あ
る
か
が
わ
か
る
は
ず
で
あ

る。
こ
の
小
論の
第一
の
ね
ら
い
は、
冷
戦
後の
世
界に
生
き
よ
う
と

す
る
我々
に
とっ
て、
戦
後の
平
和
論
は
新
し
い
秩
序
を
構
築
す
る
際

に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る。
そ

の
際
同
時に、
現
実
政
治
の
展
開の
中
で
戦
後の
平
和
論
が
受
容
さ
れ

な
かっ
た
理
由
に
つ
い
て
老d察
す
るこ
と
も
避
け
て
通
れ
ない
課
題
と

な
る
で
あ
ろ
う。
そ
う
し
た
限
界
を
自
覚
し
て
こ
そ、
初め
て
現
実
政

治
に
有
意義
な
提
言
を
行
うこ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る。

現
在の
世
界は
第二
の
戦
後
を
迎
え
て
い
る。
先日
会っ
た
あ
る
ア

メ
リ
カ
の
ジャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
今
回
の
大
統
領
選
挙
を一
九
四
五
年の

イ
ギ
リ
ス
総
選
挙に
似
て
い
る
と
言っ
た
が、
こ
れ
は
き
わ
め
て
適
切

な
比
噛
で
あ
る。
確
か
に
両
方
と
も、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
は
戦
勝の
功

労
を
政
治
選
択の
基
準に
は
し
な
かっ
た．
敵
の
消
滅
と
と
も
に
戦い

の
指
導
者
は
役
割
を
失
い、
国
民
は
新
し
い
変
化
を
求
め
た
の
で
あ

る。
冷
戦
後の
世
界は
ま
さ
に
第二
次
大
戦
後
と
同
じ
く
既
存の
枠
組

み
が
瓦
解
し
た
混
乱
状
況
に
あ
る。
新
し
い
変
化の
内
実
を
ど
う
具
体

化
す
る
か
と
い
う
問い
を
再
び
人
類は
突
きつ
け
ら
れ
て
い
る。
そ
し

て、
冷
戦
ど
こ
ろ
か
熱
戦
が
局
所
的に
噴
出
し
て
い
る
状
況
で、
新
し

い
秩
序の
枠
組
み
を
作
り
出
す
こ
と、
と
り
わ
け
日
本
が
冷
戦の
ノ人
び

き
を
離
れ
て
自
律
的に
安
全
保
障
と
平
和の
た
め
の
政
策
を
作
り
出
す

こ
と
は
き
わ
め
て
緊
急の
課
題
で
あ
る。
こ
う
し
た
関
必
か
ら
戦
後の

平
和
論
を
振
り
返っ
た
と
き
何
が
浮か
び
上
が
る
か、
以
下
考
察
を
進

め
た
い。戦後平和論の示唆するもの

戦
後
平
和
輸
の
現
実
位

戦
後
日
本の
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
論
議
や
政
治
対
立
を
整
理
す
る
際

に、
し
ば
し
ば
理
想
主
義
対
現
実
主
義
と
い
うニ
項
対
立
の
図
式
が
使

わ
れ
る。
言
う
ま
で
も
な
く、
保
守
政
権
の
安
保
外
交
政
策
を
批
判

し、
憲
法
の
理
念に
基
づ
い
た
政
策
提
言
を
行っ
た
側
が
理
想
主
義
と

呼ば
れ、
冷
戦の
中
で
ア
メ
リ
カ
の
側に
つ
き
政
府の
外
交
路
線
を
擁

護
す
る
側
が
現
実
主
義
と
呼ば
れ
た。
し
か
し、
そ
こ
で
言
う
理
想
や

現
実
と
い
う
言
葉は、
政
治
の
中
で
特
定の
志
向
を
共
有
す
る
集
団
を
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指
す
呼
称に
過
ぎ
ない
の
で
あっ
て、
状
況
の
認
識
や
発
想の
方
法に

関
す
る
理
想
主
義、
あ
る
い
は
現
実
主
義
的
態
度
と
は
無
関
係
で
あ

る。
そ
し
て、
そ
の
後の
事
態の
展
開
を
長い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
捉
え

れ
ば、
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
的
発
想の
中に
き
わ
め
て
非
現
実
的
な
思

い
こ
み
が
潜ん
で
い
た
り、
理
想
主
義
の
側の
論
理の
中に
先
見
的
な

指
摘が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る。
今日
の
視
点
か
ら
進
歩
派の
平
和
論

を
そ
の
論
理
と
状
況
認
識の
方
法に
即
し
て
振
り
返っ
て
み
る
と、
と

くに
重
要
な
指
摘
は、
軍
事
力の
限
界に
対
す
る
洞
察、
国
民
国
家
体

制の
限
界と
変
容に
対
す
る
問
題
意
識、
国
際
的
な
相
互
依
存の
進
展

と
東
西
共
存の
可
能
性に
対
す
る
認
識、
そ
し
て
社
会
主
義
国
の
内
部

に
お
け
る
体
制
変
革の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
認
識
と
い
う
四
つ

に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る。

第一
の
軍
事
力の
限
界と
い
う
指
摘は、
憲
法
第
九
条
を
持つ
日
本

に
お
い
て
こ
そい
ち
早
く
提
起
さ
れ
た。
日
本
自
身の
再
軍
備
お
よ
び

日
米
安
保
条
約
－を
正
当
化
す
る
議
論の
中
で
は、
軍
備に
よ
る
安
全
保

障
が
自
明の
前
提
と
し
て
説
か
れ
て
き
た。
こ
れ
に
対
し
て
進
歩
派の

平
和
論
で
は、
か
つ
て
高
橋
進、
中
村
研一
両
氏
が
指
摘
し
た
よ
うに

「
生
き
た
人
間」
の
視
点
か
ら
安
全
保
障の
意
味
が
考
察
さ
れ
た（
高

橋、

中
村
「
戦
後
日
本
の
平
和
鎗」
『
世
界
』
一

九
七
八
年
六
月
三

た
と

え

ば、
平
和
問
題
談
話
会
が
講
和
問
題に
関
し
て
発
表
し
た
報
告
「
三
た

び
平
和に
つ
い
て」
の
中
で
は
次の
よ
うに
述べ
ら
れ
て
い
る。

「
戦
争
が
本
来
手
段
で
あ
り
な
が
ら、
手
段
と
し
て
と
ど
ま
り
え
な
く

なっ
た
と
い
う
現
実は、
も
と
よ
り
そ
う
し
た
近
代
兵
器
（
核
兵
器の

こ
と）
の
破
壊
力の
質
的
な
飛
躍に
よっ
て
何
人
の
自
に
も
露に
なっ

た
の
で
は
あ
る
が、
現
代
戦
争の
内
包
す
る
こ
の
よ
う
なパ
ラ
ドッ
ク

ス
は
決
し
て
忽
然
と
し
て
生
じ
た
の
で
は
ない。
そ
れ
は、
近
代
産
業

及
び
交
通
通
信
手
段
の
発
達
が、
一
方
に
お
い
て
全
世
界
を一
体
化

し、
各
国
家
各
民
族
を
密
接
な
相
互
連
関
の
関
係
に
置
い
た
と
同
時

に、
他
方に
お
い
て、
も
ろ
も
ろ
の
政
治
権
力の
集
団
的
な
組
織
化
を

高
度に
し、
そ
の
相
互
の
札
離
を
い
よ
い
よ
大
規
模
な
も
の
に
し
た
と

い
う
歴
史
的
過
程に
よっ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。」
令世
界』

一

九
五
O
年
一

二
月）

こ
こ
で
明
ら
か
に
Lさ
れ
て
い
る
の
は、
相
互
依
存
を
深
め
つ
つ
あ
る

世
界に
とっ
て
の
核
兵
器
出
現
後の
戦
争の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る。
実
際
戦
後の
歴
史
を
振
り
返っ
て
軍事
力の
行
使が
国
際
紛
争
を

解
決
し
た
事
例
が
あっ
た
で
あ
ろ
う
か。

軍事
的
成
功
を
収
め
た
と
い

わ
れ
る
湾
岸
戦
争
で
さ
え、
そ
の
成
功
は
ク
ウェ
ー
ト
か
ら
イ
ラ
ク
軍

を
撤
退
さ
せ
た
こ
と
に
と
ど
ま
る。
イ
ラ
ク
市
民に
大
き
な
犠牲
を
生

み
だ
し
た
こ
と
に
加
え
て、
あ
の
地
域の
真の
安
定
を
軍事
的
手
段
に

よっ
て
作
り
出
すこ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る。

さ
ら
に、
ア
メ
リ
カ
の
短
期
的
利
害に
基
づ
く
イ
ラ
クへ
の
軍事
援
助

が
紛
争
を
引
き
起こ
す
最
大の
背
景
要
因
で
あっ
た
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど

強
調
さ
れ
て
も
強
調
さ
れ
過
ぎ
るこ
と
は
な
い。
そ
の
意味
で、
戦
後

き
わ
め
て
早い
段
階
で
の
軍事
力の
限
界に
つ
い
て
の
指
摘は
時
代の

趨
勢
を
先
取
り
し
た
意義
を
持っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る。

第二
の
国
民
国
家の
限
界の
認
識
は、
第一
の
軍事
力
評
価
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る。
伝
統
的
な
発
想に
よ
れ
ば、
国
家
が
主
権
を
守
る

こ
と
に
よっ
て
国
民
の
安
全
が
保
障
さ
れ
る
は
ず
で
あっ
た。
し
か
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し、
先に
引
用
し
た
「
三
た
び
平
和に
つ
い
て」
の一
節に
は、
一
国

単
位
で
国
民の
安
全
保
障
を
語
るこ
と
の
無
意
味
さ
が
含
意
さ
れ
て
い

る。
ま
た
何
よ
り
日
本
国
民
は
国
体
護
持
と
い
う
国
家の
自
己
保
存
追

求
が
戦
争の
惨
禍
を
抵
大
さ
せ
たこ
と
を
実
感
し
た
の
で
あ
る。
坂
本

義
和
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
適
切
な
整
理
を
行っ
て
い

λw 。寸
戦
後日
本の
平
和
思
想・
平
和
主
義
を
私
な
り
に
解
釈
す
れ
ば、
そ

れ
に
は
こ
つ
の
思
想
的
な
柱
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
一
つ
は、
「
ヒ

ロ
シ
マ」
に
象
徴
さ
れ
る
核
時
代に
あっ
て
は、
人
間の
生
存
や
安
全

は、
軍
事
的
な
独
立
主
権に
よっ
て
で
は
な
く、
対
立
的
な
関
係に
あ

る
諸
国
家の
政
治
的
な
相
互
協
力に
よっ
て
し
か
守
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
判
断
で
あ
る。
そ
の
二
つ
は、
現
代の
主
権
国
家
聞の
戦
争

は、
核
戦
争
で
あ
ろ
う
と
非
核
戦
争
で
あ
ろ
う
と、
国
民
の
忠
誠
と
犠

牲
を
ト
ー
タル
に
要
求
す
る
が、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ、
も
と
も
と
国

家に
は
個
人
か
ら
そ
う
し
た
ト
ー
タル
な
忠
誠
と
犠
牲
と
を
要
求
す
る

権
利
は
ない
の
だ
と
い
うこ
と
が、
い
よ
い
よ
明
白に
なっ
て
き
た
と

い
う
自
覚
で
あ
る
J
q新版
核
時代の
国際政治』
第1
部へ
の
追記）

ヨ
ーロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
合の
ト
レ
ン
ド、
経
済
政
策に
関
す
る
国

家の
相
互
浸
透
な
ど
今日
の
現
実
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば、
こ
の
時
期の

平
和
論に
お
け
る
国
家
認
識
が
い
か
に
現
実
的
な
も
の
で
あっ
た
か
が

よ
く
わ
か
る。

第三、
四
番
目
の
認
識は
相
互に
密
接に
関
連
し
て
い
る。
い
わ
ゆ

る
現
実
主
義
者
た
ち
が
資
本
主
義
対
社
会
主
義の
対
立
を
絶
対
的
な
も

の
と
み
な
し、
社
会
主
義
国の
内
発
的
変
化
や
西
側
と
の
平
和
共
存の

可
能
性に
対
し
て
き
わ
め
て
悲
観
的
で
あっ
た
の
に
対
し、
進
歩
派の

側
が
体
制
間
対
立
や
社
会
主
義
国の
内
政
を
可
塑
的
な
も
の
と
考
え
て

い
た。
「
三
た
び
平
和に
つ
い
て」
の
中
で
は、
「
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
は

今日
に
お
い
て
実に
巨
大
な
共
通の
課
題
を
持
ち、
し
た
がっ
て
ま
た

共
通
の
危
険に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る」
と
述べ

て、
米
ソ
対
立
に
つ
い
て
画
期
的
な
捉
え
方
を
提
示
し
て
い
る。
そ
こ

で
は
東
西
問の
対
立
が
全
面
的
な
軍事
対
決
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
るこ

と
が
人
類の
破
滅
を
も
た
ら
す
が
故
に
実
際に
は
困
難
で
あ
るこ
と
が

認
識
さ
れ
て
い
た。
そ
の
均
衡
を
よ
り
確
実
で
安
定
的
な
平
和に
向
か

わ
せ
る
た
め
に
こ
そ、
軍
縮
や
日
本の
外
交
努
力
が
提
言
さ
れ
た
の
で

あ
る。問

題
状
況
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
る
か
可
塑
的
な
も
の
と
考
え
る

か
は、
当
然
そ
の
問
題に
対
す
る
対
応の
し
か
た
を
左
右
す
る。
体
制

間
対
立
を
不
動の
前
提
と
考
え
れ
ば、
安
全
保
障
政
策の
立
案に
お
い

て
人
間の
主
体
的
な
作
為
や
工
夫の
余
地
は
き
わ
め
て
狭
く
な
る。
相

手
方の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
邪
悪
で
あ
り、
あ
ら
ゆ
る
相
手
方の
譲
歩
や

柔
軟
化
は一
時
的
な
好
策に
過
ぎ
な
い
以
上こ
ち
ら
側の
と
るべ
き
手

段
は
常に
不
変
と
い
う
こ
と
に
な
る。
か
く
し
て、
現
実
主
義
者
は
自

ら
が
最
も
嫌
悪
す
る
は
ずの
俗
流マ
ル
ク
ス
主
義に
あ
り
が
ち
な
基
底

還
元
論の
発
想に
陥っ
て
し
ま
い、
き
わ
め
て
平
板
な
ド
グマ
に
基
づ

い
た
貧
弱
な
政
策
形
成
し
か
で
き
な
く
なっ
て
し
ま
うの
で
あ
る。
こ

れ
に
対
し、
問
題
状
況
を
可
塑
的
な
も
の
と
考
え
て
初
め
て、
政
策の

創
造
や
選
択の
余
地
が
生
じ
る。
こ
の
対
立
は、
冷
戦
後の
日
本の
安

全
保
障
政
策の
立
案に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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平
和
論
と
時
代
状
況
と
の
連
関

次に、
当
時の
具
体
的
な
時
代
状
況
に
照
ら
し
て
平
和
論の
レ
レ
パ

ン
ス
ハ
現
実との
有意義な連側）
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い。
ま
ず

理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
の
は、
一
九
五
0
年
代に
現
実
主

緩
や
西
側へ
の
帰
属
を
呼
号
す
る
勢
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あっ
た

か
と
い
う
点
で
あ
る。
五
0
年
代に
お
い
て
は
憲
法
問
題
を
頂
点
と
す

る
政
治
体
制の
原
理
が
大
き
な
政
治
争
点で
あ
り、
保
守
政
権の
側
が

憲
法
改
正、
旧
体
制へ
の
復
帰
を
追求
し
て
い
た。
軍
国
主
義
や
全
体

主
義に
対
す
る
自
発
的
な
け
じ
め
を
な
ん
ら
つ
け
るこ
と
の
な
かっ
た

B
本の
保
守
政
権
が、
日
本の
再
軍備
と
日
米
軍
事
同
盟
と
い
う
政
策

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
追
求
す
るこ
と
が
政
治
体
制の
原
理
を
め
ぐ
る
深
刻

な
紛
争
を
引
き
起こ
す
最
大の
要
因
で
あっ
た
こ
と
は、
戦
後の
政
治

史
を
顧
み
る
場
合の一
つ
の
常
識
と
いっ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

進
歩
派の
平
和
論に
対
す
る一
つ
の
誤
解
は、
軍
事
上
の
中
立
と
政

治・
経
済
体
制の
原
理に
関
す
る
中
立
と
の
混
同
か
ら
派
生
す
る
も
の

で
あっ
た。
当
時の
議
論の
空
間に
お
い
て
は
軍
事
的
な
意
味
で
の
西

側へ
の
帰
属
が
政
治
体
制
と
し
て
の
自
由
民
主
主
義、
経
済
体
制
と
し

て
の
市
場
経
済
と
同一
視
さ
れ
て
い
た。
逆に、

軍事
的
な
中
立
は、

政
治・
経
済
体
制に
関
す
る
社
会
主
義へ
の
接
近
と
い
う
意
味づ
け
を

与
え
ら
れ
た。
い
わ
ゆ
る
進
歩派の
中に
は
純
粋
なマ
ル
ク
ス
主
義
者

も
い
た
た
め
に、
外
交・
安
全

保陣体
制
と
政
治・
経
済
体
制
と
の
関

連
が
不
明
確
で
あっ
たこ
と
も
事
実
で
あ
る。
し
か
し、
平
和
問
題
談

話
会の
報
告
を
見
れ
ば、

軍事
上
の
中
立
概
念
と
政
治・
経
済
体
制
上

の
中
立
概
念
が
はっ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
たこ
と
が
わ
か
る。
現
実

主
義
の
側こ
そ、

軍事
外
交
上
の
「
西
側L
へ
の
帰
依
を
叫
ぶこ
と
で

あ
た
か
も
真
正
な
民
主
主
義
者
で
あ
る
か
の
ご
と
き
錯
党
を
抱
くこ
と

に
なっ
た。
権
力
を
持つ
側
が
こ
の
点
の
区
別
を
暖
昧に
し
て
き
たこ

と
は、
日
本
政
治
に
お
い
て
自
由
や
民
主
主
義
と
い
う
価
値
原
理の
内

実
を
自
己
点
検
す
る
こ
と
を
怠
ら
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る。

進
歩派の
平
和
輸に
対
し
て
は、
現
実
的
な
実
行
可
能
性に
対
す
る

詰
め
を
欠い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
現
実
主
義の
側
か
ら
し
ば

し
ば
繰
り
返
さ
れ
た。
た
と
え
ば、
講
和
条
約
締
結の
際に、
被
占
領

国
で
あ
る
日
本に
は
講
和の
形
式に
つ
い
て
は
選
択の
余
地
が
な
い
の

で
あ
り、
全
面
講
和
論
は
机
上
の
空
論
で
あっ
た
と
い
う
批
判
が
あ

る。
確
か
に、
講
和
条
約は
対
等
な
国
家
同
士の
結
ぶ
協
定
と
は
性
質

を
異に
す
る
も
の
で
あ
り、
全
面
講
和
論
は
政
策の
選
択の
幅に
対
す

る
現
実
的
な
考
慮に
欠
け
る
面
が
あっ
た
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、

逆の
面
か
ら
見
れ
ば、
日
本の
自
律
的
な
選
択
を
拘
束
す
る
要
因
の
存

在
を
不
動の
前
提
と
考
え
て、
問
題
に
対
す
る
主
体
的
な
思
考
を
放
棄

し、
既
成
事
実の
継
続
を
当
た
り
前
と
考
え
る
態
度
が
果
た
し
て
現
実

主
義
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か。
日
本の
選
択
を
縛
る
要
因
と
は
何
か
を

深
く
掘
り
下
げ、
そ
う
し
た
要
因
が
変
化
し
た
と
き
に
日
本
が
何
を
な

し
う
る
か
を
考
察
す
る
態
度こ
そ
現
実
主
義
的
な
も
の
で
あ
ろ
う。
日

本の
現
実
主
義
者
は
ま
さ
に
著
し
い
受
動
性に
よっ
て
特
徴づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る。

五
0
年
代の
進
歩
派の
平
和
論
は、
政
策
上
の
実
行
可
能
性
♀
呂－

E5
5
に
対
す
る
顧
慮
を
欠い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が、
平
和
論
の



現
実
性は
む
し
ろ
核
戦
争の
危
機に
対
す
る
鋭い
感
受
性
と
想
像
力に

よっ
て
特
徴づ
け
ら
れ
るべ
き
で
あ
ろ
う。
今
年は
キュ
ー
バ
危
機
三

O
周
年
で、
こ
れ
に
関
連
し
た
様々
な
研
究
が
行
わ
れ
た
が、
事
件
の

真
相
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
我々
は
核
戦
争と
紙一
重の
と
こ
ろ
で
幸
運

に
も
生
き
残
るこ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
を
強
く
す
る。
先に
述べ
た

よ
うに、
結
果
的に
は
冷
戦
は
長い
均
衡の
時
代
で
は
あっ
た
が、
時

折
我々
は
人
類
破
滅の
危
機の
漂
淵
を
の
ぞ
い
て
き
た
の
で
あ
る。
現

状
の
表
面
的
な
安
定
や
均
衡
を
将
来に
外
挿
し
て
安
全
保
障
を
獲
得
し

た
よ
う
な
錯
党に
陥
る
の
で
は
な
く、
危
機の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的に

描
き、
そ
こ
か
ら
瓦の
安
全
保
障
を
構
想
す
る
と
い
う
点
で
は、
五
0

年
代の
平
和
論
か
ら
い
ま
学
ぶv」
と
は
多い
は
ず
で
あ
る。

戦後平和論の限界

87－一戦後平和鎗の遺産

以
上に
述べ
た
よ
う
に、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代の
安
全
保
障
政
策
を
考

え
る
に
当
たっ
て、
五
0
年
代か
ら
六
0
年
代
初
頭の
進
歩
派に
よ
る

平
和
論
か
ら
は、
思
考の
方
法
や
枠
組
み、
歴
史に
対
す
る
巨
視
的
な

洞
察
と
い
う
両
面
で
学
ぶこ
と
が
少
く
ない。
し
か
し、
そ
う
し
た
議

論
が
現
実の
政
策
形
成に
影
響
を
与
え
ら
れ
な
かっ
たこ
と
は
事
実
で

あ
り、
こ
れ
ら
の
平
和
論
か
ら
示
唆
を
え
る
場
合、
そ
の
限
界に
つ
い
て

洞
察
を
加
え
るこ
と
も
不
可
欠
で
あ
る。
こ
こ
で
は
こ
の
限
界
を、
憲

法
第
九
条の
現
実
化ハイ
ン
プ
ル
メン
テ
lシヨ
ン）
の
問
題、
高
度
経

済
成
長
と
些か
な
社
会の
把
握の
問
題の
ニ
つ
に
集
約
し
て
み
た
い。

憲
法
第
九
条
の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
1
シ
ヨ
ン

憲
法
を
論
理
的に
解
釈
す
れ
ば、
当
然
自
衛
隊は
違
憲
と
い
うこ
と

に
な
る
し、
日
本
の
安
全
保
障
は
日
米
安
保
条
約
な
ど
で
は
な
く
非
軍

事
的
手
段
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論に
到
達
す
る。
講

和
と
い
う
戦
後
日
本の
出
発の
時
期に
こ
う
し
た
原
理
的
な
議
論
を
行

う
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あっ
た
ろ
う
が、
現
実に
自
衛
隊
と
日
米

安
保
条
約
が
発
足
し、
憲
法
と
現
実
と
の
事
離
が
拡
大
し
つ
づ
け
る
中

で
こ
の
需
離
を
ど
う
争
点
化
す
る
か、
現
実に
ど
う
歯
止
め
を
か
け
る

か
と
い
う
聞い
は
いっ
そ
う
困
難
な
課
題
と
な
る。
そ
こ
に
憲
法
第
九

条の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
る。

こ
の
点に
つ
い
て
は一
九
四
九
年
三
月に
発
表
さ
れ
た
寸
ユ
ネス
コ

発
表の
平
和
声
明に
関
す
る
東
京
地
方法
政
部
会
報
告L
の
中
で
次
の

よ
う
な
指
摘
が
早
く
も
行
わ
れ
て
い
る。

「
今日
の
国
際
社
会に
お
い
て、
こ
の
平
和
民
主
憲
法の
5立
3
2・

gz
g
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
うこ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い。
日
本に
対
す
る
国
際
的
安
全
保
障の
具
体
策
な
く
し
て
は、
日
本

国
民
の
不
安
と
疑
念
を
払
拭
す
るこ
と
は
困
難
で
あ
る。
国
民に
対
す

る一
切
の
国
際
主
義
的
教
育
と
啓
蒙
と
は、
こ
の
問
題の
現
実
的
な
袈

付
けに
よっ
て
は
じ
め
て
効
果
的
な
も
の
と
な
り
う
る
と
い
うの
が
わ

れ
わ
れ
の
考
え
で
あ
る
J
q世
界』
一
九
凶
九
年三
月）

こ
の
記
述の
背
最に
つ
い
て
丸
山
真
男
氏
は
後の
座
談
会
で
次の
よ

うに
述べ
て
い
る。

ご』
の
『
平
和
民
主
憲
法の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン』
と
い
う
表

現
を
用
い
ら
れ
た
の
は
蝋
山
〈
政
道〉
先
生
で
す。
日
本
国
憲
法
第
九

条
で
は
抽
象
的
で
あ
る。
安
全
保
障
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が

古
か
れ
て
い
な
い。
こ
の
具
体
策
を
わ
れ
わ
れ
は
もっ
と
検
討
し
な
け
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れ
ば
い
け
ない
と
い
うこ
と
で
し
た。
そこ
で、
ィ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l

シヨ
ン
と
い
うの
は
う
まい
訳
が
な
い
も
の
で、
仕
様
が
ない
か
ら、

ぼ
く
が
原
語
で
書い
た
党
え
が
あ
る
の
で
す。」
（
座談
会『
平和
問題
談

話
会
』

に
つ
い
て
」
『

世
界
』
一

九
八
五
年
七
月
臨
時
増
刊〉

憲
法
第
九
条の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン
と
は
行
政
学
者
蝋
山
政

道
氏
ら
し
い
卓
抜
な
発
想
だ
が、
う
まい
訳
語
が
ない
と
い
う
丸
山
氏

の
告
白
は、
以
後の
平
和
論の
大
き
な
欠
落
を
暗
示
す
る。
即
ち、
後

で
紹
介
す
る
若
干の
例
外
を
除い
て、
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
ショ
ン
に

具
体
的
な
訳
を
当
て
は
め
る
作
業に
進
歩
派
陣
営は
十
分
な
努
力
を
払

っ
てこ
な
かっ
た
の
で
あ
る。
現
実
政
治
の
レベ
ル
で
憲
法
第
九
条
を

擁
護
す
る
勢
力の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
青
年
よ、
銃
を
と
る
な」
や
「
夫

や
子
供
を
戦
場に
送
る
な」
で
あっ
た。
も
ち
ろ
んこ
う
し
た
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
大
勢の
国
民の
共
感
を
呼
び、
自
民
党
政
権の
憲
法
改
正
の
意

図
を
く
じ
い
た
こ
と
の
歴
史
的
意
義
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
ない。
し

か
し、
こ
う
し
た
実
感に
訴
え
る
抵
抗・
反
対
型
の
運
動
か
ら
は
イ
ン

プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン
の
う
まい
訳
語
は
生
ま
れ
てこ
な
かっ
た
と
い

う
現
実
を
も
わ
れ
わ
れ
は
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
や
が
て
自
民

党
政
権
がア
ン
シ
ャ
ン・
レ
ジ
ーム
（
旧体
制〉
へ
の
復
古
に
対
す
る

国
民
の
拒
否
の
強
さ
を
倍っ
て
明
示
的
な
憲
法
改
正
を
断
念
し
た
と

き、
第
九
条は
日
米
安
保
条
約の
枠
内
で
の
ほ
ど
ほ
ど
の
自
衛
力H
軍

備の
保
持
を
正
統
化
す
る
根
拠へ
と
その
意
義
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ

る。
原
理
的
な
護
憲
を
唱
え
る
革
新
勢
力の
存
在
を
政
府
自
民
党
が
軽

武
装
の
対
外
的口
実に
す
る
と
い
う
形
で、
保
守・
革
新の
意
図
せ
ざ

る
分
業
が
完
成
し、
こ
こ
に
「
九
条H
安
保
体
制」
が
形
成
さ
れ
た
の

で
あ
る。

九
条
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
｜
シ
ョ
ン
の
論
理
と
戦
略

大
き
な
流
れ
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
整
理
が
可
能
と
な
る
が、
戦

後の
平
和
論の
系譜の
中
で
九
条の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン
に
具

体
的
な
訳
語
を
当
て
は
め
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た。
そ
れ
ら
は
以
後

の
議
論の
中
で
顧
み
ら
れ
るこ
と
が
少
かっ
た
が、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
か

ら
読
み
直
せ
ば、
き
わ
め
て
豊
か
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

①
南
原
繁の
憲
法
九
条
論

第
九
条の
現
実
化
を
国
際
的
な
共
同
安
全
保
障の
観
点
か
ら
考
え
る

と
い
う
問
題
提
起
を
最
初に
行っ
た
の
は、
進
歩
派
陣
営の
総
帥
と
も

言
うべ
き
南
原
繁
氏
で
あっ
た。
彼
は
勅
選
貴
族
院
議
員
と
し
て
憲
法

草
案の
審
議の
中
で
次の
よ
う
な
質
問
を
行っ
て
い
る。

「（
国
連〉
憲
章
は
各
国
家
の
自
衛
権
を
承
認
し
て
い
る。
且
つ、
国

際
連
合に
お
け
る
兵
力の
組
織は
各
加
盟
国
が
そ
れ
ぞ
れ
兵
力
を
提
供

す
る
の
義
務
を
負
うの
で
あ
る。
日
本
が
将
来
そ
れ
に
加
盟
す
る
に
際

し
て、
こ
れ
ら
の
権
利
と
同
時に
義
務
を
も
放
棄
せ
ん
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
を
伺い
た
い。
か
く
て
は
日
本は
永
久
に
た
だ
他
国
の
善
意
と

信
義に
依
頼
し
て
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
む
し
ろ
東
洋
的
諦
念
主
義に

陥
る
お
そ
れ
は
ない
か。
進
ん
で
人
類
の
自
由
と
正
義
を
擁
護
す
る－か

た
め
に
互
い
に
血
と
汗の
犠
牲
を
払っ
て
世
界
平
和の
確
立
に
協
力
貢

献
す
る
と
い
う
積
極
的
理
想
は
か
えっ
て
放
棄
せ
ら
れ
る
の
で
は
ない

か
J
q南
原繁著
作集
第九
巻』
二
九
頁）

南
原
氏
の
こ
う
し
た
問
題
提
起は、
そ
の
後
冷
戦の
深
化の
中
で
国

連
が
二
つ
の
陣
営に
引
き
裂
か
れ、
現
実
的
な
考
慮の
課
題
と
は
な
ら
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な
かっ
た。
彼の
こ
の
質
問の
矛
先は
ほ
か
な
ら
ね
吉
田
茂
首
相に
向

け
ら
れ
て
い
た。
当
初
吉
田
首
相は
言
う
ま
で
も
な
く
自
衛の
た
め
で

あ
れ
何
で
あ
れ、
い
か
な
る
軍
備
を
も
放
棄
す
る
と
い
う
立
場
を
とつ

で
南
原
氏の
質
問
を
か
わ
し
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
後の
冷
戦

の
中
で
二
人
の
立
場は
完
全に
入
れ
替
わ
る。
半
世
紀
近
く
後に、
湾

岸
戦
争
を
契
機に
急に
現
れ
た
国
際
貢
献
や
国
連
安
全
保
障
と
日
本の

憲
法
と
の
関
係
と
い
う
論
点
が、
実は
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
南
原

に
よっ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実は
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を

持つ。
ま
さ
に、
国
連
を
中
心
と
す
る
共
同の
安
全
保
障
と
日
本の
平

和
主
義
と
の
関
係
を
ど
う
整
合
さ
せ
る
か
は、
憲
法
制
定
時
以
来
未
解

決
の
課
題
だっ
たこ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要が
あ
る。

②
坂
本
緩
和の
防
衛
構
想

第
九
条の
現
実
化
と
い
う
問
題に
対
す
る
最
も
誠
実
な
解
答
が
坂
本

義
和
氏
に
よ
る
「
中
立
日
本
の
防
衛
構
想」（『世
界』
一
九
五
九
年六

月〉
で
あっ
た。
抜
本
氏
は
核
時
代に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
の

側の
安
全
保
障論に
対
し、
伝
統
的
な
戦
争の
イ
メ
ー
ジ
に
安
易
に
依

拠
し、
生
身の
国
民の
安
全
保
障に
まっ
た
く
注
意
を
払っ
て
い
な
い

点
を
痛
烈に
批
判
し
た。
当
時
革
新
側の
安
全
保
障
構
想
は、
米
ソ
中

日
四
国に
よ
る
集
団
安
全
保
障
条
約
を
提
唱
し
て
い
た
が、
坂
本
氏
は

こ
の
ア
イ
ディ
ア
が
国
民の
不
安
を
招
く
こ
と
を
率
直に
認
め、
そ
の

補
完
と
し
て
中
立
的
諸
国の
部
隊
か
ら
な
る
国
連
警
察
軍
の
日
本
駐
留

を
提
案
し
た。
こ
の
国
連
警
察
軍は
次の
四
つ
の
特
徴
を
持つ
と
さ
れ

る。
第一
に、
管
察
軍の
構
成
は
東
西
対
立
に
相
当
程
度
中
立
的
な
立

場
を
と
る
国々
に
限
定
さ
れ
るべ
き
こ
と。
第二
に、
こ
の
部
隊
は
国

連
総
会に
よっ
て
任
命
さ
れ
た
司
令
官の
指
揮
下
に
入
り、
出
身
国
で

は
な
く
国
連に
対
し
て
忠
誠
義
務
を
負
う
こ
と。
第
三
に、
非
核
で
あ

るこ
と。
第
四
に、
経
費は
日
本
が
負
担
す
るこ
と。

さ
ら
に
坂
本
は
自
衛
隊
を
当
初の
警
察
予
備
隊
程
度に
縮
小
し、
国

連
軍
司
令
官の
指
揮
下
に
置
くこ
と
を
提
案
し
て
い
る。
彼
は
次
の
よ

う
な
注
目
すべ
き
指
摘
を
行っ
て
い
る。

ご』
の
決
定に
よ
り、
単に
外
国
人
の
み
に
よっ
て
で
は
な
く、
わ
れ

わ
れ
自
身
が
日
本の
安
全
保
障に
寄
与
で
き
る
こ
と
に
な
る。
し
か
し

そ
れ
の
み
で
は
な
い。
こ
の
方
式
を
と
るこ
と
に
よ
り、
わ
れ
わ
れ
は

も
し
他
の
国
が
中
立
国
か
ら
成
る
国
連
警
察
軍
を
必
要
と
す
る
と
き

に、
そ
れ
に
応
え
るこ
と
が
で
き
る。
わ
れ
わ
れ
は、
国
連
軍に
よ
る

安
全
保障
を
求
め
て
い
る
以
上、
他の
国
の
同
様
な
要
求に
対
し
て
積

極
的に
協
力
す
る
だ
けの
誇
り
と
自
主
性
と
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う。
（
中
略〉
自
衛
隊
を
すべ
て
国
連
警
察
軍
に
常
時
編
入

す
る
こ
と
に
よ
り、
わ
れ
わ
れ
は
憲
法
を
犯
すこ
と
な
し
に、
国
連
の

下
で
「
海
外
派
兵」
を
行
うこ
と
も
で
き
よ
う。」

結
論
だ
け
か
ら
見
る
と
坂
本
氏
が
五
0
年
代
末に
早
く
も
自
衛
隊に

よ
る
P
K
O
参
加
を
予
見
し
て
い
た
と
い
う
誤
解
を
生
む
か
も
し
れ
な

い
が、
軍
隊
を
国
家
主
権
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
き
わ
め
て
ド
ラ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
提
案
が
坂
本
構
想の
中
核に
あ
るこ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い。
そ
の
点
で、
日
本の
大
国
化の一
手
段
と
し
て
の
現
在の
P
K
O

参
加
と
は
意
味
を
異に
す
る
の
で
あ
る。
と
も
あ
れ、
現
に
存
在
す
る

自
衛
隊の
軍
縮
と
国
連
と
の
結
合
と
い
う
坂
本
構
想の
枠
組
み
は
現
在

に
も
大
き
な
示
唆
を
持つ
と
い
うこ
と
が
で
き
る。
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③
丸
山
真
男の
憲
法
第
九
条
論

冷
戦
後の
安
全
保
障
政
策
と
憲
法
と
の
関
連
を
考
え
る
際に
重
要
な

の
は、
丸
山
真
男
氏の
「
憲
法
第
九
条
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察」（『世

界』
一
九六五
年六
月）
で
あ
る。
九
条
と
自
衛
隊
と
の
関
係
に
つ
い

て、
九
条の
平
和
主
義
を
日
本の
防
衛
政
策に
限
界
を
画
す
る
枠と
捉

え
て
軍
備
を
正
統
化
し
よ
う
と
す
る
議
論に
対
し
て、
丸
山
氏
は
ス
タ

ティ
ッ
ク
な
理
解に
と
ど
ま
る
も
の
と
批
判
す
る。
そ
し
て
次の
よ
う

に雪Tっ。

「
第
九
条、
あ
る
い
はこ
れ
と
関
連
す
る
前
文
の
精
神は
政
策
決
定の

方
向づ
け
を
示
し
て
い
る
と
い
うこ
と
で
す。
政
策
決
定の
方
向
性
を

現
実に
制
約
す
る
規
定
で
あ
る。
方
向
性
と
見
れ
ば、
枠
と
い
う
ス
タ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く、
ダ
イ
ナ
ミッ
ク
な
も
の
に
な
る。
〈中

略〉（
自
衛隊の〉
現に
あ
る
と
い
う
事
実
を
な
ん
び
と
も
否
定
す
るこ

と
は
で
き
ま
せ
ん。
し
か
しこ
れ
を
ま
す
ま
す
増
強
す
る
方
向に
向
か

う
か、
あ
る
い
は
そ
れ
を
で
き
る
限
り
漸
減
し
た
り、
あ
る
い
は
平
和

的
機
能に
転
換
さ
せ
る
方
向
に
向
か
う
か、
に
よっ
て
現
実は
非
常に

違っ
て
き
ま
す。
そ
の
場
合に
お
け
る
方
向
性
を
決
定
す
る
現
実
的
な

規
定
と
し
て
第
九
条
と
い
う
も
の
が
生
き
て
来
る。」

丸
山
氏
は、
憲
法
第
九
条
を
非
軍
事
化
さ
ら
に
は
差
別
の
撤
廃
や
自

由の
た
め
の
永
久
運
動の
努
力
を
日
本
国
民
に
課
す
規
定
と
読
むこ
と

に
よっ
て、
九
条の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ
l
シヨ
ン
に
答
を
出
そ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う。
ま
さ
に
こ
う
し
た
努
力の
中に
こ
そ、
日
本
人
の
安

全
と
生
存の
最
終の
保
障
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り、
憲
法
は
国
民に

き
わ
め
て
積
極
的
な
任
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
解

’ a除

釈こ
そ、
ポ
ス
ト
冷
戦
期の
い
ま、
九
条
と
自
衛
隊
を
め
ぐ
る
不
毛
な

論
争に
終
止
符
を
う
ち、
具
体
的
な
行
動の
中
で
日
本の
安
全
保
障
を

探
る
と
い
う
建
設
的
な
論
議の
土
台
と
な
る
は
ず
で
あ
る。

豊
か
な
社
会
の
中
の
平
和
論
の
混
迷

こ
こ
で
改
め
て
問
わ
れ
る
の
は、
憲
法
第
九
条の
イ
ン
プ
ル
メ
ン
テ

l
シヨ
ン
を
め
ぐ
るこ
う
し
た
問
題
提
起
が
な
ぜ
そ
の
後の
論
壇
や
革

新
側の
政
治
運
動の
中
で
十
分
な
展
開
を
見
な
かっ
た
と
い
う
点
で
あ

る。第一
の
問
題
点
は、
坂
本
構
想に
せ
よ、
南
原の
提
言に
せ
よ、
米

ソ
対
立
の
中
で
国
連
が
機
能
し
な
い
状
況
に
お
い
て
は、
直
ち
に
現
実

的
な
行
動
計
画
と
は
な
り
に
く
かっ
た
と
い
うこ
と
で
あ
る。
こ
れ
ら

の
議
論の
重
要
性
が、
社
会
主
義の
崩
媛
と
湾
岸
戦
争
を
待っ
て
初
め

て
認
識
さ
れ
たこ
と
は
や
む
を
得
な
かっ
た。
六
0
年
代に
入っ
て、

日
本
な
ど
西
側
が
爆
発
的
な
経
済
成
長
を
進
め
た
の
に
対
し
て
プ
レ
ジ

ネ
フ
以
降の
ソ
連
が
圧
迫と
停
滞の
時
代に
入
り
両
者の
聞に
明
確
な

対
照
が
生
ま
れ
たこ
と、
中ソ
対
立
が
激
化
し
東
側
陣
営の
内
部
分
裂

が
明
瞭に
なっ
たこ
と、
と
い
う
こ
つ
の
要
因
に
よっ
て、
社
会
主
義

の
威
信
が
低
下
し、
社
会
や
世
論
全
体に
東
西
共
存
を
求
め
る
切
実
な

問
題
意
識
が
弛
緩
し
たこ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う。
こ
れ
に
関
連
し
て、

進
歩
派の
議
論の
中に
社
会
主
義
体
制の
中の
内
発
的
な
変
革に
対
す

る
過
大
評
価
が
あっ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
趨
勢と
し
て
は
内
発

的
な
民
主
化
と
い
う
枠
組
み
で
社
会
主
義
体
制の
変
化
を
捉
え
る
こ
と

は
正
し
い
と
し
て
も、
六
0
年
代
後
半
か
ら
七
0
年
代に
か
け
て
の
ソ

連の
犯
し
た
様々
な
誤
り
を
直
視
し、
こ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い



4、

う
議
論は
十
分
で
な
かっ
た
よ
うに
思
え
る。

第二
の
問
題
点
は、
高
度
経
済
成
長
と
日
本の
経
済
大
国
化
を
ど
う

捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る。
講
和
か
ら
安
保に
至
る
進
歩
派の
平
和

論
は、
消
貧の
思
想
を
前
提と
し
て
い
た
と
い
うこ
と
が
で
き
る。
即

ち
日
本に
とっ
て
は
経
済
的に
自
立
す
る
こ
と
が
緊
急の
課
題
で、
自

立
し
た
後は
つ
ま
し
く
やっ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
う
か
が
え
る。
そ

の
こ
と
は
対
米
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す。
た
と

え
ば、
「
講
和
問
題
に
つ
い
て
の
平
和
問
題
談
話
会
声
明」
は
「
臼
本

の
経
済
的
自
立
は、
日
本
が
ア
ジ
ア
賭
園、
特
に
中
国
と
の
聞
に
広

汎、

緊密、
自
由
な
る
貿
易
関
係
を
持つ
こ
と
を
最
も
重
要
な
条
件
と

し、
い
う
ま
で
も
な
く、
こ
の
条
件
は
全
面
締
和の
確
立
を
通
じ
て
の

み
充
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。
：：：
単
独
鵡
和
は、
ハ
中
略〉
自
ら
日
本

の
経
済
を
特
定
国
家へ
の
依
存
及
び
隷
属の
地
位に
立
た
し
め
ざ
る
を

え
ない」
と
述べ
て
い
る。
ま
た、
坂
本
前
掲
論
文
で
は、
「
日
本の

軍
事
的
中
立
化は
決
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
経
済
的
孤
立
化
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
が、
も
し
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
よ
う
な
態
度
に
出
れ

ば、
そ
れ
は
た
だ
日
本の
共
産
圏へ
の
接近
を
助
長
す
る
だ
け
で、
何

ら
ア
メ
リ
カ
の
利
益に
な
ら
ない
こ
と
は、
ア
メ
リ
カ
自
身
知
る
通
り

で
あ
る」
と
述べ
ら
れ
て
い
る。

こ
う
し
た
議
論に
お
い
て
は、
日
本
経
済
がア
メ
リ
カ
を
主
た
る
市

場
と
し
て
急
速に
成
長
す
る
こ
と
な
ど
夢想
だ
に
さ
れ
て
い
な
い。
も

っ
と
も
高
度
成
長の
過
程に
お
い
て、
成
長
が
鈍
化
す
る
度に
官
庁エ

コ
ノ
ミ
ス
ト
か
ら
日
本
経
済
は
転
機
を
迎
え
た
と
い
う
悲
観
論
が
曲
さ

れ
た
く
ら
い
高
度
成
長の
継
続
を
予
想
す
る
こ
と
は
困
難で
あっ
た。
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し
た
がっ
て、
経
済の
変
容
を
予
測
で
き
な
かっ
た
こ
と
は
彼
ら
の
責

任
で
は
な
い
が、
現
実に
日
本
が
経
済
大
国へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
と

き
に、
清
貧の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
し
た
安
全
保
障
論
を
修
正
し、
大

き
な
経
済
力
を
踏
ま
え
た
政
策
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
披
ら
の
課
題
で

あっ
た
は
ず
で
あ
る。
日
本
は
清
貧
ど
こ
ろ
か
食
欲
な
成
長
を
追
求
し

た
た
め、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
軍事
的
安
全
保
障に
対
し
て
必
要
以
上
の

負い
目
を
持つ
こ
と
と
なっ
た。
そ
し
て
こ
こ
か
ら、
基
地の
提
供
と

安
全
保
障
と
い
う
意
味
で
本
来
は
等
価
交
換
だっ
た
は
ず
の
日
米
関
係

が、
「
た
だ
の
り」
と
い
う
神
話
に
よっ
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
なっ

た
の
で
あ
る。
六
0
年
代
以
後
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
は
急速に
有
効
性
を

失
い、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
圧
力の
前に

軍備拡
強
をつ
づ
け
た。
経

済
成
長に
つ
い
て
の
強
迫
観
念に
と
ら
わ
れ
た
日
本の
政
府
及
び
政
権

党は、
外
交・
安
全
保障
政
策
を
経
済
関
係の
従
属
変
数
と
捉
え
る
発

想に
染
ま
り、
以
後
安
全
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
論
争は
急
速に
収
束
す

る
の
で
あ
る。

冷戦後の平和論の課題

戦
後
日
本の
平
和
論
は、
上
に
述べ
た
い
くつ
か
の
限
界に
も
か
か

わ
ら
ず、
東
西
対
立
が
融
解
し
た
冷
戦
後の
今こ
そ
大
き
な
意義
を
持

つ。
本
稿の
結
び
と
し
て、
冷
戦
後の
日
本の
安
全
保
障
政
策の
立
案

に
そ
の
教
訓
を
生
か
す
条
件に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。

第一
の
課
題
は、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和の
創
出の
た
め
の
日
本の

主
体
的
努
力の
必
要
性
と
い
う
点
で
あ
る。
こ
の
問
題に
関
し
て
は、

政
権の
側
が一
貫
し
てア
ジ
ア
の
特
殊
性
を
言い
訳
に
自
立
的
な
思
考
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を
放
棄
しつ
づ
け
て
い
る
が、
こ
う
し
た
怠
慢
は
許
さ
れ
ない。
わ
れ

わ
れ
は
状
況
を
可
塑
的
な
も
の
と
考
え、
真の
現
実
主
義
的
な
ア
プロ

ー
チ
を
と
るべ
き
で
あ
る。
ア
メ
リ
カ
は
内
向
き
の
傾
向
を
強
め、
ク

リン
ト
ン
政
権の
も
と
で
は一
府ア
ジ
ア
か
ら
後
退の
姿
勢
を
と
る
で

あ
ろ
う。
そ
う
な
る
と
日
本
は、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
信
頼
醸

成、
軍
備
管
理・
軍
縮の
議
論の
テ
ー
ブ
ル
の
設
定に
主
体
的
な
努
力

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
こ
う
し
た
問
題に
対
処
す
る
思
考の
枠

組
み
に
つ
い
て、
戦
後の
平
和
論
か
ら
学
ぶ
も
の
は
多い。

第二
の
課
題
は
国
連
を
中
心
と
す
る
安
全
保
障の
枠
組
み
の
整
備
と

P
K
O
参
加
問
題
で
あ
る。
現
在
既
成
m実
と
なっ
て
い
る
自
衛
隊の

P
K
O
参
加
は、
い
く
つ
か
の
誤っ
た
前
提
に
立っ
て
い
る。
第一

は、
そ
れ
が
国
際
社
会に
お
け
る
日
本の
発
言
力
を
高
め、
国
連
常
任

理
事
国
の
地
位
を
得
る
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る。

本
来P
K
O
は
ス
ウェ
ー
デ
ン、
カ
ナ
ダ、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
ミ

ド
ル
パ
ワ
！
と
呼ば
れ
る
国々
の
主
導に
よっ
て
作
ら
れ
た
制
度
で
あ

る。
日
本
が
其
に
P
K
O
を
過
し
て
国
際
平
和
に
貢
献
し
た
い
な
ら

ば、

軍事・
政
治
大
固
化へ
の
野
心
を
捨て、
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
に
徹
す

る
こ
と
を
鮮
明に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
ア
ジ
ア
太
平
洋に
お
け
る

平
和の
制
出
と
い
う
課
題に
関
連
し
て
も、
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る。

も
う一
つ
の
問
題
は、
P
K
O
参
加
が
自
衛
隊の
軍
縮
と
結
び
つ
い

て
い
ない
点
で
あ
る。
今
後
東
西
聞の
全
面
対
決
は
想
定
さ
れ
ず、
日

本は
もっ
ぱ
ら
地
域
紛
争の
解
決
に
関
与
す
る
な
ら
ば、
そ
れ
に
必
要

な
範
囲に
自
衛
隊
を
縮
小
す
る
こ
と
が
不
可
決
で
あ
る。

1 

第
三
の
課
題
は、
憲
法
解
釈の
明
確
化
で
あ
る。
南
原
が
夙
に
指
摘

し
た
よ
うに、

憲法
第
九
条に
は
空
白
が
存
在
す
る。
そ
し
て、
こ
の

空
白
を
埋
め
る
に
は
究
極
的
理
想
と
し
て
の
非
武
装
中
立
と
過
渡
期に

お
け
る
安
全
保障シ
ス
テ
ム
と
を
区
別
す
るこ
と
が
必
要
で
あ
る。
坂

本の
議
論に
あっ
た
よ
うに
自
衛
隊
を
国
連
待機
軍
と
し
て
日
本の
主

権
か
ら
離
す’」
と
は
九
条
問
題
の
あ
る
部
分
を
解
決
す
る
手
段
で
あ

る。
他
方、
領
域
保
全の
た
め
に
残
さ
れ
た
部
分に
は
憲
法
上
の
正
統

性
を
与
え
るこ
と
も
必
要
で
は
ない
か。
も
ち
ろ
ん
第
九
条
は
わ
れ
わ

れ
に
平
和の
追
求の
永
久
運
動
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
縮
小

の
た
め
の
不
断の
チェ
ッ
ク
と
い
う
条
件の
上
に
初
め
て
こ
の
憲
法
上

の
正
統
化
は
可
能に
な
る。

最
後に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は、
戦
略
を
具
体
的
な
政
策に
す
る
ま

で
の
手
続
き
に
関
す
る
問
題
で
あ
る。
戦
後の
平
和
論
は
強
固
な
保
守

支
配
の
も
と
で
世
論に
訴
え
るこ
と
を
主
眼
と
し
て
き
た。
そ
れ
は
議

会に
お
け
る
多
数
派
形
成
の
戦
略
を
欠い
て
い
た。
六
O
年
安
保の
時

も、
P
K
O
法の
成
立
の
時
も、
進
歩派
は
衆
議
院の
解
散
に
よっ
て

国
民
に
信
を
問
うべ
き
と
主
張
し
た。
そ
れ
自
体
は
正
論
で
あ
ろ
う

が、
現
実
問
題
と
し
て
安
保
条
約
やP
K
O
法
に
反
対
す
る
勢
力
が
議

会
で
過
半
数
を
と
る
可
能
性
は
存
在
し
な
かっ
た
こ
と
を
重
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い。
政
策は
議
会の
多
数
派
が
決
定
す
る
と
い
う
前
提
か

ら
出
発
し、
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代の
安
全
保
障政
策の
立
案
と
い
う
作
業

は、
自
民
党に
とっ
て
代
わ
り
う
る
新
し
い
対
抗
勢
力の
創
出
と一
体

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。

ハ
や
ま
ぐ
ち
・

じ
ろ
う

北
海
道
大
学
助
教
授
・

政
治
学）
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実
主
義の
衝
掌

93一一庖:ID:E穫と現実主殺の筏点で

中
崎

す。ま
ず
最
初に、
こ
の
論
文
・を
読
ん
で、
か
な

り
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た。
た
だ、

理
想
主
義
者
を
擁
護
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
て

い
る
あ
ま
り
に、
山口
さ
ん
が、
平
和
論に
つ

い
て
や
や
ディ
フェ
ン
シ
プ
（
防
衛
的〉
な
姿

勢に
なっ
て
い
る
の
か
な
と
も
思い
ま
し
た。

戦
後日
本の
現
実
主
義
者
と
し
て、
高
坂
正

尭
さ
ん
と
永
井
陽
之
助
さ
ん
の
お
二
人
は
最
も

レ
ベ
ル
の
高い
方
だ
と
思
う
の
で
す
が、
こ
の

お
二
人
が一
九
六
0
年
代に
登
場
し
た
時、
論

壇
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た。
そ
の
こ
と
自

体、
当
時は
現
実
主
義
者
が
い
か
に
少
教
派
だ

感
想
を
三
点
述べ
た
い
と
思
い
ま

っ
た
か
の
証
し
だ
と
思
う
の
で
す。

私自
身に
し
て
も、
毛
沢
東
礼
讃
で
な
け
れ

ば
人に
非
ず
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気の
中
で、

よ
う
や
く
毛
沢
東
批
判の
論
考
を
世に
出
せ
た

と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た。

そ
う
い
う
状
況
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と、
い

ま
は、
理
想
主
義
者
と
現
実
主
義
者の
立
場
が

大
き
く
入
れ
か
わっ
て
い
る。
そ
の
点
が
山
口

さ
ん
の
論
文
に
も
反
映
し
て
い
る
ん
で
す
ね。

第二
に、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て、
理
想
主

義
と
現
実
主
義
を
や
や
単
純に
二
分
化
し
す
ぎ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思い
ま
す。
理
想
主

義
と
現
実
主
義
を
考
え
る
上
で
の
典
型
と
し
て

は、
E－
H・
カ
l
を
挙
げ
れ
ば
い
い
か
と
思

い
ま
す
が、
カ
ー
は一
九
世
紀
的
なユ
ー
ト
ピ

ア
主
義
を
強
く
批
判
す
る一
方
で、
リア
リ
ズ

ム
が
現
実に
埋
没
す
る
中
で
逆に
説
得
性
を
も

た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
鋭
く
指
摘
し
て

い
ま
す。
実
際、
英
国の
外
交
官
で
も
あっ
た

カ
l
は、
晩
年に
な
る
に
つ
れ
て
マ
ル
ク
ス
主

義に
傾
斜
し
て
いっ
た
わ
け
で
す。
カ
ー
ほ
ど

の
リ
ア
リ
ス
ト
の
中に、
理
想
主
義
的
な
部
分

が
か
な
り
あっ
た。
リ
ア
リ
ス
ト
とア
イ
デア

リ
ス
ト
と
い
う
こ
分
法
が
必
ず
し
も
説
得
力
を

もっ
と
は
限
ら
な
い
し、
両
者の
聞に
い
ろ
い

ろ
な
接
点
も
あ
る
と
思
う
の
で
す。

こ
の
論
文
の
中
で、
憲
法
九
条の
イ
ン
プ
ル

メ
ン
テ
l
シヨ
ン
に
触
れ
て、
政
策
と
結
び
つ

か
な
い
理
想
主
義の
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
らっ

し
ゃ
る
の
も、
こ
の
接
点に
か
か
わ
る
問
題
点

だ
と
思
う
の
で
す。

第
三
に、
こ
れ
は
山口
さ
ん
と
い
う
よ
り、

い
わ
ゆ
る
理
想
主
義
者
な
い
し
進
歩
派、
平
和

問
題
談
話
会に
代
表
さ
れ
る
潮
慌
の
知
識
人
に

対
し
て
改
め
て
言い
た
い’』
と
が
あ
り
ま
す。

当
時の
平
和
論に
は、
今日
で
も
捨
て
去
る

こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
観
点
が
含
ま
れ
て
い

る
の
は、
おっ
しゃ
る
通
り
だ
と
思い
ま
す。

た
と
え
ば
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
の
評
価
に
つ
い
て

も、
一
時
期の
清
水
幾
太
郎
さ
ん
は
岩
波
新
書

SE区Al 1993.1 
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で
『
愛
国
心』
を
書い
て、
愛
国
心
の
系
譜
を

丹
念に
分
析
す
る
中
で、
新
しい
ナ
ショ
ナ
リ

ズム
を
求め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す。

た
だ、
最
大の
問
題
点
は、
そ
れ
ら
の
平
和

論
が
社
会
主
義
｜｜
現
実の
ソ
連・
中
国
と
結

びつ
い
て
主
張
さ
れ
た
と
た
ん
に、
い
ま
か
ら

見
る
と、
薄
汚
く
なっ
て
し
ま
う。
薄
汚い
と

い
う
言
葉は
強
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ない
け
れ
ど

も、
説
得
性
を
欠
き、
一
種の
党
派
性の
論
理

に
支
配
さ
れ
た
面
が
あっ
た。

言っ
て
み
れ
ば、
平
和
論
を
平
和
論
と
し
て

貫
徹
し
得
ずに、
そ
の
論
理の
弱
点に
つ
い
て

は、
ソ
連
や
中
国に
希
望
を
託
し
て
代
管
し
ょ

う
と
し
たこ
と
は
否
め
な
い
と
思い
ま
す。
も

ち
ろ
ん
平
和
問
題
談
話
会に
集っ
た
人
た
ち
が

すべ
て
そ
う
だ
と
は雪守え
な
い
で
しょ
う
が。

こ
れ
に
は、
私
自
身
を
含め、
中
国
や
ソ
連

を
実
証
的に
研
究
す
る
中
で
は、
現
実の
社
会

主
獲
が、
だ
ん
だ
ん
わ
かっ
て
き
た、
と
い
う

こ
と
が
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す。

し
か
し、
こ
れ
は
自
分
が
正
し
かっ
た
と

か、
彼
ら
は
間
違っ
て
い
た
と
か
い
う
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が、
た
と
え
ば
中
国
で
あ
れ

ば、
文
化
大
革
命に
つ
い
て
そ
れ
を
お
お
い
に

礼
讃
し
た
知
識
人
は、
自
ら
の
言
論に
対
し
て

責
任
を
問
わ
れ
る
で
しょ
う
し、
そ
の
誤
り
に

頬
か
ぶ
り
し
て
現
実
を
批
判
し
て
も
説
得
力
を

も
た
な
い
の
で
は
な
い
か。

平
和
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義

山
口
現
実
主
義
者の
中の
良
質
な
部
分
と

い
う
点に
関
連
し
ま
す
が、
私の
よ
う
に
当
時

を
知
ら
な
い
者
が
後
か
ら
読
む
と、
六
O
年
を

境に、
そ
れ
以
前の
五
0
年
代
と
安
保後
の
高

度
経
済
成
長
の
時
代に
入っ
て
か
ら
と
で
は、

安
全
保
障
論の
空
聞
が
全
く
別の
も
の
に
なっ

た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
ん
で
す。

率
直に
言っ
て、
戦
後
日
本の
平
和
論
が
最

も
輝い
て
い
た
の
は、
や
は
り
講
和の
時
代
で

は
な
かっ
た
か。
五
0
年
代は、
再
軍備
や
憲

法
改
正
と
い
う、
ま
さ
に
戦
後
民
主
主
義
体
制

の
骨
格に
か
か
わ
る
深
刻
な
葛
藤
や
対
立
が
あ

っ
た
時
代
で、
そ
の
中
で
理
想
主
義
者
あ
る
い

は
進
歩
的
知
識
人
が
論
議
し
た
も
の
の
中
に

は、
後に
も
残
り
得
る
論
点
が
あっ
た。
と
こ

ろ
が
六
0
年
代に
な
る
と、
永
井
陽
之
助
さ
ん

の
議
論
な
ど
の
ほ
う
が
む
し
ろ
輝
き
を
帯
び
て

く
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
わ
け
で
す。

で
す
か
ら、
こ
の
論
文
の
中
で、
六
O
年
安

保
以
降
の
高
度
成
長の
時
代に、
安
全
保
障
や

憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
緊
張
感
が
だ
ん
だ
ん
な
く

なっ
て
き
た
時の
背中
新
側の
知
識
人
の
議
論
を

取
り
上
げ
な
かっ
た
の
は、
そ
こ
か
ら
は
あ
ま

り
得
る
も
の
が
な
かっ
た
と
い
うの
が、
率
直

な
感
想
だ
か
ら
で
す。

そ
れ
か
ら、
平
和
論
と
社
会
主
義
の
関
係
と

い
うの
は、
た
し
か
に
大
き
な
論
点
で
す。

た
だ
し、
進
歩
派
と
か
革
新
陣
営
と
言っ
て

も
い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
け
で、
一
方に
は、
理
論

上
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
現
実の
社
会
主
義へ
の

シ
ン
パ
シ
ー
が
ご
ちゃ
ま
ぜ
に
なっ
た
知
識
人
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も
も
ち
ろ
ん
い
た。
た
だ、
こ
の
論
文
で
は、

よ
り
良
質の
部
分、
分
析の
道
具
と
し
て
の
マ

ル
ク
ス
主
義
と
政
治
体
制
と
し
て
の
社
会
主
義

と
を
区
別
し
て
議
論
を
し
て
い
た
人
を
主
と
し

て
取
り
上
げ
ま
し
た。

そ
れ
と、
戦
後日
本の
社
会
科
学の
中
で
マ

ル
ク
ス
主
義
が
大
き
な
威
信
を
もっ
た
の
は
歴

史
的
な
現
実
で
す
し、
五
0
年
代の
深
刻
な
政

治
対
立
の
中
で、
ま
が
り
な
り
に
も
戦
後
民
主

主
義
体
制
を
擁
護
す
る
側に
回っ
た
の
が
社
会

主
義
政
党
で
あっ
た
と
い
うの
も
歴
史
的
な
現

実
で
す。
現
存の
社
会
主
義
国
家に
対
す
る
親

和
的
な
姿
勢と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
や

む
を
得
な
い
土
援は
あっ
た
の
で
は
な
い
か。

9; - J!,�主穫と現実主義の告書点で

分
舷
点
と
し
て
の
六
O
年
安
保

憲新刊

ラビの讐え
イエスの答え
阪口吉弘
イエスt同時代のユダヤ教

の紋師たちの.えし聖書
の磐えを比絞しながら、i寒

い意味を探求． 2500円

中
鴫
た
し
か
に、
丸
山
真
男
ざ
ん
な
ど

は、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
時に、
ソ
連
社
会の

中
で
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
起こっ
た
の
は、
そ

の
社
会に一
種の
新
し
い
階
層、
ス
タ
ー
リ
ン

主
義
を
極
措
と
す
る
よ
う
な
新
し
い
受
益
者
層

が
育っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
論
議
を
展
開
さ

れ
て、
私
も
感
服
し
た
ん
で
す。

さっ
き、
五
0
年
代の
平
和
論
が
輝い
て
い

た
と
おっ
し
ゃ
っ
た
の
は、
そ
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す。
五
0
年
代
と
い
うの
は、
第二
次
大

戦の
悲
劇、
特に
広
島・
長
崎の
記
憶
が
と
て

も
大
き
かっ
た
か
ら、
再
び
戦
争
を
起こ
す
な

と
い
う
こ
と
で、
平
和に
対
し
て、
誰
も
が
純

真
で
あっ
た
し、
敏
感
で
あっ
た。

そ
れ
が
六
0
年
代に
入
る
と、
戦
争の
一丹
発

と
い
う
こ
と
よ
り
も、
核
戦
争の
脅
威
と
い
う

風のしおり
島崎光正詩集
持と信仰がいかに切り結ぶ

か． 叙情的時風の中に、E直

7よる信仰の言葉をもっ詩人
の第5詩集。 2200円

光の中の食卓
小林カツ代
料理研究家の著者が台所か

ら跨りかける、食事のこし

社会のこし索敵な料理も

続々登場－�＇ 1300円

違っ
た
形の
局
面
が
出
て
き
た。
そ
し
て一
方

で
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
う
問
題
が
出
て
き

て、
七
O
年
半ば
ま
で
続い
た
と
い
う
国
際
環

境
が
あっ
た。

核
戦
争の
問
題
と
い
うの
は
優
れ
て
安
全
保

障
政
策
と
つ
な
が
り
ま
す
か
ら、
政
策
と
か
戦

略
を
重
視
す
る
永
井
氏
な
ど
の
面
白
躍
如
た
る

と
こ
ろ
が
あっ
た。
そ
れ
に
対
し
て一
面
で
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
ティ
ッ
ク
な、
言い
換
え
れ
ば
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
平
和
論
は
後
退
し
て
いっ
た。

他
方
で、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争は
｜｜ベ
ト
ナ
ム

戦
争は
結
果
的に一
種の
革命
戦
争
だっ
た
と

思い
ま
す
け
れ
ど
も
｜｜、
戦
争
か
平
和
か
と

い
う
問
題
の
ほ
か
に、
革
命か
反
革
命
か
と
い

う
問
題
を
実
際に
は
っ
きつ
け
た。

五
0
年
代
的
な
平
和
論
と
い
う
の
は、
戦
争

路上の生
戸村政博 山谷から
今、£J.婚する路上生活者た

ち。 ドヤ衡の伝道に半生ぞ

過ごしてきた牧師が問いか

ける私逮の責任． 1800円

児島昭繕写真集

日本の教会堂
その建築美と表情
全国の教会堂を取材して10

年。 個性あふれる103の教

会堂。 日本建築史の�e録。

塁・内容見本 16.0凹円

日本キリスト教団出版局
1関東京観新宿区西早朝6EB2-3-18
4・03・3204・0422銀・東京B-14硲10
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や
ま
ぐち・
じ
ろ
う氏
一
九五八
年生まれ。
専門は
行

政
学で、
北海
道
大学助
教授．
著
容に
『
大
蔵
官僚
支配

の
終
鴛』
三
党
支配
体
制の
m
m』〈い
ず
れ
も
岩波
冊目店

刊）など ．
と
平
和
と
い
う一
つ
の
座
標
軸
だ
けの
上
で
論

じ
ら
れ
た
と
思
う
の
で
す。
そ
の
限
り
に
お
い

て
は、

革命
と
反
革
命
が
い
わ
ば
共
存
で
き
た

わ
け
で
す。
と
こ
ろ
が、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で

は、
や
が
てベ
ト
ナム
難
民
が
大
量
に
生
じ
た

こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に、
反
戦
平
和
だ
け
で

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
問
題
が
出
るこ
と
に
よっ

て、
平
和
論
が
引
き
裂か
れ、
反
戦
平
和
型
の

知
識
人
も
分
解
し
て
いっ
た。

以
上
の
よ
う
な
国
際
的
座
標
軸
と
と
も
に
国

内
的
座
標
軸
で
見
る
と、
も
う一
つ
の
重
要
な

分
岐
点
は、
や
は
り
六
O
年
安
保
だ
と
思
う
の

で
す。
僕
自
身
も
六
O
年
安
保
の
世
代
で
す

が、
当
時の
若い
世
代、
特に
学
生
た
ち
は、

や
は
り
日
本
で
も
革
命
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思っ
て
い
た。
少
な
く
と
も
当
時の
全

学
連
主
流
派
と
い
う
の
は。
で
す
か
ら、
私
た

ち
当
時の
若い
世
代は、
六
O
年
安
保は
負
け

た
と
思っ
た
ん
で
す。
そ
れ
に
対
し
て、
安
保

を
反
米
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
と
位
置づ
け
て、
あ

の
運
動
を
勝
利
と
し
て
と
ら
え、
そ
の
延
長
上

に
平
和
運
動
あ
る
い
は
革
新
勢
力
を
もっ
と
強

く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
が
既
成
の

革
新
政
党
で
し
た。

そ
し
て
六
O
年
安
保
を
敗
北
と
認
め
ず、
勝

利
と
し
て、
自
分
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
と
こ

ろ
に
日
本の
既
成
政
党の
限
界
が
あっ
た。
こ

の
と
き
か
ら
今日
の
い
わ
ゆ
る
革
新
政
党の
末

路
が
始
まっ
た
と
い
え
ま
しょ
う。
そ
し
て
理

想
主
義
者
も
そ
れ
に
乗っ
かっ
て
き
た
側
面
が

あっ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す。

経
済
力
の
位
置づ
け

山
口
現
実
主
義
者の
平
和
論に
つ
い
て
補

足
す
る
と、
永
井
陽
之
助
さ
ん
の
議
論の
い
ち

ば
ん
の
特
長
は、
「
弱
者
の
恐
喝」
と
い
う
表

現に
示
さ
れ
る
よ
う
に、
ア
メ
リ
カ
のへ
ゲ
モ

ニ
ー
を
前
提
と
し
つ
つ、
戦
後の
あ
る
時
代
ま

で
の
日
本の
国
際
的
な
生
き
方
を
すっ
き
り
説

明
し
た
と
い
う
点
だ
と
思
う
の
で
す。
し
か

し、
そ
れ
が
通
用
し
た
の
は
せ
い
ぜ
い
六
0
年

代いっ
ぱ
い
ま
で
で
しょ
う。
七
0
年
代に
入

っ
て、
ニ
クソ
ン・
ショ
ッ
ク
以
降、
ア
メ
リ

カ
が
衰
え
を
見
せ
て
き
た
時に、
い
わ
ゆ
る
現

実
主
義
者の
側
が、
そ
れ
に
う
ま
く
適
応
で
き

た
か
と
い
う
と、
こ
れ
も
疑
問
で
は
な
い
か。

そ
れ
は、
戦
後の
日
本の
とっ
て
き
た、
軽
武

装・
経
済
重
視
と
い
う
吉
田
パ
ラ
ダ
イ
ム、
保

守
本
流パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
が
妥
当
性
を
失っ
て

い
く
時
期
で
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も。

そ
れ
に
も
関
連
し
ま
す
が、
六
0
年
代
以
降

の
高
度
成
長の
重
要
性
を
平
和
を
論
ず
る
人々

が
認
識
で
き
な
かっ
た
の
は、
や
は
り
重
大
で

す
ね。
戦
後の
平
和
論
と
い
う
の
は
小
日
本
主

義
で、
国
際
社
会に
対
し
て
は、
積
極
的
に
善

を
な
す
と
い
う
よ
り
は、
関
与
せ
ず、
撤
退
す

る
傾
向
が
強
かっ
た。

と
こ
ろ
が、
高
度
成
長
は
貿
易
市
場に
し
て

も
資
源の
輸
入
に
し
て
も、
日
本
が
外
の
世
界

へ
の
依
存
を
増
や
す
原
因
に
なっ
て
し
まっ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず、
「一
国
平
和
主
義」
と
批



－、

判
を
さ
れ
て
も
しょ
う
が
ない
よ
う
な
内
向
き

の
姿
勢
が、
い
わ
ゆ
る
護
憲の
側に
も
あっ
た

こ
と
は
否
定
で
き
ない
と
思い
ま
す。

言い
換
え
れ
ば、
パ
ワ
！
と
は
軍事
力
だ
け

で
は
ない
と
い
うこ
と
を
早い
時
期
か
ら
言っ

た
の
は、
進
歩
派の
知
識
人
で
あっ
た
の
で
す

が、
六
0
年
代
以
降の
日
本の
経
済
力
と
い
う

も
の
をパ
ワ
l
の
中に
位
置づ
け
て、
そ
れ
を

ど
う
使
う
か
と
い
う
議
論
を
明
示
的に
やっ
た

人
は、
ほ
と
ん
ど
い
ない。
経
済
力
を
使つ
て

の
安
全
保
障
政
策
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
プ
（
代

案）
を
出
す
議
論
が
な
かっ
た
と
い
う
点
も、

大
き
な
限
界
だっ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す。

中
嶋
慢は
平
和
憲
法に
つ
い
て
は、
現
実

に
妥
協
し
ない
で、
い
ま
は
もっ
と
高
く
そ
の

精
神
を
掲
げ
るべ
き
だ
と、
逆
説
的
か
も
し
れ

a、

97一一思想主殺と現実主義の挽�.で

現代世界の人権
アムネスティ人権報告①

7ι本Z予4インチサショナル日本王国 2000円
世界14白酒の人権に関するあらゆ
る鐙新情穏を盟.な写真とデータ
で地践活u・各国別に鉾しく報告。

朝鮮人と日本人
梅村努樹著作集第1巻

樹秀樹4慣刊行委員会・ 8240円
日本と朝鮮の近・現代史に新しい
科学的復角から照明をあてた著者
のK§大な著作。ついに刊行開始グ

ま
せ
ん
が、
思
う
ん
で
す。
ソ
連
だ
け
で
な

く、
ア
メ
リ
カ
も、
軍
拡
の
た
め
に
衰
え
つ
つ

あ
る。
そ
の
時に
日
本
が、
広
い
意味
で
の
外

交に
よっ
て、
日
本の
選
択は
正
し
い
ん
だ
と

全
世
界
が
非
軍事
化
し
て
い
く
方
向
を
指
し
示

すべ
き
で
は
ない
か。

と
こ
ろ
が、
い
まの
革
新
陣
営
を
見
て
い
る

と、
自
民
党に
す
り
寄っ
て
い
く
こ
と
が
新
し

い
政
策
で
あ
る
か
の
よ
う
な
議
論
が
出
て
い

る。
そ
れ
が
説
得
性
を
失っ
て
い
る
の
で
あ

り、
そ
こ
に
い
ま
の
革
新の
弱
さ
が
あ
る。

戦
争・
平
和
と
い
う
大
き
な
価
値
を
め
ぐっ

て
日
本の
憲
法
が
で
き
た。
つ
ま
り
平
和に
賭

け
た
わ
け
で
す。
も
し一
国
平
和
主
義に
限
界

が
あ
る
と
す
れ
ば、
現
在の
世
界に
は
戦
争・

平
和
以
外の、
た
と
え
ば
人
権
と
か
環
境
と
い

円
と
差
る

3ru

m
体
と

沼

間閣
て
白
具

蹴
駄

目w
一つ

体
制

滞

Euumg金互川町一
回同日会比栂パ

聞司船究刷肌つ組
加議一一MM

差撃者齢
E

，
を
な
を
凪相

当
別々象を
者曲言錨異

日朝国交樹立と
在日朝鮮人の国籍

双・在回線国・ 靭鮮人の法律問題 回
会英遺 1030円
朝鮮統一にいたる過渡期の在日朝
鮮人の法的地位が国受樹立により
どのように変わるのか？

国際結婚とこともたち
興文化と共存する家族

新国文簿萄旗本直訳 3500円
家庭内パイリンガリズム、 親子・
夫婦関係、教育、混血児の遭遇す
る問題等を文化人類学的に考察。

っ
た
問
題
が
出
て
き
て
い
るこ
と
で
す。
論
文

で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、
人
権
や
環
境

に
つ
い
て
は、
国
境
を
超
え
て
果
た
すべ
き
義

務
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
い
ま
す。
憲
法
論

議の
中に
そ
れ
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
か
と

い
う
問
題
が
出
て
き
て
い
る。

山
口
そ
う
い
う
点
で
革
新
側
か
ら
「
安
全

保
障」
と
い
う
言
葉の
中身
を
肉
付
け
る
と
い

う
作業
が
必
要
だ
と
思い
ま
す。

中
嶋
P
K
O
の
議
論
で
も、
日
本
は
こ
ん

な
に
経
済
大
国
に
なっ
て
い
る
か
ら、
国
際
貢

献
は
当
然
だ
と
い
う
議
論
が、
ジャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
も
含め
て
何
と
な
く
大
勢に
なっ
て
い
る。

そ
う
い
う、
い
わ
ば
現
実
主
義
的
な
状
況
に
な

っ
た
時こ
そ、
理
想
主
義
者
が
理
想
を
掲
げ
る

べ
き
時
で
は
ない
か、
と
い
う
気
が
し
ま
す。
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被差別部落の起源とは何か
寺木伸明 !300円
疑問の解明に挑む著者の懲欲作。

明石書店
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