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見
つ
か
っ
て
い
て
も
い
い
の
に
、
比

較
に
な
ら
な
い
数
な
の
だ
。

こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
。
そ
れ
は

ア
フ
リ
カ
を
出
て
世
界
中
に
散
ら

ば
っ
た
人
類
は
、大
陸
や
半
島
よ
り
も

先
に
日
本
に
来
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
け
の
数

の
人
々
が
、
旧
石
器
時
代
に
す
で
に

日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
暮
ら
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
人
類
は
ア
フ
リ

カ
を
離
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
は

砂
漠
が
今
ほ
ど
広
が
っ
て
い
な
か
っ

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
中
国
大
陸
や

朝
鮮
半
島
経
由
で
文
化
や
文
明
が

も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。し
か
し
、本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、日
本
に
は
旧
石
器
時

代
の
遺
跡
が
世
界
的
に
見
て
も
非
常

に
た
く
さ
ん
存
在
す
る
か
ら
だ
。

日
本
で
発
見
さ
れ
た
旧
石
器
時
代

の
遺
跡
数
は
１
万
以
上
、
対
し
て
朝

鮮
半
島
で
は
50
ほ
ど
。
朝
鮮
半
島
の

面
積
は
日
本
列
島
の
約
６
割
だ
か
ら
、

順
当
に
考
え
れ
ば
６
０
０
０
く
ら
い

日
本
で
は
世
界
で
一
番
高
い
密
度
で

旧
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
数
の
多
さ
が
物
語
る
も
の
と
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
？

数
万
年
前
に
日
本
列
島
に
到
達
し
た
人
々
の
軌
跡
を
た
ど
る
。

「
太
陽
が
昇
る
場
所
」
を
求
め
て

 

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史

日
本
古
代
史
に
存
在
す
る
数
々
の「
な
ぜ
？
」。

田
中
英
道
氏
の
大
胆
な
仮
説
を
も
と
に
、

そ
の
謎
を
解
き
明
か
す
旅
に
出
よ
う
。

日
本
人
の
遺
伝
子
に
刻
ま
れ
た
古
代
の
記
憶
を
探
る
。
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た
う
え
、
裸
で
過
ご
せ
る
ほ
ど
温
暖

だ
っ
た
そ
う
だ
。
と
な
る
と
食
糧
も

豊
富
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
地
を

捨
て
て
、
わ
ざ
わ
ざ
寒
冷
な
場
所
に

向
か
っ
て
移
動
し
た
の
は
な
ぜ
か
？

こ
れ
に
は
よ
り
よ
い
土
地
を
求
め

て
と
か
、
争
い
を
避
け
て
、
は
た
ま

た
人
類
の
冒
険
心
だ
な
ど
と
様
々
な

説
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
１
つ
の
仮
説

が
あ
る
。
そ
れ
は
「
太
陽
が
昇
る
と

こ
ろ
に
行
く
」
と
い
う
の
が
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
ら
ゆ
る
文
明

を
紐
解
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で

太
陽
神
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
エ
ジ

プ
ト
で
は
ラ
ー
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ア

ポ
ロ
、
ケ
ル
ト
で
は
ヘ
ル
メ
ス
、
ペ

ル
シ
ャ
で
は
ミ
ト
ラ
…
…
人
類
に
は

太
陽
を
敬
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
太

陽
は
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
か

ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
。

聖
書
で
は
楽
園
は
「
東
の
か
た
」

に
あ
る
と
描
か
れ
る
。
聖
徳
太
子
は

日
本
を
「
日
出
ず
る
処
」
と
言
っ
た
。

極
東
―
―
日
本
こ
そ
は
「
太
陽
の
昇

る
場
所
」
と
し
て
、
人
類
が
目
指
し

た
最
後
の
目
的
地
で
は
な
か
っ
た
か
。

だ
か
ら
こ
れ
ほ
ど
遺
跡
が
多
い
。

縄
文
時
代
の
大
規
模
集
落
の
跡
地

で
あ
る
三
内
丸
山
遺
跡
（
青
森
県
）

で
は
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
の
６
本
の

木
柱
で
で
き
た
建
造
物
が
見
つ
か
っ

て
い
る
。
こ
ん
な
に
巨
大
な
柱
が
整

然
と
並
ん
で
い
る
様
を
見
れ
ば
、
そ

れ
が
宗
教
的
な
建
築
物
だ
と
言
わ
れ

て
も
頷
け
る
。
他
に
も
集
会
所
と
見

ら
れ
る
大
規
模
住
居
や
翡ひ

翠す
い

を
使
っ

た
耳
飾
り
、
芸
術
的
な
デ
ザ
イ
ン
の

土
器
や
土
偶
も
出
土
し
て
お
り
、
か

な
り
高
度
な
文
明
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

世
界
で
主
だ
っ
た
文
明
が
生
ま
れ

た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
日
本
に
も

文
明
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
大
陸
か

ら
伝
来
し
た
の
で
は
な
く
、
ア
フ
リ

カ
を
出
て
か
ら
何
世
代
も
か
け
て
日

本
に
た
ど
り
着
い
た
我
々
の
祖
先
が

生
み
出
し
た
も
の
な
の
だ
。

 

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史
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と
こ
ろ
が
、
縄
文
時
代
の
人
々
は

定
住
し
、
他
の
文
明
と
比
べ
て
も
豊

か
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
と

な
る
の
が
、
縄
文
土
器
の
存
在
だ
。

日
本
で
は
今
か
ら
１
万
４
０
０
０
年

こ
の
渦
巻
き
文
様
―
―
ま
る
で
私
た

ち
日
本
人
の
心
の
奥
底
に
眠
る
、
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
記
憶
を
刺
激
さ
れ
る

よ
う
な
心
持
ち
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
さ
に
芸
術
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
火
焔
土
器
は
持
ち

運
び
に
適
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

定
住
し
た
証
拠
と
な
る
。
し
か
も
、

こ
れ
だ
け
デ
ザ
イ
ン
性
の
高
い
土
器

を
作
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に

高
度
な
精
神
世
界
が
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

火
焔
土
器
が
作
ら
れ
た
の
は
、
今

か
ら
５
３
０
０
～
４
８
０
０
年
前
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
昔

に
、
私
た
ち
の
祖
先
は
見
事
な
ア
ー

ト
を
生
み
出
し
て
い
た
の
だ
。

も
前
に
世
界
に
先
駆
け
て
土
器
を
使

い
、
煮
炊
き
を
し
、
保
存
性
を
高
め

て
食
中
毒
を
防
い
で
い
た
。
そ
し
て

山
や
川
、
海
か
ら
季
節
の
恵
み
を
い

た
だ
く
ば
か
り
か
、
栗
の
木
の
栽
培

ま
で
行
っ
て
い
た
の
だ
。

さ
ら
に
驚
く
の
が
、
見
事
な
装
飾

を
施
さ
れ
た
火
焔
土
器
の
存
在
だ
。

今
は
も
う
「
世
界
４
大
文
明
」（
エ

ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ

ス
、
中
国
）
と
は
言
わ
な
く
な
っ
て

き
た
そ
う
だ
が
、
こ
の
４
つ
の
文
明

が
現
れ
た
の
は
今
か
ら
約
５
５
０
０

～
３
５
０
０
年
前
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

一
方
、
先
述
の
三
内
丸
山
遺
跡
が

で
き
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
ほ

ぼ
同
時
期
か
、
む
し
ろ
少
し
早
い
く

ら
い
の
約
５
５
０
０
年
前
。
最
近
の

研
究
で
は
、
日
本
の
縄
文
時
代
は
約

１
万
６
０
０
０
年
前
か
ら
始
ま
り
、

約
２
５
０
０
年
前
ま
で
―
―
じ
つ
に

１
万
年
以
上
に
渡
っ
て
―
―
続
い

た
〝
文
明
〟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
。
こ
れ
ほ
ど
早
く
誕
生
し
、

こ
れ
ほ
ど
長
き
に
渡
っ
て
継
続
し
た

文
明
は
、
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
。

そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
日
本
で
は
長

ら
く
「
文
明
」
と
し
て
数
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

お
そ
ら
く
、
世
界
４
大
文
明
が
す
べ

て
農
耕
牧
畜
民
族
だ
っ
た
の
に
対
し
、

縄
文
文
明
が
狩
猟
採
集
民
族
だ
っ
た

か
ら
だ
ろ
う
。
狩
猟
採
集
民
族
は
貧

し
く
不
安
定
な
生
活
を
し
て
お
り
、

そ
こ
に
高
度
な
文
明
が
生
ま
れ
る
は

ず
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

日
本
人
の

「
記
憶
」を

旅
す
る

新
・
日
本
古
代
史

写真提供：十日町市博物館

単
に
煮
炊
き
や
保
存
に
使
う
だ
け
な
ら
こ
れ
ほ
ど
の

意
匠
は
い
ら
な
い
。
こ
の
高
度
な
抽
象
表
現
に
着
目
す
れ
ば
、

縄
文
時
代
の
違
う
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

縄
文
土
器
は
す
で
に
芸
術



し
た
。
そ
の
事
実
か
ら
、
そ
こ
に
緩

や
か
に
連
帯
す
る
国
家
が
あ
っ
た
と

想
像
す
る
の
は
、
決
し
て
無
理
な
話

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

面
白
い
の
が
、
天
皇
家
に
由
来
す

る
神
宮
の
存
在
だ
。
じ
つ
は
江
戸
時

代
ま
で
天
皇
家
と
関
係
す
る
神
社

は
伊
勢
神
宮
（
三
重
）、
鹿
島
神
宮

（
茨
城
）、香
取
神
宮（
千
葉
）の
３
つ

し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
２
つ

ま
で
が
関
東
に
あ
る
の
だ
。
し
か
も

両
神
宮
は
伊
勢
神
宮
の
創
建
よ
り

６
０
０
年
以
上
も
古
く
、さ
ら
に
利
根

川
を
挟
ん
で
相
対
す
る
近
さ
に
あ
る
。

な
ぜ
近
畿
地
方
に
あ
っ
た
大
和
王

朝
ゆ
か
り
の
神
社
が
２
つ
も
関
東
に

あ
る
の
か
？　

そ
れ
は
天
皇
家
が

元
々
そ
の
辺
り
を
治
め
て
い
た
か
ら

で
は
な
い
の
か
？　

神
話
で
は
神
々

が
住
む
場
所
は
「
高た

か

天ま
が

原は
ら

」
と
し
て

描
か
れ
、
そ
の
神
々
の
末
裔
が
天
皇

家
だ
と
さ
れ
る
が
、
驚
く
こ
と
に
鹿

島
神
宮
の
近
く
に
は
「
高
天
原
」
と

い
う
地
名
が
３
つ
も
残
っ
て
い
る
。

記
紀
に
描
か
れ
る
天
孫
降
臨
は
、

ま
さ
に
鹿
島
か
ら
九
州
の
鹿
児
島
へ

（
地
名
の
類
似
性
に
注
目
）、
そ
し
て

大
和
へ
と
神
々
が
統
治
の
場
を
移
し

て
い
っ
た
と
も
読
み
解
け
る
。
太
陽

が
昇
る
場
所
を
求
め
て
日
本
に
や
っ

て
来
た
人
々
は
、
そ
の
東
端
で
定
住

し
た
後
、
九
州
や
近
畿
へ
と
統
治
の

場
を
移
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鹿
島
神
宮
の
神
は
海
か
ら
東
一
之

鳥
居
に
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
伝
承

が
あ
り
、「
す
べ
て
の
始
ま
り
の
地
」

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
鳥
居
の

延
長
線
上
に
は
本
殿
、
さ
ら
に
そ
の

先
に
は
香
取
神
宮
が
あ
り
、
ま
る
で

鳥
居
で
太
陽
を
囲
う
か
の
よ
う
に
日

の
出
が
見
ら
れ
る
の
だ
。
鳥
居
越
し

に
日
の
出
が
見
ら
れ
る
神
社
は
茨
城

に
は
い
く
つ
も
あ
る
ら
し
い
。
何
だ

か
す
ご
い
符
合
じ
ゃ
な
い
か
。

高
天
原
は
空
想
や
概
念
で
生
ま
れ

た
代
物
な
の
で
は
な
く
、
太
古
、
本

当
に
関
東
に
実
在
し
た
場
所
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
に
広
が
る
遺
跡
の
分
布
図
を

眺
め
て
い
る
と
、「
邪
馬
台
国
が
近

畿
地
方
に
あ
っ
た
か
九
州
地
方
に

あ
っ
た
か
」
と
い
う
論
争
に
違
和
感

を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
の
先
史
時
代
の
遺
跡
は
圧
倒
的

に
関
東
・
東
北
に
多
い
か
ら
だ
。
な

か
で
も
東
京
、
千
葉
、
茨
城
、
埼
玉

南
部
に
多
く
、
縄
文
時
代
に
は
日
本

の
人
口
の
８
割
以
上
が
東
日
本
に
住

ん
で
い
た
と
い
う
研
究
も
あ
る
。

三
内
丸
山
遺
跡
は
常
時
６
０
０
人

ほ
ど
の
人
間
が
住
ん
で
い
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
大
き

な
集
落
が
関
東
を
中
心
に
多
数
存
在

 

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史

日
本
の
神
話
で「
神
々
が
住
ま
う
場
所
」と
し
て
記
さ
れ
る「
高
天
原
」。

通
説
で
は〝
天
〟を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
が
…
…

遺
跡
の
数
、神
話
、地
名
…
…
奇
妙
な
符
合
を
た
ど
れ
ば
、

地
上
の「
高
天
原
」が
見
え
て
く
る
。

考
古
学
か
ら
神
話
を
見
直
す
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聖
書
と
日
本
神
話
に
似
た
部
分
が

あ
る
の
を
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
か
？　

記
紀
に
描
か
れ

る
「
神
世
七
代
」
は
、
聖
書
の
「
天

地
創
造
の
七
日
間
」
に
対
応
す
る
し
、

モ
ー
ゼ
と
神
武
天
皇
の
建
国
の
物
語

も
そ
っ
く
り
だ
。
聖
徳
太
子
は
馬
小

屋
で
生
ま
れ
た
の
で
厩

う
ま
や

戸ど
の

皇お
う

子じ

と
も

い
う
が
、
キ
リ
ス
ト
も
馬
小
屋
で
生

ま
れ
て
い
る
。

伊い

邪ざ

那な

美み

が
死
ん
だ
と
き
、
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ

は
妻
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と

黄よ

泉み

の
国
に
赴
き
、「
見
て
は
い
け

な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
に
そ
の
姿
を

覗
き
見
て
し
ま
う
。
一
方
ギ
リ
シ
ャ

神
話
で
は
、
太
陽
神
ア
ポ
ロ
ン
の
息

子
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
が
妻
エ
ウ
リ
ュ

デ
ィ
ケ
の
死
を
悲
し
ん
で
冥め

い

府ふ

を
訪

れ
、
や
は
り
「
姿
を
見
る
な
」
と
言

わ
れ
た
の
に
振
り
返
っ
て
見
て
し
ま

う
。
単
に
似
て
い
る
で
終
わ
ら
せ
ら

れ
な
い
ほ
ど
酷
似
し
て
い
る
の
だ
。

も
し
か
す
る
と
、
聖
書
や
ギ
リ

シ
ャ
神
話
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
ユ

ダ
ヤ
人
が
当
時
の
日
本
に
い
た
の
で

は
な
い
か
？　

そ
れ
を
裏
付
け
る
証

拠
も
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
埴は

に
わ輪

の
存
在

だ
。
つ
ば
の
広
い
帽
子
に
長
く
伸
び

た
顎あ

ご

髭ひ
げ

、
高
い
鼻
に
、
髪
を
左
右
に

分
け
て
束
ね
た
特
徴
的
な
髪
型
。
明

ら
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
思
わ
せ
る
埴
輪

が
茨
城
や
千
葉
な
ど
か
ら
出
土
し
て

い
る
の
だ
。
飛
鳥
時
代
以
降
の
日
本

人
と
は
あ
ま
り
に
も
異
な
る
姿
だ
。

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
渡
来
人
と
い

う
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
朝
鮮
半
島
か
ら

や
っ
て
来
た
人
々
の
こ
と
を
指
し
て

い
た
。
し
か
し
遥
か
に
遠
い
場
所
か

ら
ユ
ダ
ヤ
人
が
や
っ
て
来
て
い
た
と

し
た
ら
…
…
。

最
新
の
遺
伝
学
の
研
究
で
は
、
ユ

ダ
ヤ
人
と
日
本
人
に
は
共
通
の
遺
伝

子
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
中
国
人
や
韓
国
人
に
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
配

列
だ
と
い
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
と
日
本
人
。
両
者
に
は

奇
妙
な
一
致
が
存
在
し
て
い
る
。

 

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史

奇
妙
な
一
致
を
見
せ
る
旧
約
聖
書
と
日
本
神
話
。

時
も
場
所
も
か
け
は
な
れ
て
い
る
の
に
、

両
者
は
な
ぜ
同
じ
こ
と
を
語
る
の
か
。

そ
の
鍵
を
握
る
の
は「
ユ
ダ
ヤ
人
埴
輪
」の
存
在
だ
っ
た
。

東
西「
神
話
」の
類
似
性
に
迫
る

写真提供：芝山仁王尊・観音教寺所蔵、芝山町立芝山古墳・はにわ博物館展示



日
本
の
歴
史
に
突
如
と
し
て
現
れ

る
巨
大
墓
陵
。
前
方
後
円
墳
と
し
て

知
ら
れ
る
古
墳
で
あ
る
。
そ
の
な
か

で
も
っ
と
も
大
き
い
仁
徳
天
皇
陵
は
、

全
長
４
８
６
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大
き

さ
を
誇
り
、
ク
フ
王
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

（
２
３
０
メ
ー
ト
ル
）
や
始
皇
帝
陵

（
３
５
０
メ
ー
ト
ル
）
を
凌し

の

ぐ
。

造
営
に
か
か
る
労
働
力
は
想
像
を

超
え
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
研
究

で
は
延
べ
６
０
０
万
人
以
上
が
15
年

以
上
を
か
け
て
造
っ
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
前

方
後
円
墳
に
発
展
す
る
よ
う
な
古

墳
の
原
型
は
、
大
和
王
朝
の
あ
っ

た
奈
良
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の

だ
。
む
し
ろ
関
東
に
前
方
後
方
墳

が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
の
一
つ

前
の
形
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
古
墳

の
数
自
体
も
、
第
１
位
は
千
葉
県

の
１
万
２
７
５
０
基
で
、
奈
良
県

（
９
６
１
７
基
）
や
仁
徳
天
皇
陵
の

あ
る
大
阪
府
（
３
４
２
４
基
）
よ
り

ず
っ
と
多
い
。
こ
れ
ま
た
面
白
い
符

合
で
は
な
い
か
。

近
年
の
研
究
で
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

の
建
設
は
奴
隷
に
よ
る
強
制
労
働
で

は
な
く
、
ナ
イ
ル
川
が
氾
濫
す
る
農

閑
期
に
農
民
に
仕
事
を
与
え
る
公
共

事
業
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ト
ゥ
ー
ラ

の
石
切
場
に
は
、「
国
王
万
歳
」
と

か
「
家
に
帰
っ
た
ら
腹
い
っ
ぱ
い
食

お
う
」
と
い
っ
た
労
働
者
の
楽
天
的

な
落
書
き
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
そ
れ
は
単
に
農
民
に
仕
事
を

与
え
る
だ
け
で
な
く
、
技
術
を
高
め
、

共
通
言
語
を
生
み
、
王
の
権
威
を
広

め
る
の
に
も
役
立
っ
た
だ
ろ
う
。
日

本
の
巨
大
古
墳
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。

古
墳
が
日
本
全
国
で
10
万
基
以
上

も
作
ら
れ
た
事
実
か
ら
は
、
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
わ
ず
か
１
０
０
基
し
か

残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

い
か
に
日
本
の
労
働
力
が
大
き
か
っ

た
か
を
想
像
で
き
る
。
き
っ
と
人
々

は
「
聖
な
る
仕
事
」
と
し
て
そ
れ
に

携
わ
れ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
な
が

ら
、
労
働
に
勤
し
ん
だ
に
違
い
な
い
。

 

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史

じ
つ
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
よ
り
も
大
き
い
仁
徳
天
皇
陵
。

こ
の
巨
大
墓
陵
は
な
ぜ
造
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
古
墳
の
共
通
項
を
探
る
。

巨
大
墓
陵
が
あ
ら
わ
す
も
の

写真提供：アフロ



の
生
活
の
基
本
に
な
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
主
に
魚
や
大
豆

か
ら
タ
ン
パ
ク
質
を
と
る
と
い
う
日

本
人
独
特
の
食
習
慣
が
始
ま
っ
た
。

明
治
以
後
に
よ
う
や
く
牛
肉
、
鶏
肉

を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考

６
７
５
年
、
天
武
天
皇
の
御
代
に

一
つ
の
詔

み
こ
と
の
りが
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に

あ
っ
た
の
は「
牛
、馬
、さ
る
、鳥
の

肉
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
ず
る
」「
特

定
の
器
具
を
使
っ
た
漁
業
や
狩
猟
を

禁
ず
る
」と
い
う
、そ
の
後
の
日
本
人

日
本
の
原
風
景
と
い
え
ば
、
豊
か
に
稲
が
実
っ
た
田
ん
ぼ
に

手
入
れ
の
行
き
届
い
た
里
山
と
い
う
農
村
の
景
色
を

思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

そ
の
美
し
い
光
景
に
は
、
じ
つ
は
思
い
が
け
な
い
歴
史
が
あ
っ
た
。

日
本
の
原
風
景
の
ル
ー
ツ

写真：今森光彦

日
本
人
の

「
記
憶
」を

旅
す
る

新
・
日
本
古
代
史
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え
れ
ば
、
厳
密
で
は
な
い
に
せ
よ
、

１
３
０
０
年
以
上
も
こ
の
詔
で
規
定

さ
れ
た
食
生
活
が
、
私
た
ち
日
本
人

の
基
本
だ
っ
た
の
だ
。

天
武
天
皇
は
続
け
て
、「
南
淵
山
・

細
川
山（
当
時
の
都
付
近
の
山
）で
草

や
薪
を
と
る
こ
と
を
禁
じ
る
」「
禁

止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
勝
手
に
草

木
を
焼
い
た
り
切
っ
た
り
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
通
告
も
出
し
た
。

許
可
な
く
山
野
を
開
墾
す
る
こ
と
を

禁
じ
た
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
牧
畜
を
積
極
的
に

行
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
と
い
っ
た

国
々
の
人
々
と
は
異
な
る
生
き
方
を

日
本
人
に
選
ば
せ
た
。
日
本
人
は
森

を
切
り
拓
き
、
広
大
な
牧
場
を
作
る

牧
畜
民
の
道
を
と
ら
な
い
で
、
農
業

を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
民
族
に
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
。

牧
畜
が
発
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

中
国
で
は
、
た
く
さ
ん
の
牛
や
羊
を

養
っ
て
い
く
た
め
に
、
山
や
森
を
ど

ん
ど
ん
切
り
拓
き
、
牧
草
地
を
広
げ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
草
が
食

べ
尽
く
さ
れ
、
思
う
よ
う
に
草
が
生

え
な
く
な
る
と
、
さ
ら
に
木
を
切
り

倒
し
て
牧
草
地
を
広
げ
た
。
そ
の
結

果
は
、
今
私
た
ち
の
目
の
前
に
は
っ

き
り
と
現
れ
て
い
る
。
土
地
が
裸
に

な
り
、
乾
燥
し
て
荒
れ
、
深
刻
な
問

題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
日
本
は
ど
う
だ
。
緑
に

あ
ふ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
今
で
も
日

本
の
国
土
の
７
割
を
森
林
が
占
め
る

が
、
こ
の
豊
か
な
風
土
こ
そ
、
天
武

天
皇
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
方
針
の

お
か
げ
な
の
だ
。

天
武
天
皇
は
ま
た
、
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お
み

神か
み

を
祀
る
伊
勢
神
宮
を
再
建
し
、
皇
女

を
斎

い
つ
き
の
み
こ
王
と
し
て
奉
仕
す
る
よ
う
に
も

し
た
。
20
年
ご
と
に
新
宮
に
神
霊
を

移
す
「
式
年
遷
宮
」
が
始
ま
っ
た
の

も
こ
の
時
代
だ
。
天
武
天
皇
は
日
本

と
い
う
国
の
成
り
立
ち
を
強
く
意
識

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

伊
勢
神
宮
だ
け
で
は
な
い
。
天
武

天
皇
は
諸
国
の
神
社
を
修
理
さ
せ
、

各
地
の
祭
り
を
行
事
と
し
て
行
わ
せ

る
よ
う
に
も
し
た
。
お
正
月
を
祝
う

の
も
、
桃
の
節
句
や
端
午
の
節
句
を

祝
う
の
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ

た
行
事
だ
。
天
武
天
皇
の
時
代
に
で

き
あ
が
っ
た
日
本
の
体
制
が
、
ま
さ

に
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
。

日
本
の
天
皇
は
、
絶
対
的
な
権
力

を
振
る
う
中
国
の
皇
帝
と
は
違
っ
た
。

豪
族
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
立
場
を
与
え
、

力
を
奮
わ
せ
る
こ
と
が
天
皇
の
政
治

の
力
だ
っ
た
。
か
つ
て
の
中
央
豪
族

た
ち
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
貴
族
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
ら
貴
族
の
総
意
に
よ
っ
て
日
本
の

政
治
は
行
わ
れ
て
き
た
。
天
皇
は
そ

の
精
神
的
権
威
だ
っ
た
の
だ
。

こ
れ
が
、
日
本
と
い
う
国
家
の

「
形
」だ
。「
万
世
一
系
」と
い
う
世
界

の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
唯
一
無
二

の
仕
組
み
は
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
里
山
の
景
色
は
美

し
い
。
こ
の
景
色
を
目
に
す
る
た
び

に
天
武
天
皇
へ
の
感
謝
を
捧
げ
よ
う
。

巻
頭
グ
ラ
ビ
ア

 

日
本
人
の「
記
憶
」を
旅
す
る 

新
・
日
本
古
代
史 	

 

2

「
太
陽
が
昇
る
場
所
」を
求
め
て 	

 
2

縄
文
土
器
は
す
で
に
芸
術 	

 
6

考
古
学
か
ら
神
話
を
見
直
す 	

 

8

東
西「
神
話
」の
類
似
性
に
迫
る 	

 

10

巨
大
墓
陵
が
あ
ら
わ
す
も
の 	

 

12

日
本
の
原
風
景
の
ル
ー
ツ 	

 

14

第
1
特
集

 

日
本
の
歴
史
を
問
い
直
す

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
日
本
の
真
実

米
機
密
文
書
が
明
か
す
戦
中
日
本
の
原
爆
研
究 

矢
野
義
昭 	

 

22

―
―
日
本
に
は「
核
兵
器
国
」と
し
て
の
資
格
と
能
力
が
あ
る

中
国
の
世
襲
へ
の
否
定
は
何
を
生
み
出
し
た
の
か
　
北
村
良
和 	

 

30

―
―
日
支
比
較
文
化
論

Renaissance  vol.7

CONTENTS

た
な
か
・
ひ
で
み
ち
／

東
北
大
学
名
誉
教
授
、
美
術
史
家

１
９
４
２ 

年
、
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大

学
文
学
部
仏
文
科
及
び
同
美
術
史
学
科
卒

業
後
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
留
学
し

博
士
号
を
取
得
。
東
北
大
学
、
ロ
ー
マ
大

学
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
、
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
大
学
な
ど
で
教
鞭
を
と
る
。
フ

ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
美
術
史
研
究
の
第
一

人
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日

本
美
術
史
研
究
に
つ
い
て
も
高
い
評
価
を

得
る
。
著
書
に
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
世

界
像
』（
東
北
大
学
出
版
会
）、『
レ
オ
ナ

ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
―
―
芸
術
と
生
涯
』

『
日
本
美
術
全
史
世
界
か
ら
見
た
名
作
の

系
譜
』（
と
も
に
講
談
社
学
術
文
庫
）、『
運

慶
と
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠
た
ち
』（
弓
立
社
）

な
ど
多
数
。  

日
本
人
の

「
記
憶
」を

 

旅
す
る

 

新
・
日
本
古
代
史
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神
話
と
歴
史
の
あ
い
だ
　
田
中
英
道
×
岡
島 

実 	
 

80

―
―「
断
絶
」の
民
族
と「
連
続
」の
民
族

若
手
社
員
が
聞
く

「
先
生
、な
ぜ
そ
ん
な
に
斬
新
な
説
を
思
い
つ
け
る
ん
で
す
か
？
」 	

 
88

―
―「
芸
術
」を
学
問
す
る
意
義

日
本
人
が
知
ら
な
い「
ル
ネ
サ
ン
ス
」の
本
質 	

 

94

現
地
ル
ポ
・メ
ディ
ア
が
取
り
上
げ
な
い
重
大
事
件
　
惠 

隆
之
介 	

 

102

第
２
回 

尖
閣
諸
島
防
衛
最
前
線「
石
垣
島
」

日
本
列
島
移
民
最
前
線
　
出
井
康
博 	

 

108

第
２
回 

「
実
習
生
利
権
」に
群
が
る
人
々

国
際
派
日
本
人
養
成
講
座
　
伊
勢
雅
臣 	

 

114

第
２
回　

S
D
G
s
は
縄
文
文
明
に
学
べ

海
外
邦
人
が
晒
さ
れ
る
反
日
活
動
の
実
態
　

憎
悪
を
呼
び
起
こ
す
慰
安
婦
像
　
山
岡
鉄
秀 	

 

120

第
４
回　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
教
授
の
慰
安
婦
論
文
が
与
え
た
衝
撃　

ダ
イ
レ
ク
ト
出
版
が
お
勧
め
す
る 

今
読
み
た
い
本 	

 

126

日
中
戦
争
史
の
真
実
　
北
村 

稔 	
 

38

―
―
中
国
共
産
党
と
ソ
連
の
暗
躍

東
京
裁
判
・
七
十
五
年
後
の
総
括
　
小
堀
桂
一
郎 	

 

46

―
―
あ
れ
は
分
断
と
頽
落
の
予
兆
だ
っ
た

私
の
お
勧
め
の
一
冊

『
項
羽
と
劉
邦
』（
司
馬
遼
太
郎
）
か
ら
学
ぶ

日
本
に
不
可
欠
な「
大
戦
略
」の
視
点 
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野
幸
伯 	
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歴
史
を
学
ぶ
と
、
そ
れ
ま
で
「
当
た
り
前
」
だ
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
じ
つ
は
当
た
り
前
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
た
り
す
る
。
東
京
裁
判
史
観
も
そ
の
一
つ
だ
。

戦
後
教
育
を
受
け
て
き
た
我
々
世
代
は
、
東
京
裁
判
史
観

に
否
応
な
く
染
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
の
真
実
は

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
当
代
随
一
の
知
識
人
に

よ
る
、「
日
本
の
真
実
」
を
炙
り
出
す
論
考
集
。

今
ま
で

知
ら
な
かっ
た

日
本
の
真
実

日
本
の
歴
史
を
問
い
直
す

第 1特集
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こ
の
記
事
で
米
国
は
一
時
大
騒
ぎ
に

な
っ
た
が
、
米
国
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画

の
責
任
者
だ
っ
た
グ
ロ
ー
ブ
ズ
将
軍
が
否

定
す
る
な
ど
、
作
り
話
と
さ
れ
、
や
が
て

話
題
に
も
上
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
た
ソ
連

は
占
領
下
の
興
南
を
立
ち
入
り
禁
止
と
し
、

施
設
を
解
体
し
た
た
め
、
情
報
は
何
も
得

ら
れ
な
か
っ
た
。

ス
ネ
ル
の
存
命
中
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ロ
バ
ー
ト
・
Ｋ
・

ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
が
、
ス
ネ
ル
の
原
爆
実

験
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
、
地
名
や
部
隊

名
そ
の
他
に
つ
い
て
信
ぴ
ょ
う
性
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
事
実
に
間
違
い
は
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
米
機
密
文
書
に
よ
れ
ば
、
情
報

幕
僚
だ
っ
た
セ
シ
ル
・
Ｗ
・
ニ
ス
ト
大
佐

は
一
九
四
六
年
五
月
に
、
こ
れ
ら
の
興
南

で
の
情
報
は
「
信
頼
に
値
す
る
べ
き
も
の

と
感
じ
ら
れ
た
」
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
最
上

層
部
向
け
の
機
密
文
書
で
報
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
米
側
が
十
年
は
か
か
る
と
み

て
い
た
ソ
連
の
原
爆
開
発
が
四
年
で
成
功

し
た
の
は
、
日
本
か
ら
奪
っ
た
核
関
連
施

設
と
北
朝
鮮
か
ら
持
ち
去
っ
た
ウ
ラ
ン
鉱

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
米
国
の

機
密
文
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
核
実
験
成
功
を

証
明
す
る
一
冊
の
本

こ
れ
ら
の
米
機
密
文
書
の
多
く
は
、
日

本
側
の
陸
海
軍
と
外
交
関
係
の
秘
密
電
報

を
解
読
し
た
も
の
だ
。
マ
ジ
ッ
ク
と
呼
ば

れ
る
米
軍
の
極
秘
暗
号
解
読
機
に
よ
り
解

読
さ
れ
、
米
国
政
府
の
機
密
文
書
と
し
て

残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
日

本
か
ら
鹵ろ

獲か
く

し
た
文
書
や
、
戦
後
の
日
、

米
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
関
係
者

に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
尋
問
の
内
容

も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
機
密
文
書
に
基
づ
き
、
ウ
ィ

ル
コ
ッ
ク
ス
は
日
本
の
戦
時
中
の
核
開

発
計
画
に
つ
い
て“Japan’s Secret W

ar”

と
い
う
本
を
一
九
八
五
年
に
出
版
し
た
。

第
三
版
が
昨
年
出
版
さ
れ
た
が
そ
れ
に
先

立
ち
、
拙
訳
で
『
成
功
し
て
い
た
日
本
の

原
爆
実
験
―
―
隠
蔽
さ
れ
た
核
開
発
史
』

（
二
〇
一
九
年
、
勉
誠
出
版
）
と
し
て
日

奪
わ
れ
た
日
本
の
研
究
成
果

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
年
）
八
月

十
二
日
、
ソ
連
軍
が
迫
る
中
、
日
本
は
北

朝
鮮
の
興
南
沖
合
の
小
島
で
核
実
験
に
成

功
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
に
ソ
連

軍
が
侵
攻
し
、
興
南
に
お
け
る
核
関
連
の

イ
ン
フ
ラ
と
鉱
石
は
破
壊
さ
れ
る
か
持
ち

去
ら
れ
、
そ
の
際
に
逃
げ
遅
れ
た
科
学
技

術
者
た
ち
も
ソ
連
に
連
行
さ
れ
拷
問
さ
れ

た
と
い
う
。

そ
の
核
実
験
の
模
様
は
、
ワ
カ
バ
ヤ
シ

と
名
乗
る
海
軍
大
佐
か
ら
昭
和
二
十
一

年
（
一
九
四
六
年
）
夏
以
前
に
聞
き
取
ら

れ
た
証
言
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
直
接
聞

き
取
っ
た
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ス
ネ
ル
元
第

二
十
四
犯
罪
者
取
調
べ
派
遣
隊
係
官
が
退

官
後
語
っ
た
内
容
が
「
ア
ト
ラ
ン
タ
・
コ

ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
紙
に
掲
載
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

1985 年に出版され、日本の核実験の事実を明らかに
した Japan’s Secret War。右は日本語訳版

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す

第二次大戦中に、日本が核実験を行い、しかもそれに成功していた。米機密文書を
丹念に読み解いていくと、この驚愕の事実が浮かび上がってくる。「核実験成功」
という事実は、いまの日本に何をもたらすのか。

矢野義昭

米機密文書が明かす
戦中日本の原爆研究
――日本には「核兵器国」としての資格と能力がある

写真提供：Digital Vision.／ゲッティ

やの・よしあき／軍事研究家
1950年大阪府生まれ。1972年京都大学工学部機械工学科卒。同年同文学部
中国哲学史科に学士入学し 1974年に卒業。その後、陸上自衛隊において普通
科（歩兵）幹部として勤務し、2006年に退官。在職中から核・ミサイル問題
などを研究していた。退官後には拓殖大学客員教授、日本経済大学大学院特任
教授、東京工業大学客員講師を歴任。現在、岐阜女子大学特別客員教授、米国
東部ミシガン大学客員教員。拓殖大学博士（安全保障）。著書に『軍拡中国に
対処する――独裁国家に屈するのか』（勉誠出版）などがある。
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に
は
分
離
塔
の
試
験
に
も
成
功
し
、
そ
の

後
、
熱
拡
散
法
の
ウ
ラ
ン
分
離
塔
は
完
成

し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

必
要
な
も
の
は
分
離
用
の
六
フ
ッ
化
ウ

ラ
ン
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
備
蓄
さ

れ
て
い
た
理
研
が
同
年
四
月
空
襲
さ
れ
、

六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
も
破
壊
さ
れ
た
。
し
か

し
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
前
身
Ｏ
Ｓ
Ｓ（
戦
略
情
報
局
）

の
一
九
四
五
年
二
月
九
日
付
け
報
告
に
よ

る
と
、
分
離
搭
の
う
ち
一
基
は
朝
鮮
北
部

の
清
津
に
着
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
も
原
爆
を

使
う
予
定
だ
っ
た
！？

米
機
密
文
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
核
開

発
計
画
は
ニ
計
画
断
念
後
も
秘
密
裏
に
継

続
さ
れ
て
い
た
。
陸
軍
の
ニ
計
画
の
成
果

は
す
べ
て
海
軍
に
引
き
継
が
れ
、
海
軍
は

大
和
級
戦
艦
を
四
隻
建
造
す
る
予
定
を
二

隻
で
中
止
し
、
残
り
二
隻
分
の
資
金
と
資

材
を
す
べ
て
秘
密
の
核
爆
弾
開
発
計
画
に

つ
ぎ
込
ん
だ
。

陸
軍
の
ニ
計
画
の
中
心
人
物
の
一
人

だ
っ
た
鈴
木
辰
三
郎
は
回
想
録
の
中
で
、

「
陸
軍
の
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
特
性
に
関
す
る

研
究
は
う
ま
く
進
展
し
て
い
る
。（
中
略
）

海
軍
に
必
要
な
デ
ー
タ
は
陸
軍
か
ら
提
供

さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
陸
海
軍
は
核

爆
弾
を
本
土
決
戦
の
際
に
使
う
計
画
だ
っ

た
の
だ
。

ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
の
協
力
者
で
あ
る
元

最
先
端
を
行
っ
て
い
た

日
本
の
核
開
発

海
軍
の
核
兵
器
開
発
に
指
導
的
役
割
を

務
め
た
の
が
京
都
帝
大
の
荒
勝
文
策
で

あ
っ
た
。
荒
勝
は
原
子
核
物
理
学
と
と
も

に
回
転
体
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
荒
勝
グ

ル
ー
プ
の
清
水
栄
は
、
現
在
の
ウ
ラ
ン
濃

縮
装
置
の
主
流
で
あ
る
、
超
遠
心
分
離
機

の
開
発
を
進
め
て
い
た
。

超
遠
心
分
離
機
の
初
期
の
設
計
図
が
、

米
空
軍
分
析
官
の
ド
ワ
イ
ト
・

Ｒ
・
ラ
イ
ダ
ー
は
、
日
本
本
土

空
襲
は
日
本
の
核
開
発
を
そ
れ

ほ
ど
妨
害
で
き
た
わ
け
で
は
な

く
、
日
本
人
た
ち
は
何
と
し
て

も
核
兵
器
を
造
ろ
う
と
す
る
意

志
を
次
第
に
固
め
、
昭
和
二
十

年
七
月
に
は「
あ
る
種
の
兵
器
」

を
準
備
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

本
で
は
出
版
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

著
者
の
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
、
ジ
ョ
ー

ジ
・
ポ
ー
ク
記
念
賞
の
受
賞
歴
も
あ
る
、

米
国
で
も
著
名
な
信
頼
の
置
け
る
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
は
、
ス
ネ
ル
の
記

事
を
き
っ
か
け
に
日
本
の
第
二
次
大
戦
中

の
核
開
発
計
画
の
真
相
解
明
に
取
り
組
み
、

一
九
七
○
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
今
日
に

至
る
ま
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
米
機
密
文

書
の
調
査
な
ど
を
精
力
的
に
重
ね
て
き
た
。

に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
よ
う
な
、
新
奇

な
内
容
が
多
く
、
そ
の
信
ぴ
ょ
う
性
に
つ

い
て
は
異
論
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
第
三
版
の
翻
訳
者
と
し
て
の
実
感
か

ら
言
え
ば
、
根
拠
と
さ
れ
た
機
密
文
書
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
は
す
べ
て
文
書
番
号

や
発
言
者
、
日
付
、
場
所
な
ど
が
明
記
さ

れ
て
お
り
、
根
拠
の
あ
る
一
次
資
料
に
基

づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
全
体
的
な
事
実
関

係
は
整
合
性
が
あ
り
、
歴
史
的
研
究
と
し

て
も
信
頼
性
の
置
け
る
内
容
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

原
爆
製
造
の
一
歩
手
前
ま
で

進
ん
で
い
た
日
本

ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
が
挙
げ
て
い
る
米
機

密
文
書
か
ら
は
、
さ
ら
に
数
多
く
の
驚
く

べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
○
年
）
十
一

月
か
ら
十
二
月
の
長
津
湖
で
の
戦
闘
の
際
、

興
南
一
帯
を
占
領
し
て
い
た
米
軍
は
、
興

南
の
近
く
の
日
本
軍
が
遺
し
た
地
下
武
器

工
場
や
巨
大
な
発
電
施
設
と
処
理
工
場
の

跡
地
を
現
地
調
査
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は

韓
国
軍
も
参
加
し
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
後

も
米
軍
は
興
南
の
施
設
群
に
対
し
、
偵
察

飛
行
を
継
続
し
て
い
た
。

し
か
し
、
本
当
に
日
本
は
原
爆
を
開
発

し
、
核
実
験
に
ま
で
成
功
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
？　

あ
の
本
土
空
襲
に
よ
る
戦
禍

と
荒
廃
の
最
中
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
？

日
本
陸
軍
が
、
仁
科
芳
雄
所
長
の
率
い

る
理
化
学
研
究
所
を
中
心
と
し
て
、
産
学

の
幅
広
い
支
援
を
得
て
、
核
爆
弾
開
発
計

画
「
ニ
計
画
」
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

従
来
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
同
計
画
は
空

襲
に
よ
る
ウ
ラ
ン
分
離
塔
の
破
壊
、
ウ
ラ

ン
鉱
石
と
資
金
、
資
材
の
不
足
、
技
術
的

困
難
な
ど
の
理
由
で
、
昭
和
二
十
五
年
春

に
は
公
式
に
断
念
さ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
米
機
密
文
書
に
よ
れ
ば
、
仁

科
グ
ル
ー
プ
の
熱
拡
散
法
に
よ
る
ウ
ラ
ン

分
離
塔
は
、
昭
和
十
九
年
十
一
月
に
は
ウ

ラ
ン
の
分
離
に
成
功
し
、
空
襲
に
備
え
大

阪
帝
大
に
も
五
基
の
建
設
が
計
画
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
空
襲
を
避
け
、

尼
崎
（
兵
庫
県
）
の
住
友
金
属
鋼
管
の
建

物
に
置
か
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
年
の
春

日本海軍から核兵器開発を依頼された荒勝
文策博士。荒勝研究室は超遠心分離機を独
自に設計した 写真提供：共同通信

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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い
て
も
、
戦
前
か
ら
理
研
の
飯
森
里
安
な

ど
に
よ
り
朝
鮮
で
の
探
査
と
採
掘
が
進
め

ら
れ
て
い
た
。

飯
森
は
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
年
）
に

朝
鮮
か
ら
ウ
ラ
ン
を
含
ん
だ
約
五
十
ト
ン

の
黒
砂
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
。
ウ
ラ
ン
濃

縮
に
必
要
と
さ
れ
る
大
量
の
ウ
ラ
ン
に
つ

い
て
部
下
か
ら
質た

だ

さ
れ
た
荒
勝
は
、「
心

配
し
な
い
で
も
よ
い
。
朝
鮮
に
は
大
量
の

ウ
ラ
ニ
ウ
ム
鉱
石
が
あ
る
」
と
答
え
た
と

さ
れ
て
い
る
。

興
南
の
化
学
工
場
群
と
水
力
発
電
所
の

能
力
は
巨
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
創

り
上
げ
た
野
口
遵し

た
が
うは
一
代
で
野
口
コ
ン

チ
ェ
ル
ン
を
興
し
、
彼
の
日
窒
鉱
業
株
式

会
社
は
興
南
や
延
岡
に
巨
大
な
化
学
工
場

群
を
建
設
し
た
。

興
南
に
供
給
さ
れ
た
電
力
は
六
十
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
に
達
し
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画

で
使
用
さ
れ
た
電
力
の
倍
以
上
の
発
電
量

が
あ
っ
た
。
ウ
ラ
ン
鉱
山
の
探
査
も
探
査

隊
が
派
遣
さ
れ
、
戦
前
か
ら
朝
鮮
、
満
州
、

さ
ら
に
占
領
下
の
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で
精
力
的
に
進
め

ら
れ
て
い
た
。

ま
た
純
度
の
高
い
ウ
ラ
ン
を
含
む
チ
ェ

コ
の
ピ
ッ
チ
ブ
レ
ン
ド
約
五
百
キ
ロ
が
、

ド
イ
ツ
の
Ｕ
ボ
ー
ト
に
よ
り
日
本
に
届
け

ら
れ
た
と
、
核
計
画
に
参
加
し
た
山
本
洋

一
陸
軍
少
佐
が
証
言
し
て
い
る
。

理
化
学
研
究
所
の
荒
川
と
足
立
の
工
場

で
は
月
一
～
二
ト
ン
の
朝
鮮
か
ら
送
ら
れ

て
き
た
（
ウ
ラ
ン
を
含
有
し
た
）
モ
ナ
ザ

イ
ト
を
処
理
し
て
い
た
。
昭
和
十
九
年
か

ら
二
十
年
頃
に
は
、
仁
科
は
試
験
的
な
実

験
を
続
け
る
た
め
に
は
十
分
な
量
の
ウ
ラ

ニ
ウ
ム
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。原

子
炉
の
減
速
材
に
使
わ
れ
る
黒
鉛
も

北
朝
鮮
に
は
豊
富
に
あ
り
、
重
水
も
興
南

『
昭
和
史
の
天
皇
』（
中
央
公
論
新
社
）
の

中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
重
要

な
機
能
は
、
浮
い
て
い
る
回
転
子
を
強
力

な
風
と
磁
力
で
超
高
速
回
転
さ
せ
る
小
室

に
あ
り
、
現
在
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
用
遠
心
分

離
機
の
原
理
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
昭

和
十
九
年
（
一
九
四
四
年
）
末
に
は
世
界

初
の
遠
心
分
離
機
の
設
計
は
完
了
し
て
お

り
、「
日
本
は
米
国
よ
り
も
こ
の
点
で
は

進
ん
で
い
た
」
と
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は

評
価
し
て
い
る
。

荒
勝
の
理
論
部
門
も
、
後
に
ノ
ー
ベ
ル

物
理
学
賞
を
受
賞
す
る
湯
川
秀
樹
な
ど
強

力
な
メ
ン
バ
ー
を
擁よ

う

し
て
い
た
。
小
林
稔

は
、
荒
勝
が
見
出
し
た
一
回
の
中
性
子
の

衝
突
に
よ
り
二
・
六
個
の
中
性
子
が
発
生

す
る
と
の
理
論
値
に
基
づ
き
、
臨
界
量
の

計
算
に
成
功
し
て
い
た
。
小
林
の
計
算
に

よ
れ
ば
、
核
爆
発
の
臨
界
量
と
し
て
、
直

径
約
十
～
二
〇
セ
ン
チ
の
純
粋
の
ウ
ラ
ン

２
３
５
が
必
要
と
見
積
も
ら
れ
た
。
こ
の

臨
界
量
の
見
積
も
り
結
果
は
当
時
と
し
て

は
極
め
て
精
度
の
高
い
も
の
で
、
ド
イ
ツ

は
的
確
な
臨
界
量
の
計
算
は
つ
い
に
で
き

な
か
っ
た
ほ
ど
だ
。

米
機
密
文
書
は
、
日
本
と
そ
の
占
領
地

域
内
で
は
、
質
量
分
析
器
の
原
理
で
同
位

体
を
分
離
す
る
カ
ル
ト
ロ
ン
（
濃
縮
装

置
）、
電
子
的
同
位
体
分
離
機
、
熱
拡
散

工
場
、
ガ
ス
拡
散
工
場
、
遠
心
分
離
機
な

ど
が
稼
働
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

陸
海
軍
の
核
開
発
計
画
を
一
体
化
す
る

た
め
に
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
年
）
七

月
か
ら
安
田
武
雄
将
軍
以
下
の
秘
密
会
合

が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
最
後
の
会
合
と
な

る
昭
和
十
九
年
十
一
月
の
第
四
回
の
会
合

で
は
、
理
化
学
研
究
所
が
ウ
ラ
ン
２
３
５

を
「
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
パ
ー
セ

ン
ト
に
濃
縮
」
し
、
目
標
の
「
中
間
点
」

ま
で
達
し
た
と
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
、
戦

後
、
仁
科
か
ら
会
議
録
を
含
む
秘
密
文
書

を
手
渡
さ
れ
た
黒
田
和
夫
の
文
書
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

核
関
連
イ
ン
フ
ラ
の
争
奪
戦

ま
た
核
研
究
に
必
要
な
研
究
設
備
や
大

量
の
ウ
ラ
ン
鉱
石
の
備
蓄
も
日
本
全
国
で

確
認
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
全
容
を
把

握
す
る
た
め
に
尋
問
す
る
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
が
、
占
領
下
で
の
突
如
の
サ
イ
ク
ロ

ト
ロ
ン
破
壊
命
令
に
つ
な
が
っ
た
と
、
破

壊
を
実
行
し
た
将
校
の
一
人
の
ジ
ョ
セ

フ
・
オ
ヘ
ル
ン
は
述
べ
て
い
る
。

ウ
ラ
ン
鉱
石
と
精
錬
及
び
ウ
ラ
ン
濃
縮

に
必
要
な
鉱
山
、
化
学
工
場
、
膨
大
な
電

力
は
、
す
べ
て
当
時
の
興
南
に
は
そ
ろ
っ

て
い
た
。
当
時
の
朝
鮮
の
水
力
発
電
量
は

三
五
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
達
し
、
日
本
本

土
よ
り
も
多
か
っ
た
。
金
鉱
脈
と
と
も
に

採
掘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ウ
ラ
ン
鉱
に
つ

1927 年に設立された朝鮮窒素肥料株式会社の興南工場の様子。これらの工場群を中心に世界屈指
のコンビナートが興南に展開されていた

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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ア
を
想
定
し
て
保
有
し
て
い
る
百
数
十
～

三
百
発
程
度
の
水
爆
を
主
と
す
る
核
戦
力

が
こ
れ
に
当
た
る
。

北
朝
鮮
が
米
国
を
直
接
核
攻
撃
可
能
な

大
陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
）
の

保
有
を
目
指
し
、
金
日
成
以
来
、
経
済
封

鎖
や
国
際
的
孤
立
に
も
構
わ
ず
餓
死
者
ま

で
出
し
な
が
ら
、
核
兵
器
と
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の

開
発
配
備
に
国
力
を
傾
け
て
取
り
組
ん
で

き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
核
戦
力
の
威
力

を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。イ

ス
ラ
エ
ル
が
、
自
ら
表
明
は
し
て
い

な
い
が
核
保
有
国
と
な
っ
て
い
る
の
も
、

数
十
倍
以
上
の
人
口
と
領
土
を
持
つ
ア
ラ

ブ
諸
国
等
に
対
す
る
抑
止
力
を
維
持
す
る

た
め
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
に
対
す
る
パ
キ

ス
タ
ン
の
核
保
有
も
同
様
の
理
由
だ
。

核
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
日
本
も

同
様
の
理
由
で
核
保
有
を
検
討
す
る
こ
と

は
、
決
し
て
絵
空
事
で
は
な
い
。

核
兵
器
不
拡
散
条
約
第
九
条
三
に
は
、

「
こ
の
条
約
の
適
用
上
、『
核
兵
器
国
』
と

は
、
一
九
六
七
年
一
月
一
日
以
前
に
核
兵

器
そ
の
他
の
核
爆
発
装
置
を
製
造
し
か
つ

爆
発
さ
せ
た
国
を
い
う
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
も
し
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
第

二
次
大
戦
末
期
に
日
本
が
核
実
験
に
成
功

し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
核
兵

器
不
拡
散
条
約
の
下
で
も
、
日
本
は
核
兵

器
国
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

現
在
で
も
日
米
の
専
門
家
は
、
日
本
は

数
日
以
内
に
も
核
爆
弾
を
製
造
す
る
能
力

を
持
っ
て
お
り
、
投
射
手
段
も
誘
導
技
術

も
保
有
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。
国
際
政

治
の
力
学
と
日
本
の
置
か
れ
た
現
在
の
環

境
条
件
を
考
え
れ
ば
、
日
本
の
核
兵
器
保

有
は
検
討
す
べ
き
選
択
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

等
で
大
電
力
を
使
っ
て
生
産
さ
れ
理
研
に

送
ら
れ
て
い
た
。
興
南
の
核
関
連
施
設
を

略
奪
し
た
ソ
連
は
、
戦
後
日
本
人
科
学
者

も
使
い
、
重
水
と
み
ら
れ
る
核
開
発
用
の

物
資
を
、
ア
ー
ク
を
使
っ
て
製
造
し
、
定

期
的
に
潜
水
艦
で
積
み
出
し
て
い
る
。

蒋
介
石
も
、
内
戦
に
勝
利
す
る
た
め
、

上
海
に
あ
っ
た
日
本
の
自
然
科
学
研
究
所

の
七
人
の
科
学
者
を
好
条
件
で
、
米
軍
に

は
内
緒
で
雇
い
入
れ
、
昭
和
二
十
一
年
頃

か
ら
核
開
発
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
。
内

戦
後
間
も
な
い
中
国
が
朝
鮮
戦
争
に
介
入

し
た
最
大
の
理
由
は
、
興
南
の
核
実
験
関

連
施
設
を
米
韓
軍
か
ら
奪
還
す
る
た
め

だ
っ
た
の
だ
。

ま
た
荒
勝
の
研
究
室
に
い
た
李リ

升ス
ン

基キ

は
、

北
朝
鮮
で
は
原
子
力
計
画
の「
最
初
の
父
」

と
し
て
た
た
え
ら
れ
て
お
り
、
一
九
六
五

年
に
興
南
の
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所

長
に
就
任
し
て
い
る
。
北
朝
鮮
の
現
在
に

至
る
核
兵
器
開
発
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
科

学
技
術
者
の
多
く
は
、
ミ
サ
イ
ル
開
発
も

同
様
だ
が
、
戦
前
、
戦
中
に
日
本
で
学
ん

だ
人
材
だ
っ
た
。

核
戦
力
の
本
当
の
威
力
は

「
抑
止
力
」に
あ
り

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
日
本
は
い
ま
何

を
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？　

現
在
の
日

本
は
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
な
ど
の

核
保
有
国
に
取
り
囲
ま
れ
、
核
兵
器
を
頂

点
と
す
る
彼
ら
の
巨
大
な
軍
事
力
の
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

抑
止
力
に
は
段
階
が
あ
る
。
最
上
位
に

位
置
す
る
の
は
、
核
兵
器
で
あ
り
、
生
物
・

化
学
な
ど
の
大
量
破
壊
兵
器
、
そ
の
下
に

通
常
兵
器
、
さ
ら
に
下
位
に
非
軍
事
の
外

交
・
経
済
・
科
学
技
術
・
情
報
宣
伝
な
ど

の
抑
止
機
能
が
あ
る
。

い
ず
れ
か
の
レ
ベ
ル
の
戦
力
が
劣
っ
て

い
る
と
抑
止
が
破
綻
す
る
が
、
仮
に
紛
争

が
起
こ
り
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
至
っ
た

場
合
で
も
、
よ
り
上
位
の
抑
止
レ
ベ
ル
で

戦
力
が
上
回
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に

紛
争
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
は
抑
止

で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
核
戦
力
を
保
有
し
て
い
れ

ば
、
原
理
的
に
は
仮
に
通
常
兵
力
で
紛
争

に
な
り
劣
勢
に
な
っ
て
も
、
核
恫
喝
を
加

え
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
の
紛
争
の
エ
ス

カ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
相
手
が
望
む
紛
争
の
結

末
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
核
兵
器
は
破
壊
力
が
あ
ま
り
に
も

巨
大
な
た
め
、
一
定
水
準
以
上
の
核
戦
力

を
保
有
し
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
核
大
国

に
対
し
て
も
「
耐
え
難
い
損
害
」
を
与
え

る
能
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
み
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
核
戦
力
の
水
準
を
「
最
小

限
核
抑
止
力
」
と
い
う
が
、
英
仏
が
ロ
シ

そのほかに核を保有しているのはインド、パキスタン、北朝鮮。また、公式には表明していないが、
イスラエルも保有しているものと考えられている

出典：ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の推計（2020年）
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代
の
名
優
・
梅メ
イ

蘭ラ
ン

芳フ
ァ
ンに
せ
よ
、
幼
少
時
に

能
力
を
発
見
さ
れ
て
斯
界
に
入
っ
て
成
功

し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
家
族
は
多
少
の

京
劇
と
の
関
係
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
家

筋
の
技
芸
で
は
な
く
、
ま
た
彼
の
息
子
も

父
の
跡
を
継
い
だ
が
成
功
し
て
い
な
い
。

梅
蘭
芳
の
芸
は
一
代
限
り
の
も
の
で
、
息

子
に
さ
え
仕
込
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、
筆
者
は
昔
か

ら
感
じ
る
支
那
へ
の
一
種
の
違
和
感
を
抱

い
た
。
慧け

い

眼が
ん

の
読
者
は
既
に
理
解
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
が
、
京
劇
と
い
う
伝
統
芸
能

に
あ
っ
て
さ
え
、
支
那
で
は
専
門
化
、
特

殊
化
さ
れ
ず
、
世
襲
化
さ
れ
て
い
な
い
。

技
芸
の
継
承
は
少
な
く
と
も
家
族
単
位
で

は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
能
・
歌

舞
伎
、
茶
道
・
華
道
そ
の
他
凡
百
の
分
野

で
の
専
門
が
あ
り
、
何
世
代
も
の
世
襲
が

あ
り
、
特
殊
専
門
化
し
て
い
る
。
家
筋
が

息
子
や
孫
に
芸
を
仕
込
ん
で
来
た
。

歌
舞
伎
を
例
に
取
る
と
、
市
川
家
（
屋

号
・
成
田
屋
）、
尾
上
家
（
音
羽
屋
）、
松

本
家
（
高
麗
屋
）、
中
村
家
（
成
駒
屋
）

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
下
に
凡お

お
よそ
百
家
族
が

存
在
す
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
歴

史
か
ら
来
る
家
格
が
あ
り
、
家
格
の
低
い

出
の
役
者
は
能
力
あ
り
と
も
、
歌
舞
伎
座

（
東
京
）
で
の
主
役
は
張
れ
な
い
と
い
う

（
公
卿
家
で
五
摂
家
出
自
で
な
い
と
関
白

や
太
政
大
臣
に
な
れ
ぬ
の
と
似
て
い
る
）。

歌
舞
伎
界
は
相
互
通
婚
し
て
い
て
、
芸

の
継
承
を
業
界
全
体
で
し
て
い
る
。
北
京

の
京
劇
の
学
校
の
如
き
も
の
は
な
い
（
世

襲
制
は
剣
道
・
武
道
・
弓
道
・
礼
法
、
ま

た
国
会
議
員
や
そ
の
他
の
職
能
に
ま
で
及

ぶ
の
で
、
全
て
を
総
括
的
に
は
扱
え
な
い

こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
く
）。

子
供
の
頃
、
祖
母
に
「
歌
舞
伎
で
は
何

故
世
襲
な
の
か
？　

一
般
人
が
入
れ
な
い

で
は
な
い
か
」
と
小
生
意
気
に
尋
ね
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
祖
母
は
明
治
生
ま
れ
の
女

で
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が
好
き
な
人
だ
っ
た

が
、
こ
う
答
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

「
勘
三
郎
（
十
七
世
）
は
当
代
一
の
踊
り

上
手
だ
が
、
こ
れ
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
父

（
三
代
目
中
村
歌
六
）
や
長
兄
（
初
代
吉

右
衛
門
）
か
ら
厳
し
く
教
え
ら
れ
て
来
た
。

行ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

、
何
か
を
見
て
育
つ
。
家
柄

の
伝
統
が
染
み
つ
い
て
い
る
。
世
襲
制
は

単
純
に
悪
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
一

般
人
が
こ
の
世
界
に
入
る
に
は
弟
子
入
り

中
国
伝
統
芸
へ
の
違
和
感

一
昨
年（
令
和
元
年
）の
暮
れ
の
事
だ
っ

た
。
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
を
何
気
な
く
見
て
い
た

ら
、
北
京
の
小
学
校
の
校
庭
で
大
勢
の
生

徒
に
器
械
体
操
を
さ
せ
て
い
た
。
あ
あ
小

学
校
で
の
行
事
は
世
界
何
処
も
同
じ
だ
な

と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
ど
う
も
動
作
が

普
通
の
器
械
体
操
で
は
な
い
。

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
解
説
を
聞
く
と
、
驚

く
事
に
こ
れ
は
京
劇
の
才
能
あ
る
子
供
を

探
す
為
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
京
劇

で
は
歌
唱
力
や
演
技
力
以
外
に
運
動
能
力

も
必
須
の
条
件
で
、
才
能
あ
る
児
童
を
発

掘
す
る
調
査
の
為
に
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
驚
い
た
。

ど
う
や
ら
伝
統
芸
に
し
て
も
支
那
は
民

主
的
で
、
京
劇
の
家
柄
や
血
統
と
は
無
関

係
に
素
人
か
ら
選
ぶ
、言
わ
ば
能
力
制（
科

挙
み
た
い
な
）
な
の
だ
と
納
得
し
た
。
稀

写真提供：新華社＝共同

不
世
出
の
京
劇
俳
優
、梅
蘭
芳
。
1
9
5
6
年
に
来
日
し
、

歌
舞
伎
座
で「
貴
妃
酔
酒
」を
演
じ
た

写真提供：毎日新聞社 / アフロ

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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侮
蔑
が
定
着
し
た
。
誰
も
が
官
僚
に
な
っ

て
楽
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
万
世
一
系
」VS「
易
姓
革
命
」

辛
亥
革
命
後
に
成
立
し
た
袁
世
凱
政

権
は
、
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
模
様

で
、
支
那
の
憲
法
を
作
ろ
う
と
考
え
て
、

一
九
一
三
年
に
当
時
の
日
本
に
憲
法
草
案

の
起
草
を
依
頼
し
て
来
た
。
そ
こ
で
日
本

側
は
、
早
稲
田
大
学
教
授
の
有
賀
長
雄
博

士
を
団
長
と
す
る
調
査
団
を
北
京
に
派
遣

し
た
。
こ
の
時
、
有
賀
博
士
の
助
手
と
し

て
加
わ
っ
た
の
が
東
大
政
治
学
科
卒
業
直

後
の
中な

か

江え

丑う
し

吉き
ち

で
、
中
江
兆
民
の
遺
児
で

あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
調
査
団

は
一
九
一
五
年
に
草
案
を
提
出
し
て
帰
国

し
た
。

こ
れ
を
読
ん
だ
支
那
人
は
腰
を
抜
か
し

て
驚
い
た
。
有
賀
長
雄
の
憲
法
試
案
に
は
、

「
万
世
一
系
」
の
帝
室
が
出
て
来
る
か
ら

で
あ
る
。
有
賀
博
士
は
「
明
治
憲
法
」
を

そ
の
儘ま

ま

コ
ピ
ー
し
た
の
で
あ
る
。
而し
か

も
、

最
後
の
清
朝
皇
帝
溥ふ

儀ぎ

が
紫
禁
城
か
ら
立

ち
去
ら
ぬ
前
の
一
九
一
五
年
に
「
万
世
一

系
」
を
標
榜
す
れ
ば
、
支
那
全
体
に
疑
心

暗
鬼
を
招
く
の
は
必
定
。
袁
世
凱
は
皇
帝

た
ら
ん
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
万
世

一
系
」
は
袁
世
凱
を
無
限
に
利
す
可べ

き
愚

策
で
あ
る
。

当
然
、
こ
れ
が
発
表
さ
れ
る
と
支
那
の

イ
ン
テ
リ
（
読
書
人
）
か
ら
の
総
攻
撃
を

喰
ら
っ
た
。
そ
の
主
張
を
現
代
風
に
言
い

換
え
る
と
こ
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
皇
帝
制
を
一
姓
に
限
定
す
る
と
、
禹う

域い
き

（
支
那
）
古
来
の
民
主
主
義
が
否
定
さ
れ

て
し
ま
う
。
民
間
の
誰
も
が
偶
然
皇
帝
に

も
な
り
得
る
可
能
性
が
残
さ
れ
な
い
か
ら

だ
。
我
々
の
生
き
甲
斐
が
な
く
な
る
」

有
賀
博
士
の
憲
法
草
案
は
廃
棄
さ
れ
、

や
が
て
袁
世
凱
の
死
去
の
後
、
革
命
政
府

は
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
翻
訳

に
法
律
制
定
事
業
を
切
り
替
え
た
。
斯か

く

の
如
く
、
支
那
に
於
け
る
「
万
世
一
系
」

の
導
入
は
失
敗
し
た
が
、
こ
れ
は
笑
い
ご

と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
支
那
の
イ
ン
テ

リ
は
易
姓
革
命
を
肯
定
し
、
そ
の
混
沌
を

生
き
甲
斐
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
今
の
言
葉
で
言
え
ば
、
ア
メ
リ

カ
流
の
大
統
領
制
的
な
「
民
主
主
義
」（
こ

れ
は
完
全
な
錯
覚
だ
が
）
と
見
た
の
で
あ

る
。
ま
あ
要
す
る
に
、
世
襲
的
な
遺
産
継

承
（
国
家
と
い
う
組
織
の
）
を
支
那
イ
ン

テ
リ
は
挙こ

ぞ

っ
て
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。

京
劇
の
伝
承
が
実
力
主
義
を
尊
重
し
、

世
襲
制
を
嫌
う
状
況
と
、
こ
れ
は
似
て
は

い
な
い
か
？　

何
か
私
的
所
有
の
根
本
的

な
認
識
の
甘
さ
に
全
て
が
起
因
し
て
い
る

模
様
で
あ
る
。
今
の
力
あ
る
も
の
が
権
力

を
奪
え
ば
宜
し
い
と
見
る
。
新
た
に
奪
権

し
た
皇
帝
も
「
権
力
の
今
」
し
か
頭
に
な

か
婿
養
子
以
外
に
は
な
い
が
、
そ
れ
を
崩

せ
ば
歌
舞
伎
は
い
い
も
の
の
全
て
を
失
っ

て
し
ま
お
う
。
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
」

北
京
の
小
学
校
で
の
京
劇
役
者
発
掘
の

為
の
体
操
な
ど
、
祖
母
が
生
き
て
見
た
な

ら
ば
、
眼
を
丸
く
し
て
驚
い
た
筈
で
あ
る
。

日
本
と
支
那
と
の
文
化
の
違
い
は
徹
底
的

で
あ
り
、
日
本
の
歌
舞
伎
以
外
の
世
襲
制

は
、
華
道
、
茶
道
、
能
、
狂
言
な
ど
家
元

制
度
で
締
め
括
っ
て
お
り
、
伝
統
的
芸
道

の
世
界
で
寧む

し

ろ
世
襲
制
で
な
い
業
界
の
方

が
少
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
世
襲
制

に
つ
い
て
一
言
。
今
、
京
都
な
ど
の
陶
芸

で
使
っ
て
い
る
粘
土
は
明
治
末
か
大
正
初

め
に
京
都
北
部
の
山
か
ら
掘
っ
て
来
た
も

の
で
、
約
百
年
乾
燥
さ
せ
ね
ば
使
え
ぬ
ら

し
い
。
今
で
も
八
十
の
老
人
が
自
動
車
に

乗
っ
て
、
孫
や
曾
孫
の
為
に
粘
土
掘
り
に

行
っ
て
い
る
。
ま
た
岐
阜
や
吉
野
な
ど
の

林
業
も
、
百
年
、
二
百
年
後
を
見
越
し
て

老
人
が
裏
山
で
植
林
を
し
て
い
る
。
本
稿

の
言
う
世
襲
制
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
私
有
権
の
持
続
が
あ
り
、
家
族
の
持

続
が
あ
り
、
土
地
の
私
有
が
あ
る
）。

世
襲
制
の
破
壊
は
進
歩
な
の
か

こ
の
世
襲
制
云
々
の
問
題
は
常
に
支
那

を
理
解
、
或
い
は
誤
解
す
る
鍵
と
な
っ
て

来
た
。
意
外
に
も
北
京
の
京
劇
俳
優
の

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
比
較
文
化
史
か
ら
見

て
難
し
い
問
題
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

抑そ
も

々そ
も

一
体
、
古
来
の
支
那
社
会
は
何
故

に
制
度
の
世
襲
制
を
嫌
が
る
の
か
？　

例

え
ば
芸
道
で
は
な
い
が
、
科
挙
制
度
な
ど

官
僚
の
世
襲
化
（
身
分
）
の
否
定
の
為
に

出
来
た
も
の
で
あ
る
。
西
欧
の
貴
族
や
日

本
の
公
卿
（
武
家
）
に
当
た
る
世
襲
階
級

が
皆
無
で
あ
る
。
そ
う
い
う
身
分
を
乗
り

越
え
る
も
の
と
し
て
科
挙
は
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
言
う
様
に
、
支
那
王
朝
の

皇
帝
はGeneral-Landbesitzer

（
全
体

の
土
地
地
主
）
で
あ
っ
て
、
支
那
の
あ
の

大
版
図
は
全
て
支
那
皇
帝
一
人
の
所
有
に

帰
着
し
、
一
般
の
平
民
は
皇
帝
か
ら
土
地

を
（
法
理
的
に
は
）
借
り
て
い
る
だ
け
な

の
だ
。
王
朝
が
替
わ
れ
ば
、
所
有
者
は
名

義
の
書
き
換
え
を
さ
せ
ら
れ
る
。
家
族
の
、

個
人
の
所
有
の
連
続
性
は
認
識
さ
れ
な
い
。

世
界
は
独
り
、
皇

C
aesar帝

の
物
な
の
だ
。

こ
の
皇
帝
個
人
の
唯
我
独
尊
の
前
に
は
、

個
人
の
所
有
（
私
有
財
産
）
な
ど
無
で
あ

り
、
意
味
が
な
い
。
新
た
な
皇
帝
は
、
前

皇
帝
の
全
て
を
奪
い
、
乗
り
越
え
て
行
く
。

秦
漢
帝
国
の
中
央
権
力
は
、
秦
以
前
の
諸

身
分
（
神
々
を
も
）
を
全
て
破
壊
し
た
が
、

そ
れ
は
恐
ろ
し
い
誤
り
だ
っ
た
。
社
会

諸
々
の
職
業
に
よ
る
有
機
的
繋
が
り
が
失

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

残
っ
た
の
は
官
僚
独
尊
社
会
で
あ
り
、

更
に
儒
教
の
影
響
で
勤
労
や
専
門
職
へ
の

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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那
人
で
あ
る
。
科
挙
も
あ
っ
た
し
、
学
問

す
れ
ば
誰
で
も
総
理
大
臣
に
な
れ
る
の
は

民
主
主
義
で
は
な
い
か
？　

と
言
う
。

明
治
に
な
っ
て
来
日
し
た
支
那
人
は
、

日
本
の
文
明
開
化
を
見
て
驚
き
つ
つ
も
、

反
面
嫉
妬
し
て
、「
日
本
人
が
封
建
制
を

廃
棄
し
て
学
歴
社
会
を
作
っ
た
の
は
明
治

の
中
頃
で
、江
戸
期
ま
で
は
固
定
身
分（
士

農
工
商
）
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
で
は

な
い
か
。
始
皇
帝
の
時
に
封
建
制
を
捨
て

た
我
々
の
方
が
進
歩
し
て
い
た
」
と
詰な

じ

る
。

こ
の
支
那
・
朝
鮮
の
攻
撃
に
反
論
し
な

か
っ
た
の
が
、
京
都
支
那
学
の
内
藤
湖
南

で
あ
り
、
戦
後
の
日
本
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

内
藤
湖
南
な
ど
は
「
日
本
史
は
支
那
に
比

べ
て
二
千
年
遅
れ
て
い
る
」
と
バ
カ
な
事

を
言
う
。
こ
れ
は
恐
る
可
き
欺ぎ

瞞ま
ん

で
あ
る
。

早
々
と
開
化
し
た
文
明
は
そ
こ
で
止

ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
田
口
卯
吉
な

ど
は
、
彼
の
『
日
本

4

4

開
化
小
史
』
程
は
読

ま
れ
な
か
っ
た
が
、『
支
那

4

4

開
化
小
史
』

も
書
い
て
お
り
、
そ
れ
は
実
は
『
支
那
不4

開
化
小
史
』
で
あ
る
。
結
局
、
夏
殷
周
三

代
の
封
建
制
も
不
完
全
で
あ
り
、
そ
れ
を

脱
し
た
秦
漢
以
後
、
支
那
は
停
滞
し
続
け

た
と
言
う
。
つ
ま
り
封
建
性
を
古
代
で
卒

業
し
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
経
験
し

て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
私
有
財
産
の
制
度
を
体
得
し
て
い
な

い
訳
だ
。

天
賦
人
権
思
想
の
弊
害

決
論
を
急
ご
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
陰
謀
だ
と
断
じ
た

十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
物
理
学
者
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ビ
ソ
ン
は
、
革
命
期
の
天
賦

人
権
思
想
（
中
江
兆
民
が
舞
い
上
が
っ
た

あ
れ
だ
）
を
非
ロ
ー
マ
法
的
概
念
だ
と

言
う
。
彼
に
言
わ
せ
る
と
、
天
賦
人
権

思
想
は
「
時
効
思
想
に
依
ら
な
い
」（un-

prescriptional

）
所
有
概
念
だ
と
い
う
。

こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
荒
れ
狂
っ
て
大

勢
の
貴
族
や
僧
侶
た
ち
を
殺
し
た
。

「
時
効
思
想
に
依
ら
な
い
私
有
」
と
は
、

強
盗
や
窃
盗
に
依
る
私
有
財
産
の
獲
得
で

あ
り
、
そ
れ
の
時
間
の
経
過
に
よ
る
合
法

化
の
否
定
で
あ
る
。
大
革
命
を
経
て
十
九

世
紀
に
な
る
と
、プ
ル
ー
ド
ン
が
出
て「
あ

ら
ゆ
る
所
有
は
窃
盗
だ
」
と
看
破
し
た

（『
私
有
財
産
と
は
何
か
？
』）。
同
時
期
の

舗
企
業
は
殆ほ

と
んど
育
た
な
い
。
老
舗
が
な
い

原
因
は
万
世
一
系
が
無
い
か
薄
か
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
封
建
制
度
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
支
那
で
は
太
平
天

国
や
義
和
団
、
文
革
な
ど
の
乱
が
お
こ
る

と
、
各
地
の
寺
院
の
襲
撃
と
共
に
老
舗
企

業
や
名
族
が
襲
わ
れ
略
奪
さ
れ
る
。
禹
域

で
老
舗
企
業
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
な
の
も
こ
れ
か

ら
来
る
）。

中
国
人
の
謳
う

「
民
主
主
義
」と
は

最
近
の
ネ
ッ
ト
な
ど
を
見
る
と
、
支
那

人
や
韓
国
人
は
「
自
分
た
ち
は
民
主
主
義

だ
が
、
日
本
や
イ
ギ
リ
ス
は
未
だ
に
皇
室

や
王
室
を
戴
い
て
お
り
、
民
主
主
義
で
は

な
い
」
と
嘲
笑
う
者
が
多
い
。
彼
等
の
民

主
主
義
と
は
、
門
閥
が
な
く
、
身
分
が
な

い
事
ら
し
い
。
ま
さ
に
孫
文
が
言
っ
た
様

に
、
無
数
の
小
粒
の
流
砂
の
集
ま
り
が
支

く
、
孫
や
曾
孫
の
事
を
考
え
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

な
ぜ
日
本
に
老
舗
企
業
が
育
ち

中
国
に
は
育
た
な
い
の
か
？

さ
て
問
題
を
要
約
す
れ
ば
、
皇
帝
制
度

（
王
朝
交
代
）
に
於
い
て
も
、
芸
能
の
伝

承
に
於
い
て
も
、
支
那
文
明
は
世
襲
制
を

あ
ら
ゆ
る
場
所
で
嫌
う
。
で
あ
る
か
ら
し

て
、
例
え
ば
企
業
の
中
で
百
年
、
二
百
年

以
上
持
続
す
る
も
の
が
支
那
や
韓
国
で
は

極
め
て
乏
し
い
。
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
の

調
査
で
は
、
百
年
以
上
続
く
老
舗
企
業
は

日
本
に
は
三
万
数
千
社
、
こ
れ
に
対
し
て

支
那
で
は
四
社
、
韓
国
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

韓
国
銀
行
の
調
査
で
は
、
創
業

二
百
年
を
超
え
る
企
業
は
世
界
で
は

五
千
五
百
八
十
六
社
存
在
し
、
そ
の
う
ち

日
本
企
業
は
三
千
百
四
十
六
社
を
占
め
る
。

次
は
ド
イ
ツ
八
百
三
十
七
社
、
オ
ラ
ン
ダ

二
百
二
十
二
社
、
フ
ラ
ン
ス
百
九
十
六
社
。

支
那
、
韓
国
に
至
っ
て
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、

創
業
百
年
以
上
と
限
定
す
る
と
数
社
挙
げ

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

日
本
は
全
体
の
五
十
六
％
で
あ
り
、
ド

イ
ツ
を
加
え
る
と
日
独
で
七
割
を
超
え
る
。

日
独
の
老
舗
企
業
の
力
は
恐
ろ
し
い
の
で

あ
る
。
リ
カ
ー
ド
の
資
本
の
循
環
の
理
論

で
三
十
年
が
限
度
で
あ
る
如
く
、
株
主
主

体
の
資
本
主
義
で
は
老
舗
企
業
は
成
立
せ

ず
、
持
続
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
日
本
の
老
舗
企
業
の
強
さ

は
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
何
が
支
え
て

い
る
か
と
言
え
ば
、
日
本
の
万
世
一
系
の

皇
室
の
安
定
性
で
あ
る
（
出
雲
大
社
の
皇

室
以
上
の
神
話
的
な
連
続
性
も
こ
の
私
企

業
の
連
続
性
を
支
え
て
来
た
）。

こ
の
「
万
世
一
系
」（
持
続
的
王
室
・

皇
室
）
が
無
き
、
或
る
い
は
薄
き
文
明
、

つ
ま
り
ロ
シ
ア
や
支
那
、
韓
国
に
は
、
老

世界における
創業200年以上の企業

日本
56%

3146 社
ドイツ
15%

837社

フランス
3%

196社

オランダ
4%

222社

その他
21%

1185社

出典：韓国中央銀行報告書
「日本企業の長寿要因および示唆点」（2008 年）

全世界
5586社

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す



37 36Renaissance Vol.7

業
、
老
舗
企
業
の
中
で
の
圧
倒
的
存
在
感

を
示
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
支
那
人

や
韓
国
人
に
は
理
解
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

以も

っ
て
瞑め
い

す
可
し
。

決
定
的
な
事
は
、
ロ
ー
マ
法
は
身
分
を

破
壊
し
な
い
の
で
あ
る
。
神
武
建
国
以
来

の
日
本
に
は
、
ロ
ー
マ
法
を
学
ば
ず
し
て

こ
の
原
理
が
分
か
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

我
々
は
儒
教
に

学
ぶ
べ
き
で
は
な
い

一
体
教
育
は
正
し
い
人
間
を
作
る
の
で

あ
ろ
う
か
？　

嘗か
つ

て
和
辻
哲
郎
は
「
人
類

の
教
師
」
と
し
て
孔
子
を
称
え
た
が
、
こ

れ
は
本
当
か
？　
「
教
え
あ
り
て
、
類
な

し
」（『
論
語
』
衛
霊
公
十
五
）
と
孔
子
は

言
う
。
類
と
は
身
分
や
階
級
で
あ
る
。
教

育
で
こ
の
身
分
や
階
級
の
壁
を
突
破
出
来

る
と
孔
子
は
教
え
た
。
丁
度
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
が
教
育
を
推
奨
し
た
如
く
に
。

こ
れ
は
階
級
を
超
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
な
の
か
？　

果
た
し
て
そ
う
か
？　

儒

教
を
社
会
体
制
の
中
核
に
置
け
ば
、
五
年

毎ご
と

の
易
姓
革
命
（
韓
国
）
が
発
生
し
な
い

か
？　

儒
教
体
制
は
野
蛮
を
現
出
す
る
の

で
は
な
い
か
？　

世
界
に
広
が
る
孔
子
学

院
の
悪
質
さ
を
見
て
も
、
孔
子
を
聖
人
と

見
る
の
は
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

京
劇
の
才
能
を
発
掘
し
、
京
劇
学
校
で

鍛
え
る
。
結
構
毛
だ
ら
け
の
発
想
だ
が
、

何
か
欠
け
て
い
る
。
廉
恥
と
か
名
誉
と
か

感
謝
と
か
、
そ
の
他
の
常
識
的
な
道
徳
で

あ
る
。
筆
者
は
三
十
年
支
那
学
を
研
鑽
し

た
が
、
儒
学
に
は
こ
の
徳
育
が
歴
史
的
に

欠
如
し
て
い
る
し
、
現
代
も
欠
け
て
い
る

と
知
っ
た
。
技
術
や
科
学
へ
の
尊
敬
も
な

く
、
孔
子
は
、
歴
代
の
皇
帝
た
ち
と
同
様
、

見
事
に
労
働
者
を
軽
蔑
し
て
い
る
。「
吾

老
農
ニ
如
カ
ズ
、吾
老ろ

う

圃ほ

ニ
如
カ
ズ
」（「
論

語
」
子
路
十
三
）
な
ど
は
、
正
に
「
読
書

人
」（
支
那
）
や
「
両ヤ

ン

班バ
ン

」（
朝
鮮
）
の
野

蛮
の
本
源
だ
。

日
本
人
は
こ
の
儒
教
に
未
だ
学
ぼ
う
と

し
て
い
る
が
、
お
か
し
い
で
は
な
い
か
？　

儒
教
を
李
氏
朝
鮮
時
代
に
社
会
シ
ス
テ
ム

と
し
て
受
け
入
れ
た
隣
国
朝
鮮
の
不
幸
は

非
常
に
悲
し
い
。
文
明
は
停
滞
し
、
民
衆

は
啓
発
さ
れ
な
か
っ
た
。

我
々
が
歌
舞
伎
学
校
や
そ
の
他
の
身

分
・
階
層
突
破
の
制
度
を
作
ら
な
か
っ
た

の
は
、
或
い
は
見
事
な
叡え

い

智ち

だ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
平
安
期
の
綜し

ゅ

芸げ
い

種し
ゅ

智ち

院い
ん

も

勧
学
院
も
、
江
戸
期
の
藩
校
も
昌

し
ょ
う

平へ
い

黌こ
う

も
、

身
分
突
破
の
手
段
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

平
民
（
庶
民
）
は
入
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
平
民
に
は
別
個
に
「
寺
子
屋
」
な

ど
で
読
み
書
き
を
教
え
て
い
た
。

我
々
は
支
那
文
明
を
客
観
視
し
得
た
時
、

本
来
の
己
に
還
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

故
に
そ
れ
は
我
々
新
王
に
味
方
す
る
暴
徒

が
踏
み
越
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

組
織
の
法
人
格
性
な
ど
問
答
無
用
で
否

定
さ
れ
て
い
る
。
株
式
会
社
の
法
人
性
も

な
い
。
中
世
社
寺
の
不
輸
不
入
権
も
な
い
。

こ
こ
に
は
私
企
業
の
独
立
性
は
皆
無
で
あ

り
、
従
っ
て
老
舗
企
業
も
楽
々
と
暴
徒
に

潰
さ
れ
る
。
全
て
「
没メ

ー
フ
ァ
ー
ズ

法
子
」（
仕
方
が

な
い
）
で
あ
り
、
千
年
も
持
続
す
る
こ
と

な
ど
到
底
出
来
な
い
。

法
隆
寺
や
東
大
寺
や
四
天
王
寺
が
何
故

続
く
の
か
も
、
或
い
は
出
雲
大
社
や
伊
勢

神
宮
が
何
故
続
く
の
か
も
、
全
て
日
本
流

の
時
効
思
想
が
あ
る
か
ら
で
、
朝
廷
も
幕

府
も
、
仏
教
や
神
道
の
伝
統
的
組
織
に

対
し
て
は
一
切
手
出
し
は
出
来
な
か
っ

た
（
創
業
の
神
武
天
皇
も
、
覇
権
を
握
っ

た
家
康
も
、
既
存
の
社
会
に
手
を
触
れ
る

こ
と
は
一
切
出
来
な
か
っ
た
）。
こ
れ
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
に
於
け
る
私
企

ロ
ー
マ
法
学
の
大
家
Ｆ
・
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
は

プ
ル
ー
ド
ン
の
発
言
に
対
し
て
恐
ら
く
こ

う
答
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
確
か
に
最
初
の
獲
得
は
窃
盗
で
あ
り
、

強
盗
の
結
果
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ

が
そ
の
既
成
事
実
を
実
効
支
配
し
続
け
れ

ば
、
ロ
ー
マ
法
は
時
効
を
認
定
し
て
、
所

有
の
権
利
を
与
え
た
。
盗
品
を
保
持
し
、

そ
れ
を
保
護
し
、
そ
れ
を
育
て
る
者
に
は

権
利
が
生
じ
て
来
る
。
或
る
長
さ
の
時
に

於
い
て
既
に
法
が
承
認
し
た
状
態
に
あ
り

続
け
れ
ば
、そ
れ
に
は
権
利
が
発
生
す
る
」

天
賦
人
権
は
強
盗
・
窃
盗
を
是
認
す

る
「
今
」
の
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
時

間
が
関
与
せ
ず
、
時
間
を
否
定
す
る
思
想

で
あ
り
、
社
会
の
複
雑
な
事
件
の
絡
み
に

よ
っ
て
発
生
し
た
所
有
関
係
を
一
刀
両
断

す
る
思
想
で
あ
る
。
土
地
所
有
、
私
有
財

産
、
教
会
領
、
貴
族
の
荘
園
、
更
に
身
分

階
層
の
す
べ
て
を
否
定
し
去
る
思
想
だ
。

書
物
を
友
人
に
貸
し
て
、
返
却
を
或
る

一
定
期
間
請
求
し
な
け
れ
ば
、
法
理
的
に

は
時
効
が
成
立
し
て
借
り
た
友
人
の
所
有

物
に
な
る
。
多
く
の
国
で
は
殺
人
で
す
ら

或
る
法
定
の
期
間
を
逃
げ
切
り
捕
ま
ら
ね

ば
告
訴
さ
れ
な
い
。
こ
れ
も
時
効
の
余
徳

で
あ
る
。
じ
っ
と
待
つ
こ
と
で
発
生
し
た

過
去
性
を
革
命
は
あ
っ
さ
り
と
否
定
し
た
。

天
賦
人
権
と
は
、
時
効
の
発
想
を
否
定

す
る
。
こ
こ
に
は
時
間
が
な
く
、
企
業
や

団
体
の
、
天
と
無
関
係
の
自
立
・
独
立
し

た
主
権
（
不
死
の
法
人
性
・
法
人
格
）
は

な
い
。
あ
ら
ゆ
る
既
得
権
が
天
賦
人
権
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。

支
那
や
韓
国
の
易
姓
革
命
の
賛
美
は
、

革
命
が
全
て
を
平
等
化
し
、
既
存
の
階
級

や
身
分
や
伝
統
等
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ

る
。
既
存
の
階
級
や
身
分
は
天
賦
の
も
の

だ
が
、
天
は
旧
来
の
王
者
に
賦
与
を
や
め
、

新
た
な
王
者
に
権
力
を
賦
与
し
直
し
た
。

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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日
本
の
国
民
的
願
望
が
、
清
朝
崩
壊
後
に

中
国
で
勃
興
し
始
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
正
面
衝
突
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
次
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
日
本
政

府
は
列
強
諸
国
の
不
干
渉
を
予
測
し
て
、

満
洲
権
益
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
中

華
民
国
北
京
政
府
（
清
国
は
一
九
一
一
年

の
辛
亥
革
命
で
消
滅
）
に
「
対
華
二
十
一

箇
条
」を
要
求
し
た
の
だ
。満
洲
権
益（
旅

順
・
大
連
、
及
び
満
鉄
）
の
租
借
期
間
延

長
（
九
十
九
年
間
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
北
京
政
府
は
二
十
一
箇
条
を
受
諾
し

た
が
、受
諾
日
の
五
月
九
日
を
「
国
恥
日
」

に
定
め
た
。

第
一
次
大
戦
終
了
後
、
一
九
二
一
年
に

列
強
諸
国
の
太
平
洋
地
域
で
の
勢
力
圏
を

設
定
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
が
開
か
れ
、

中
国
も
参
加
し
た
。
日
本
の
二
十
一
箇
条

要
求
の
多
く
は
撤
回
さ
れ
た
が
、
満
洲
権

益
の
租
借
期
間
延
長
（
九
十
九
年
間
）
は

中
国
の
反
対
を
排
し
て
維
持
さ
れ
た
。

外
交
問
題
か
ら

国
内
政
局
の
中
心
問
題
へ

日
本
政
府
は
中
華
民
国
北
京
政
府
を
相

手
に
、
満
洲
で
の
租
借
権
益
を
強
固
に
す

る
努
力
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
間

に
中
国
に
は
新
し
い
政
治
勢
力
が
台
頭
し
、

や
が
て
中
国
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

日
中
戦
争
の
当
事
者
と
な
る
中
華
民
国
国

民
政
府
の
登
場
で
あ
る
。

国
民
政
府
樹
立
は
、
北
京
政
府
か
ら
放

逐
さ
れ
た
孫
文
の
念
願
で
あ
っ
た
。
孫
文

は
一
九
二
五
年
三
月
に
死
去
し
た
が
、
汪

兆
銘
や
蔣
介
石
ら
国
民
党
員
が
遺
志
を
継

ぎ
、
同
年
七
月
に
広
東
省
広
州
に
国
民
政

府
を
樹
立
し
た
。

孫
文
は
こ
れ
よ
り
先
、
北
京
政
府
や
軍

閥
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
、
ロ
シ
ア
社
会

主
義
革
命
に
続
く
世
界
革
命
を
画
策
す
る

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
そ
れ
を
操
る
ソ
連
政
府

と
接
触
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
二
四
年

に
は
ソ
連
共
産
党
を
モ
デ
ル
に
国
民
党
を

改
組
し
、
中
国
共
産
党
員
を
加
入
さ
せ
た
。

い
わ
ゆ
る
第
一
次
国
共
合
作
で
あ
る
。

ソ
連
共
産
党
員
の
ミ
ハ
エ
ル
・
ボ
ロ
ジ

ン
が
国
民
党
政
治
顧
問
に
就
任
、
ソ
連
赤

軍
か
ら
も
軍
事
顧
問
団
が
派
遣
さ
れ
、
赤

引
き
金
に
な
っ
た
満
洲
問
題

一
九
〇
五
年
、
日
露
戦
争
の
講
和
条
約

（
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
）
で
、
日
本
が
ロ
シ

ア
か
ら
賠
償
金
の
代
わ
り
に
得
た
満
洲
権

益
が
、
日
中
戦
争
の
出
発
点
で
あ
る
。

日
本
の
満
洲
権
益
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。

日
清
戦
争
で
清
国
か
ら
割
譲
さ
れ
た
台
湾

と
は
違
い
、
満
洲
は
中
国
領
で
あ
り
、
さ

ら
に
期
限
付
き
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
と
清

国
の
協
定
で
は
、
旅
順
と
大
連
の
租
借
権

は
二
十
五
年
間
、
鉄
道
も
三
十
六
年
後
に

は
中
国
側
が
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
露
戦
争
で
多
額
の
軍
費
を
費
や
し
た

日
本
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
租
借
地
か
ら
安

定
し
た
利
益
を
得
る
こ
と
は
国
家
的
課
題

で
あ
っ
た
。
政
府
だ
け
で
な
く
国
民
の
間

に
も
「
満
洲
権
益
は
我
が
国
の
生
命
線
で

あ
る
」
と
い
う
考
え
が
定
着
し
て
い
く
。

そ
し
て
満
洲
権
益
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

1930 年ごろの賑わう満鉄奉天駅。東京駅を参考に作ら
れたこの駅舎は、現在でも中国国鉄瀋陽駅として健在
写真提供：朝日新聞

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す

北村 稔
これまで日中戦争は日本の侵略戦争であると言われてきた。しかし、本当に戦争
を望んだのは誰だったのか？　当時の複雑な対立構造を読み解くと、「この戦争
で一番得をしたのは誰か」が見えてくる。

きたむら・みのる／立命館大学名誉教授
1948年京都府生まれ。京都大学文学部史学科卒業。同大大学院博士課程中
途退学。三重大学助教授を経て、立命館大学文学部教授。現在は立命館大学
名誉教授、国家基本問題研究所理事を務める。法学博士。専門は中国近現代
史。主な著書に『第一次国共合作の研究』（岩波書店）、『「南京事件」の探求』（文
春新書）、『中国の正体』『中国は社会主義で幸せになったのか』『日中戦争の「不
都合な真実」――戦争を望んだ中国　望まなかった日本』（以上、PHP 研究
所）がある。

日中戦争史の真実
――中国共産党とソ連の暗躍

写真提供：Mary Evans／共同
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両
者
の
対
立
は
解
決
不
可
能
と
な
り
、
一

転
し
て
内
戦
を
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
満
洲
問
題
は
外
交
問

題
に
留
ま
ら
ず
、
国
内
の
政
局
を
左
右
す

る
内
政
問
題
の
焦
点
と
な
っ
た
。

満
洲
事
変
と
満
洲
国
の
成
立

蔣
介
石
が
北
伐
で
勝
利
を
目
前
に
し
て

い
た
一
九
二
八
年
当
時
、
北
京
に
は
満
洲

を
支
配
す
る
張
作
霖
が
中
華
民
国
軍
政
府

を
組
織
し
て
い
た
。
張
作
霖
は
袁
世
凱
の

死
後
に
北
京
政
府
で
権
勢
を
振
る
っ
た
軍

閥
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
の
権
益
は
張
作

霖
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
た
。

蒋
介
石
の
率
い
る
国
民
革
命
軍
が
張
作

霖
を
追
っ
て
満
洲
に
入
れ
ば
、
日
本
の
権

益
に
問
題
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
二
八
年

六
月
四
日
に
、
関
東
軍
将
校
ら
が
満
洲
に

退
却
す
る
張
作
霖
の
列
車
を
爆
破
す
る
と

い
う
張
作
霖
爆
殺
事
件
が
発
生
し
た
。

軍
に
倣な

ら

っ
た
国
民
党
直
属
の
革
命
軍
（
党

軍
）
の
建
設
が
蔣
介
石
を
中
心
に
推
進
さ

れ
た
。
毛
沢
東
、
周
恩
来
、
劉
少
奇
、
鄧

小
平
ら
の
若
き
共
産
党
員
も
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
の
指
揮
下
に
国
民
党
に
加
入
し
（
二
重

党
籍
）、
農
民
運
動
、
革
命
軍
建
設
、
労

働
運
動
な
ど
の
新
政
策
を
推
進
し
た
。

国
民
政
府
は
急
速
に
勢
力
を
増
大
さ
せ

た
。
一
九
二
六
年
に
は
蔣
介
石
を
総
司
令

官
に
北
京
政
府
打
倒
の
北
伐
が
開
始
さ
れ
、

二
八
年
に
は
北
京
を
占
領
し
て
首
都
を
南

京
に
移
転
し
た
（
北
京
は
北
平
と
改
名
）。

し
か
し
、
国
民
党
の
基
盤
強
固
の
た
め

に
取
り
込
ん
だ
は
ず
の
共
産
党
と
も
対
立

が
生
ま
れ
て
い
た
。
最
大
の
対
立
点
は
、

社
会
問
題
（
地
主
と
小
作
人
、
資
本
家
と

労
働
者
）
の
解
決
方
法
で
あ
る
。
国
民
党

は
社
会
政
策
（
民
生
主
義
）
を
通
じ
た
平

和
裡
な
解
決
を
主
張
し
た
が
、
共
産
党
は

階
級
闘
争
に
よ
る
暴
力
革
命
を
主
張
し
た
。

1919 年、北京政府に対抗して孫文が
結成した国民党の政府を国民政府とい
う。孫文死後は分裂対立を繰り返し、
首都も南京、広東、武漢、重慶を転々
とした。軍閥打倒・中国統一を掲げる
一方、満洲権益を巡って日本と衝突、
共産党とも内戦状態に。49 年に台湾
に移動。

国民政府の弾圧を受けつつ
も、辺境農村部でゲリラ戦を
行い支配地域を確保。1931
年、国民党の隙を突き、江西
省瑞金に毛沢東を主席とする
中華ソビエト共和国臨時政府
を樹立。34 年に陥落し、以
後は陝西省延安を本拠地とし
た。日中関係では強硬に「抗
日」を掲げた。

1912 年、孫文が南京で中華
民国建国を宣言すると、清朝
高官だった袁世凱はこれを権
力奪取の好機と捉え、初代大
総統就任と引き換えに革命軍
に協力、皇帝・溥儀を退位さ
せ清朝を廃した。だが独裁政
権に反対する第二、第三の革
命が勃発、28 年、蒋介石の
北伐で終焉した。

国民政府（国民党）

共産党

中華民国北京政府

孫文

毛沢東

袁世凱

蒋介石 汪兆銘

複雑だった中国国内の対立構造

写
真
提
供
：
中
華
民
國
總
統
府

写真提供：共同通信

1916 年に袁世凱が死去すると、部下
だった軍人たちが各自に派閥を作り、
権力争奪戦を開始。中国は大混乱の内
戦状態に陥った。列強は影響力拡大の
ために各地の軍閥を利用。日本は満洲
の統治者・張作霖と関係を深めたが、
蒋介石の北伐時、満洲に火の粉が飛ぶ
のを恐れて張作霖を爆殺した。

1932年、「和、韓、満、蒙、漢」の五
族協和の理念を掲げ、清朝最後の
皇帝・愛新覚羅溥儀を首領として
日本主導で建国された。

北京
延安

軍閥

満洲国

愛新覚羅溥儀

張作霖

日本

奉天

南京

武漢
重慶

広東
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た
の
だ
（
主
席
は
毛
沢
東
）。

蒋
介
石
は
、
日
本
軍
の
侵
略
を
皮
膚
の

爛た
だ

れ
に
た
と
え
る
一
方
で
、
共
産
党
の
勢

力
拡
大
は
内
臓
の
病
だ
と
し
て
、
は
る
か

に
重
大
な
脅
威
だ
と
み
な
し
た
。
そ
こ
で

三
三
年
五
月
に
日
本
軍
と
塘タ

ン

沽ク
ー

協
定
を
結

ん
で
日
中
の
対
立
を
鎮
静
化
さ
せ
て
お
き
、

八
十
万
人
の
兵
力
を
動
員
し
て
中
華
ソ
ビ

エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
へ
の
包
囲
攻
撃
を

開
始
し
た
。
ま
ず
は
国
内
の
敵
を
一
掃
し
、

後
に
外
国
の
侵
略
を
防
ぐ
と
い
う
「
安
内

攘
外
」
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

瑞
金
は
翌
年
十
月
に
陥
落
。
包
囲
網
を

脱
出
し
た
共
産
党
軍
（
紅
軍
）
は
北
上
し
、

甚
大
な
損
傷
を
蒙こ

う
むり
な
が
ら
も
三
五
年
十

月
に
陝
西
省
の
延
安
に
到
着
す
る
。
以
後
、

延
安
は
共
産
党
政
権
の
代
名
詞
と
な
る
。

張
学
良
は
満
洲
か
ら
駆
逐
さ
れ
た
後
、

共
産
党
攻
撃
の
副
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
。

そ
し
て
三
六
年
の
春
以
来
、
配
下
の
軍
隊

（
東
北
軍
）
を
率
い
、
陝
西
省
の
土
着
軍

閥
で
あ
る
楊
虎
城
（
西
北
軍
）
と
協
同
し

て
延
安
攻
撃
に
従
事
し
た
。
し
か
し
沸
騰

す
る
抗
日
世
論
を
背
景
に
、
共
産
党
軍
と

は
停
戦
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
三
六
年
五
月
、
上
海
で
抗
日
を
目

標
と
す
る
全
国
各
界
救
国
連
合
会
が
結
成

さ
れ
、
国
共
内
戦
停
止
、
軍
人
各
派
の
衝

突
停
止
、
統
一
的
抗
日
政
権
の
樹
立
、
言

論
・
結
社
・
集
会
の
自
由
、
政
治
犯
釈
放

が
掲
げ
ら
れ
た
。「
安
内
攘
外
」
を
謳
う

蒋
介
石
は
、幹
部
七
名
を
「
危
害
民
国
罪
」

で
逮
捕
し
起
訴
し
た
。
そ
し
て
共
産
党
を

包
囲
し
な
が
ら
も
休
戦
状
態
に
あ
っ
た
軍

を
督
戦
す
る
た
め
、
十
二
月
に
西
安
を
訪

れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
思
い
が
け
な
い
事

件
が
起
き
る
。
張
学
良
が
楊
虎
城
と
共
謀

し
て
蔣
介
石
を
監
禁
し
、
国
共
内
戦
停
止

と
一
致
抗
日
を
迫
っ
た
の
だ
。
西
安
事
件

の
勃
発
で
あ
る
。

共
産
党
の
再
起
と

日
中
戦
争
の
実
態

一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
政
権
が
誕
生
す

る
と
、
ソ
連
は
ド
イ
ツ
と
日
本
に
よ
る
挟

撃
を
恐
れ
、
三
五
年
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第

七
回
大
会
で
〈
各
国
共
産
党
は
階
級
闘
争

路
線
を
停
止
し
、
国
民
諸
階
層
に
よ
る
反

フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
を
構
築
す
る
〉
を

決
議
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ソ
連
を
敵
視
す

る
ド
イ
ツ
や
日
本
の
攻
撃
力
を
抑
止
せ
よ

と
い
う
指
令
で
あ
り
、中
国
共
産
党
は「
抗

日
救
国
の
た
め
に
全
国
同
胞
に
告
ぐ
書
」

を
発
表
し
、
統
一
さ
れ
た
国
防
政
府
の
樹

立
を
訴
え
た
。

西
安
事
件
が
勃
発
す
る
と
共
産
党
は
張

学
良
と
連
絡
し
、
蔣
介
石
の
旧
部
下
で
党

軍
の
政
治
部
主
任
を
務
め
た
周
恩
来
を
西

安
に
派
遣
し
た
。
国
民
党
か
ら
は
蔣
介
石

張
作
霖
の
爆
殺
後
、
長
子
の
張
学
良
は

従
来
の
中
華
民
国
旗
で
あ
る
五
色
旗
（
五

色
の
横
縞
の
国
旗
）
を
捨
て
去
り
、
国
民

政
府
の
国
旗
で
あ
る
青
天
白
日
満
地
紅
旗

（
台
湾
で
使
用
さ
れ
る
中
華
民
国
旗
）
を

掲
揚
し
た
。
満
洲
が
中
国
国
民
政
府
の
支

配
下
に
入
っ
た
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
南
京
で
は
英
米
と

の
協
調
の
も
と
に
大
規
模
な
経
済
建
設
計

画
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
二
八
年
十
一
月

に
は
中
央
銀
行
の
設
立
（
総
裁
は
宋
子
文
。

妹
の
宋
美
齢
は
蔣
介
石
の
妻
）、
十
二
月

に
は
自
主
関
税
率
が
公
布
さ
れ
、
三
一
年

に
は
国
内
の
物
資
移
動
に
課
せ
ら
れ
る
釐り

金き
ん

（
千
分
之
一
税
）
も
撤
廃
さ
れ
た
。
さ

ら
に
満
鉄
線
路
に
平
行
す
る
新
路
線
や
、

満
洲
の
物
資
を
輸
出
す
る
新
港
の
建
設

（
葫こ

蘆ろ

島
）
も
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
日
本
の
満
洲
経
営
に
は
大

幅
な
減
益
が
生
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
満
鉄

沿
線
で
経
済
活
動
に
従
事
す
る
日
本
人
に

は
中
国
人
に
よ
る
迫
害
が
激
化
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
、
満

洲
で
の
日
本
の
覇
権
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
の
が
、
満
鉄
線
路
爆
破
を
理
由
に
（
柳

条
湖
事
件
）
日
本
軍
が
張
学
良
軍
を
攻
撃

し
た
三
一
年
九
月
の
満
洲
事
変
と
、
続
く

三
二
年
三
月
の
満
洲
国
建
国
で
あ
る
。

満
洲
事
変
に
よ
り
国
民
革
命
軍
東
北
辺

防
軍
総
司
令
の
張
学
良
は
駆
逐
さ
れ
、
国

民
政
府
は
直た

だ

ち
に
国
際
連
盟
に
提
訴
し
た
。

そ
の
結
果
、
三
二
年
二
月
末
に
リ
ッ
ト
ン

調
査
団
が
満
洲
に
派
遣
さ
れ
、
三
ヶ
月
に

わ
た
る
調
査
が
行
わ
れ
た
。

リ
ッ
ト
ン
調
査
団
は
、
日
本
の
軍
事
行

動
を
自
衛
と
認
め
ず
、
満
洲
国
建
国
の
正

当
性
も
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
の

満
洲
権
益
は
承
認
し
、
満
洲
事
変
は
排
日

運
動
の
激
化
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
、

責
任
の
半
分
は
中
国
に
あ
る
と
し
た
。

こ
の
報
告
書
に
不
満
な
日
本
政
府
は
、

翌
年
八
月
に
国
際
連
盟
を
脱
退
す
る
が
、

日
本
国
民
は
満
洲
問
題
の
武
力
解
決
を
支

持
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
中
国
で
も

リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
報
告
に
反
発
す
る
国

民
が
国
際
連
盟
脱
退
を
主
張
し
、
日
本
と

の
即
時
開
戦
を
求
め
る
抗
日
論
が
沸
騰
し

て
い
た
。

し
か
し
、
蒋
介
石
は
戦
争
に
は
慎
重
で

あ
っ
た
。
日
本
と
開
戦
す
れ
ば
沿
岸
の
主

要
都
市
が
た
ち
ま
ち
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
、

国
民
政
府
の
経
済
建
設
が
挫
折
す
る
か
ら

で
あ
る
。

日
中
戦
争
へ
の
道

こ
う
し
て
満
洲
問
題
に
忙
殺
さ
れ
る

国
民
政
府
の
隙
を
つ
き
、
中
国
で
一
気

に
台
頭
し
て
き
た
の
が
共
産
党
で
あ
る
。

一
九
三
一
年
十
一
月
、
江
西
省
瑞
金
に
中

華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
を
組
織
し

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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本
当
の
首
謀
者
は
誰
か
？

結
局
の
と
こ
ろ
、当
時
の
日
本
に
は「
侵

略
」
の
意
図
は
な
か
っ
た
。
戦
局
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ず

る
ず
る
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
た
と
え
満
州
権
益
を

安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
が
侵
略
的
で

あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
二

次
大
戦
前
に
そ
れ
は
国
際
社
会
上
で
は
当

然
と
さ
れ
る
権
利
で
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
る

類
の
も
の
で
は
な
い
。

極
論
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
日
中
戦
争

を
望
ん
だ
の
は
、
国
民
政
府
と
蒋
介
石
の

打
倒
を
目
論
ん
だ
共
産
党
で
あ
り
、
ド
イ

ツ
と
の
挟
撃
を
怖
れ
、
日
本
を
中
国
大
陸

に
釘
付
け
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
ソ
連
で

あ
る
。
全
面
戦
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
盧

溝
橋
事
件
に
も
、
訓
練
中
の
日
本
軍
に
最

初
に
発
砲
し
た
の
は
中
国
共
産
党
員
だ
と

い
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
中
戦
争
が
勃

発
す
る
こ
と
で
得
を
す
る
の
は
ソ
連
と
共

産
党
だ
と
い
う
客
観
的
な
状
況
を
前
提
と

し
て
い
る
。

中
国
で
は
共
産
党
が
覇
権
を
握
っ
た
後
、

中
華
民
族
が
団
結
し
て
日
本
の
侵
略
に
打

ち
勝
ち
今
日
の
中
国
を
作
り
上
げ
た
と
い

う
『
歴
史
神
話
』
が
作
ら
れ
た
。
日
本
人

は
戦
後
の
歴
史
教
育
の
結
果
と
し
て
、
中

国
共
産
党
の
『
歴
史
神
話
』
を
受
け
入
れ
、

日
本
の
〝
侵
略
〟
を
謝
罪
し
続
け
て
き
た
。

し
か
し
歴
史
に
対
す
る
責
任
は
、
た
だ

ひ
た
す
ら
に
謝
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。な
ぜ
そ
れ
が
起
き
た
の
か
を「
き

ち
ん
と
申
し
開
き
す
る
＝
詳
し
く
説
明
す

る
」こ
と
が
必
要
な
の
だ
。「
責
任
を
と
る
」

と
訳
さ
れ
る
英
語
のresponsible

も
、

「
説
明
責
任
」
と
訳
さ
れ
るaccountable

も
、「
申
し
開
き
す
る
」
と
い
う
語
義
を

有
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
日
中
戦
争
に
関
す
る
基
本

的
歴
史
事
実
を
叙
述
し
つ
つ
、
筆
者
な
り

の
「
申
し
開
き
」
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
詳

し
い
論
考
は
二
〇
一
四
年
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫

か
ら
刊
行
し
た
『
日
中
戦
争
の
「
不
都
合

な
真
実
」
―
―
戦
争
を
望
ん
だ
中
国　

望

ま
な
か
っ
た
日
本
』（
林
思
雲
と
共
著
）

を
お
読
み
頂
く
と
幸
い
で
あ
る
。

夫
人
の
宋
美
齢
と
兄
の
宋
子
文
が
西
安
に

赴
き
、
三
者
間
の
協
議
を
経
て
内
戦
停
止

と
一
致
抗
日
が
合
意
さ
れ
た
。
蔣
介
石
は

十
二
月
末
に
南
京
に
復
帰
し
た
。

も
は
や
蒋
介
石
は
「
安
内
攘
外
」
で
引

き
延
ば
し
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
。
中
国
政
府
内
で
は
主
戦
派
が
絶
対
的

存
在
と
な
り
、
対
日
開
戦
は
避
け
ら
れ
な

い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

日
中
が
全
面
戦
争
に
突
入
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
盧
溝
橋
事
件
（
一
九
三
七
年

七
月
）
は
、
本
来
は
小
さ
な
軍
事
衝
突
で

あ
っ
た
。
満
州
事
変
や
上
海
事
変
、
熱
河

事
変
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
。

そ
の
盧
溝
橋
事
件
の
後
、
あ
た
か
も
だ
め

押
し
を
す
る
か
の
よ
う
に
、
共
産
党
は
国

民
党
の
指
導
の
も
と
で
抗
日
戦
争
を
闘
う

と
高
ら
か
に
宣
言
し
た
。

日
中
が
開
戦
す
る
と
、
南
京
、
北
平

（
北
京
）、
天
津
な
ど
沿
岸
部
の
諸
都
市
は

日
本
軍
に
占
領
さ
れ
、
蔣
介
石
は
奥
地

の
四
川
省
重
慶
に
国
民
政
府
を
移
転
さ

せ
た
。
日
本
軍
の
南
京
占
領
翌
日
に
は

（
一
九
三
七
年
十
二
月
十
四
日
）、
旧
北
京

政
府
の
官
僚
を
中
心
に
中
華
民
国
臨
時
政

府
が
北
京
に
樹
立
さ
れ
、
河
北
省
、
山
東

省
、
河
南
省
、
山
西
省
を
支
配
し
た
り
も

し
た
が
、
農
村
部
は
無
政
府
状
態
に
置
か

れ
た
。
共
産
党
は
こ
う
し
た
農
村
部
で
勢

力
を
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
。

日
中
戦
争
か
ら
日
米
戦
争
へ

日
本
政
府
は
戦
争
の
終
結
を
模
索
し
て

お
り
、
南
京
占
領
直
後
の
一
九
三
七
年

十
二
月
か
ら
政
府
と
陸
軍
参
謀
本
部
に
よ

る
蔣
介
石
と
の
和
平
交
渉
が
繰
り
返
さ
れ

た
。
四
〇
年
七
月
に
は
、
支
那
派
遣
軍
総

参
謀
長
と
蔣
介
石
と
の
湖
南
省
長
沙
で
の

会
談
が
予
定
に
上
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

一
方
の
蔣
介
石
は
和
平
交
渉
を
引
き
延

ば
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
の
日
中
戦
争
へ
の

介
入
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
の
期
待
は

四
一
年
十
二
月
の
日
米
開
戦
で
実
現
さ
れ

る
。
国
民
政
府
は
連
合
国
の
一
員
と
な
り
、

日
中
戦
争
の
勝
利
は
保
証
さ
れ
た
も
同
然

と
な
っ
た
。
四
三
年
に
は
ア
メ
リ
カ
と
イ

ギ
リ
ス
の
間
で
不
平
等
条
約
と
治
外
法
権

を
撤
廃
し
、
さ
ら
に
英
米
中
三
者
会
談
で

あ
る
カ
イ
ロ
会
談
で
日
本
降
伏
後
の
満
洲

と
台
湾
の
返
還
を
約
束
さ
れ
た
。
こ
の
延

長
線
上
に
、
国
際
連
合
の
常
任
理
事
国
と

い
う
地
位
も
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
国
民
党
の
功
績
は
、

今
は
中
国
共
産
党
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

共
産
党
は
日
中
戦
争
の
八
年
間
を
通
じ
て

国
民
政
府
の
行
政
機
構
が
消
滅
し
た
農
村

部
に
浸
透
し
、
人
口
一
億
を
擁
す
る
勢
力

圏
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
勢
力

を
基
礎
に
国
共
内
戦
に
勝
利
し
、
中
華
人

民
共
和
国
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

１
９
３
７
年
７
月
７
日
の
盧
溝
橋
事
件
後
、
日
本
が
不

拡
大
方
針
を
決
め
る
と
、
中
国
軍
は
７
月
13
日
に
大
紅

門
事
件
、
25
日
に
廊
坊
事
件
、
26
日
に
広
安
門
事
件
と

次
々
に
軍
事
問
題
を
発
生
さ
せ
、
つ
い
に
29
日
に
は
北

京
市
通
州
で
日
本
人
居
留
民
２
０
０
人
以
上
を
虐
殺
す

る
通
州
事
件
を
起
こ
し
た
。
写
真
は
そ
の
翌
年
、
虐
殺

さ
れ
た
日
本
人
の
墓
に
詣
る
人
々
写
真
提
供
：
共
同
通
信

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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う
も
な
い
が
、
到
底
司
法
上
の
裁
判
と

呼
ぶ
資
格
の
な
い
法
廷
審
理
は
、
昭
和

二
十
一
年
五
月
三
日
か
ら
二
十
三
年
四
月

十
六
日
ま
で
、
二
年
近
く
の
歳
月
を
費
し

た
後
、
六
箇
月
余
の
休
廷
を
挿は

さ

ん
で
十
一

月
四
日
に
判
決
公
判
を
再
開
、
十
一
月

十
二
日
に
判
決
を
宣
告
し
て
閉
廷
し
た
。

判
決
は
起
訴
さ
れ
た
二
十
八
名
の
ａ
類

被
告
中
、
公
判
中
に
死
去
し
た
二
人
と
免

訴
に
な
つ
た
一
人
を
除
く
二
十
五
名
全
員

に
有
罪
を
宣
告
し
、
死
刑
判
決
を
受
け
た

七
名
は
同
年
十
二
月
二
十
三
日
の
皇
太

子
（
当
時
）
誕
生
日
に
刑
を
執
行
さ
れ
た
。

此
の
日
を
以も

っ

て
東
京
裁
判
は
事
実
上
決
着

が
つ
い
た
と
考
へ
ら
れ
、
あ
と
は
禁
固
刑

の
宣
告
を
受
け
た
被
告
十
八
名
が
講
和
条

約
成
立
を
目
途
に
釈
放
を
待
つ
ば
か
り
と

い
ふ
状
況
に
な
つ
た
。

公
判
の
期
間
中
は
、
米
軍
に
よ
る
日
本

国
軍
事
占
領
初
期
の
段
階
で
あ
つ
た
か
ら
、

占
領
政
策
の
厳
重
な
実
施
に
よ
り
日
本
国

民
の
言
論
・
表
現
の
自
由
は
奪
は
れ
て
ゐ

た
。
そ
の
自
由
拘
束
の
一
環
と
し
て
、
東

京
裁
判
を
始
め
と
す
る
b
類
c
類
の
所い

わ

謂ゆ
る

戦
争
犯
罪
裁
判
の
違
法
性
に
向
け
て
の

批
判
や
疑
念
の
表
明
は
、
日
本
国
民
に
は

一
切
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
故
に
此
等

の
国
際
法
を
全
く
蹂

じ
ゅ
う

躙り
ん

し
た
、
敗
戦
国
々

民
に
向
け
て
の
復
讐
行
為
に
対
し
、
日
本

国
民
が
内
心
に
如い

何か

に
疑
念
と
憤ふ
ん

懣ま
ん

を
覚

え
た
と
し
て
も
、
誰
一
人
と
し
て
そ
れ
を

文
字
や
言
葉
に
表
す
事
は
出
来
な
か
つ
た
。

然そ

う
で
な
く
て
も
占
領
軍
の
傲
慢
且か

つ

狡
猾
な
謀
略
宣
伝
に
国
民
の
大
多
数
が
洗

脳
さ
れ
た
結
果
、
人
々
は
占
領
下
の
言
論

統
制
を
、
戦
争
中
に
日
本
政
府
と
日
本
軍

の
将
兵
が
犯
し
た
罪
に
対
す
る
当
然
の
懲

罰
な
の
だ
と
思
ひ
込
ま
さ
れ
、
自
分
達
は

そ
の
罰
を
受
け
る
の
も
当
然
な
、
国
際
社

会
で
の
前
科
者
な
の
だ
と
の
被
虐
的
な
意

識
を
植
ゑ
付
け
ら
れ
る
に
至
つ
て
ゐ
た
。

こ
の
風
潮
に
転
機
が
生
じ
た
の
は
、
や

は
り
講
和
条
約
の
成
立
に
よ
つ
て
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
九
月
八
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
で
日
本
対
連
合
国
の
間
に
平
和
条

約
、
及
び
米
国
と
の
間
に
日
米
安
全
保
障

条
約
が
調
印
さ
れ
、
翌
二
十
七
年
四
月

二
十
八
日
に
両
条
約
は
効
力
を
発
生
し
た
。

象
徴
的
な
の
は
こ
の
日
付
を
以
て
、
東

京
裁
判
の
判
事
団
の
中
で
唯
一
人
被
告
全

員
無
罪
の
判
決
を
出
し
た
イ
ン
ド
代
表
ラ

ダ
・
ビ
ノ
ー
ド
・
パ
ル
判
事
の
所
謂
『
パ

ル
判
決
書
』
の
全
文
翻
訳
が
田
中
正
明
氏

の
訳
を
以
て
刊
行
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
訳

書
の
題
名
『
日
本
無
罪
論
』
は
、
後
年
多

少
の
論
議
を
喚よ

び
起
し
は
し
た
が
、
結
局

こ
の
題
名
が
パ
ル
の
意
見
の
内
容
を
正
し

く
伝
へ
る
も
の
だ
と
の
解
釈
に
帰
着
し
た
。

平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
日
本
国
民

は
占
領
下
の
桎し

っ

梏こ
く

か
ら
解
放
さ
れ
て
言
論

「
資
格
」は
な
か
っ
た
裁
判
所

極
東
国
際
軍
事
裁
判
（International 

M
ilitary T

ribunal for T
he F

ar 
East

）、又
は
通
称
で
の
東
京
裁
判
（T

he 
T

okyo T
rial

）は
、
昭
和
二
十
一（
一
九

四
六
）
年
一
月
二
十
二
日
の
連
合
国
軍
最

高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

に
よ
る
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条

例
」（Charter of the International 

M
ilitary T

ribunal

）
布
告
に
よ
つ
て
基

礎
づ
け
ら
れ
た
。

用
語
に
つ
い
て
一
言
注
す
る
な
ら
ば
、

英
語
のtribunal

は
裁
判
所
乃な
い

至し

法
廷

の
意
味
で
、
裁
判
自
体
はtrial

、
又
「
条

例
」
の
原
語
で
あ
るcharter

は
「
設
立

認
可
状
」
と
い
つ
た
格
で
、
国
連
憲
章
と

訳
す
場
合
の
如
き
権
威
的
な
意
味
は
無
い
。

訳
語
と
し
て
定
着
し
た
以
上
、
此
を
今

は
東
京
裁
判
と
呼
ぶ
よ
り
他
に
名
付
け
よ

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す

小堀桂一郎

東京裁判・
七十五年後の総括

昭和 23 年 12 月 23 日、皇太子の誕生日に７人の “ 戦犯 ” が絞首刑に処せられた。
一体、東京裁判とは何だったのか。戦勝国から一方的に裁かれる「裁判の名を借
りた復讐劇」の呪縛から、日本人はいつになったら抜け出せるのだろう。
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――あれは分断と頽落の予兆だつた
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表
現
の
自
由
を
〝
形
の
上
で
は
〟
回
復
し

た
。
と
云
ふ
の
は
、
所
謂
洗
脳
工
作
を
受

け
て
し
ま
つ
た
人
達
の
内
面
は
、
強
ひ
ら

れ
て
身
に
付
い
た
自
己
規
制
の
呪
縛
が
簡

単
に
は
解
け
ず
、
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ

つ
て
信
じ
込
ま
さ
れ
た
認
識
を
恰あ

た
かも

自
身

の
下
し
た
判
断
で
あ
る
か
の
様
に
奉
じ
続

け
て
ゐ
る
事
例
が
多
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

然し
か

し
東
京
裁
判
を
始
め
と
す
る
占
領
政

策
の
偽ぎ

瞞ま
ん

に
秘
か
な
疑
念
を
抱
い
て
ゐ
た

一
部
の
知
識
人
の
判
断
力
は
、
や
が
て
少

し
づ
つ
恢か

い

復ふ
く

し
て
来
た
。
そ
し
て
東
京
裁

判
に
対
す
る
冷
静
な
批
判
が
開
始
さ
れ
た
。

彼
ら
は
な
ぜ
裁
か
れ
た
の
か
？

個
人
的
経
験
に
基
い
て
語
る
事
を
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
昭
和
三
十
一（
一
九
五
六
）

年
五
月
に
新
潮
叢そ

う

書し
ょ

の
一
冊
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
竹
山
道
雄
著
『
昭
和
の
精
神
史
』

を
直す

ぐ
読
ん
だ
事
が
転
機
だ
つ
た
。

同
書
は
パ
ル
判
決
書
の
或
る
要
点
を
踏

ま
へ
て
書
か
れ
て
を
り
、
又
終
章
近
く
で

は
東
京
裁
判
の
オ
ラ
ン
ダ
代
表
判
事
ベ
ル

ン
ハ
ル
ト
・
レ
ー
リ
ン
グ
と
の
個
人
的
交

際
の
中
で
何
か
と
示
唆
を
受
け
た
上
で
、

廣
田
と
東
郷
両
被
告
の
受
け
て
然
る
べ
き

だ
つ
た
処
遇
に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ
る
。

こ
の
書
は
昭
和
二
十
一
年
の
春
以
来
、

筆
者
の
胸
中
に
鬱
屈
し
て
燻く

す
ぶり

続
け
て
ゐ

た
或
る
疑
惑
を
言
葉
に
乗
せ
、
文
字
に
表

現
し
て
み
る
事
に
よ
つ
て
、
そ
の
疑
念
に

解
明
の
途
を
つ
け
る
方
法
を
教
へ
て
く
れ

た
。
や
が
て
筆
者
は
そ
の
解
明
へ
の
模
索

に
携
は
る
様
に
な
る
。

昭
和
二
十
一
年
に
筆
者
は
旧
制
中
学
の

一
年
生
で
あ
る
。
た
か
が
中
学
一
年
生
と

い
つ
て
も
戦
時
中
の
少
年
は
祖
国
の
運
命

に
敏
感
で
あ
る
か
ら
、
新
聞
の
報
道
は
丹

念
に
読
む
。
そ
れ
故
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の

第
七
項
に
〈
吾
等
の
俘ふ

虜り
ょ

を
虐
待
せ
る
者

を
含
む
一
切
の
戦
争
犯
罪
人
に
対
し
て
は

厳
重
な
る
処
罰
を
加
へ
ら
る
べ
し
〉
と
い

ふ
文
言
が
あ
つ
た
事
、
即
ち
捕
虜
虐
待
が

代
表
的
な
戦
争
犯
罪
で
あ
る
事
を
知
つ
て

ゐ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
映
画
で
白
人
兵
の
捕
虜

が
我
々
一
般
市
民
に
は
も
う
手
に
入
ら
な

く
な
つ
て
ゐ
た
物
品
の
支
給
を
受
け
て

嬉
々
と
し
て
ゐ
る
場
面
を
見
、
さ
う
い
ふ

も
の
な
の
か
と
思
つ
た
覚
え
も
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
代
表
的
な
戦
争
犯

罪
の
俘
虜
虐
待
と
は
お
よ
そ
関
係
の
無
さ

さ
う
な
東
條
元
総
理
大
臣
が
戦
犯
容
疑
第

一
号
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
と
い
ふ
の
は
、

ど
う
し
て
も
腑
に
落
ち
な
い
。

法
廷
審
理
が
始
ま
つ
て
か
ら
疑
念
は
更

に
深
ま
る
。
日
本
軍
の
南
京
占
領
を
祝
つ

て
の
提

ち
ょ
う

灯ち
ん

行
列
を
見
に
、
宮
城
前
に
連
れ

て
行
つ
て
も
ら
つ
た
事
は
別
の
話
と
し
て

も
、
そ
の
当
時
は
一
時
帰
休
の
兵
士
か
ら

直
接
間
接
に
南
京
で
の
日
支
親
善
体
験
の

第 40 代内閣総理大臣、陸軍大
将。頭脳明晰で「カミソリ東條」
と呼ばれた。敗戦後は「日本が
起こした戦争は自衛戦争だ。国際法には違反し
ていない。しかし敗戦の責任は私自身が負う」
と天皇に責任がないことを強く訴え、自己弁護
をすることは一切なかったという。

陸軍大将、中支那方面軍司令官。
孫文の革命を支援し、「日中提
携」「アジア保全」のために奔
走した。南京攻略戦では「軍紀ヲ緊粛スヘキコ
ト」「支那人ヲ馬鹿ニセヌコト」等、略奪・不
法行為に厳しい軍紀を課したが、裁判では「南
京事件」の責任を問われて処刑された。

陸軍大将、陸相。性格は豪放で、
部下を信頼して事を任せる器量
は西郷隆盛に匹敵すると言われ
た。陸相として三国同盟締結を推進したが、一
方でユダヤ人の亡命受け入れにも積極的だっ
た。支那事変の収拾に全力を尽くしたがかなわ
ず、裁判では満洲事変の首謀者として裁かれた。

第 32 代内閣総理大臣。外交官
として活躍した後、2・26 事件
で首相に抜擢。「粛軍」を目指す
が、陸軍の突き上げで総辞職。あくまで国際協
調路線を貫いたのに戦犯とされ日本中が驚いた
が、本人は証人台には立たず一切の抗弁をしな
いまま、文官として唯一人、死地に赴いた。

陸軍大将、奉天特務機関長、第
12方面軍司令官。愛新覚羅溥儀
を首領とした満洲国創立工作の
中心的役割を果たす。欧米人からは「満洲のロレ
ンス」と畏怖されたが、性格は寛容で私欲に走
らず、中国人の信頼も篤かったという。しかし
裁判での極刑は中国からの強い要望があった。

陸軍大将、ビルマ方面軍司令官。
軍官僚として戦争回避に尽力す
るが、東條内閣のもと次官とし
て開戦を迎える。昭和 19 年、戦局悪化を受け
てビルマに赴く。対イギリス戦でのラングーン
放棄が批判されているが、裁判では自身による
弁論を一切行わなかった。

陸軍中将、第 14 方面軍参謀長
（フィリピン）。若くして軍務局長
に上り詰め、東條の懐刀となる。
ただし徒党を組むことはよしとせず、上官に対
しても自説を堂々と主張したという。開戦後は
戦争の早期終結を主張し、東條らと対立。東京
裁判では唯一人、中将の立場で絞首刑となった。

松井大将統治下の南京で日本兵と遊ぶ中国の
子供たち。当時、街は平和で賑わっていた

東條英機
（とうじょう・ひでき）

７人の東京裁判死刑被告
東京裁判で死刑を言い渡され、絞首刑になった７人の「戦犯」たち。

彼らは本当に裁かれなくてはいけなかったのだろうか。

松井石根
（まつい・いわね）

板垣征四郎
（いたがき・せいしろう）

廣田弘毅
（ひろた・こうき）

土肥原賢二
（どいはら・けんじ）

木村兵太郎
（きむら・へいたろう）

武藤 章
（むとう・あきら）

写
真
提
供
：
朝
日
新
聞

写真提供：国立国会図書館、共同通信

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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家
護
持
法
案
の
審
議
と
い
ふ
状
況
を
も
睨に
ら

み
合
せ
て
神
社
総
代
会
も
慎
重
を
期
し
、

昭
和
五
十
三
年
七
月
第
六
代
の
靖
國
神
社

宮
司
に
就
任
し
た
松
平
永
芳
氏
が
同
年
秋

の
合
祀
の
儀
に
於
い
て
漸よ

う
や

く
ａ
類
被
告

十
四
名
の
合
祀
を
執
り
行
ひ
、
そ
の
呼
称

も
昭
和
殉
難
者
と
す
る
事
を
通
達
し
た
。

此
は
此
で
又
立
派
な
東
京
裁
判
否
認
の

国
家
的
意
思
表
示
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

昭
和
五
十
年
代
と
い
ふ
年
廻
り
は
五
十
年

八
月
十
五
日
の
三
木
武
夫
首
相
の
靖
國
神

社
参
拝
に
際
し
、
内
閣
総
理
と
し
て
で
は

な
く
三
木
個
人
と
し
て
の
参
拝
で
あ
る
と

い
つ
た
つ
ま
ら
ぬ
言
ひ
わ
け
を
し
た
事
が

禍わ
ざ
わ
いし
て
、
や
が
て
昭
和
六
十
年
の
中
曽

根
康
弘
首
相
の
無
殘
な
る
対
中
国
屈
服
事

件
に
繋
る
。
日
本
国
の
政
府
閣
僚
連
が

四
十
年
を
経
て
も
依
然
と
し
て
所
謂
東
京

裁
判
史
観
の
呪
縛
か
ら
少
し
も
解
放
さ
れ

て
ゐ
な
い
醜
状
が
露
呈
さ
れ
た
、
何
と
も

恥
づ
か
し
い
国
辱
的
事
件
だ
つ
た
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
戦
争
責
任

さ
う
し
た
惨
状
の
一
方
で
、
民
間
人
に

よ
る
東
京
裁
判
研
究
は
、
む
し
ろ
昭
和

五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
の
教
科
書
検
定

虚
報
事
件
を
も
一
の
契
機
と
し
て
、
着
実

に
深
く
広
く
な
つ
て
行
つ
た
。
昭
和
三
十

年
代
に
は
パ
ル
判
決
書
が
最
高
の
参
考
文

献
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
に
も
オ
ラ
ン
ダ

の
レ
ー
リ
ン
グ
判
事
や
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル

ナ
ー
ル
判
事
の
少
数
意
見
を
手
が
か
り
と

し
て
東
京
裁
判
の
政
治
的
・
司
法
的
欠
陥

を
分
析
し
、
全
体
と
し
て
の
裁
判
の
無
効

を
論
ず
る
手
法
が
若
手
研
究
者
達
の
間
に

見
ら
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
学
界
に
も
一
九
七
一
年

に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
イ
ニ
ア
と
い
ふ
若

手
の
研
究
者
が
『
勝
者
の
裁
き
・
東
京

裁
判
』
な
る
良
心
的
な
研
究
書
を
公
け

に
し
て
ゐ
る
例
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ

の
学
界
の
動
向
に
も
眼
を
向
け
る
な
ら

ば
、
既
に
一
九
四
八
年
に
出
版
さ
れ
て
ゐ

た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ビ
ー
ア
ド
の
重
要
な
著

作President Roosevelt and the C
om

ing 

of the W
ar, 1941, 

が
平
成
二
十
三
年
に

な
つ
て
漸
く
、
日
米
開
戦
70
年
記
念
と
銘

打
つ
て
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
た
事
の
意
義
は

大
き
い
。

訳
書
の
題
名
は
『
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
責

任
・
日
米
戦
争
は
な
ぜ
始
ま
っ
た
の
か
』

で
あ
る
が
、
原
書
の
副
題Appearances 

and Realities

（
外
見
と
実
態
）
が
示
唆

し
て
ゐ
る
通
り
、
日
米
戦
争
は
恰
も
日
本

の
予
告
な
し
の
先
制
攻
撃
を
以
て
開
始
さ

れ
た
か
の
如
く
見
え
る
が
、
実
は
ア
メ
リ

カ
側
か
ら
の
挑
発
に
よ
つ
て
窮
地
に
追
ひ

込
ま
れ
た
日
本
が
已や

む
を
得
ず
応
戦
に
立

ち
上
つ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
は

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
の
狡
猾
な
工
作
に
よ

話
を
聞
く
機
会
は
よ
く
あ
つ
た
。

写
真
誌
と
し
て
の
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」

や
「
支
那
事
変
画
報
」
集
の
南
京
報
道
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
水
間
政
憲
氏
が
〈
ひ

と
目
で
わ
か
る
〉
の
冠
を
つ
け
た
解
説
本

シ
リ
ー
ズ
を
以
て
精
力
的
に
復
活
再
生
作

業
を
行
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
が
、
見
た
覚
え

の
あ
る
な
つ
か
し
い
場
面
が
幾
葉
も
あ
る
。

南
京
に
あ
の
平
和
な
秩
序
を
も
た
ら
し
た

松
井
大
将
が
「
大
虐
殺
」
の
責
任
を
問
は

れ
る
と
は
、
廣
田
弘
毅
の
有
罪
と
全
く
同

類
の
不
条
理
と
の
痛
切
な
感
想
が
湧
く
。

こ
の
様
な
少
年
の
懐
疑
に
対
し
て
、
東

京
裁
判
報
道
の
与
へ
る
回
答
は
唯
一
語

〈
信
じ
難
い
〉
に
盡つ

き
る
も
の
で
あ
つ
た
。

や
が
て
そ
の
想
ひ
は
検
察
の
言
分
と
論
理

そ
れ
自
体
、
そ
し
て
検
事
側
論
告
・
判
決

へ
と
拡
が
り
、
ひ
い
て
は
こ
の
裁
判
の
企

画
と
実
行
そ
の
も
の
、
と
い
ふ
よ
り
、
こ

の
不
条
理
劇
を
強
行
し
た
米
国
を
中
心
と

す
る
西
洋
近
代
文
明
な
る
存
在
へ
の
言
ひ

様
も
な
い
暗
い
疑
惑
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
。

歴
史
修
正
の

遅
々
た
る
歩
み
の
跡

昭
和
三
十
一（
一
九
五
六
）
年
と
い
ふ

年
度
は
、
筆
者
の
内
面
に
於
い
て
の
東
京

裁
判
史
観
克
服
の
た
め
の
思
想
闘
争
の
開

始
と
し
て
挙
げ
た
ま
で
で
あ
つ
て
、
社
会

一
般
と
し
て
み
れ
ば
昭
和
二
十
七
年
四
月

二
十
八
日
の
講
和
条
約
発
効
、
独
立
国
家

主
権
の
回
復
を
機
と
し
て
、
或
る
意
味
で

の
歴
史
修
正
の
動
き
は
始
ま
つ
て
ゐ
る
。

そ
の
端
緒
は
、
戦
争
犯
罪
裁
判
で
有
罪

の
判
決
を
受
け
た
人
々
は
国
内
法
で
は
決

し
て
罪
人
で
は
な
く
、
占
領
下
と
い
ふ
彼

我
の
交
戦
状
態
継
続
中
の
刑
死
又
は
獄
死

な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
死
は
戦
場
で
の

戦
死
・
戦
病
死
に
準
じ
て
扱
は
る
べ
き
も

の
だ
と
い
ふ
認
識
の
発
生
で
あ
る
。

こ
の
法
理
観
に
基
い
て
、
戦
傷
病
者
戦

歿
者
遺
族
援
護
法
・
恩
給
法
等
の
法
改
正

が
昭
和
二
十
八
、二
十
九
、三
十
年
と
連
年

行
は
れ
、
戦
争
犯
罪
裁
判
に
於
い
て
法
務

死
を
遂
げ
た
人
々
（
一
千
百
人
に
近
い
と

算
定
さ
れ
て
ゐ
る
）
は
犯
罪
人
と
は
認
め

な
い
、
と
の
法
理
が
国
会
で
成
立
し
た
。

さ
う
な
る
と
東
京
裁
判
で
刑
死
し
た
七

人
、
獄
中
で
病
死
し
た
七
人
の
計
十
四
人

の
ａ
類
被
告
も
、
戦せ

ん

歿ぼ
つ

者
に
準
じ
て
靖
國

神
社
へ
の
合
祀
が
可
能
に
な
る
。
当
然
、

戦
争
犯
罪
人
と
い
ふ
汚
名
も
法
理
上
不
適

当
と
看み

做な

さ
れ
る
。
此
は
間
接
的
な
形
で

は
あ
る
が
、
日
本
人
が
国
会
決
議
と
い
ふ

国
民
の
意
思
決
定
の
最
高
手
続
を
以
て
東

京
裁
判
の
判
決
を
否
認
し
た
に
等
し
い
。

恩
給
法
等
の
適
用
に
基
い
て
の
戦
犯
裁

判
ｂ
類
ｃ
類
被
告
の
霊
の
靖
國
神
社
へ
の

合
祀
は
、
連
年
少
し
づ
つ
実
現
し
て
行
つ

た
が
、
ａ
類
被
告
の
合
祀
は
靖
國
神
社
国

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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を
自
伝
的
告
白
の
様
式
で
説
得
的
に
述
べ

て
ゐ
る
。

次
に
挙
げ
る
べ
き
は
日
本
滞
在
四
十

年
の
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
ケ

ン
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト
氏
で
、
代
表
作
は

『
東
京
裁
判
と
い
う
茶
番
』（
植
田
剛
彦
訳
、

平
成
二
十
八
年
、Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
）

で
あ
る
。
帯
に
記
さ
れ
た
〈
い
ま
こ
そ
東

京
裁
判
観
か
ら
脱
却
せ
よ
！
〉
の
惹
句
を

引
い
て
最
小
限
の
紹
介
と
し
て
お
か
う
。

一
言
付
け
加
へ
て
お
け
ば
、
ギ
ル
バ
ー
ト

氏
は
自
由
社
か
ら
出
た
ス
ト
ー
ク
ス
氏
と

藤
井
厳
喜
氏
の
共
著
『
連
合
国
戦
勝
史
観

の
徹
底
批
判
』（
平
成
二
十
七
年
）
の
熱

心
な
推
薦
者
と
な
つ
て
ゐ
る
。

も
う
一
人
挙
げ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
名

前
か
ら
し
て
ド
イ
ツ
系
ら
し
い
ア
メ
リ
カ

人
、マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン・
シ
ュ
ラ
ー
氏
の

『「
太
平
洋
戦
争
」
ア
メ
リ
カ
に
嵌
め
ら
れ

た
日
本
』（
平
成
二
十
七
年
、ワ
ッ
ク
出
版
）

が
あ
る
。
母
国
ア
メ
リ
カ
の
現
状
へ
の
深

刻
な
憂
慮
の
吐
露
を
含
ん
で
ゐ
る
。

以
上
に
挙
げ
た
出
版
を
目
し
て
、
筆
者

は
標
題
に
掲
げ
た
東
京
裁
判
の
総
括
は
立

派
に
成
就
し
て
ゐ
る
と
看
做
す
。
筆
者
自

身
に
も
若
干
の
見
解
が
無
い
で
も
な
い
が
、

今
更
何
を
付
加
へ
て
も
上
記
の
諸
書
に
屋

上
屋
を
架
す
る
の
愚
を
犯
す
だ
け
で
あ
ら

う
か
ら
そ
れ
は
控
へ
る
。

米
大
統
領
不
正
選
挙
は

起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
!?

結
び
に
一
言
し
て
お
く
。
令
和
二

（
二
〇
二
〇
）
年
十
一
月
か
ら
本
年
々
頭

に
か
け
て
の
合
衆
国
大
統
領
選
挙
を
め
ぐ

つ
て
の
不
正
事
件
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
歴

史
偽
造
の
現
場
に
直
面
し
て
、
や
は
り
空

恐
し
い
感
情
に
襲
は
れ
る
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
詳
報
が
伝
は
り

始
め
、
各
種
各
様
の
分
析
や
観
察
に
ふ
れ

る
機
会
を
得
た
が
、
こ
れ
が
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
伝
統
を
世
界
に
誇
る
文
明
国
で
現

実
に
生
じ
た
事
と
は
俄に

わ

か
に
は
信
じ
難
い
、

謎
の
様
な
暗
黒
を
そ
の
奥
に
感
じ
取
つ
て

慄
然
と
す
る
。

然
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
は
い
つ
か
ど

こ
か
で
経
験
し
た
や
う
な
―
―
と
い
つ
た

所
謂
既
視
感
も
生
じ
て
く
る
。
他
な
ら
ぬ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
主
役
を
演
じ
た
極

東
国
際
軍
事
裁
判
の
法
廷
審
理
で
あ
る
。

七
十
五
年
前
に
あ
の
様
な
不
条
理
を
平
然

と
又
傲ご

う

然ぜ
ん

と
犯
し
た
挙
句
に
、
恬て
ん

と
し
て

恥
づ
る
事
が
な
か
つ
た
あ
の
国
な
ら
ば
、

今
度
の
如
き
不
正
選
挙
が
罷ま

か

り
通
る
と
し

て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

但た
だ

し
、
前
述
の
よ
う
な
研
究
者
た
ち
の

勇
断
の
如
く
、
正
義
に
向
け
て
の
復
元
力

と
い
つ
た
も
の
も
彼
の
国
に
は
あ
つ
た
。

今
は
唯
そ
の
現
実
の
歴
史
修
正
能
力
の
健

全
な
復
活
を
願
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。

つ
て
最
初
に
発
砲
す
る
側
と
な
る
様
な
陥か

ん

穽せ
い

に
嵌は

め
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
ふ
判
断
を

下
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
日
本
軍
閥
に
よ
る
共
同
謀
議
の

結
果
と
し
て
の
侵
略
戦
争
の
開
始
、
と
い

ふ
東
京
裁
判
の
判
定
と
は
眞ま

っ

向こ
う

か
ら
対
立

す
る
、
文
字
通
り
の
歴
史
修
正
の
勇
断
で

あ
る
。

ビ
ー
ア
ド
の
画
期
的
研
究
の
翻
訳
出
版

が
誘
ひ
水
に
な
つ
た
の
か
、
平
成
二
十
九

年
に
は
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
よ
り
一

代
前
の
大
統
領
、ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ー
バ
ー

の
回
顧
録Freedom

 Betrayed: H
erbert 

H
oover’s Secret H

istory of the Second 

W
orld W

ar and Afterm
ath, H

oover 
Institution Press , 2011. 

の
翻
訳
が
原

書
刊
行
後
六
年
目
に
渡
辺
惣
樹
氏
に
よ
つ

て
成
就
し
、
刊
行
さ
れ
た
。

該
書
は
厖ぼ

う

大だ
い

な
頁
数
の
大
作
で
あ
り
、

本
稿
の
筆
者
は
未
だ
繙は

ん

読ど
く

の
機
を
得
て
ゐ

な
い
が
、
訳
者
渡
辺
氏
に
よ
る
懇
切
な
紹

介
と
解
説
の
単
行
本
が
訳
書
と
同
じ
年
に

『
誰
が
第
二
次
世
界
大
戦
を
起
こ
し
た
の

か
』
と
の
題
で
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
該
書
は
直
接
に
東
京
裁
判
の
虚

妄
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
標
題
の

示
す
通
り
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル

の
大
戦
指
導
の
誤
り
を
政
治
的
に
は
中
立

の
立
場
か
ら
批
判
し
て
を
り
、
そ
の
意
味

で
日
本
国
内
に
高
ま
り
始
め
て
ゐ
る
歴
史

修
正
主
義
に
向
け
て
の
大
い
な
る
激
励
と

し
て
の
役
割
を
今
後
も
果
す
で
あ
ら
う
。

此
等
ア
メ
リ
カ
国
内
の
高
度
な
歴
史
修

正
の
志
向
か
ら
の
影
響
関
係
が
あ
る
の
か

否
か
、
た
ぶ
ん
関
係
は
稀
薄
で
、
現
象
と

し
て
は
偶
然
の
符
合
で
あ
ら
う
と
見
え
る

が
、
現
在
の
日
本
で
先
の
大
戦
に
関
し
て

大
胆
な
歴
史
修
正
の
業
績
を
挙
げ
て
ゐ
る

の
は
、
複
数
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の

在
日
知
識
人
で
あ
る
。

そ
の
先
頭
に
立
つ
の
が
英
国
人
の
ヘ
ン

リ
ー
・
ス
ト
ー
ク
ス
氏
で
あ
る
。
氏
は『
英

国
人
記
者
が
見
た
連
合
国
戦
勝
史
観
の
虚

妄
』（
平
成
二
十
五
年
、
祥
伝
社
）、『
戦

争
犯
罪
国
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
！　

英
国

人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
明
か
す
東
京
裁
判

70
年
の
虚
妄
』（
平
成
二
十
八
年
、
ハ
ー

ト
出
版
）、『
大
東
亜
戦
争
は
日
本
が
勝
っ

た
』（
平
成
二
十
九
年
、
ハ
ー
ト
出
版
、

以
上
邦
訳
者
は
藤
田
裕
行
）
等
の
著
述
を

旺
盛
に
刊
行
し
て
ゐ
る
。

一
の
特
色
と
し
て
、
著
者
が
少
年
時
代

以
来
教
へ
ら
れ
る
が
ま
ま
に
信
じ
て
ゐ
た

連
合
国
戦
勝
史
観
＝
東
京
裁
判
史
観
の
虚

妄
を
五
十
年
に
及
ぶ
日
本
で
の
記
者
生
活

の
期
間
に
完
全
に
見
破
り
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
最
悪
の
戦
争
犯
罪
人
は
東
條
英
機

以
下
の
日
本
人
被
告
で
は
な
く
、
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ス
タ
ー
リ
ン
だ

つ
た
の
だ
と
い
ふ
事
実
に
気
が
つ
く
過
程

今まで知らなかった日本の真実
日本の歴史を問い直す
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な
る
漢
王
朝
を
樹
立
し
ま
し
た
。
な
ぜ

か
？　

実
は
そ
こ
に
は
現
代
日
本
の
国
家

戦
略
に
も
、
ま
た
我
々
個
人
の
人
生
戦
略

に
も
通
じ
る
重
要
な
要
因
が
あ
る
の
で
す
。

項
羽
と
い
う
の
は
自
分
頼
み
で
す
。
自

分
の
パ
ワ
ー
を
信
じ
て
い
る
。
何
し
ろ
負

け
知
ら
ず
な
の
で
、
自
分
が
先
頭
に
立
っ

て
戦
に
勝
利
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
劉
邦
は
ケ
ン
カ
が
弱
い
。
自

分
で
も
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
で

有
望
な
人
材
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

劉
邦
の
部
下
に
は
代
表
的
な
人
物
が
３
人

い
ま
す
。
蕭

し
ょ
う

何か

は
兵
站
や
金
儲
け
に
長
け
、

張
良
は
当
代
随
一
の
軍
師
、
韓
信
は
軍
事

の
天
才
。
そ
う
い
う
人
物
の
進
言
に
耳
を

傾
け
、
才
能
を
活
か
す
。
そ
れ
は
項
羽
と

は
正
反
対
の
姿
勢
で
し
た
。

我
々
が
学
ぶ
べ
き
劉
邦
の
偉
大
さ
と
は
、

自
分
は
弱
い
と
自
覚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ

の
「
同
盟
戦
略
」
で
す
。
自
分
頼
み
で
戦

う
の
で
は
な
く
、
仲
間
を
増
や
す
。
そ
し

て
場
合
に
よ
っ
て
は
戦
っ
て
も
逃
げ
る
。

本
書
の
裏
表
紙
に
は
「
百
敗
し
つ
つ
も

つ
い
に
楚
を
破
り
漢
帝
国
を
樹
立
す
る
ま

で
を
と
お
し
、
天
下
を
制
す
る
人
望
と
は

何
か
を
き
わ
め
つ
く
し
た
物
語
」
と
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
小
説
な
の
で
著
者
の
想

像
も
多
分
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
無
学
で

好
色
で
大
酒
飲
み
、
な
の
に
周
囲
の
人
が

放
っ
て
お
け
な
い
可
愛
げ
の
あ
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
る
劉
邦
は
、
そ
の
人
望
で

も
っ
て
周
り
か
ら
協
力
を
得
る
「
同
盟
戦

略
」
に
よ
り
、
最
後
の
一
戦
で
見
事
、
項

羽
を
破
っ
て
天
下
を
取
る
。
こ
れ
は
日
本

の
国
家
戦
略
に
と
っ
て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ

が
じ
つ
に
大
き
い
と
言
え
ま
す
。

強
国
に
な
る
こ
と
ば
か
り
を

考
え
て
は
い
け
な
い

昨
今
の
日
本
の
対
中
戦
略
と
い
え
ば
、

す
ぐ
さ
ま
「
核
を
持
つ
べ
き
だ
」
と
か

「
軍
事
力
を
強
化
す
べ
き
」
と
語
ら
れ
が

ち
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
１
つ
の
方
策

で
し
ょ
う
。
し
か
し
劉
邦
な
ら
そ
う
は
言

い
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
日
本
よ
り
強
い
ア
メ

リ
カ
や
イ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
を
味
方
に
つ
け
、

「
皆
で
強
い
中
国
を
袋
叩
き
に
し
て
や
ろ

う
」
と
考
え
る
は
ず
で
す
。

か
つ
て
日
本
軍
は
連
戦
連
勝
の
強
者
で

劣
勢
を
跳
ね
の
け
た

劉
邦
の「
同
盟
戦
略
」

私
が
今
読
む
べ
き
一
冊
と
し
て
勧
め
る

の
は
『
項
羽
と
劉
邦
』
で
す
。
歴
史
的
に

は
、
中
国
を
統
一
し
た
秦
が
わ
ず
か
十
数

年
で
滅
び
た
後
、
漢
王
朝
樹
立
ま
で
の
大

乱
時
代
を
描
い
た
作
品
で
す
。

本
書
で
は
、
ま
ず
項
羽
と
劉
邦
の
対
比

が
面
白
い
。
項
羽
は
戦
に
め
っ
ぽ
う
強
く

て
負
け
知
ら
ず
。
才
気
煥か

ん

発ぱ
つ

で
、
代
々
、

楚
の
将
軍
を
務
め
る
名
家
の
出
身
と
い
う

文
句
な
し
の
カ
リ
ス
マ
リ
ー
ダ
ー
で
す
。

一
方
の
劉
邦
は
と
い
う
と
、
家
業
の
農

業
を
嫌
っ
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
だ
ら
し

な
さ
。
中
年
に
な
る
ま
で
定
職
に
も
就
か

ず
、
才
も
な
け
れ
ば
学
も
な
い
。
項
羽
と

は
ま
る
で
比
べ
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
な
の
に
劉
邦
は
圧
倒
的
優
位
を

誇
っ
た
項
羽
を
破
り
、
中
国
史
上
最
長
と

世界的な同盟によって戦われ
た第二次大戦。チャーチルは
イギリスの資源が限られてい
ることを念頭に置いて、アメリカやソ連と同盟
を結んだ。もともとチャーチルは、ボルシェヴィ
キへの憎悪を長年抱いていたが、「ヒトラーは
協力して戦うべき敵であるとの原則に基づき、
ロシア人に可能な限りの激励と支援」を与える
とした。本来であれば手を取り合うことが難し
い相手とも、当面の敵に対するに当たっては手
を結ぶという、ある意味狡猾とも言える結果重
視の戦略であった。

ウィンストン・
チャーチル

 『項羽と劉邦』（司馬遼太郎）から学ぶ
日本に不可欠な「大戦略」の視点

写真：小堺正紀

米中覇権戦争の影響を受け、
日本を取り巻く安全保障環境も厳しさを増す現代。
軍事力において相対的に劣位の「弱い国」が、
その力の大小によらずに勝利を掴みとるために、
いま日本に求められる「大戦略」の要諦とは。

一冊

北野幸伯

『項羽と劉邦
（上・中・下）』
司馬遼太郎、新潮文庫

私の
お勧めの

秦の始皇帝亡きあと、再
び大乱の世となった中国
大陸。群雄入り乱れる中、
劉邦は楚の猛将・項羽と
天下を争い、百敗しつつ
もついに楚を破り、漢帝
国を樹立する。天下を制
するに至る人物と国家、
その本質が遺憾なく描か
れた名作。



56

し
た
。
し
か
し
日
中
戦
争
の
と
き
、
中
国

は
ま
さ
に
劉
邦
を
地
で
行
く
か
の
ご
と
く

強
国
を
引
っ
張
っ
て
き
て
、
日
本
軍
と
戦

わ
せ
る
と
い
う
戦
略
を
と
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
戦
う
は
め
に
な

り
、
太
平
洋
戦
争
で
敗
け
ま
し
た
。

日
本
人
は
「
修
行
」
と
い
う
も
の
が
好

き
で
す
ね
。
国
民
的
ア
ニ
メ
の
「
ド
ラ
ゴ

ン
ボ
ー
ル
」で
も
、主
人
公
は
修
行
に
よ
っ

て
い
か
に
自
分
が
強
く
な
る
か
を
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
自
分
が
弱
く
て
も
仲
間
を

増
や
し
て
敵
に
勝
つ
。
そ
ん
な
大
戦
略
を

学
べ
る
書
籍
が『
項
羽
と
劉
邦
』な
の
で
す
。

今
、
日
本
の
軍
事
費
は
中
国
の
５
分
の

１
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
５
倍
以
上
の
開
き

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ま
と
も
に
戦
っ
て

勝
て
る
わ
け
が
な
い
。
つ
ま
り
、
対
中
国

で
は
日
本
は
弱
国
と
い
う
こ
と
で
す
。
孫

子
の
兵
法
や
ル
ト
ワ
ッ
ク
の
戦
略
論
に
も

通
じ
ま
す
が
、「
自
分
は
弱
い
」
と
い
う

正
確
な
情
勢
分
析
を
自
覚
し
て
、
そ
こ
か

ら
ス
タ
ー
ト
す
る
他
な
い
の
で
す
。

歴
史
を
見
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
期
、

チ
ャ
ー
チ
ル
は
自
国
だ
け
で
は
ナ
チ
ス
に

勝
て
な
い
と
判
断
し
、
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ

を
味
方
に
つ
け
て
戦
勝
国
に
な
り
ま
し
た
。

毛
沢
東
は
69
年
の
ソ
連
と
の
国
境
紛
争

に
際
し
、
あ
わ
や
全
面
戦
争
と
い
う
恐
怖

で
夜
も
眠
れ
な
い
ほ
ど
に
悩
ん
だ
と
言
い

ま
す
。
そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
と
事
実
上
の
同

盟
を
結
び
、
そ
の
仲
介
で
中
ソ
の
紛
争
を

収
め
ま
し
た
。
結
果
、
ア
メ
リ
カ
を
頼
っ

た
中
国
は
大
き
く
栄
え
て
、
今
や
ア
メ
リ

カ
す
ら
脅
か
す
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
分
が
弱
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
、

そ
の
上
で
ど
う
勝
利
を
掴つ

か

む
か
。
そ
う
し

た
「
大
戦
略
」
の
視
点
が
、
日
本
の
国
家

戦
略
に
は
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

人
望
に
よ
っ
て
人
を
結
び
事
を
な
す
と
い

う
、
人
生
の
大
戦
略
に
も
通
じ
る
の
で
す
。

﹁田中英道

ワールド」
を解剖する

フランス、イタリア、ドイツの３カ国で美術史を修め、レオナルド・
ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、フェルメール等に関する新発見で、
海外でも「西洋美術史の第一人者」との呼び声が高い田中英道
氏。それだけでもすごいのだが、近年はそのときに編み出した
フォルモロジー（形象学）という新しい学問手法を日本古代史
にも応用し、これまでの日本の歴史を覆す新説を次 と々発表し
ている。「田中史観」は私たちが日本史に抱いていたイメージ
をガラガラと変えてくれる。その根底にある思想に迫ろう。
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き
た
の
・
よ
し
の
り
／
国
際
関
係
ア
ナ
リ
ス
ト

1
9
7
0
年
生
ま
れ
。
90
年
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長

に
憧
れ
ソ
連
へ
留
学
す
る
も
、
そ
の
翌
年
に
は
一
国
家

の
崩
壊
と
2
6
0
0
％
も
の
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
を

経
験
。
96
年
、
国
家
エ
リ
ー
ト
養
成
で
名
高
い
モ
ス
ク

ワ
国
際
関
係
大
学
を
日
本
人
と
し
て
初
め
て
卒
業
（
政

治
学
修
士
）。
卒
業
後
は
20
代
の
若
さ
で
カ
ス
ピ
海
北

西
岸
・
カ
ル
ム
イ
キ
ヤ
共
和
国
の
大
統
領
顧
問
に
就

任
、
ロ
シ
ア
の
要
人
と
の
豊
富
な
人
脈
を
構
築
す
る
。

そ
の
後
、
日
本
企
業
の
ロ
シ
ア
進
出
を
支
援
す
る
企
業

I
M
T
の
共
同
設
立
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
2₈
年
間
ロ

シ
ア
で
生
活
し
た
経
験
を
活
か
し
た
国
際
関
係
ア
ナ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
中
。

1969 年、ダマンスキー島の領
有権を巡って中国はソ連との
間に国境紛争を起こした。東西
冷戦と文化大革命の真っ只中に起きたこの紛争
を機に、中国とソ連の関係は決定的に悪化。そ
のため毛沢東は水面下で、それまで敵国であっ
た西側自由主義陣営の盟主であるアメリカに急
接近を図る。それにより中ソ対立が収束に向
かったばかりか、72 年のニクソン訪中で両国
は友好国となり、カーター政権時の 79 年に国
交を樹立。毛沢東が敷いた路線は現在の世界強
国となった中国の礎を築いた。

毛沢東



す
い
し
厳い
か

め
し
す
ぎ
る
。
生
殖
や
豊
穣
、

繁
栄
を
祈
る
女
性
像
？　

そ
れ
に
し
て
は

女
性
ら
し
さ
の
表
現
に
欠
け
て
い
る
も
の

が
多
い
。
病
気
や
障
害
の
身
代
わ
り
？　

そ
れ
に
し
て
は
同
じ
姿
の
病
人
や
障
害
が

多
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

土
偶
に
は
な
ぜ

「
異
形
」の
姿
が
多
い
の
か
？

こ
れ
は
日
本
の
土
偶
だ
け
を
見
て
い
て

も
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
土
偶
は

世
界
各
地
で
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
例

日
本
に
お
け
る
最
初
の
形
象
表
現
と

し
て
、
土
器
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ

る
の
が
土
偶
で
あ
る
。
土
器
の
中
に
も

「
火
焔
土
器
」
の
よ
う
に
実
用
性
か
ら
離

れ
た
装
飾
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
が
、

人
間
の
形
を
し
た
土
偶
は
も
と
も
と
実
用

目
的
で
は
な
い
。
宗
教
的
呪
物
、
も
し
く

は
人
間
像
と
し
て
、
純
粋
に
精
神
的
な
創

造
物
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
、
こ
れ
ら
土
偶
が
一

体
何
を
表
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
定

説
が
な
か
っ
た
。
そ
の
形
態
や
素
材
に
つ

い
て
は
研
究
が
進
ん
で
も
、
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
文
献
が
な
い
た
め
に
、
単
に
原

始
的
な
「
精
霊
」
な
ど
と
曖
昧
に
認
識
さ

れ
る
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。

一
体
、
彼
ら
は
何
だ
ろ
う
？　

子
ど
も

の
お
も
ち
ゃ
？　

そ
れ
に
し
て
は
壊
れ
や

異形人への崇拝
縄文のヴィーナス

VS
ヴィレンドルフの
ヴィーナス

「形」が紡ぐ
ビジュアルコラム

写真提供：「ヴィレンドルフのヴィーナス」（Jorge Royan/http://www.royan.com.ar/CC BY-SA 3.0）

東西文化史
かつて芸術は政治や宗教や文化、

人々の暮らしと密接に結びついていた。
そこで作られたのが土器や土偶であり、
仏像や絵画であり、美しい建築物だった。
こうした視覚的な残存物は、雄弁に
当時の思想を物語る。史料のない

「形象」から新しい文化史を紡ぎ出す――
それが田中英道氏の

「フォルモジー」（形象学）なのだ。

写真提供：「縄文のヴィーナス」（国宝「土偶」茅野市蔵）



に
お
け
る
近
親
婚
し
か
り
、
母
を
娶め
と

っ
た

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
し

か
り
、
日
本
の
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の

命み
こ
とと

伊い

邪ざ

那な

美み
の

命み
こ
との

兄
妹
婚
、
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

神み
か
みと

須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
との

姉
弟
婚
し
か
り
、
古
代
の
神
話
は

近
親
相
姦
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
ゆ
え
に
、
生
ま
れ
た
子
に
は
病
気
も
多

か
っ
た
だ
ろ
う
。
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那

美
命
は
多
く
の
神
々
を
生
ん
だ
が
、
初
め

て
の
子
は
蛭ひ

る

子こ

だ
っ
た
。

実
際
、
縄
文
時
代
の
人
骨
か
ら
は
、
障

害
を
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
の

骨
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
障
害
を
抱
え

た
人
が
放
っ
て
お
い
て
も
生
き
て
い
け
る

ほ
ど
、
当
時
の
生
活
環
境
は
恵
ま
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
当
然
、
周
囲
の
手
厚
い
保

護
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
古
代
の
人
々
は
異
形

の
姿
を
し
た
人
々
を
決
し
て
見
捨
て
る
こ

と
な
く
、
畏
敬
し
、
崇
拝
し
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
神
と
し
て
の
姿
が
土
偶
と
い

う
形
象
物
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

や
が
て
近
親
婚
の
タ
ブ
ー
が
広
が
る
に

つ
れ
、
異
形
神
は
自
然
神
へ
の
象
徴
へ
と

変
わ
っ
て
い
き
、日
本
に
お
い
て
は
風
神
・

雷
神
な
ど
の
現
象
神
、
蔵
王
権
現
な
ど
の

山
の
神
、
あ
る
い
は
鬼
や
天
狗
と
い
っ
た

民
間
神
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
土
偶
こ

そ
は
、
人
間
の
霊
の
具
体
的
な
象
徴

で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
発
露
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

え
ば
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
出
土
し
た「
ヴ
ィ

レ
ン
ド
ル
フ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」（
前
頁
左
）。

た
っ
ぷ
り
と
大
き
な
乳
房
と
、
脂
肪
を
た

た
え
た
ふ
く
よ
か
な
腹
部
。
そ
し
て
な
ぜ

か
顔
を
隠
さ
れ
て
い
る
こ
の
女
性
像
は
、

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
い
う
命
名
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
大
地
母
神
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
形
象
か
ら
言
え
ば
一
人
の
超
肥
満

の
女
性
像
で
あ
る
。
当
時
こ
の
よ
う
な
女

性
が
多
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

こ
れ
は
つ
ま
り「
異
形
人
」の
姿
と
言
え
る
。

わ
が
日
本
に
も
、「
縄
文
の
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
」（
前
頁
右
）
と
い
う
土
偶
が
あ
る
。

長
野
県
棚
畑
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
も
の
で
、

西
洋
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
ほ
ど
乳
房
は
大
き
く

な
い
が
、
臀で

ん

部
は
見
事
な
肥
満
体
だ
。
よ

く
見
る
と
目
が
釣
り
上
が
っ
て
い
て
、
い

か
に
も
黄
色
人
ら
し
い
顔
立
ち
を
し
て
い

る
。
頭
部
の
冠
の
造
形
も
見
事
だ
。

他
に
も
日
本
で
は
顔
面
が
ハ
ー
ト
形
を

土
偶
そ
っ
く
り
だ
。
こ
の
事
実
は
一
体
、

何
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
神
」を
か
た
ど
っ
た

最
初
の
像

こ
れ
ら
の
土
偶
に
つ
い
て
田
中
英
道
氏

が
提
唱
し
て
い
る
の
が
、
近
親
相
姦
に
よ

る
異
形
の
人
々
が
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
だ
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
や
イ
ン
カ
帝
国
の
王
家

し
た
「
ハ
ー
ト
形
土
偶
」、
ま
る
で
イ
ヌ

イ
ッ
ト
の
遮
光
器
を
着
け
て
い
る
よ
う
な

目
を
し
た
「
遮
光
器
土
偶
」
な
ど
も
出
土

し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
異
形
人
の
姿
と

言
っ
て
い
い
。

こ
う
し
た
異
形
の
女
性
を
か
た
ど
る
土

偶
は
、
世
界
各
地
で
出
土
し
て
い
る
。
マ

ヤ
・
イ
ン
カ
帝
国
の
土
偶
は
は
っ
き
り
と

奇
形
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
メ
キ
シ

コ
の
「
産
婦
の
土
偶
」
は
日
本
の
遮
光
器

青森県つがる市木造亀ヶ岡から出
土した遮光器土偶。日本の土偶は
この写真のように壊された状態で
出土している

メキシコ国立人類学博
物館に収蔵されている
土偶たち。やはり女性
で異形の姿をしてい
る。日本の遮光器土偶
そっくりのものも

写真提供：世界遺産ハンター.com写真提供：東京国立博物館（重要文化財）

「田中英道ワールド」
を解剖する

群馬県吾妻郡東吾妻町郷原から出土したハート形土偶
写真提供：東京国立博物館／TNM Image Archives（個人蔵、重要文化財）
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見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
美
し
い
彫
刻
群
を
制
作
し
た
の
は

フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
と
い
う
一
人
の
天
才
芸

術
家
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ャ
文

化
に
お
い
て
は
、
ア
ル
カ
イ
ズ
ム
（
懐
古

主
義
）
と
い
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
を

像
と
し
て
作
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ

を
変
え
た
の
が
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
の
彫
刻

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
個
人
主
義
に
基
づ
く

芸
術
が
生
ま
れ
て
い
く
。
個
性
豊
か
な
ギ

リ
シ
ャ
神
話
の
神
像
た
ち
も
、
ア
ク
ロ
ポ

リ
ス
か
ら
誕
生
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

「
古
典
」が
体
現
さ
れ
た
場
所

そ
の
意
味
で
は
、
奈
良
の
法
隆
寺
も
同

様
の
役
割
を
担
っ
た
。
現
存
す
る
世
界
最

古
の
木
造
建
築
で
あ
る
法
隆
寺
は
、
日
本

が
世
界
に
誇
る
建
築
物
で
あ
る
。
パ
ル
テ

ノ
ン
神
殿
が
黄
金
比
な
ら
、
五
重
塔
や
金

ア
テ
ネ
の
街
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
そ

び
え
る
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
。
東
西
約

３
０
０
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
１
５
０
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
１
５
０
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大

き
な
丘
は
、
そ
の
全
体
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ

時
代
、
守
護
神
ア
テ
ナ
を
祀
っ
た
一
大
聖

域
で
あ
っ
た
。

そ
の
荘
厳
な
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
を
望

ん
だ
と
き
に
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の
が
、

中
心
部
に
存
在
す
る
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で

あ
る
。
８
本
の
柱
が
前
面
に
立
ち
、
黄
金

比
で
見
事
に
は
か
ら
れ
た
そ
の
姿
は
、
間

違
い
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
の
最
高
傑
作

の
一
つ
だ
。

建
築
と
し
て
の
姿
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
施
さ
れ
た
彫
刻
の
美
に
も
息
を
の
む
。

屋
根
の
破
風
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
群
像
の
彫

刻
が
飾
ら
れ
、
柱
頭
と
屋
根
の
あ
い
だ
に

は
優
雅
な
レ
リ
ー
フ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

彫
刻
に
よ
っ
て
ア
テ
ネ
の
神
話
と
歴
史
が

「田中英道ワールド」
を解剖する 「

や
ま
と
ご
こ
ろ
」と

「
デ
モ
ク
ラ
ティ
ア
」の
発
生
地

法
隆
寺
VS
ア
クロ
ポ
リ
ス

写真提供：法隆寺、撮影：飛鳥園
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行
う
政
権
交
代
が
起
き
て
い
た
。
当
時
、

ほ
と
ん
ど
の
国
が
王
や
貴
族
の
専
制
政
治

だ
っ
た
な
か
で
、
ア
テ
ネ
で
は
女
性
や
奴

隷
は
除
外
さ
れ
る
と
は
い
え
、
民
衆
が
一

つ
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
政
治
を
直
接
議
論

し
、
決
定
し
て
い
た
の
だ
。

こ
の
議
論
を
す
る
場
所
こ
そ
が
、
ア
ク

ロ
ポ
リ
ス
の
丘
の
麓ふ

も
との
ア
ゴ
ラ
と
い
う
広

場
で
あ
っ
た
。
こ
の
広
場
か
ら
は
、
パ
ル

テ
ノ
ン
神
殿
の
美
し
い
姿
が
間
近
に
眺
め

ら
れ
た
だ
ろ
う
。
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
存

在
が
人
々
の
共
通
の
信
仰
、
拠
り
所
と
な

り
、
民
衆
が
直
接
政
治
に
携
わ
る
と
い
う

新
た
な
思
想
を
支
え
た
。

「
和
」の
心
が
生
ま
れ
た
瞬
間

一
方
の
法
隆
寺
の
場
合
は
ど
う
か
。
当

時
、
日
本
に
は
す
で
に
神
道
が
息
づ
い
て

太
子
が
制
定
し
た
十
七
条
憲
法
に
は
、
有

名
な
〈
和
を
以
て
貴
し
と
す
る
〉
の
他
に

も
、〈
忿

こ
こ
ろ
の
い
か
りを

絶た

ち
て
、
瞋

お
も
て
の
い
か
りを

棄す

て
、

人
の
違
う
こ
と
を
怒
ら
ざ
れ
。
人
皆
心
あ

り
。
心
お
の
お
の
の
執
れ
る
こ
と
あ
り
。

か
れ
是
と
す
れ
ば
、
わ
れ
非
と
す
。
わ
れ

是
と
す
れ
ば
、
か
れ
非
と
す
。
わ
れ
必
ず

し
も
聖
に
あ
ら
ず
〉
と
あ
る
。「
人
間
は

不
完
全
な
存
在
だ
か
ら
、
互
い
の
意
見
に

耳
を
傾
け
合
う
こ
と
が
大
切
だ
」
と
教
え

て
い
る
の
だ
。

こ
れ
は
和
の
根
本
原
理
で
あ
り
、
民
主

主
義
の
根
本
と
も
言
え
る
。
ご
存
知
の
と

お
り
、
日
本
の
天
皇
制
は
外
国
の
専
制
君

主
や
絶
対
王
政
と
は
違
う
。
ま
さ
に「
和
」

の
在
り
方
が
政
治
体
制
の
上
で
も
、
日
本

人
の
精
神
性
の
上
で
も
、
こ
こ
で
基
礎
づ

け
ら
れ
た
と
言
え
る
。
法
隆
寺
こ
そ
は
、

そ
の
日
本
人
の
精
神
性
の
結
晶
、
重
要
な

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
一
つ
な
の
だ
。

い
た
。
神
道
は
家
族
や
共

同
体
を
信
仰
の
基
本
に
す

る
。
こ
れ
が
日
本
と
い
う

共
同
体
を
愛
す
る
気
持
ち

を
育
て
、
ま
と
ま
っ
て
い

く
基
本
に
な
っ
た
。

聖
徳
太
子
が
受
け
入
れ

た
仏
教
は
、
そ
こ
に
個
人

が
い
か
に
生
き
て
い
く
か

と
い
う
新
し
い
精
神
を
取

り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

堂
は
白
銀
比
と
呼
ば
れ
る
比
率
で
作
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
調
和
の
と
れ
た
姿
は
息
を

の
む
ほ
ど
に
美
し
い
。

こ
の
法
隆
寺
に
も
、
一
人
の
天
才
が
い

た
。
聖
徳
太
子
の
も
と
で
仏
像
を
制
作
し

た
止と

利り

仏
師
（
鞍く
ら

作つ
く
り

止の
と

利り

）
で
あ
る
。

止
利
仏
師
は
飛
鳥
時
代
を
代
表
す
る
仏

師
で
、
６
０
６
年
に
は
日
本
の
仏
像
の
始

ま
り
と
さ
れ
る
安
居
院
（
飛
鳥
寺
）
本
尊

の
釈
迦
如
来
坐
像
（
飛
鳥
仏
）
も
制
作
し

て
い
る
。
そ
の
制
作
様
式
は
「
法
隆
寺
金

堂
本
尊
釈
迦
三
尊
像
」
に
結
実
し
、
そ
の

後
の
日
本
の
芸
術
を
牽
引
し
た
。

そ
れ
以
前
の
日
本
の
文
化
で
は
、
像
と

い
う
も
の
は
「
埴は

に
わ輪
」
や
「
土
偶
」
の
よ

う
に
表
情
に
乏
し
く
、
そ
こ
に
個
性
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
仏
教
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
は
じ
め
て
、
日
本
は
「
人
間
像
」

と
い
う
表
現
方
法
を
獲
得
し
た
。
こ
こ
法

隆
寺
で
、
日
本
も
ギ
リ
シ
ャ
と
同
様
に
個

人
主
義
に
基
づ
い
た
芸
術
が
誕
生
し
た
の

で
あ
る
。

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
と
法
隆
寺
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
文
化
・
芸
術
の
「
古
典
の
基
本
」

が
体
現
さ
れ
た
建
造
物
な
の
だ
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う

新
た
な
思
想

も
う
一
つ
、
大
事
な
視
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
こ
の
二
つ
の
建
築
が
と
も
に
新
し
い

思
想
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
政
治
体
制
を

支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
だ
。

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化

の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、民
主
主
義（
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
）
発
祥
の
地
と
い
う
見
方
を

さ
れ
る
。
そ
の
頃
ア
テ
ネ
で
は
、
そ
れ
ま

で
の
貴
族
政
治
か
ら
富
裕
市
民
が
政
治
を

日本最初の仏師である止利仏師が 625 年に聖徳太
子の病気平癒を祈願して制作した法隆寺金堂本尊釈
迦三尊像 写真提供：法隆寺、撮影：飛鳥園

「田中英道ワールド」
を解剖する

フェイディアスがパルテノン神殿の本尊として制作し
たアテーナー・パルテノス像のローマ時代の復元像

写真提供：アテネ国立考古学博物館
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影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

西
洋
で
浮
世
絵
が
こ
れ
ほ
ど
熱
狂
を

も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
に
は
、
物
珍

し
さ
だ
け
で
は
な
い
理
由
が
あ
っ
た
。
西

洋
人
が
近
代
に
な
っ
て
直
面
し
た
深
く
大

き
な
精
神
的
問
題
が
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
。

西
洋
の
近
代
化
と
大
き
な
代
償

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
代
表
さ
れ
る
「
近
代
」
へ
の
過
渡
期

に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
絶
対
王
政
を
倒
し
、

王
家
を
ギ
ロ
チ
ン
に
か
け
、
キ
リ
ス
ト
教

を
否
定
し
、
教
会
堂
の
多
く
を
破
壊
し
た
。

し
か
し
、
そ
こ
で
否
定
さ
れ
た
王
政
や

宗
教
は
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
人
の
精
神
的

拠
り
所
で
あ
っ
た
。
王
政
な
き
、
宗
教
な

き
後
の
人
間
性
を
ど
の
よ
う
に
立
て
直
す

か
。
そ
れ
が
彼
ら
の
抱
え
た
命
題
で
あ
っ

た
の
だ
。

ニ
ー
チ
ェ
は
１
８
８
０
年
代
に
そ
れ
を

左
の
絵
画
を
見
て
ほ
し
い
。「
似
て

い
る
な
」
と
感
じ
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。上
は
葛
飾
北
斎
の「
東
海
道
保
土
ヶ

谷
」（「
富
嶽
三
十
六
景
」
よ
り
）。
下
が

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
の

「
ジ
ャ
・
ド
ゥ
・
ブ
フ
ァ
ン
の
マ
ロ
ニ
エ

並
木
」（「
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
の

連
作
」
よ
り
）
で
あ
る
。
前
面
に
樹
々
が

並
び
、
背
後
に
山
を
望
む
と
い
う
構
図
も

同
じ
な
ら
、
北
斎
の
「
富
嶽
三
十
六
景
」

を
な
ぞ
る
よ
う
に「
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー

ル
山
の
連
作
」
も
36
枚
。
単
な
る
偶
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
、
こ
の
二
つ
の
絵
が
似
て
い
る

こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
画

家
を
志
し
て
パ
リ
に
出
た
１
８
６
０
年
頃

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
画
壇
で
ま
さ
に
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
の
だ
。

セ
ザ
ン
ヌ
だ
け
で
な
く
モ
ネ
や
ゴ
ッ
ホ
な

ど
錚そ

う

々そ
う

た
る
面
々
が
、
浮
世
絵
に
多
大
な

写真提供：アフロ

絵画における東西の邂逅

「富嶽三十六景」
（北斎）
VS

「サン・ヴィクトワール山の連作」
（セザンヌ）

「田中英道ワールド」
を解剖する
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画
に
よ
っ
て
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。
セ

ザ
ン
ヌ
が
北
斎
を
模
倣
し
た
の
も
、
そ
れ

が
大
き
な
理
由
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

北
斎
は
「
こ
の
千
年
で
最
も
重
要
な

功
績
を
残
し
た
世
界
の
人
物
１
０
０
人
」

（「
ラ
イ
フ
」
誌
、
99
年
）
に
、
日
本
人
と

し
て
た
だ
一
人
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ

け
で
も
、
ど
れ
だ
け
西
洋
社
会
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。

写
楽
は
北
斎
だ
っ
た
！

こ
こ
で
田
中
氏
は
興
味
深
い
提
示
を
し

類
考
」
な
ど
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
信
憑
性

の
高
い
分
析
で
あ
る
。
詳
細
は
氏
の
著
作

『
実
証　

写
楽
は
北
斎
で
あ
る
』『「
写
楽
」

問
題
は
終
わ
っ
て
い
な
い
』（
祥
伝
社
）

等
に
詳
し
い
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
に
は

一
読
を
お
勧
め
す
る
。

さ
て
、
近
代
絵
画
の
父
と
も
言
わ
れ
る

セ
ザ
ン
ヌ
よ
り
半
世
紀
も
早
く
活
躍
し
た

北
斎
が
西
洋
画
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た

の
と
は
対
照
的
に
、
明
治
以
後
の
日
本
画

壇
で
は
浮
世
絵
の
世
界
観
は
失
わ
れ
、「
西

洋
的
近
代
」
を
模
倣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

浮
世
絵
の
世
界
と
は
、
西
洋
と
の
接
触

が
わ
ず
か
に
長
崎
だ
け
と
い
う
江
戸
時
代

に
し
か
存
在
し
得
な
い
も
の
、日
本
の「
浮

世
」
か
ら
発
し
、
そ
の
自
然
を
歩
く
速
度

で
見
た
世
界
で
あ
っ
た
。
産
業
革
命
の
波

が
日
本
に
押
し
寄
せ
た
と
き
、
そ
の
世
界

が
消
滅
し
て
い
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
必

然
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

て
い
る
。
北
斎
は
「
阿
呆

く
せ
い
」、
写
楽
は
「
洒

落
く
せ
い
」、
日
本
美
術

史
上
最
大
の
謎
と
さ
れ
る

写
楽
の
正
体
は
、
じ
つ
は

北
斎
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
機
知

に
富
ん
だ
雅
号
の
付
け
方

か
ら
の
み
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
二
人
の
絵

の
筆
致
、
同
一
版
木
の
裏

表
を
使
っ
て
印
刷
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
江
戸
時
代
に

出
さ
れ
た
各
種
「
浮
世
絵

「
神
は
死
ん
だ
」
と
表
現
し
た
が
、
美
術

界
で
は
す
で
に
18
世
紀
末
か
ら
模
索
が
始

ま
っ
て
い
た
。「
新
古
典
主
義
」
で
は
キ

リ
ス
ト
教
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時

代
に
回
帰
し
よ
う
と
し
、「
ロ
マ
ン
チ
シ

ズ
ム
」「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
」
で
は
異

文
化
を
探
求
し
た
。
社
会
主
義
が
生
ま
れ

た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
並
行
す
る
よ
う
に

写
実
主
義
の
絵
画
が
描
か
れ
た
。

し
か
し
そ
の
ど
れ
も
が
、
彼
ら
の
抱
え

る
精
神
的
問
題
に
決
定
的
な
解
決
策
を
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
と

こ
ろ
に
浮
世
絵
が
や
っ
て
き
た
の
だ
。

浮
世
絵
が
描
き
出
し
た

自
由
な
精
神
世
界

最
初
に
浮
世
絵
を
受
け
入
れ
た
の
は
、

そ
れ
ま
で
リ
ア
リ
ズ
ム
を
論
じ
て
い
た

人
々
だ
っ
た
。
新
し
い
「
近
代
」
の
表
現

手
法
を
求
め
て
い
た
彼
ら
の
目
に
は
、
民

衆
が
い
き
い
き
と
描
か
れ

る
浮
世
絵
が
そ
れ
を
体
現

し
て
い
る
と
映
っ
た
の
だ

ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
浮
世

絵
は
近
代
が
持
つ
「
無
関

心
性
」
と
い
う
問
題
を
も

提
示
し
て
い
た
。
鈴
木
春

信
や
喜
多
川
歌
麿
の
描
く

人
間
に
は
「
無
表
情
に
よ

る
無
関
心
性
」
が
表
現
さ

た
。
宗
教
も
神
話
も
な
く
、
た
だ
自
然
を

あ
り
の
ま
ま
に
「
自
立
し
た
表
現
」
と
し

て
描
く
と
い
う
日
本
の
精
神
性
に
西
洋
は

驚
嘆
し
た
の
だ
。

言
い
換
え
れ
ば
、
浮
世
絵
に
は
宗
教
や

神
話
、
あ
る
い
は
国
家
と
い
う
制
約
に
捉

わ
れ
な
い
自
由
な
精
神
世
界
が
表
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
だ
。
神
な
き
世
界
に
重
要

な
の
は
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
絵

れ
て
お
り
、
西
洋
が
そ
れ
ま
で
描
い
て
き

た
よ
う
な
宗
教
や
国
家
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
た
濃
密
な
人
間
関
係
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、作
為
の
な
い「
人

間
そ
の
も
の
」
だ
っ
た
。

同
様
に
、
浮
世
絵
は
あ
り
の
ま
ま
の
自

然
の
姿
も
描
写
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
山

や
川
と
い
っ
た
自
然
を
主
題
に
連
作
を
描

く
と
い
う
発
想
自
体
が
西
洋
に
は
な
か
っ

クロード・モネ作「白い睡蓮」（1899 年）。歌川広重の「亀戸天神境内」
がモチーフで、この浮世絵に衝撃を受けたモネは、自宅の庭に絵に
似せて池を作り太鼓橋を架けた 写真提供：アフロ

「田中英道ワールド」
を解剖する

フィンセント・ファン・ゴッホ作「花咲く梅の木」
（1887 年）。自身が所持する歌川広重の「亀戸梅屋
舗」を忠実に模写したもの 写真提供：アフロ
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し
た
過
ち
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
を

つ
ね
に
私
た
ち
に
想
起
さ
せ
る
。

原
爆
ド
ー
ム
は
も
と
も
と
１
９
１
５
年

に
竣
工
し
た
広
島
県
物
産
陳
列
館
と
い
う

建
物
で
あ
っ
た
。
当
時
急
速
に
経
済
規
模

を
拡
大
し
て
い
た
広
島
市
が
県
産
商
品
の

販
路
拡
大
を
目
指
し
て
建
造
し
た
も
の
で
、

商
業
の
発
信
地
と
し
て
、
ま
た
文
化
の
中

心
地
と
し
て
活
躍
し
た
。

し
か
し
１
９
４
５
年
８
月
６
日
、
米
軍

爆
撃
機
「
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
」
が
落
と
し
た

原
子
爆
弾
「
リ
ト
ル
ボ
ー
イ
」
に
よ
っ
て

そ
の
姿
は
一
変
。
建
物
の
東
１
５
０
メ
ー

ト
ル
、
上
空
約
６
０
０
メ
ー
ト
ル
の
地
点

で
炸
裂
し
た
爆
弾
は
、
そ
の
熱
線
と
爆
風

で
１
秒
後
に
は
建
物
を
ほ
ぼ
全
壊
さ
せ
た
。

人
類
史
上
初
の
都
市
核
攻
撃
は
、
当
時

の
広
島
市
の
人
口
の
約
半
分
、
14
万
人
の

命
を
一
瞬
に
し
て
奪
っ
た
。
今
な
お
原
爆

被
害
に
苦
し
む
人
は
多
く
、
被
爆
者
は

世
界
遺
産
と
い
う
と
、
い
ず
れ
も
後

世
に
残
す
べ
き
歴
史
的
意
義
の
高

い
も
の
だ
が
、
な
か
に
は
私
た
ち
が
決
し

て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
「
負
」
の

意
味
を
込
め
て
そ
う
認
定
さ
れ
た
遺
産
も

あ
る
。
そ
の
筆
頭
が
、
広
島
の
原
爆
ド
ー

ム
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

強
制
絶
滅
収
容
所
だ
。

こ
の
二
つ
の
建
造
物
の
無
機
質
で
冷
や

や
か
な
姿
は
、
第
二
次
大
戦
で
人
間
が
犯

写真提供：アフロ

日本人と西洋人の
負の遺産の取り扱い方

原爆ドーム
VS

アウシュヴィッツ
強制絶滅収容所

写真提供：広島広域観光情報サイトひろたび

「田中英道ワールド」
を解剖する
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56
万
人
を
超
え
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
ナ
チ
ス
政
権
下
の
ド
イ
ツ
に
よ

る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
象
徴
と
さ
れ
る
の
が

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
だ
。
親

衛
隊
（
Ｓ
Ｓ
）
全
国
指
導
者
で
あ
っ
た
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
の
指
示
に
よ
り
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
兵
営
の
建
物
を
利
用
す
る

と
い
う
形
で
開
所
さ
れ
た
。

ほ
ど
な
く
第
二
収
容
所
、
第
三
収
容
所

と
増
設
さ
れ
、
大
小
40
も
の
収
容
施
設
が

建
造
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

犠
牲
者
の
数
は
甚
大
で
、
１
５
０
万
人
を

数
え
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
３
分
の
２
を
占

め
た
の
が
ユ
ダ
ヤ
人
だ
が
、
そ
の
他
に
も

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ロ
ー
マ
人
な
ど
、
28
も

の
民
族
が
収
容
さ
れ
た
と
い
う
。

建
造
物
か
ら
わ
か
る

民
族
性
の
違
い

こ
の
二
つ
の
負
の
遺
産
を
比
較
す
る
と

き
、
日
本
人
と
西
洋
人
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ

人
と
の
対
比
が
明
確
に
立
ち
現
れ
る
と
田

中
氏
は
指
摘
す
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

に
つ
い
て
は
ナ
チ
ス
が
厳
し
く
糾
弾
さ
れ

る
の
に
対
し
て
、
原
爆
ド
ー
ム
に
つ
い
て

は
ア
メ
リ
カ
軍
へ
の
糾
弾
が
ほ
と
ん
ど
な

い
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
原
爆
ド
ー

ム
に
隣
接
す
る
原
爆
死
没
者
慰
霊
碑
に

は
「
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ぬ
か
ら
」
と
、

原
爆
投
下
が
あ
た
か
も
日
本
人
自
ら
の
責

任
で
あ
る
か
の
よ
う
な
文
言
ま
で
刻
ま
れ

て
い
る
。

戦
争
犯
罪
は
勝
敗
に
よ
っ
て
決
ま
る
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
勝
敗
を
超
え
た
人
道

的
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
も
の
だ
。
そ
の

点
で
、
一
方
は
非
難
す
る
の
に
、
も
う
一

方
は
非
難
し
な
い
と
い
う
の
は
筋
が
通
ら

な
い
。
無む

辜こ

の
市
民
を
大
量
に
殺
し
た
と

い
う
点
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
徹
底
し
て
ナ
チ
ス
を
糾
弾

す
る
。
ま
た
、
ナ
チ
ス
と
同
罪
で
あ
る
と

し
て
、
日
本
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
な
ど
も

非
難
す
る
。
し
か
し
、
日
本
人
を
虐
殺
し

た
原
爆
に
つ
い
て
は
非
難
し
な
い
。
お
そ

ら
く
、
原
爆
が
ユ
ダ
ヤ
人
科
学
者
の
手
で

作
ら
れ
た
と
い
う
負
い
目
が
あ
る
か
ら
、

非
難
し
よ
う
に
も
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
日
本
人
が
自
国
へ
の

原
爆
投
下
を
人
道
的
な
意
味
で
非
難
し
な

い
と
い
う
の
は
ま
た
話
が
違
う
。
日
本
人

的
な
「
過
去
を
水
に
流
す
」
感
覚
や
人
の

よ
さ
と
い
う
も
の
が
働
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
日
本
人
が
声
を
上
げ
な
い

限
り
、
日
本
が
戦
争
で
行
っ
た
こ
と
は
す

べ
て
外
国
か
ら
非
難
さ
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。

日
本
が
世
界
で
生
き
抜
い
て
い
く
た
め

に
も
、
こ
の
二
つ
の
建
造
物
が
見
せ
て
く

れ
る
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
態
度
の
違
い

に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
改
め
て
考
え
て
み

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

田
中
先
生
が
代
表
理
事
を
務
め
る
日
本
国
史
学
会
が
主
催

す
る
、
日
本
の
歴
史
に
触
れ
る
ツ
ア
ー
。
田
中
先
生
と
と

も
に
「
歴
史
の
現
場
」
を
巡
り
、
日
本
を
再
発
見
で
き
る

と
い
う
こ
の
貴
重
な
ツ
ア
ー
に
編
集
部
で
参
加
し
て
き
ま

し
た
。
今
回
の
訪
問
先
は
、
初
期
大
和
政
権
発
祥
の
地
と

し
て
有
名
な
「
奈
良
・
纏
向
（
ま
き
む
く
）
遺
跡
」。
僕

た
ち
に
改
め
て
歴
史
と
い
う
も
の
の
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
た
こ
の
旅
の
模
様
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

田
中
先
生
の

遺
跡
巡
り

ツ
ア
ーに

行
っ
て
み
た

「田中英道ワールド」
を解剖する
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纏
向
遺
跡
に
つ
い
て

先
生
の
事
前
講
義

今
回
の
も
っ
と
も
重
要
な
見
学
地
は
、

「
箸は

し

墓は
か

古
墳
」
と
「
纏ま

き

向む
く

遺
跡
」
の
ふ
た
つ
。

よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に
ま
ず
は
桜
井

市
立
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
で
纏
向
周
辺
の

ジ
オ
ラ
マ
を
元
に
田
中
先
生
の
解
説
と
と

も
に
歴
史
的
背
景
を
勉
強
し
ま
す
。

そ
の
後
、
日
本
最
古
の
神
社
と
さ
れ
て

い
る
大お

お

神み
わ

神
社
や
そ
の
摂
社
で
あ
る
狭さ

井い

神
社
と
い
う
歴
史
遺
産
を
抜
け
て
、
本
日

の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
「
纏
向
遺
跡

一
帯
」
を
目
指
し
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
前
に
腹
ご
し
ら
え
。
食

事
は
享
保
２
（
１
７
１
７
）
年
に
創
業
し

た
と
い
う
老
舗
・
三
輪
山
本
で
、
手
延
べ

そ
う
め
ん
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

  
ジ
オ
ラ
マ
を
前
に
し
た
と
き

に
「
こ
の
古
墳
は
や
は
り
崇
神

天
皇
の
古
墳
で
は
な
い
か
？
」

「
そ
う
で
も
な
い
と
こ
の
人
工
水
路
、
周

囲
の
建
物
な
ど
説
明
が
つ
か
な
い
」
な
ど

な
ど
、
ツ
ア
ー
参
加
者
の
方
が
田
中
先
生

を
交
え
て
議
論
を
し
て
い
た
の
が
も
の
す

ご
く
印
象
的
で
し
た
。
す
ご
い
な
と
圧
倒

さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
て
歴
史
は
紡

が
れ
て
い
く
の
か
な
ぁ
な
ど
と
思
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

  

こ
の
文
化
セ
ン
タ
ー
に
は
、
ジ

オ
ラ
マ
の
よ
う
な
展
示
だ
け

で
な
く
、
土
器
な
ど
の
出
土

品
と
い
っ
た
一
次
資
料
も
た
く
さ
ん
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば「
本
物
」

を
目
の
前
に
し
て
い
る
わ
け
で
、
ま
さ
に

そ
の
場
で
真
実
の
歴
史
に
近
づ
い
て
い
る

時
間
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

日
本
建
国
の
地
か
ら

ツ
ア
ー
は
ス
タ
ー
ト
！

神か
む

倭や
ま
と

伊い

波わ

禮れ

毘び

古こ
の

命み
こ
とが
九
州
か
ら
の

東
征
を
終
え
、
初
代
天
皇
・
神
武
天
皇
と

し
て
即
位
し
た
こ
と
で
日
本
は
建
国
さ
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
神
武
天
皇
即

位
の
地
で
あ
る
橿か

し

原は
ら

神
宮
が
ツ
ア
ー
の
ス

タ
ー
ト
地
点
。
今
か
ら
２
６
０
０
年
以
上

も
前
の
紀
元
前
６
６
０
年
２
月
11
日
、
こ

こ
か
ら
日
本
は
始
ま
っ
た
の
で
す
。

僕ら４人が行ってきました !

三輪山を神体山とする大神神社。三輪神

社などとして全国に分祀されている

遺跡内の水路や建物の人工的な配置が、ここが都市だったことを物語る   

ダイレクト出版政
経部門・ヒストリー

事業部に所属。1993 年生まれの
27 歳。高知県出身。大学時代にイ
ンドネシアへ留学し、日本人として
の自覚が芽生え始める。帰国後、ダ
イレクト出版に入社し、仕事のなか
で歴史や政治経済に触れ、その面白
さに目覚める。

橿原神宮の一の鳥居。現在の社は 1890

年に官幣大社として創建されたもの

（こみ・なおゆき）

（おかもと・なおや）

（すずき・りゅうのすけ）

（ほんだ・あつき）

大学 3 年よりダイレ
クト出版に入社し

た 23 歳。社歴はおよそ 2 年。小学
1 年生の頃から歴史に興味を持ち、
勉強を開始。多くの書籍を読み漁り、
日本史に関してはある程度は知った
気になっていたが、大学 4 年時に
田中先生から通説を覆す新事実の
数々を聞き、衝撃を受ける。

ダイレクト出版政
経部門所属。1993

年生まれ。出版やマーケティングの
仕事のなかで西鋭夫先生の『新説・
明治維新』（弊社刊）を読み、「歴史っ
て面白いかも！」と驚愕。ほかにも
学校の授業とはまるで違う知識や考
え方に触れ、さらに歴史にのめり込
むようになった。

新卒入社したばか
りの22歳。インター

ンのころから含めると、社歴はもう
すぐ 2 年。「歴史＝暗記科目」とい
う思い込みがあって、学生時代は歴
史をほとんど真面目に勉強してこな
かった。しかし田中先生に出会い、
日本の素晴らしさ、歴史の面白さに
初めて気づいた。

古味直之

岡本直也

鈴木龍之介

本田純基

「田中英道ワールド」
を解剖する
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規
模
や
箸
墓
古
墳
以
外
に
も
い
く
つ
も
の

古
墳
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
出
土
品

に
農
耕
具
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
土
木
用
の

工
具
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
日
本
最
初
の
都
市
」「
大
和
政
権
最
初
の

都
宮
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
化
セ
ン
タ
ー
で
見
た
ジ
オ
ラ
マ
の
記

憶
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
見
学
を
進
め

る
と
、
現
代
の
街
と
歴
史
上
の
都
市
が
つ

な
が
っ
て
い
く
よ
う
で
し
た
。

大
和
朝
廷
初
期
の

「
都
市
」を
歩
く

箸
墓
古
墳
が
存
在
す
る
一
帯
が
纏
向
遺

跡
と
呼
ば
れ
る
場
所
。
南
北
約
１
・
５
キ

ロ
、
東
西
約
２
キ
ロ
と
い
う
、
弥
生
末
期

か
ら
古
墳
前
期
に
お
い
て
存
在
し
た
遺
跡

と
し
て
は
、
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
発
掘
調
査
は
全
面
積
の
５
％
ほ

ど
し
か
進
ん
で
い
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の

「
２
０
０
０
年
前
、
こ
の
地
に

大
き
な
都
が
存
在
し
て
い
た
の

か
︙
︙
」。
か
つ
て
大
和
朝
廷

の
都
市
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
街
を
歩

き
つ
つ
、
何
度
も
心
の
な
か
で
つ
ぶ
や
き

ま
し
た
。
田
中
先
生
の
お
話
を
聞
き
な
が

ら
歩
く
と
、
当
時
の
街
の
様
子
が
見
え
て

く
る
よ
う
で
し
た
。
普
通
に
歩
け
ば
現
代

の
街
で
す
が
、
目
を
閉
じ
る
と
歴
史
を
感

じ
ら
れ
る
。
不
思
議
な
感
覚
で
し
た
。

先
生
が
ジ
オ
ラ
マ
を
も
と
に
解

説
し
て
く
れ
た
街
の
様
子
が
、

ま
る
で
目
の
前
に
浮
か
ん
で
く

る
か
の
よ
う
で
し
た
。
明
ら
か
に
人
が

作
っ
た
水
路
や
、
古
墳
の
ま
わ
り
の
建
物

な
ど
、
実
際
に
そ
の
空
間
に
身
を
置
く
こ

と
で
、
よ
り
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま

し
た
。
座
学
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
「
歴

史
の
実
感
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ど
し
か
進
ん
で
い
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の

日
本
最
古
の
巨
大
古
墳

全
長
２
７
８
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
大
な

前
方
後
円
墳
。
訪
れ
た
の
は
日
本
最
古
と

さ
れ
て
い
る
箸
墓
古
墳
で
す
。『
日
本
書

紀
』
に
よ
る
と
こ
の
場
所
は
、
第
７
代
孝

霊
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
倭

や
ま
と

迹と

と々

日ひ

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
との

墓
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
箸
墓
」
と
い
う
名
前
は
、
百
襲
姫
の
陰

部
に
箸
が
突
き
刺
さ
り
絶
命
し
た
と
い
う

『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
10
年
９
月
の
条

に
あ
る
説
話
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

し
か
し
「
本
当
は
崇
神
天
皇
の
墓
で
は

な
い
か
。
大
和
政
権
の
創
始
者
と
い
わ
れ

る
崇
神
天
皇
の
墓
な
ら
ば
最
大
の
も
の
で

あ
っ
て
い
い
は
ず
」
と
い
う
の
が
田
中
先

生
の
説
。
こ
れ
は
の
ち
に
訪
れ
る
崇
神
天

皇
陵
で
も
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

「
古
墳
に
使
わ
れ
る
巨
大
な
石

は
、
船
を
使
っ
て
運
び
込
ま

れ
た
ん
で
す
」
と
解
説
さ
れ

る
田
中
先
生
の
お
話
を
聞
き
、
衝
撃
を
受

け
ま
し
た
。「
な
ぜ
古
代
人
は
、
わ
ざ
わ

ざ
前
方
後
円
墳
の
周
り
に
水
を
入
れ
た
の

だ
ろ
う
？
」
と
中
学
生
の
頃
か
ら
不
思
議

に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
疑
問
が
一

気
に
解
消
！箸

墓
古
墳
の
周
囲
を
歩
き
ま
し

た
が
、
た
し
か
に
大
き
い
。
周

り
か
ら
で
は
大
き
な
丘
に
し
か

見
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
２
６
０
０
年
前
の

人
は
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
純

粋
な
疑
問
も
わ
き
ま
す
。
そ
し
て
だ
ん
だ

ん
と「
こ
こ
か
ら
日
本
が
始
ま
っ
た
の
か
」

と
不
思
議
な
気
分
に
。
現
地
に
足
を
運
ぶ

こ
と
で
、
２
６
０
０
年
前
の
日
本
誕
生
の

記
憶
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

箸墓古墳を中心に６つの古墳が存在。そ

のほか集落や運河があったとされる

「田中英道ワールド」
を解剖する

写真：国土画像情報（国土交通省）

古墳を囲むようにぐるりと張り巡らされ

た濠を見学
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田
中
先
生
の
話
が
と
に
か
く
興

味
深
い
。「
初
代
の
神
武
天
皇

と
第
10
代
崇
神
天
皇
は
同
一
人

物
か
も
し
れ
な
い
」「
土
器
や
埴
輪
を
見

れ
ば
古
代
の
真
実
が
わ
か
る
」
な
ど
な
ど

す
べ
て
目
か
ら
鱗
。
ま
さ
に
歴
史
が
覆
る

よ
う
な
推
理
の
連
発
で
し
た
。
建
国
に
ま

つ
わ
る
様
々
な
「
謎
」
に
つ
い
て
、
鋭
い

視
点
か
ら
紐
解
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

日
本
の
歴
史
は
神
社
や
古
墳
と

い
う
形
で
も
残
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
「
現
地
に
足
を
運
ぶ

こ
と
」
で
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ツ

ア
ー
で
は
日
本
の
始
ま
り
を
作
っ
た
人
々

と
ど
こ
か
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を

味
わ
い
ま
し
た
。
現
物
を
見
て
歴
史
を
辿

る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
美
術
史
研
究
の
第
一

人
者
で
あ
る
田
中
先
生
の
真
骨
頂
だ
と
感

じ
ま
し
た
。

１
日
を
終
え
て
︙
︙

高
台
か
ら
奈
良
の
景
色
を
見
渡

す
と
、
大
和
王
朝
時
代
の
姿
が

鮮
明
に
浮
か
び
ま
し
た
。
初
め

て
「
歴
史
」
を
肌
で
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

田
中
先
生
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
文
化
遺

産
を
見
る
と
、
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
の

様
子
が
あ
り
あ
り
と
想
像
で
き
る
の
で
す
。

本
当
に
貴
重
な
体
験
が
で
き
ま
し
た
。
一

生
の
思
い
出
に
な
り
そ
う
で
す
。

歴
史
、
美
術
史
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
田
中
先
生
に
、
現
地

で
リ
ア
ル
な
解
説
を
し
て
い
た

だ
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
教
科
書
や
写
真

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
新
た
な
発
見
が

得
ら
れ
る
。
も
う
一
歩
先
の
歴
史
に
踏
み

込
め
た
気
が
し
ま
し
た
。
歴
史
好
き
に
は

た
ま
ら
な
い
ツ
ア
ー
だ
と
思
い
ま
す
。

歴
史
街
道
の
終
着
点
へ

崇
神
天
皇
陵（
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
）

を
あ
と
に
し
、
ツ
ア
ー
は
終
着
点
へ
。
最

後
は
大
和
屈
指
の
古
社
で
あ
る
石
上
神
宮

を
訪
れ
ま
し
た
。

歴
史
の
風
景
が
目
の
前
に
あ
り
あ
り
と

広
が
る
、
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
遺
跡
巡

り
ツ
ア
ー
で
し
た
。

も
し
一
つ
の
推
論
が
正
し
け

れ
ば
、
歴
史
は
ひ
ら
り
と
姿

を
変
え
て
し
ま
う
ん
だ
と
田

中
先
生
の
話
を
聞
い
て
実
感
し
ま
し
た
。

と
同
時
に
、
歴
史
は
先
生
の
よ
う
な
方
が

一
つ
一
つ
足
を
運
び
、
仮
説
を
検
証
し
て

で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
、
そ
の
崇
高
さ
も

感
じ
ま
し
た
。

箸
墓
古
墳
が
実
は
崇
神
天
皇

陵
で
あ
る
。
崇
神
天
皇
は
神
武

天
皇
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
箸

墓
古
墳
は
神
武
天
皇
の
墓
な
の
で
は
な
い

か
。
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
一

変
し
た
瞬
間
で
す
。
歴
史
の
検
証
は
完
璧

で
は
な
く
、
ま
だ
ま
だ
新
し
い
真
実
は
い

く
ら
で
も
出
て
く
る
余
地
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
頭
だ
け
で
な
く
目
の
前
の
景
色

か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

神
武
天
皇
と
崇
神
天
皇
は

同
一
人
物
だ
っ
た
？

大
和
朝
廷
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
崇
神

天
皇
の
墓
陵
に
到
着
。
こ
こ
で
田
中
先

生
か
ら
説
明
が
。
崇
神
天
皇
陵
は
全
長

２
４
２
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
に
対
し
て
箸
墓

古
墳
は
全
長
２
７
２
メ
ー
ト
ル
。同
じ「
都

市
」
に
あ
る
墓
陵
な
ら
ば
、
最
大
権
力
者

の
も
の
が
最
大
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
、
箸
墓
古
墳
こ
そ
は
崇
神
天
皇
の

墓
で
は
な
い
の
か
と
言
う
の
で
す
。

さ
ら
に
「
神
武
天
皇
と
崇
神
天
皇
は
同

一
人
物
」
と
一
言
。
共
通
し
て
「
初
め
て

国
を
治
め
た
天
皇
」
と
称
さ
れ
る
な
ど
、

二
人
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
多
々

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
箸

墓
古
墳
は
神
武
天
皇
の
墓
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

歩く道々に歴史が存在し、目の前の景色にす

ら悠久の時を感じる

行燈山（あんどんやま）古墳にある拝所。

奥に見えるのが崇神天皇陵

「田中英道ワールド」
を解剖する
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て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
文
化
の
文

脈
の
な
か
で
は
、
神
話
と
歴
史
の
あ
い
だ

に
連
続
性
が
見
ら
れ
る
。と
こ
ろ
が
西
洋
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
神
話
と
歴
史
は
は
っ

き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
と
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
の
言
葉
で
言
う
と
、「
そ
の
あ

い
だ
に
深
い
溝
が
あ
る
」
と
な
り
ま
す
が
、

じ
つ
を
言
う
と
私
に
は
「
本
当
に
そ
う
な

の
か
な
」
と
い
う
思
い
が
あ
る
ん
で
す
。

田
中
　
と
い
い
ま
す
と
？

岡
島
　
じ
つ
は
、
先
生
の
ご
著
書
『
戦
後

日
本
を
狂
わ
せ
た
反
日
的
歴
史
認
識
を
撃

つ
』（
展
転
社
）
に
、レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ

り
ま
し
て
、
こ
こ
が
鍵
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
少
し
読
み
上
げ
ま
す
。

︿
最
後
の
﹁
西
洋
社
会
﹂
が
晒さ

ら

さ
れ
て
い

る
﹁
原
子
論

⎝
⁂
₃
⎠﹂

と
い
う
見
方
は
、
お
そ
ら

く
あ
ま
り
に
も
分
裂
し
、
個
々
の
孤
立
化

し
た
社
会
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に

は
人
間
が
も
と
も
と
一
人
で
は
生
き
ら
れ

な
い
と
い
う
宿
命
の
前
提
を
忘
れ
、
あ
た

か
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
前
提
が

あ
る
。
こ
れ
は
ス
ト
ロ
ー
ス
を
含
め
て
ユ

ダ
ヤ
教
︱
キ
リ
ス
ト
教
的
な
一
神
教
的
思

考
方
法
が
あ
る
。
す
べ
て
が
一
神
が
つ

く
っ
た
と
い
う
幻
想
で
あ
る
。
個
々
の
存

在
も
神
が
つ
く
っ
た
と
い
う
仮
定
が
あ
る

た
め
に
、
原
子
論
も
可
能
な
の
だ
。
し
か

し
、
簡
単
に
考
え
て
も
、
人
間
は
父
母
か

ら
生
ま
れ
る
。
す
で
に
個
々
に
、
人
間
は

共
同
体
の
産
物
で
あ
る
根
拠
が
あ
る
。
つ

ま
り
西
洋
社
会
は
、
一
神
論
の
上
に
立
っ

た
虚
構
の
社
会
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ス
ト
ロ
ー
ス
は
そ
こ
ま
で
考
え

て
い
な
い
﹀（
１
９
３
～
１
９
４
頁
）

先
生
は
こ
う
洞
察
さ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
ま
さ
に
こ
こ
が
、
西
洋
で
は
「
神
話

と
歴
史
と
の
あ
い
だ
に
深
い
溝
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
へ
の
私
の
違
和
感
と
、
ぴ
っ

「
歴
史
」は「
神
話
」と

地
続
き
な
の
か
？

岡
島
　
本
日
は
田
中
先
生
に
、「
神
話
と

歴
史
の
あ
い
だ
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い

て
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

か
つ
て
江
藤
淳

（
＊
₁
）と
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（
＊
₂
）

と
い
う
二
人
の
巨
頭
間
で
行
わ
れ
た
対
話

の
主
題
で
も
あ
り
ま
す
。

田
中
　
そ
れ
は
ま
た
、
非
常
に
重
要
な

テ
ー
マ
で
す
ね
。

岡
島
　
こ
れ
に
つ
い
て
江
藤
淳
と
レ
ヴ
ィ

＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
一
致
し
た
こ
と
を
言
っ

（
＊
２
）
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

（
１
９
０
８ｰ
２
０
０
９
年
）

「
20
世
紀
最
大
の
人
類
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
フ

ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
、
民
族
学
者
。
世
界

各
地
に
見
ら
れ
る
近
親
婚
の
構
造
分
析
や
神
話

の
比
較
分
析
な
ど
で
人
類
学
に
新
た
な
展
望
を

切
り
拓
い
た
。
ま
た
、
構
造
主
義
を
通
し
て
未

開
社
会
に
も
文
明
社
会
に
匹
敵
す
る
精
緻
で
合

理
的
な
思
考
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
証
。
西
洋

の
自
文
化
中
心
主
義
を
厳
し
く
批
判
す
る
そ
の

思
考
は
、
現
代
思
想
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。

（
＊
3
）
原
子
論

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い

極
小
の
も
の
（
原
子
）
が
集
ま
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
と
す
る
理
論
の
こ
と
。
物
質
を
第
一
次

的
、
根
本
的
な
実
在
と
捉
え
、
心
や
精
神
は
副

次
的
・
派
生
的
な
も
の
と
み
な
す
唯
物
論
の
考

え
方
と
も
重
な
る
。

写真提供：共同通信

「田中英道ワールド」
を解剖する

（
＊
1
）
江
藤
淳
（
１
９
３
２ｰ

１
９
９
９
年
）

戦
後
日
本
の
著
名
な
文
学
批
評
家
。
22
歳
の
と

き
『
夏
目
漱
石
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
以
来
、
数
々

の
文
学
評
論
や
エ
ッ
セ
ー
、
戦
後
の
占
領
史
研

究
な
ど
を
著
し
、
幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
た
。

晩
年
は
夫
人
の
死
と
自
身
の
病
を
苦
に
し
、「
脳

梗
塞
の
発
作
に
遭
い
し
以
来
の
江
藤
淳
は
形
骸

に
過
ぎ
ず
。
自
ら
処
決
し
て
形
骸
を
断
ず
る
所

以
な
り
」と
い
う
遺
書
を
残
し
て
自
裁
し
た
。

写真提供：共同通信

神
話
と
歴
史
の
あ
い
だ
︱
︱「
断
続
」の
民
族
と「
連
続
」の
民
族

田
中
英
道
×
岡
島
実
（
弁
護
士
）

は
た
し
て
、「
神
話
」
と「
歴
史
」に
連
続
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

紡
が
れ
て
き
た
民

族
の
物
語
か
ら
、西
洋
と
日
本
、そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
の
違
い
を
問
う
珠
玉
の
対
談
。
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シ
ャ
人
で
は
な
く
ト
ル
コ
人
な
ん
で
す
。

あ
る
い
は
ト
ル
コ
人
と
言
わ
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
周
辺
国
と
の
混
血
が
非
常
に
進

ん
で
い
る
人
々
で
す
。つ
ま
り
、ギ
リ
シ
ャ

時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
に
限
ら
ず
、
他
の
国
で

も
お
お
む
ね
同
様
で
す
。

岡
島
　
神
話
の
時
代
を
生
き
た
祖
先
と
、

そ
の
地
に
い
ま
住
ん
で
い
る
人
々
が
連
続

し
て
い
な
い
と
。

田
中
　
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
は
９
世
紀
ご

ろ
に
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の

フ
ラ
ン
ク
王
国

（
＊
５
）は
、
ま
だ
ま
だ
ゲ
ル
マ
ン

民
族

（
＊
６
）が
大
移
動
を
し
て
い
た
時
代
で
す
。

さ
ら
に
遡

さ
か
の
ぼれ
ば
、
そ
の
前
は
ロ
ー
マ
時
代

に
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
遺
跡
は
す
で
に

「
古
代
ロ
ー
マ
人
の
時
代
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
民
族
が
違
う
の

で
す
。

　
地
続
き
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
、
時

代
と
と
も
に
ま
っ
た
く
違
う
民
族
が
移
動

し
て
き
て
、
か
つ
て
の
民
族
は
消
え
て
し

ま
っ
た
り
混
血
し
た
り
し
て
い
る
。
と
く

に
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
大
量
に
移
動
す
る
と

い
う
よ
う
な
と
き
に
は
、
前
の
文
化
や
神

話
を
知
ら
な
い
人
た
ち
が
大
挙
し
て
押
し

寄
せ
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら

日
本
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
、「
民

族
」
と
い
う
視
点
に
お
い
て
、
神
話
は
断

絶
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
日
本
の
よ

う
に
、
同
じ
民
族
が
同
じ
場
所
に
住
み
続

け
、
同
じ
神
話
を
ず
っ
と
受
け
継
い
で
い

る
と
い
う
国
は
ま
っ
た
く
稀
な
の
で
す
ね
。

だ
か
ら
こ
そ
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
驚

い
た
わ
け
で
す
。

労
働
を
す
る
日
本
の
神
様

岡
島
　
日
本
と
い
う
国
に
は
、
世
界
に
類

の
な
い
特
殊
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

先
生
の
ご
説
を
お
伺
い
し
て
も
い
い
で
す

た
り
と
重
な
っ
た
の
で
す
。

田
中
　
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
に
な
っ
た
の

で
す
か
？

岡
島
　
西
洋
の
歴
史
観
に
は
、
西
洋
人
が

持
っ
て
い
る
「
神
話
の
型
」
と
い
う
も
の

が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
洋

人
の
思
考
に
も
、
西
洋
の
神
話
と
い
う
も

の
が
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
て
、
そ
こ

に
は
む
し
ろ
「
連
続
性
」
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
神
話
と
断
絶
し
て
深
い
溝
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
西
洋
人
な
り
に
連
続
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

田
中
　
原
子
論
と
一
神
論
と
い
う
二
つ
の

世
界
観
に
は
、
彼
ら
の
「
思
考
の
型
」
と

し
て
通
底
し
、
連
続
す
る
も
の
が
あ
る
と
。

岡
島
　
そ
う
で
す
。
少
し
角
度
を
変
え
ま

す
と
、
た
と
え
ば
社
会
契
約
説
の
古
典
的

な
著
作
と
さ
れ
て
い
る
本
に
、
ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
の
『
統
治
二
論

（
＊
４
）』
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
本
で
は
統
治
の
基
礎
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
『
旧
約
聖
書
』
か
ら
解
説
し
て
い

く
ん
で
す
ね
。『
旧
約
聖
書
』
の
ア
ダ
ム

と
イ
ブ
の
物
語
を
前
提
と
し
て
話
が
進
ん

で
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
だ
か
ら
今
、

こ
の
社
会
が
こ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と

い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
と
く
に
規
範
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
洋
人
に
と
っ
て

も
神
話
と
歴
史
と
い
う
の
は
決
し
て
は
っ

き
り
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

神
話
を
受
け
継
げ
る

日
本
の
特
殊
性

田
中
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
こ
に
は

ま
た
１
つ
、
別
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ご

存
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
に
は
ギ
リ

シ
ャ
の
神
話
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

こ
に
い
ま
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
、
ギ
リ

（
＊
5
）
フ
ラ
ン
ク
王
国

５
～
９
世
紀
に
か
け
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配

し
た
ゲ
ル
マ
ン
系
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
。
最
大

版
図
は
８
世
紀
後
半
～
９
世
紀
前
半
に
在
位
し

た
カ
ー
ル
大
帝
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
シ
ャ
ル
ル

マ
ー
ニ
ュ
）
の
時
代
で
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
北
部
、
ド
イ
ツ
西
部
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ベ
ル
ギ
ー
、ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、ス
イ
ス
、オ
ー

ス
ト
リ
ア
お
よ
び
ス
ロ
ベ
ニ
ア
に
相
当
す
る
地

域
を
支
配
し
た
。
カ
ー
ル
大
帝
の
死
後
は
３
つ

に
分
裂
し
、
そ
の
う
ち
の
西
フ
ラ
ン
ク
が
現
在

の
フ
ラ
ン
ス
の
起
源
で
あ
る
。

（
＊
6
）
ゲ
ル
マ
ン
民
族

イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
す
民
族
。

ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
は
ド
イ
ツ
北
部
・
デ
ン

マ
ー
ク
・
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
南
部
あ
た
り
に
居

住
し
て
い
た
が
、
遊
牧
騎
馬
民
族
で
あ
る
フ
ン

族
の
西
進
に
よ
っ
て
、
４
～
６
世
紀
半
ば
ま
で

大
規
模
な
移
動
を
行
っ
た
。
移
動
後
は
ロ
ー
マ

帝
国
領
内
の
各
地
で
建
国
、フ
ラ
ン
ク
人
、ヴ
ァ

ン
ダ
ル
人
、
東
ゴ
ー
ト
人
・
西
ゴ
ー
ト
人
、
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ド
人
な
ど
の
新
し
い
部
族
を
形
成
し

た
。

「田中英道ワールド」
を解剖する

（
＊
4
） 『
統
治
二
論
』

１
６
９
０
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
哲
学
者
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
二
篇
の

論
文
か
ら
な
る
政
治
哲
学
書
。
第
一
論
は
、
ロ

バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
が
唱
え
た
「
国
王
の
絶

対
的
支
配
権
は
、
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
の
子
ど
も

に
対
す
る
父
権
に
由
来
す
る
」
と
い
う
王
権
神

授
説
へ
の
反
論
。
第
二
論
で
は
、
政
治
権
力
の

起
源
を
王
権
神
授
で
は
な
く
社
会
契
約
に
あ
る

と
し
て
、
そ
の
範
囲
や
目
的
等
を
論
じ
た
。
フ

ラ
ン
ス
人
権
宣
言
や
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
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田
中
　
ど
う
見
て
も
そ
う
と
し
か
捉
え
ら

れ
ま
せ
ん
。『
古
事
記
』
で
は
、
最
高
神

で
あ
る
天
照
大
神
で
さ
え
も
、
高
天
原
に

田
ん
ぼ
を
持
ち
、
田
植
え
や
機
織
り
を
し

て
働
い
て
い
ま
す
。
神
々
が
ま
じ
め
に
労

働
を
し
て
い
る
な
ん
て
い
う
の
は
、
他
の

神
話
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
よ
そ

の
神
話
で
は
、
何
か
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

の
労
働
は
あ
っ
て
も
、
普
通
の
人
々
が
や

る
よ
う
に
、
一
生
懸
命
何
か
を
作
っ
た
り

す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る

い
は
神
業
と
し
て
何
か
が
パ
ッ
と
出
て
き

た
り
は
し
ま
す
け
れ
ど
、
日
本
で
は
そ
う

い
う
こ
と
は
な
く
て
、
神
様
が
一
生
懸
命

働
い
て
作
っ
て
い
る
。

岡
島
　
面
白
い
で
す
ね
。

神
が
実
在
し
た
証
拠

田
中
　
日
本
だ
け
は
歴
史
と
神
話
が
連
続

し
て
い
る
―
―
つ
ま
り
神
が
人
な
ん
だ
と

い
う
、
そ
れ
が
決
定
的
に
分
か
る
の
は

『
新し

ん

撰せ
ん

姓し
ょ
う

氏じ

録ろ
く

』
）
（＊

（
＊

と
い
う
、
８
１
５
年
に

出
さ
れ
た
平
安
時
代
の
書
物
で
す
。

　
こ
れ
は
朝
廷
が
編へ

ん

纂さ
ん

し
た
古
代
氏
族
の

系
譜
集
で
、
当
時
、
平
安
京
あ
た
り
に
住

ん
で
い
た
人
々
の
祖
先
を
遡
っ
て
、
系
譜

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
こ

の
書
物
で
は
、出
自
に
よ
っ
て「
諸し

ょ

蕃ば
ん

」「
皇

別
」「
神
別
」
と
３
つ
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

「
諸
蕃
」と
は
渡
来
人
系
の
氏
族
。「
皇
別
」

は
皇
室
か
ら
降
下
し
た
家
の
人
た
ち
。
そ

し
て
「
神
別
」
は
天あ

ま

津つ

神か
み

・
国く
に

津つ

神か
み

の
子

孫
の
人
た
ち
で
す
。
天
津
神
と
い
う
の
は

高
天
原
に
住
ま
わ
れ
て
い
た
神
々
の
総
称

の
こ
と
で
、
国
津
神
と
い
う
の
は
天
孫
降

臨
の
前
か
ら
そ
の
地
に
住
ん
で
い
た
土
着

の
神
様
の
総
称
の
こ
と
で
す
。

岡
島
　
つ
ま
り
、「
神
別
」
と
い
う
の
は

神
様
の
子
孫
な
ん
だ
と
。

田
中
　
そ
う
で
す
。
そ
し
て
藤
原
氏
や
物

か
？

田
中
　
私
は
日
本
の
神
話
に
つ
い
て
、「
神

と
は
人
な
り
」
と
言
っ
た
新
井
白
石

（
＊
７
）の

言

葉
を
信
じ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
神

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

で（
＊
８
）さ

え
も
、
か
つ
て
実
際
に
生
き
て
そ
こ

に
い
た
存
在
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
。
お
そ
ら

く
、
そ
の
人
を
そ
の
名
で
呼
び
、
や
が
て

は
そ
の
家
系
の
名
前
と
し
て
子
孫
に
受
け

継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

岡
島
　
そ
れ
は
つ
ま
り
、
神
話
に
描
か
れ

て
い
る
神
様
は
、
神
様
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
リ
ア
ル
な
人
の
歩
ん
だ
軌
跡
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

田
中
　
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
高た

か

御み

産む

巣す

日び
の

神か
み

と（
＊
９
）い

う
の
は
、
最
初
の
造
化
三
神
）
（＊

（
＊

の

一
柱
で
、
天
地
の
混
沌
の
な
か
か
ら
ぽ
っ

と
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
ま
ず

は
自
然
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
三
柱
の
神
が

現
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
移
民
が
来
た
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
推
測
で
き
ま

す
。

　
私
は
い
ろ
い
ろ
な
本
に
も
書
い
て
い
ま

す
が
、
日
本
の
縄
文
時
代
は
決
し
て
み
ん

な
が
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
に
住
ん
で
い
た

の
で
は
な
く
、
や
は
り
統
一
し
た
あ
る
種

の
長
者
に
率
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
一
人
が
高
御
産
巣
日
神

で
あ
り
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と

「
む
す
び
」、
子
孫
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
縄
文
時
代
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　
そ
し
て
、
縄
文
時
代
は
関
東
・
東
北
に

圧
倒
的
に
人
口
が
多
い
の
で
す
。
縄
文
時

代
の
遺
跡
の
約
90
％
は
日
本
の
東
半
分
に

あ
り
ま
す
。
縄
文
時
代
と
い
う
の
は
東
で

栄
え
た
文
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
神

話
の
時
代
、
高
天
原

）
（（

（
＊

の
時
代
だ
と
私
は
考

え
て
い
る
の
で
す
。

岡
島
　
高
天
原
は
神
話
と
し
て
の
作
り
話

で
は
な
く
、
実
在
し
た
と
。

（
＊
9
） 

高
御
産
巣
日
神

日
本
神
話
の
な
か
で
、
天
地
が
初
め
て
出
現
し
た
と

き
、
高
天
原
に
相
次
い
で
出
現
し
た
三
柱
の
神
の
う

ち
の
一
柱
。
こ
の
三
柱
を
造
化
三
神
と
呼
ぶ
。
残
り

の
二
柱
は
天
之
御
中
主
神
（
あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の

か
み
）
と
神
産
巣
日
神
（
か
み
む
す
び
の
か
み
）。

国
生
み
の
神
と
し
て
有
名
な
伊
邪
那
岐
神
（
い
ざ
な

ぎ
の
み
こ
と
）
と
伊
邪
那
美
命
（
い
ざ
な
み
の
み
こ

と
）が
生
ま
れ
る
の
は
さ
ら
に
後
で
あ
る
。『
古
事
記
』

で
は
、
こ
の
高
御
産
巣
日
神
の
娘
で
あ
る
万
幡
豊
秋

津
師
比
売
命
（
よ
ろ
ず
ば
た
と
よ
あ
き
つ
し
ひ
め
の

み
こ
と
）
と
、
天
照
大
神
の
子
で
あ
る
天
忍
穂
耳
命

（
あ
め
の
お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と
）
と
が
結
婚
し
て
、

天
孫
邇
邇
芸
命
（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）
が
生
ま
れ
た

と
さ
れ
る
。
現
代
で
は
天
照
大
神
が
最
高
神
と
さ
れ

る
が
、
も
と
も
と
は
高
御
産
巣
日
神
が
最
高
神
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。

（
＊
10
） 

造
化
三
神

日
本
神
話
で
、
高
天
原
に
最
初
に
出
現
し
た
も
っ
と

も
古
い
三
柱
の
神
の
こ
と
。
続
く
宇
摩
志
阿
斯
訶
備

比
古
遅
神
（
う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
ぢ
の
か
み
）
と

天
之
常
立
神
（
あ
め
の
と
こ
た
ち
の
か
み
）
の
二
柱

を
加
え
た
五
柱
の
神
を
「
別
天
津
神
」（
こ
と
あ
ま

つ
か
み
）
と
呼
び
、こ
の
五
柱
の
神
が
天
地
開
闢
（
て

ん
ち
か
い
び
ゃ
く
＝
世
界
の
始
め
）
を
担
っ
た
と
さ

れ
る
。

「田中英道ワールド」
を解剖する

（
＊
7
） 

新
井
白
石

江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
学
者
、
政
治
家
。

無
役
の
旗
本
で
あ
り
な
が
ら
、
６
代
将
軍
・
徳

川
家
宣
の
侍
講
と
し
て
幕
政
を
主
導
し
、「
正

徳
の
治
」
の
一
翼
を
担
っ
た
。『
読
史
余
論
』
な

ど
の
歴
史
研
究
、
ま
た
『
西
洋
紀
聞
』
な
ど
の

蘭
学
の
先
駆
的
実
績
で
も
有
名
。

（
＊
8
） 

天
照
大
神

伊
邪
那
岐
神
（
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
）
を
父
に
、

伊
邪
那
美
命
（
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
）
を
母
に

持
つ
、
日
本
の
太
陽
神
。
弟
に
月
読
命
（
つ
く

よ
み
の
み
こ
と
）
や
須
佐
之
男
命
（
す
さ
の
お

の
み
こ
と
）
が
い
る
。
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て
い
る
も
の
と
、
西
洋
人
が
「law

（
ロ

ウ
）」
と
い
う
言
葉
で
考
え
て
い
る
も
の

に
は
、
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
そ
の
違
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
共
同
体
と
し
て
の
体
験
か
ら
紡
ぎ
出
さ

れ
る
物
語
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
。

　
先
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う

に
、
移
動
す
る
民
の
物
語
と
、
定
着
し
て

生
活
を
営
ん
で
き
た
民
の
物
語
に
は
、
や

は
り
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ

の
背
後
に
、
彼
ら
に
は
彼
ら
の
物
語
―
―

『
旧
約
聖
書
』
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
物
語

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
彼
ら
の
法
の
原
型
、

つ
ま
り
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
概
念
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。

田
中
　
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
法
の
形
態
と
い
う
も
の
は

や
は
り
違
う
だ
ろ
う
と
私
も
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
も
そ
う
で
す
が
、
結
局
、

契
約
と
い
う
も
の
は
移
動
す
る
人
々
に

よ
っ
て
し
か
生
ま
れ
な
い
の
で
す
ね
。
移

動
の
民
族
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
契

約
、
あ
る
い
は
約
束
と
い
う
も
の
が
な
い

と
、
社
会
が
う
ま
く
回
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
定
着
す
る
人
々
な
ら
、
み
ん
な

で
「
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
約
束
す
れ

ば
い
い
わ
け
で
、
そ
こ
で
は
契
約
と
い
う

の
は
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
日
本

に
は
元
来
、
法
律
と
い
う
も
の
は
必
要
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
。

岡
島
　
そ
う
い
う
話
に
な
っ
て
く
る
と
、

わ
れ
わ
れ
法
律
に
携
わ
っ
て
い
る
人
間
と

し
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

が
…
…
。

田
中
　
い
や
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
そ
れ
は

極
端
な
言
い
方
を
し
ま
し
た
。

岡
島
　『
旧
約
聖
書
』
に
は
、
英
語
で
は

「Law

」、
日
本
語
で
は
「
律
法
」
と
訳
さ

れ
る
章
が
あ
る
の
で
す
が
、
先
生
の
お
話

も
伺
っ
た
う
え
で
考
え
る
と
、
結
局
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
法
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
思
考
の
型
と
し
て
非
常
に
色
濃
く

反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。そ
し
て
そ
れ
は
、ま
さ
に
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
移
動
す
る
民
の
生
活

実
態
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
も
の
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

部
氏
が
そ
れ
だ
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

藤
原
氏
と
い
う
の
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に

も
と
は
中
臣
氏
と
い
っ
て
、
関
東
の
鹿
島

神
宮
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
で
す
。

そ
れ
か
ら
千
葉
の
香
取
神
宮
の
近
く
に
は

物
部
氏
が
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の

『
新
撰
姓
氏
録
』
は
、
神
々
が
現
実
的
に

存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に

示
す
記
録
な
の
で
す
。

岡
島
　
な
る
ほ
ど
。
と
な
る
と
、
わ
れ
わ

れ
の
社
会
で
は
神
話
と
歴
史
は
つ
な
が
っ

て
い
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
、

い
ろ
い
ろ
な
民
族
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
く

た
め
に
、
断
絶
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
。

田
中
　
も
っ
と
も
、
ケ
ル
ト
人）

（＊

（
＊

だ
と
か
、

あ
る
い
は
ゲ
ル
マ
ン
の
古
い
人
た
ち
は
、

日
本
人
と
同
じ
で
す
よ
。
と
い
う
の
は
、

自
然
の
な
か
に
生
き
、
土
地
と
い
う
も
の

を
愛
し
、
そ
こ
に
住
ま
わ
れ
て
い
る
神
様

を
愛
す
る
と
い
う
文
化
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

　
で
す
か
ら
、
本
来
は
日
本
の
よ
う
な
あ

り
方
を
世
界
は
し
た
い
は
ず
な
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
遊
牧
民
族
で
あ
る
と
同
時
に

戦
争
も
発
生
し
、
土
地
に
も
優
劣
が
あ
る
。

今
い
る
土
地
が
貧
し
く
て
食
べ
る
も
の
が

な
い
と
い
う
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
違

う
場
所
に
移
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
か
ら
、

移
動
の
必
然
性
と
い
う
も
の
が
発
生
し
ま

す
。
地
続
き
の
大
陸
だ
と
、
な
お
さ
ら
そ

う
な
り
や
す
い
わ
け
で
す
。

法
の
在
り
方
を
も
規
定
す
る

民
族
の「
物
語
」

岡
島
　
私
が
先
ほ
ど
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の

『
統
治
二
論
』
の
話
を
出
し
た
の
は
、
少

な
く
と
も
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
き
に
も
、
そ
う
し
た
問
題
が

関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問

題
意
識
が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
が
「
法
」
と
い
う
言
葉
で
考
え

聞
き
手

岡
島 

実
（
お
か
じ
ま
・
み
の
る
）
／
弁
護
士

１
９
６
４
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
卒
。

03
年
、
弁
護
士
と
し
て
沖
縄
県
那
覇
市
に
第
九
法
律
事

務
所
を
開
設
。
琉
球
大
学
法
文
学
部
講
師
、
日
弁
連
人

権
委
副
委
員
長
等
を
歴
任
。
文
筆
家
を
志
す
も
、
日
本

社
会
に
お
け
る
個
人
と
法
の
関
係
の
問
題
に
関
心
が
移

り
、
独
学
で
法
律
を
学
ぶ
。
99
年
、
司
法
試
験
合
格
。

法
実
務
家
と
し
て
医
療
事
故
、
環
境
、
障
害
者
問
題
、

刑
事
弁
護
等
に
関
わ
る
が
、
近
年
は
法
を
歴
史
と
文
化

の
文
脈
で
捉
え
直
す
た
め
、
法
史
・
文
化
史
的
視
点
か

ら
の
研
究
に
も
取
り
組
む
。

「田中英道ワールド」
を解剖する

（
＊
11
） 

高
天
原

日
本
神
話
で
神
々
が
住
む
地
と
し
て
描
か
れ
る

場
所
。
従
来
は
、
人
間
が
住
む
「
地
」
に
対
し
、

神
々
が
住
ま
う
「
天
」
と
漠
然
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
田
中
英
道
氏
は
神
も
高

天
原
も
関
東
に
存
在
し
た
と
い
う
説
を
唱
え

る
。

（
＊
12
） 『
新
撰
姓
氏
録
』

平
安
時
代
初
期
の
８
１
５
（
弘
仁
６
）
年
に
、

嵯
峨
天
皇
の
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
古
代
氏
族

名
鑑
。
京
お
よ
び
畿
内
に
住
む
１
１
８
２
氏
に

つ
い
て
、出
自
に
よ
り「
神
別
」「
皇
別
」「
諸
蕃
」

に
分
類
、
祖
先
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
。
主
と

し
て
氏
族
の
改
賜
姓
が
正
確
か
ど
う
か
を
判
別

す
る
た
め
に
編
ま
れ
た
。

（
＊
13
） 

ケ
ル
ト
人

元
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
西
部
の
広
い
地
域
に
居
住

し
た
民
族
。
ド
ル
イ
ド
教
に
よ
る
自
然
崇
拝
と

多
神
教
が
特
徴
で
、
神
話
に
は
妖
精
や
巨
人
が

登
場
す
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
土
拡
大
や
ゲ
ル

マ
ン
人
の
大
移
動
に
よ
り
、
征
服
・
同
化
・
変

質
が
進
ん
だ
が
、
今
で
も
そ
の
古
い
文
化
は
イ

ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
に
残
っ
て
い
る
。



89 88Renaissance Vol.7

こ
と
が
二
次
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
感
じ

て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
大
学
の
こ
ろ
に
美
学
美
術
史

に
転
科
し
た
の
で
す
。
美
学
美
術
と
い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
語
学
な
ど
の
知
識
も
必

要
で
す
が
、
感
性
や
精
神
性
に
重
き
を
置

く
学
問
で
す
。
そ
の
研
究
の
た
め
に
ま
ず

フ
ラ
ン
ス
に
赴
き
、
17
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

画
家
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
研
究
で
ド
ク
タ
ー

論
文
を
書
き
ま
し
た
。
論
文
は
言
葉
と
い

う
も
の
が
大
事
で
す
が
、
幸
い
仏
文
科
で

語
学
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
こ

れ
は
見
事
に
ト
レ
・
ゾ
ノ
ラ
ー
ブ
ル
と
い

う
最
高
の
成
績
を
と
り
ま
し
た
。

西
洋
で
身
に
付
け
た

独
自
の
研
究
手
法

本
田
　
で
も
、
そ
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
で
学

ば
れ
ず
、
イ
タ
リ
ア
に
行
か
れ
た
ん
で
す

よ
ね
。
ど
う
し
て
で
す
か
？

ス
、
そ
れ
か
ら
イ
タ
リ
ア
、
そ
の
後
は
ド

イ
ツ
に
も
行
き
、
実
際
に
現
地
で
暮
ら
し

ま
し
た
。
西
洋
学
の
方
法
論
を
こ
の
３
つ

の
国
か
ら
学
ぼ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

本
田
　
３
カ
国
も
！　

そ
こ
で
は
ど
う
い

う
研
究
を
さ
れ
た
の
で
す
か
？

田
中
　
こ
れ
が
面
白
い
ん
で
す
。
私
は
フ

ラ
ン
ス
文
学
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
東
京

大
学
で
は
仏
文
科
に
入
り
ま
し
た
。
し
か

し
文
学
は
読
ん
で
理
解
す
る
た
め
に
、
ど

う
し
て
も
語
学
中
心
、
知
識
偏
重
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
私
に
と
っ
て
の
問
題
は
、

我
々
と
は
違
う
西
洋
人
の
心
の
在
り
方
、

精
神
性
と
い
う
も
の
に
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
文
学
で
は
自
分
に
と
っ
て
本
質
的
な

は
西
洋
美
術
史
の
研
究
者
で
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
そ
の
あ
た
り
か
ら

お
伺
い
で
き
ま
す
か
？

田
中
　
私
が
最
初
に
西
洋
に
行
っ
た
の
は

１
９
６
５
年
、
23
歳
の
と
き
で
す
。
恩
師

で
あ
る
吉
川
逸
治
先
生
―
―
パ
リ
大
学
で

ド
ク
タ
ー
論
文
を
お
書
き
に
な
っ
た
非
常

に
高
名
な
先
生
で
す
が
、
そ
の
ご
指
導
で

政
府
給
費
留
学
生
と
し
て
赴
い
た
ん
で
す
。

私
が
生
ま
れ
た
の
は
太
平
洋
戦
争
が
始

ま
っ
た
翌
年
、
１
９
４
２
年
で
し
た
。
幼

少
期
か
ら
ず
っ
と
戦
後
日
本
を
見
て
き
た

の
で
、
世
界
か
ら
見
た
日
本
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
問
題
意
識
を
つ
ね
に
抱
え
て

い
た
の
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
世
界
を
見

た
い
、
体
験
し
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
っ

た
。
人
間
、
30
歳
く
ら
い
ま
で
は
い
ろ
ん

な
冒
険
を
し
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
す
。

私
も
そ
う
で
、
物
事
を
広
い
視
野
で
見
て

み
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
フ
ラ
ン

語
学
や
知
識
よ
り
も

精
神
構
造
が
知
り
た
か
っ
た

本
田
　
田
中
先
生
の
歴
史
の
解
釈
は
非
常

に
斬
新
で
、
他
の
研
究
者
と
は
一
線
を
画

す
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今

日
は
、
先
生
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
よ

う
な
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
源
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
先
生
は
日
本
古
代
史
に
取
り
組
む
前

若
手

社
員
が

聞
く

西
洋
美
術
史
の
大
家
か
ら
一
転
、

日
本
古
代
史
で
次
々
と
斬
新
な
説
を
生
み
出
し
て
い
る
田
中
英
道
氏
。

そ
の
変
転
の
き
っ
か
け
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
し
て
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
胆
な
説
を
思
い
付
け
る
の
か
？　

ダ
イ
レ
ク
ト
出
版
若
手
社
員
、
本
田
純
基
が
聞
く
。

新
卒
入
社
し
た
ば
か
り
の
22
歳
。

学
生
時
代
は「
歴
史
＝
暗
記
科
目
」と
い
う

思
い
込
み
が
あ
っ
て

あ
ま
り
好
き
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、

田
中
先
生
に
出
会
っ
て
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
、

歴
史
の
面
白
さ
に
初
め
て
気
づ
い
た
。

聞
き
手

本
田
純
基
（
ほ
ん
だ
・
あ
つ
き
）

「
先
生
、な
ぜ
そ
ん
な
に

斬
新
な
説
を

思
い
付
け
る
ん
で
す
か
？
」

「
先
生
、な
ぜ
そ
ん
な
に

斬
新
な
説
を

思
い
付
け
る
ん
で
す
か
？
」

―
――
―
―
―「
芸
術
」を
学
問
す
る
意
義
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じ
な
ら
、
同
じ
作
家
で
あ
る
」
と
考
え
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
形
は
同
じ
価
値
を

持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
学
問
の
や
り
方

は
西
洋
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
ご
と
に
違
い

が
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
共
通
し
て
い
る
の

は
「
鑑
定
眼
」
で
す
。
西
洋
で
は
こ
れ
が

美
術
史
家
の
一
つ
の
素
養
と
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の

か
、
誰
の
手
に
よ
る
も
の
な
の
か
を
鑑
定

で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

で
も
日
本
で
は
、「
サ
イ
ン
が
な
い
か

ら
何
と
も
言
え
な
い
」
と
放
置
す
る
だ
け
。

日
本
に
は
優
れ
た
作
家
が
大
勢
い
る
の
に
、

そ
う
し
た
美
術
史
的
な
訓
練
は
ま
っ
た
く

足
り
て
い
な
い
の
で
す
。

本
田
　
そ
れ
は
日
本
の
美
術
史
に
と
っ
て

は
大
き
な
損
失
に
な
り
ま
す
ね
。

形
象
を
読
み
解
け
ば

見
え
て
く
る
日
本
の
真
実

本
田
　
と
こ
ろ
で
、
西
洋
美
術
に
つ
い
て

深
く
研
究
さ
れ
て
き
た
先
生
が
、
ど
う
し

て
日
本
の
歴
史
の
研
究
へ
と
シ
フ
ト
さ
れ

た
の
で
す
か
？

田
中
　
よ
い
質
問
で
す
ね
。
そ
れ
は
や
は

り
今
言
っ
た
よ
う
な
学
問
が
日
本
で
は
で

き
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
武
人

埴
輪
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
角み

ず
ら髪
を
つ
け
て

帽
子
を
被
り
、
奇
妙
な
格
好
を
し
て
い
る

の
か
。
刀
を
差
し
て
い
る
か
ら
武
人
と
は

言
え
ま
す
が
、
こ
の
人
た
ち
が
一
体
何
者

か
と
い
う
の
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日

本
に
は
『「
形
」
に
意
味
が
あ
る
』
と
い

う
学
問
が
な
い
か
ら
で
す
。
私
の
歴
史
は

す
べ
て
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
前
方
後
円
墳
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に

大
き
い
の
か
。
あ
ん
な
も
の
は
と
ん
で
も

な
い
力
が
な
い
と
造
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

単
に
自
分
た
ち
の
お
墓
を
積
み
上
げ
た
だ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
れ
を
造
る
た
め

に
は
、
人
が
た
く
さ
ん
い
な
い
と
い
け
な

い
し
、
費
用
も
た
く
さ
ん
か
か
り
ま
す
。

設
計
が
で
き
る
人
も
必
要
だ
し
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
指
揮
を
と
る
人
も
必
要

で
す
。

す
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
社
会
の
存

在
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
立
派
な
社

会
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
み
ん
な
が
参
加
し

て
い
る
。
そ
う
考
え
て
い
け
ば
、「
あ
あ
、

古
代
日
本
に
は
す
ご
い
社
会
が
あ
っ
た
の

だ
な
」
と
思
い
ま
す
。

だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
豊
か
な
自
然

と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
日
本
で
、
い
き

な
り
あ
ん
な
巨
大
な
建
造
物
を
造
れ
る
で

田
中
　
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
、

文
学
的
、
あ
る
い
は
詩
的
な
国
で
す
。
文

学
や
批
評
を
や
る
に
は
い
い
け
れ
ど
も
、

本
当
の
美
術
、
造
形
性
を
学
ぶ
た
め
に
は
、

や
は
り
イ
タ
リ
ア
に
行
き
た
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。吉
川
先
生
も「
ぜ

ひ
イ
タ
リ
ア
に
行
け
」
と
い
う
こ
と
で
、

機
会
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。

じ
つ
は
、
先
生
が
ご
著
書
に
掲
載
す
る

た
め
の
写
真
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
撮
る
必

要
が
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
補
佐
と
い
う
お

役
目
で
１
年
間
滞
在
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の

で
す
。
そ
の
３
年
後
に
も
、
イ
タ
リ
ア
政

府
給
費
生
と
し
て
ロ
ー
マ
に
行
き
ま
し
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ

ん
と
自
分
な
り
の
方
法
論
が
確
立
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
美
術
史
の
よ
う
に
視
覚
的
な

価
値
観
を
持
つ
学
問
と
い
う
の
は
、
そ
こ

に
暮
ら
す
民
族
の
精
神
性
を
浮
き
彫
り
に

し
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
と
の
違
い
を
比

較
し
や
す
い
の
で
す
。
言
葉
と
言
葉
で
理

解
し
よ
う
と
す
る
よ
り
、
形
と
形
で
対
話

す
る
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
言
葉
を
媒

介
に
し
な
い
だ
け
、
直
接
に
理
解
で
き
ま

す
。
私
は
「
形
」
を
中
心
に
据
え
て
研
究

に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

こ
の
手
法
を
と
れ
ば
、
ど
ん
な
国
で
も

同
じ
や
り
方
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
言
語
が
完
璧
で
な
く
て
も
、
形
を
読

ん
で
解
釈
で
き
る
。
こ
う
し
た
学
問
の
手

法
を
身
に
付
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
に

と
っ
て
は
非
常
に
重
要
で
し
た
。

「
形
」を
読
み
解
く
新
し
い
学
問

フ
ォ
ル
モ
ロ
ジ
ー

本
田
　
先
生
の
歴
史
解
釈
に
も
「
形
」
と

の
対
話
が
大
き
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
ね
。

田
中
　
私
は
「
フ
ォ
ル
モ
ロ
ジ
ー
」
と
い

う
、
い
ろ
ん
な
形
を
比
較
し
て
、
そ
こ
に

あ
る
意
味
を
読
み
解
い
て
い
く
と
い
う
学

問
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
す
が
、
形
を
読

み
解
く
と
、
そ
こ
に
は
意
味
と
い
う
も
の
、

「logy

」（
ロ
ジ
ー
）
と
い
う
論
理
的
な
つ

な
が
り
が
導
き
出
さ
れ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
じ
つ
は
日
本
で
は
そ
う
し
た

論
考
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
の
で
す
。
日

本
で
は
従
来
、
形
だ
け
で
は
証
拠
と
み
な

さ
れ
ず
、
文
献
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
研

究
者
は
何
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か

ら
埴は

に
わ輪

や
縄
文
土
器
の
意
味
も
、
仏
教
彫

刻
の
価
値
も
わ
か
ら
ず
、
図
像
に
つ
い
て

の
み
論
じ
る
し
か
な
か
っ
た
。

奈
良
時
代
、
国く

に

中な
か
の

連む
ら
じ

公き
み

麻ま

呂ろ

と
い
う

大
作
家
が
い
ま
し
た
。
東
大
寺
の
大
仏
を

作
っ
た
功
労
者
で
、
当
時
か
ら
も
の
す
ご

く
評
価
さ
れ
て
い
た
彫
刻
家
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
仏
像
と
い
う
の
は
す
べ
て
に
サ
イ

ン
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
作
者
不

詳
の
も
の
も
多
い
の
で
す
ね
。

こ
う
い
う
と
き
、
西
洋
な
ら
「
形
が
同

「田中英道ワールド」
を解剖する
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社
会
主
義
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
、
ユ
ダ

ヤ
人
が
言
葉
で
作
り
出
し
た
概
念
で
す
。

ア
メ
リ
カ
も
そ
う
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
が

関
わ
る
と
、
現
実
と
そ
ぐ
わ
な
く
て
も

ギ
ャ
ン
ギ
ャ
ン
主
張
す
る
と
い
う
バ
カ
な

人
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
あ
ま
り
威
張
れ

た
も
の
じ
ゃ
な
い
。

し
か
し
、
日
本
人
は
相
変
わ
ら
ず
言
葉

を
言
わ
な
い
し
、
自
己
主
張
も
し
ま
せ
ん
。

日
本
社
会
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
論
理
に
染
ま
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
彼
ら
が
日
本

の
よ
さ
を
認
め
て
、
同
化
し
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
私
は
今「
秦
氏
＝
ユ
ダ
ヤ
人
説
」

を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
面
白
く

て
仕
方
な
い
の
で
す
。

「
芸
術
」を
学
問
す
る

研
究
者
の
不
在

本
田
　
最
後
に
、
先
生
の
研
究
領
域
に
お

い
て
お
感
じ
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
問
題

点
や
未
来
へ
の
懸
念
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

田
中
　
や
は
り
、
日
本
の
よ
さ
を
世
界
に

向
け
て
語
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
日
本
が
せ
っ
か
く
い
い
も

の
を
持
っ
て
い
て
も
、
誰
も
語
ら
な
け
れ

ば
世
界
は
理
解
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
２
０

１
９
年
に
前
方
後
円
墳
が
世
界
遺
産
に
な

り
ま
し
た
が
、
本
来
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
同

時
に
認
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
前
述
し
た
国
中
連
公
麻
呂

や
将
軍
万
福
な
ど
の
偉
大
な
彫
刻
家
た
ち

は
、
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
世

界
が
認
め
る
だ
け
の
価
値
は
十
分
に
あ
る

の
に
、
存
在
を
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
人
自
ら
が
そ
れ
を
主
張

し
て
、
世
界
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

主
張
を
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の

自
信
と
確
信
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
学
問

の
な
か
か
ら
し
か
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「
形
」
を
学
問
の
対
象
と
し
て

こ
な
か
っ
た
日
本
で
は
、
こ
う
し
た
主
張

が
で
き
る
人
が
非
常
に
少
な
い
。
そ
れ
が

問
題
の
一
つ
で
す
。

日
本
に
は
芸
術
家
が
大
勢
い
ま
す
。
し

か
し
、
芸
術
家
だ
け
で
は
世
界
に
伝
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
西
洋
の
よ
う
に
、

芸
術
の
こ
と
を
論
理
立
て
て
主
張
で
き
る

研
究
者
が
必
要
で
す
。
し
か
も
、
日
本
の

な
か
だ
け
で
語
っ
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
。

世
界
に
出
て
い
っ
て
、
外
国
語
で
主
張
で

き
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
や
っ
て
世

界
に
伝
え
る
努
力
を
し
な
く
て
は
、
日
本

美
術
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
世
界
か
ら
無

視
さ
れ
続
け
る
で
し
ょ
う
。

私
も
そ
れ
を
目
指
し
て
励
ん
で
い
ま
す

が
、
若
い
人
た
ち
が
そ
こ
を
出
発
点
と
し

て
取
り
組
ん
で
く
れ
た
ら
、
非
常
に
喜
ば

し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
ょ
う
か
。
そ
の
発
想
が
出
る
で
し
ょ
う

か
？　

そ
れ
で
私
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
関
与
し

た
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

本
田
　
な
る
ほ
ど
。
確
か
に
お
っ
し
ゃ
る

通
り
で
す
。
前
方
後
円
墳
と
い
う
建
造
物

か
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
出
来
事
を
探

る
こ
と
も
で
き
る
。

あ
り
の
ま
ま
を
愛
す
日
本
人
と

複
雑
に
し
た
い
ユ
ダ
ヤ
人

田
中
　
日
本
人
は
本
来
、「
あ
り
の
ま
ま
」

を
よ
し
と
す
る
民
族
で
す
。
自
然
の
ま
ま
、

人
間
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ

に
日
本
人
の
面
白
さ
、
よ
さ
が
あ
る
。
そ

れ
は
素
直
さ
、
あ
る
い
は
子
供
っ
ぽ
さ
と

言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

い
う
も
の
が
日
本
人
に
は
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
変
な
加
工
を
加
え
、

何
か
し
ら
の
意
味
を
持
た
せ
、
何
か
複
雑

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
や
る
の
が

ユ
ダ
ヤ
人
な
の
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う

の
は
、
ロ
ゴ
ス
、
つ
ま
り
言
語
で
も
っ
て

そ
う
い
う
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
。

本
田
　
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス

ラ
ム
教
を
つ
く
っ
た
の
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
す

ね
。

田
中
　
そ
う
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は

「
神
」
で
す
ら
論
理
の
産
物
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
論
理
で
こ
じ
つ
け
る
か
ら
、
向
こ
う

の
宗
教
は
一
神
教
だ
し
、
人
間
は
神
が
創

造
し
た
の
だ
と
い
う
無
理
な
話
に
な
る
。

ど
ん
な
人
間
に
も
父
母
が
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
事
象
だ
け
見
て
も
無
理
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

論
理
に
偏
り
す
ぎ
る
と
、
か
つ
て
の
社

会
主
義
の
よ
う
に
極
端
に
走
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
今
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
そ
う
で

す
。
女
性
を
尊
重
す
る
こ
と
は
大
事
で
す

が
、
そ
れ
な
ら
男
性
も
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
女
性
は
男
性
が
い
な
け
れ
ば
、

ま
た
男
性
は
女
性
が
い
な
け
れ
ば
子
供
は

産
め
ま
せ
ん
。
男
女
は
２
人
で
協
力
す
る

べ
き
生
き
物
で
す
。

そ
し
て
男
女
に
は
明
確
な
肉
体
的
・
生

理
的
な
性
差
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ

と
を
す
べ
て
無
視
し
て
、論
理
だ
け
で「
対

等
だ
」
と
気
炎
を
上
げ
て
も
、
お
か
し
な

こ
と
に
な
る
だ
け
で
す
。
昔
、
森
元
首
相

が
「
女
性
は
決
断
す
る
の
が
遅
い
」
な
ど

と
発
言
し
て
い
ま
し
た
が
、
当
た
り
前
で

は
な
い
で
す
か
。
そ
ん
な
必
要
は
女
性
に

と
っ
て
は
あ
ま
り
な
い
か
ら
で
す
。
今
は

そ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
通
じ
な
い
、
変

な
社
会
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

「田中英道ワールド」
を解剖する
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も
の
で
す
。
文
化
と
い
う
も
の
に
対
す
る
信
頼
、
あ
る

い
は
期
待
や
希
望
と
い
っ
た
も
の
が
人
々
に
強
く
根
付

い
た
稀け

有う

な
時
代
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

帰
国
後
は
、
日
本
に
も
素
晴
ら
し
い
古
典
期
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
、
大
変
感
動
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
奈
良
時
代
の
最
盛
期
に
あ
た
る
「
天て

ん

平ぴ
ょ
う」
の
時

代
で
す
。
あ
の
時
代
に
、
日
本
に
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
大
作
家
が
い
た
。
ま
さ
に
「
天
平

の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
言
え
ま
す
。

東
洋
で
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
べ
る
も
の
が
発
生
し
た
の

は
日
本
だ
け
で
す
。
中
国
に
も
朝
鮮
に
も
あ
り
ま
せ

ん
。
唯
一
、
中
国
の
宋
の
時
代
に
優
れ
た
山
水
画
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
西
洋
と
東
洋
を
比
較
研
究
す
る
な

ら
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
比
べ
ら
れ
る
の
は
日
本
だ
け
な
の

で
す
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
が
明
言
し
た

と
お
り
、
日
本
と
中
国
は
基
本
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る

文
化
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

宗
教
が
排
除
し
た
母
性
を

文
化
で
補
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

ル
ネ
サ
ン
ス
期
、
西
洋
で
非
常
に
流
行
っ
た
の
が
宗

教
画
で
す
。
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
は
す
で
に
分
裂
し
て

お
り
、
ま
た
一
神
教
と
い
う
の
は
別
の
一
神
が
出
て
く

る
と
必
ず
対
立
し
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
文
化
が
生
ま
れ

る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
宗
教
と

い
う
も
の
は
一
つ
の
題
材
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
図

像
学
）
を
提
供
し
て
は
く
れ
ま
す
。

面
白
い
の
が
聖
母
マ
リ
ア
像
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
は
聖
母
子
像
が
こ
ぞ
っ
て
描
か
れ
ま
し
た
が
、
じ
つ

は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
マ
リ
ア
様
と
い
う
の
は
本
来
そ

れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
る
人
物
で
は
な
い
の
で
す
。
キ
リ
ス

ト
の
母
親
の
こ
と
は
、
聖
書
で
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い

な
い
か
ら
で
す
。
聖
書
に
登
場
す
る
マ
リ
ア
は
、
息
子

「
文
化
」が
勃
興
し
た
時
代

ル
ネ
サ
ン
ス
は
14
～
16
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
を
中
心

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
を
巻
き
込
ん
で
発

生
し
た
１
つ
の
精
神
運
動
、
芸
術
運
動
で
す
。
一
体
ル

ネ
サ
ン
ス
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
私
は
そ
れ
を
長
い

間
、
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
大
学

で
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
研
究
を
し
た
後
は
、
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
大
学
で
も
研
究
し
、
講
演
を
何
度
も
行
い
、
イ

タ
リ
ア
語
で
論
文
も
出
し
て
き
ま
し
た
。

じ
つ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
の
は
決
し
て
イ
タ
リ

ア
だ
け
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
、

北
方
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ベ
ル
ギ
ー
、

オ
ラ
ン
ダ
に
も
発
生
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
国
別
に
異

な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
非
常
に
驚
い
た

「田中英道ワールド」を解剖する

「ルネサンス」という言葉を軸に、文化や宗教、
そして歴史の古今の相貌を縦横に読み解こう。
それは現代社会が内包する問題を乗り越え、
新たな時代を切り拓く日本発の「ルネサンス」の

意志へとつながってゆく。

日本人が知らない
「ルネサンス」の本質

田中英道

※本稿は田中英道氏の口述を編集部でまとめたものである。
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心
感
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
日
本
で
は
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お
み御
神か
み

も
女
性
だ
し
、
菩
薩
像
も
日
光
・
月
光
菩
薩
の
よ
う
に

女
性
的
な
姿
で
描
か
れ
る
の
で
す
。

仏
像
と
い
う
の
は
、
人
間
の
あ
る
種
の
欲
望
や
感
性

に
対
応
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
時
は
厳
し
い

も
の
が
必
要
だ
、
す
る
と
四
天
王
を
見
ま
す
。
ま
た
あ

る
時
は
母
親
の
包
み
込
む
よ
う
な
愛
が
必
要
だ
、
す
る

と
菩
薩
を
拝
み
ま
す
。
し
か
も
日
本
に
は
仏
教
と
並
ん

で
神
道
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
自
然
が
母
性
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

と
に
か
く
仏
教
で
は
四
天
王
や
脇
侍
に
い
る
男
性
像
、

十
二
神
将
な
ど
が
父
性
を
表
し
、
そ
し
て
中
心
に
は
菩

薩
―
―
母
性
が
い
る
。
そ
れ
が
西
洋
で
は
、
キ
リ
ス
ト

の
磔
刑
像
と
い
う
む
ご
た
ら
し
い
姿
が
男
性
像
と
し
て

あ
り
、
聖
母
子
像
が
母
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
像
だ
け
見
て
も
非
常
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
教
圏
や
儒
教
圏
で
は
見
ら
れ
な
い
こ

と
で
す
。
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
よ
う
な
文
化

を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
芸
術
と
し
て
現
れ
て
く
る

こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

ル
ネ
サ
ン
ス
は

東
洋
の
影
響
を
受
け
て
い
た
！

ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
「
再
生
」
と
い
う
意
味
で
す
。
イ

タ
リ
ア
な
ど
で
も
「
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
再
生
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
違
う
考
え
を
持
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
復
活
な

の
で
は
な
く
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
創
造
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
の
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の

図
像
を
使
っ
た
、
新
し
い
文
化
の
誕
生
で
す
。
そ
の
こ

と
は
『
ル
・
ネ
サ
ン
ス
像
の
転
換
―
―
理
性
と
狂
気
が

融
合
す
る
と
き
』（
講
談
社
）
と
い
う
本
に
詳
し
く
述

べ
ま
し
た
。

こ
の
本
で
は
ま
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
東
洋
の
影
響
を

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
遠
く
か
ら
見
る
だ
け
。
そ
し
て
キ

リ
ス
ト
は
母
親
の
こ
と
を
無
視
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は

母
親
に
対
し
て
は
非
常
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
、
あ
る
い
は
個

人
主
義
者
な
の
で
す
。

母
親
が
愛
す
る
の
は
、
ま
ず
自
分
の
子
ど
も
で
す
。

も
ち
ろ
ん
余
裕
が
あ
れ
ば
他
所
の
子
の
面
倒
も
一
緒
に

見
る
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
自
分
の
子
が
一
番
可
愛
い
。

そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
な
い
と
子
ど
も
は
育

ち
ま
せ
ん
。
ま
た
子
ど
も
の
側
で
も
、
母
親
か
ら
の
愛

を
独
占
し
た
と
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
し
て
い
き

ま
す
。

こ
う
し
た
我
が
子
へ
の
愛
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
な

愛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
マ
リ
ア
の
愛
は
キ
リ
ス
ト

教
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
芸

術
・
文
化
の
な
か
で
は
存
在
す
る
。

教
会
は
み
ん
な
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム（
フ
ラ
ン
ス
語
で「
聖

母
マ
リ
ア
」
を
指
す
）
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
も
宗
教
に

は
存
在
し
な
い
マ
リ
ア
―
―
母
性
―
―
を
芸
術
・
文
化

の
な
か
に
存
在
さ
せ
て
、
調
和
を
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

子
供
に
唯
一
無
二
の
愛
情
を
注
ぐ
母
親
の
存
在
を
感
じ

さ
せ
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
文
化
的
に
も
栄
え
る

こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

自
然
と
は
母
な
る
も
の

一
方
、
日
本
で
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
菩
薩
像
で

す
。「
菩
薩
」
と
は
、釈
迦
が
ま
だ
王
子
で
修
行
中
だ
っ

た
こ
ろ
の
姿
を
原
型
と
す
る
も
の
で
、
悟
り
を
開
い
た

後
の
姿
は
「
如
来
」
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
で
は
、

釈
迦
本
人
が
慈
悲
を
施
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
仏
教
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教

に
あ
る
よ
う
な
残
酷
さ
を
ま
っ
た
く
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、
自
然
が
豊
か
で
あ
り
、
そ

の
豊
か
な
自
然
が
人
々
を
愛
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
安

「田中英道ワールド」を解剖する
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い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
割
拠
し
て
、
銀
行
を
作
り
、
利
子

で
稼
ぐ
と
い
う
こ
と
を
や
り
始
め
ま
し
た
。
ル
ネ
サ
ン

ス
の
牽
引
役
を
果
た
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ

家
も
金
融
で
栄
え
た
家
で
す
。
彼
ら
資
本
家
が
パ
ト
ロ

ン
と
な
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
が
生
ま
れ
た
。
当
時
は
ユ
ダ

ヤ
人
も
、
そ
し
て
一
般
の
人
た
ち
も
、
文
化
に
お
金
を

か
け
る
と
い
う
こ
と
に
糸
目
を
つ
け
な
か
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
現
代
で
は
、
彼
ら
が
金
を
出
す
の
は
戦
争
で

す
。一

方
で
、
科
学
主
義
、
唯
物
論
と
い
う
の
を
牽
引
し

た
の
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
の
は
非
常

に
批
判
力
が
高
い
の
で
す
。
彼
ら
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
を
生
み
出
し
、
批
判
理
論
や
否
定
弁
証
法
と
い
う

言
葉
を
繰
り
出
し
ま
し
た
。
一
部
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
、

そ
の
批
判
力
で
も
っ
て
す
べ
て
の
世
界
を
少
数
派
の
考

え
方
に
並
び
替
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

私
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
い
た
こ
ろ
、
１
９
６ 

８
年
の
５
月
革
命
（
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
大
学
生
を
中

心
と
し
た
左
翼
運
動
）
が
起
き
ま
し
た
。
戦
前
か
ら
の

唯
物
論
的
な
否
定
・
批
判
の
潮
流
が
大
き
く
展
開
し
た

最
初
の
年
が
１
９
６
８
年
で
す
。
そ
れ
以
後
は
何
も
か

も
が
否
定
と
批
判
で
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

権
威
批
判
、
権
力
批
判
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
批
判
…
…
そ

の
後
ろ
に
は
資
本
や
大
学
な
ど
の
知
的
勢
力
も
つ
き
、

つ
ね
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
け
を
重
視
す
る
民
主
主
義
と

は
相
反
す
る
精
神
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
も
う
今
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
す
で

に
20
世
紀
の
歴
史
で
失
敗
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
否
定

す
る
も
の
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
の
で
す
。

内
包
し
つ
つ
独
自
性
を
保
つ

日
本
の
文
化

そ
の
後
の
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
今

も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
科
学
主
義
や
唯
物
論
が
い

大
き
く
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
深
く
考
察
し
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
当
時
は
東
洋
と
の
絹
の
貿
易
が

盛
ん
で
し
た
が
、
中
世
後
期
の
イ
タ
リ
ア
人
芸
術
家
、

ジ
ョ
ッ
ト
・
デ
ィ
・
ボ
ン
ド
ー
ネ
の
絵
に
は
、
東
洋
の

絹
織
物
の
文
様
か
ら
受
け
た
影
響
が
明
ら
か
に
見
て
と

れ
ま
す
。

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
も
、

東
西
貿
易
が
大
変
盛
ん
だ
っ
た
マ
ン
ト
ヴ
ァ
と
い
う
地

で
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
背
景
に
は
東
洋
の
山
水

画
の
掛
け
軸
が
２
つ
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン

チ
は
東
洋
の
山
水
画
を
見
て
、
こ
れ
が
自
然
だ
、
す
な

わ
ち
宇
宙
だ
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
手
前
に
描
か
れ
た
女
性
、「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
、

私
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
候
妃
の
イ
ザ
ベ
ラ
だ
と
見
て
い
ま
す
。

貴
族
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
お
金
に
無
頓
着
な
、
世

俗
的
な
も
の
か
ら
は
ど
こ
か
離
れ
た
精
神
性
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
後
ろ
の
山
水
画
と
人
間
が
一
体
化

し
て
い
る
。
自
然
と
人
と
の
融
合
、
こ
れ
こ
そ
日
本
人

が
古
く
か
ら
培
っ
て
き
た
精
神
性
で
し
ょ
う
。

洋
の
東
西
の
芸
術
を
紐
解
け
ば
、
そ
こ
に
は
互
い
に

影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
る
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま

す
。
東
洋
と
西
洋
の
つ
な
が
り
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は

非
常
に
密
な
の
で
す
。

精
神
性
を
否
定
し
た

唯
物
論
の
影
響

現
代
で
は
残
念
な
が
ら
、
質
・
量
と
も
に
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
よ
う
な
運
動
が
盛
り
上
が
る
余
地
は
、
ど
の
国

に
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
19
世
紀

以
降
、
科
学
主
義
や
唯
物
論
が
台
頭
し
、
精
神
を
閑
却

（
重
視
せ
ず
打
ち
捨
て
て
お
く
こ
と
）
す
る
方
向
に
向

か
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
資
本
主
義

が
発
生
し
始
め
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
が

「田中英道ワールド」を解剖する



101 100Renaissance Vol.7

た
日
本
の
持
つ
意
味
と
い
う
も
の
を
も
う
一
度
見
直
す

べ
き
で
し
ょ
う
。
令
和
に
な
っ
て
即
位
さ
れ
た
天
皇
は

第
１
２
６
代
で
、
天
皇
と
は
か
く
も
長
い
時
を
経
た
、

世
界
で
一
番
古
い
皇

す
め
ら

尊み
こ
とで
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
日
本
の
そ

の
歴
史
と
伝
統
の
独
自
性
は
、
本
質
的
に
誰
に
も
否
定

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
素
晴
ら
し
い
歴
史
と
精
神
の
足
跡
は
、
も
ち
ろ

ん
博
物
館
や
神
社
仏
閣
の
な
か
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
、
注
目
す
べ
き
は
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
土
偶

や
遺
跡
の
発
掘
が
ど
ん
ど
ん
進
み
、
我
々
の
眼
前
に
非

常
に
新
し
い
形
で
立
ち
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
新
し
い
発
見
は
、
こ
れ
ま
で
の
縄
文
・
弥
生
時
代

の
歴
史
観
を
覆
し
、
我
々
の
歴
史
を
新
し
い
も
の
と
し

て
蘇
生
さ
せ
て
い
ま
す
。

自
然
は
つ
ね
に
再
生
―
―
ル
ネ
サ
ン
ス
し
続
け
ま
す
。

そ
し
て
我
々
日
本
人
は
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
、
そ
の

自
然
に
協
力
し
て
再
生
を
促
し
て
き
ま
し
た
。
木
の
手

入
れ
を
し
、
あ
る
い
は
植
え
替
え
、
里
山
を
大
切
に
育

ん
で
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
我
々
日
本
人
の
精
神

や
感
情
と
い
う
も
の
は
、
い
か
に
科
学
主
義
や
唯
物
論

の
影
響
を
受
け
よ
う
と
、
決
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
に
も
、
ス
タ
イ
ル
に
も
、

あ
る
種
の
共
同
体
的
な
感
情
に
も
、
そ
う
し
た
も
の
が

色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
在
り
、
そ
し
て

今
で
も
在
る
。
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
こ
の
先
も
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
精
神
を
礎
に
し
て
、
私
た
ち
は
私
た
ち
の
新
し

い
ル
ネ
サ
ン
ス
を
打
ち
立
て
な
く
て
は
い
け
な
い
。
私

た
ち
日
本
人
の
新
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
で
す
。
昔
か
ら
受

け
継
が
れ
て
い
る
日
本
人
の
精
神
を
再
生
し
、
そ
し
て

新
し
い
日
本
人
の
精
神
を
創
造
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
日

本
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
も
喚

起
す
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
ま
さ
に
そ
の
出
発
点
に
立
っ
て
い
る
の
で

す
。

か
に
文
化
や
精
神
を
批
判
・
否
定
し
て
き
た
か
を
検
証

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は
本
当
に
正
し
い
も
の

だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
科
学
が
精
神
を
殺
し
て
い
い
の

か
と
い
う
検
証
で
す
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
科
学
的
唯
物

論
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
物
質
だ
け
が
発
展
で
あ
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

日
本
は
、
長
く
西
洋
化
を
試
み
な
が
ら
も
、
い
ま
だ

に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
１
～
２
％
し
か
い
ま
せ
ん
。
ま

た
中
国
の
影
響
を
２
０
０
０
年
来
受
け
て
い
な
が
ら
、

ま
っ
た
く
中
国
化
し
な
い
国
で
す
。
そ
し
て
古
代
に
日

本
に
や
っ
て
来
た
ユ
ダ
ヤ
人
ま
で
同
化
さ
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

歴
史
を
見
る
と
、
７
世
紀
の
天
武
天
皇
の
こ
ろ
は
３

人
に
１
人
は
帰
化
人
で
、
そ
の
ま
た
３
人
に
１
人
は
秦

氏
で
し
た
。
秦
氏
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か

ら
、
中
国
大
陸
よ
り
は
る
か
に
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
人
々

は
や
っ
て
来
て
い
た
わ
け
で
す
。
彼
ら
は
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
で
国
を
破
壊
さ
れ
、
追
放
さ
れ
、
帰
る
と
こ
ろ
を
失

い
な
が
ら
も
、
有
能
で
、
つ
ね
に
商
業
を
つ
か
さ
ど
り

な
が
ら
、
苦
難
を
味
わ
い
つ
つ
日
本
ま
で
た
ど
り
着
い

た
の
で
し
ょ
う
。

彼
ら
は
日
本
で
土
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
才
能
を
発

揮
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
死
者
の
た
め
の
精
神
的
な
構

築
物
の
建
造
で
、
巨
大
な
古
墳
を
数
多
く
造
り
ま
し
た
。

日
本
人
は
彼
ら
の
こ
う
し
た
構
想
力
を
認
め
、
共
同

し
て
高
め
て
い
き
ま
し
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ま
た
日
本

の
優
れ
た
点
を
評
価
し
て
、
自
分
た
ち
の
一
神
教
を
棄す

て
日
本
と
同
化
し
ま
し
た
。
日
本
の
自
然
を
愛
し
、
神

よ
り
も
上
に
置
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
他
の
国
で
は

見
ら
れ
な
い
、
奇
跡
的
な
こ
と
で
す
。

精
神
を
再
生
・
蘇
生
す
る

私
た
ち
の
新
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
を

我
々
は
こ
の
２
０
２
１
年
と
い
う
時
代
に
、
こ
う
し

「田中英道ワールド」を解剖する
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よ
う
と
、
中
国
駐
福
岡
総
領
事
館
の
職
員

を
使
っ
て
市
長
に
同
案
件
制
定
を
中
止
す

る
よ
う
執し

つ

拗よ
う

に
電
話
で
迫
っ
て
い
た
の
だ
。

日
本
政
府
は
こ
の
よ
う
な
内
政
干
渉
を

把
握
し
な
が
ら
、
一
切
中
国
政
府
に
抗
議

し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
市
長
及

び
市
議
会
か
ら
は
、
尖
閣
諸
島
の
字
名
変

更
に
伴
っ
て
石
柱
を
建
て
る
た
め
、
そ
し

て
課
税
評
価
の
調
査
の
た
め
に
尖
閣
諸
島

上
陸
の
許
可
要
請
を
出
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
黙
殺
し
て
い
る
と
い
う
状
態
な
の

だ
。石

垣
を
取
り
巻
く
そ
の
よ
う
な
現
状
を
、

市
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

中
山
義
隆
市
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
令
和
３
年
１
月
14
日
）

惠
　
今
年
は
中
国
共
産
党
結
成
１
０
０
周

年
に
あ
た
り
、
習
近
平
国
家
主
席
が
思
い

切
っ
た
対
外
拡
張
戦
略
を
取
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
一
方
、
バ
イ
デ
ン
新
大
統
領

は
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
異
な
っ
て
、
環
境
問

題
、
地
球
温
暖
化
対
策
等
で
中
国
と
取
引

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
上
の
要
因
に
よ
っ
て
尖
閣
諸
島
方
面

は
極
め
て
不
安
定
な
様
相
を
呈
す
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
市
長
は
ど
う
分
析
さ

れ
ま
す
か
？

市
長
　
私
も
同
じ
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て

い
ま
す
。
尖
閣
諸
島
問
題
に
関
し
て
は
、

石
垣
が
最
前
線
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

緊
張
感
を
持
っ
て
注
視
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

惠
　
中
国
政
府
は
、
海
警
局
に
対
し
て
武

器
使
用
の
権
限
を
明
記
し
た
中
国
海
警
法

を
今
年
制
定
す
る
予
定
で
す
（
本
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
８
日
後
の
１
月
22
日
に
制
定
さ
れ

た
）。
こ
れ
を
放
置
し
て
い
る
と
、
尖
閣

の
わ
が
国
領
域
で
日
本
漁
船
や
巡
視
船
が

中
国
公
船
か
ら
射
撃
を
受
け
る
恐
れ
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

市
長
　
そ
う
で
す
ね
。
中
国
の
海
警
局
に

関
し
て
言
え
ば
、
中
国
公
船
が
昨
年
、
尖

閣
諸
島
の
接
続
水
域
、
ま
た
領
海
に
侵
入

し
た
日
数
が
、
年
間
ト
ー
タ
ル
で
３
３
３

日
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に

侵
入
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い

ま
す
。

今
年
も
、
年
明
け
か
ら
ず
っ
と
連
続
し

て
侵
入
し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら

く
去
年
の
数
字
を
上
回
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

尖
閣
問
題
の
理
解
を
深
め
る

惠
　
そ
の
万
一
に
備
え
て
、
国
民
の
尖
閣

へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

市
長
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
先
生
が
ご

提
唱
さ
れ
て
い
る
「
尖
閣
諸
島
を
国
民
に

石
垣
市
を
取
り
巻
く
現
状

今
、
沖
縄
県
石
垣
市
尖
閣
諸
島
は
ま
さ

に
中
国
公
船
の
包
囲
下
に
あ
る
。
そ
こ
で

同
諸
島
を
所
管
す
る
石
垣
市
長
・
中
山
義

隆
氏
と
八
重
山
防
衛
協
会
会
長
・
三
木
巌

氏
の
お
二
人
に
、
こ
の
対
策
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
市
長
に
は

１
月
14
日
、
三
木
氏
へ
は
中
国
全
人
代
で

中
国
海
警
法
（
１
０
４
ペ
ー
ジ
の
囲
み
参

照
）
が
制
定
さ
れ
て
５
日
後
の
１
月
27
日

に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

尖
閣
方
面
を
護ま

も

る
海
上
保
安
庁
第
11
管

区
も
、
そ
の
根
拠
地
は
石
垣
市
に
あ
る
。

中
国
か
ら
見
れ
ば
石
垣
市
こ
そ
は
最
大
の

障
壁
で
あ
る
の
だ
。

そ
の
石
垣
市
議
会
で
は
、
２
０
２
０
年

６
月
、
尖
閣
諸
島
の
字あ

ざ

名
を
「
石
垣
市
登と

野の

城し
ろ

」
か
ら
「
石
垣
市
登
野
城
尖
閣
」
に

変
更
し
た
。
中
国
政
府
は
こ
れ
を
阻
止
し

め
ぐ
み
・
り
ゅ
う
の
す
け
／
「
沖
縄
・
尖
閣
を
守
る

実
行
委
員
会
」代
表
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

沖
縄
コ
ザ
市
（
現
・
沖
縄
市
）
生
ま
れ
。
1
9
7
8

年
、
防
衛
大
学
校
を
卒
業
後
、
海
上
自
衛
隊
に
入
隊
。

幹
部
候
補
生
学
校
、
世
界
一
周
遠
洋
航
海
を
経
て
護

衛
艦
隊
勤
務
。
二
等
海
尉
で
退
官
後
は
米
軍
基
地
就

職
学
校
「
グ
ロ
リ
ア
・
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
」
校
長
、

拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
客
員
教
授
等
を
歴
任
。

現
在
は
＂
左
翼
の
楽
園
＂
状
態
の
沖
縄
で
メ
デ
ィ
ア

が
報
じ
な
い
真
実
の
歴
史
を
紐
解
き
、
沖
縄
問
題
の

本
質
を
論
じ
る
数
少
な
い
沖
縄
の
保
守
系
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
あ
る
。

okinaw
a-m

irai.m
ain.jp

今
回
の
執
筆
者

惠
隆
之
介

尖
閣
諸
島
防
衛
最
前
線「
石
垣
島
」

今
回
の
執
筆
者

惠
隆
之
介

尖
閣
諸
島
防
衛
最
前
線「
石
垣
島
」

尖
閣
諸
島
問
題
に
つ
い
て
は
数
々
の
報
道
が
あ
る
が
、
尖
閣
諸
島
が
属
す
る

石
垣
市
に
関
す
る
報
道
は
少
な
い
。
尖
閣
諸
島
の
防
衛
は
そ
の
最
前
線
で
あ
る

石
垣
島
が
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
持
つ
に
も
関
わ
ら
ず
だ
。

そ
こ
で
今
回
は
キ
ー
マ
ン
と
な
る
二
人
、

石
垣
市
長
・
中
山
義
隆
氏
と
防
衛
協
会
会
長
・
三
木
巌
氏
に
、

「
い
ま
石
垣
に
必
要
な
こ
と
」
を
聞
い
た
。

連
載

第
２
回
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市
長
　
国
防
や
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
、

当
然
、
国
の
ほ
う
で
考
え
て
い
た
だ
い
て

い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
た
だ
現
状
は
す

で
に
待
っ
た
な
し
、
非
常
に
厳
し
い
状
況

状
だ
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

南
西
諸
島
の
中
で
一
番
海
峡
が
広
い
場
所

で
あ
る
沖
縄
本
島
と
宮
古
島
の
間
（
宮
古

海
峡
）
は
、
現
在
で
も
中
国
海
軍
の
艦
船

が
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
る
よ
う
な
状
況

で
す
。

　
そ
の
中
で
、
宮
古
島
や
石
垣
島
あ
た
り

が
中
国
に
押
さ
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
南

西
諸
島
を
含
め
て
日
本
の
海
上
防
衛
ラ
イ

ン
が
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

惠
　
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
沖
縄

本
島
で
は
激
し
い
地
上
戦
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
宮
古
お
よ
び
石
垣
で
は
、

地
上
戦
が
な
か
っ
た
。
実
は
両
島
に
は
イ

ギ
リ
ス
軍
が
侵
攻
す
る
予
定
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
主
力
空
母
に
対
し
て
、
日
本

の
特
攻
機
が
甲
板
中
央
に
突
入
し
て
戦
闘

不
能
に
陥
ら
せ
た
も
の
で
す
か
ら
、
イ
ギ

リ
ス
軍
は
上
陸
を
断
念
し
た
の
で
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、

例
え
ば
石
垣
に
地
対
艦
ミ
サ
イ
ル
を
配
備

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
中
国
を
牽け

ん

制せ
い

す
る
上
で
ベ
ス
ト
な
手
法
だ
と
私
は
思

い
ま
す
。

市
長
　
私
も
地
対
艦
ミ
サ
イ
ル
、
地
対
空

誘
導
弾
、
地
対
艦
誘
導
弾
な
ど
は
、
そ
れ

で
相
手
国
の
領
土
を
直
接
攻
撃
す
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の
領
土
を

侵
略
し
よ
う
と
し
て
く
る
相
手
に
対
し
て

の
防
衛
手
段
に
な
り
得
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
で
す
の
で
、
そ
の
配
備
に
つ
い
て
は

し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
た
だ
い
て
、
島
の

守
り
、
国
の
守
り
を
整
え
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
上
で
石
垣
市
と
し
て
で
き
る
こ

と
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

周
知
さ
せ
る
」
と
い
う
ご
意
見
は
大
変
い

い
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
、
か
つ
必
要
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
石
垣
市
で
は
尖
閣
諸
島
に
関
連
す

る
歴
史
的
な
史
料
や
写
真
を
た
く
さ
ん
所

有
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

を
展
示
す
る
場
所
が
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
国
に
展
示
館
を
作
る
こ
と

を
お
願
い
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　
た
だ
、
そ
れ
が
完
成
す
る
と
し
て
も
ま

だ
先
の
話
。
そ
れ
に
対
し
て
今
の
尖
閣
を

取
り
巻
く
環
境
は
か
な
り
危
機
的
な
状
況

な
の
で
、
資
料
を
展
示
し
て
周
知
を
す
る

こ
と
は
１
日
た
り
と
も
待
て
な
い
。
だ
か

ら
「
仮
設
で
も
い
い
の
で
、
ま
ず
展
示
館

を
作
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
、
そ
の
財
源
の
た
め
の
「
ふ
る
さ

と
納
税
」
を
国
民
の
皆
様
に
お
願
い
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
石
垣
市
は
昨
年
12

月
１
日
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」
を
開
始
し

た
）。
そ
の
結
果
、
全
国
各
地
か
ら
本
当

に
多
く
の
皆
様
か
ら
ご
支
援
を
い
た
だ
き

ま
し
て
、
千
数
百
件
、
ト
ー
タ
ル
で
も

５
０
０
０
万
円
以
上
の
資
金
が
集
ま
り
ま

し
た
。今
、早
速
そ
の
作
業
に
取
り
掛
か
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
れ
が
完
成
し
た
ら
、
ま
ず
は
小
学
校

や
中
学
校
の
社
会
科
の
授
業
、
ま
た
共
同

と
い
う
情
報
に
接
し
た
と
き
、「
つ
い
に

こ
こ
ま
で
来
た
か
」
と
驚
き
ま
し
た
。
要

す
る
に
中
国
は
、
米
軍
不
在
地
域
（
沖
縄

県
本
島
以
外
）
島と

う

嶼し
ょ

へ
の
侵
攻
を
企
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
面
で
は
、
自
衛
隊
の
配
備
も
ま
た

急
ぐ
べ
き
で
す
ね
（
防
衛
省
は
石
垣
初
の

陸
上
自
衛
隊
基
地
を
島
内
に
建
設
中
）。

学
習
の
中
で
、
尖
閣
に
つ
い

て
学
ぶ
必
修
授
業
を
設
け
て

も
ら
う
と
い
う
働
き
か
け
を

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

防
衛
の
た
め
に
は

ミ
サ
イ
ル
配
備
も

惠
　
私
は
、
２
０
１
３
（
平

成
25
）
年
の
秋
に
中
国
軍
が

石
垣
、
宮
古
両
島
へ
の
同
時

上
陸
訓
練
を
実
施
し
て
い
た

中国海警局の歩み
2013年7月
正式発足。発足直後には、中国海警局所属の
船舶 4 席が尖閣諸島の日本領海に侵入した。

2018年3月
武装警察部隊の再編成が行われ、国務院組織
の管理下から人民武装警察部隊（武警）系列
に組み込まれた。

2021年1月
中国海警局の行動が規定されている中国海警
法が制定された。

尖閣諸島の字名変更について記者団
の取材に答える中山義隆市長
写真提供：共同通信

「中華人民共和国海警法」のポイント
１  中国の管轄海域とその上空が適用範囲。
　 （但し、管轄海域に関する具体的な定義は記

載されてない）

２  外国軍用船舶等による違反行為に対して強
制退去等の措置可能とする。

３  国家主権等が、海上において外国の組織、
個人から不法侵害を受けた場合、武器の使
用を含む一切の必要な措置がとれる。

４  海上臨時警戒区を設定し、船舶・人員の通
行・停留の制限・禁止を可能とする。

５  海警局は、国防法、武警法等の関係法規、
中央軍事委員会の命令に基づき、防衛作戦
等の任務を遂行する。

（2021 年２月１日施行）
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大
使
に「
尖
閣
の
事
案
を
ど
う
思
う
か
？
」

と
聞
か
れ
、「
あ
ん
な
石
こ
ろ
の
よ
う
な

小
さ
い
島
の
こ
と
で
日
中
関
係
が
壊
れ
る

く
ら
い
な
ら
、
く
れ
て
や
れ
ば
い
い
の
で

は
な
い
か
」
と
発
言
し
て
い
る
の
で
す
。

自
民
党
自
体
に
も
国
を
守
ろ
う
と
い
う
気

概
が
乏
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
台
湾
に
行
く
と
、「
戦
前
の
強
い
日
本

に
回
帰
し
て
く
れ
。
中
国
を
牽け

ん

制せ
い

で
き
る

の
は
日
本
し
か
な
い
」
と
、
激
励
さ
れ
る

始
末
で
す
。

三
木
　
ア
ジ
ア
で
は
、
日
本
以
外
い
な
い

で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
政
策

も
、「
日
本
に
も
っ
と
強
く
な
っ
て
く
れ
」

と
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
Ｑ

ｕ
ａ
ｄ
（
ク
ア
ッ
ド
）
と
い
っ
た
日
米
豪

印
の
戦
略
的
同
盟
も
、
日
本
が
中
心
に

な
っ
て
や
れ
ば
い
い
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。

　
中
国
は
、
石
垣
島
が
欲
し
く
て
仕
方
が

な
い
の
で
す
。
港
も
、
空
港
も
、
病
院
も
、

カ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
ま
す
。
な
い

の
は
映
画
館
く
ら
い
で
す
。
こ
こ
に
は
何

で
も
あ
る
。
要
す
る
に
自
給
自
足
体
制
が

あ
る
程
度
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中

国
に
と
っ
て
は
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い
に

魅
力
的
な
島
な
の
で
す
。

惠
　
国
は
真
剣
に
海
上
自
衛
隊
の
基
地
建

設
を
計
画
す
べ
き
で
す
ね
。
尖
閣
で
紛
争

が
起
き
れ
ば
海
自
艦
艇
は
弾
薬
を
補
給
す

る
た
め
、
佐
世
保
に
そ
れ
を
取
り
に
戻
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況

で
は
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
か
ら
。

三
木
　
や
は
り
、
自
分
の
国
は
自
分
で
守

る
と
い
う
気
概
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
具
体
的
な
方
策
を
取

ら
な
い
と
い
け
な
い
。
石
垣
の
現
状
を
鑑

か
ん
が

み
れ
ば
、
早
急
に
取
り
組
む
問
題
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

石
垣
こ
そ
尖
閣
の
最
前
線

以
上
、
お
二
人
の
話
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
石
垣
市
内
か
ら
は
我
国
政
府
の
弱

腰
に
対
す
る
不
満
が
聞
こ
え
て
く
る
。

政
府
は
「
竹
島
の
日
」
記
念
式
典
に
は

政
務
官
を
派
遣
す
る
が
、「
尖
閣
諸
島
開

拓
の
日
」
式
典
に
は
中
国
を
恐
れ
て
い
る

の
か
、
政
府
要
人
は
お
ろ
か
沖
縄
県
知
事
、

同
選
出
国
会
議
員
も
出
席
し
な
か
っ
た
。

菅
総
理
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
地
元
選
出
の
国

会
議
員
が
代
読
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
に
、

そ
の
代
議
士
も
出
席
せ
ず
、
ダ
ブ
ル
代
読

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
実
だ
け
で

も
政
府
の
弱
腰
は
間
違
い
な
く
見
え
て
く

る
。し

か
し
尖
閣
問
題
が
待
っ
た
な
し
の
現

状
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。

そ
の
最
前
線
で
あ
る
石
垣
か
ら
は
、
現
状

打
破
を
望
む
声
が
強
く
聞
こ
え
て
く
る
。

い
つ
で
も
尖
閣
に
自
由
に
上
陸
で
き
た
け

れ
ど
、
今
は
絶
対
に
上
陸
で
き
な
い
。
評

論
家
の
皆
さ
ん
は
、『
船
だ
ま
り
を
作
れ
』

と
か
『
灯
台
を
作
れ
』
と
よ
く
口
に
す
る

が
、
絶
対
無
理
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

三
木
　
中
国
の
今
度
の
法
律
で
は
、
そ
う

い
う
も
の
は
「
破
壊
し
て
い
い
」
と
か
、

「
日
本
漁
船
も
拿だ

捕ほ

で
き
る
」
と
明
文
化

し
て
い
ま
す
。

惠
　
威
嚇
射
撃
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

三
木
　
海
警
が
軍
の
指
揮
下
に
入
っ
た
の

で
す
。
向
こ
う
は
着
々
と
戦
闘
準
備
を
し

て
い
る
の
で
す
。
中
国
は
戦
略
が
上
手
で

す
。
対
照
的
に
日
本
は
拱

き
ょ
う

手し
ゅ

傍
観
す
る
だ

け
で
す
。

周
辺
国
と
の
戦
略
的
同
盟
も

視
野
に
入
れ
る
べ
き

惠
　
自
民
党
の
代
議
士
に
も
い
い
加
減
な

者
が
い
て
、
駐
日
米
国
大
使
と
会
食
の
際
、

八
重
山
防
衛
協
会
会
長

三
木
巌
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
（
令
和
３
年
１
月
27
日
）

三
木
氏
は
昨
年
10
月
20
日
、
会
員
６
人

と
と
も
に
防
衛
省
を
訪
問
、
岸
信
夫
防
衛

大
臣
に
あ
て
「
八
重
山
圏
域
に
海
上
自
衛

隊
の
拠
点
と
な
る
基
地
等
配
備
要
請
書
」

を
提
出
し
て
い
る
。

恵
　
つ
い
に
中
国
が
１
月
22
日
に
海
警
法

を
制
定
し
ま
し
た
。

三
木
　
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
大
統
領
就
任

の
２
日
後
で
す
。
正
直
な
と
こ
ろ
「
中
国

は
よ
く
や
る
な
」
と
思
い
ま
し
た
。

　
習
近
平
国
家
主
席
は
「
戦
争
は
能
動
的

に
捉
え
て
や
れ
。
だ
が
負
け
る
戦
は
す
る

な
」
と
、
各
部
隊
を
回
っ
て
訓
示
し
て
い

る
そ
う
で
す
。「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
尖
閣
海

域
で
攻
撃
の
準
備
を
し
ろ
！
」
な
ど
と
発

言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
日
本
は
迎
え
撃

つ
準
備
が
な
い
の
で
す
。

積
極
的
な
防
衛
策
を

考
慮
す
べ
き

惠
　
そ
う
な
の
で
す
。
本
当
に
困
っ
た
も

の
で
す
。

三
木
　
で
も
「
困
っ
た
」
だ
け
で
は
ダ
メ

で
す
。中
国
に
侵
攻
さ
れ
て
、「
さ
あ
奪
還
」

で
は
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
未
然
に
阻
止
し

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　
サ
ッ
カ
ー
を
や
っ
て
い
て
、
防
御
ば
か

り
し
て
い
て
も
勝
て
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
れ

と
同
じ
こ
と
で
、
や
は
り
攻
撃
の
構
え
を

見
せ
て
、「
そ
っ
ち
が
き
た
ら
こ
っ
ち

だ
っ
て
や
る
ぞ
。
や
り
返
す
ぞ
」
と
い
う

気
概
と
準
備
が
な
か
っ
た
ら
ダ
メ
で
す
。

惠
　
先
日
、
海
保
の
関
係
者
か
ら
、「
尖

閣
諸
島
国
有
化
以
前
は
、
海
上
保
安
官
は
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働
者
を
供
給
す
る
手
段
に
他
な
ら
な
い
。

残
業
代
の
未
払
い
な
ど
、
実
習
生
に
対
す

る
人
権
侵
害
も
頻
繁
に
起
き
て
い
る
。
職

場
か
ら
失
踪
し
、
不
法
就
労
や
犯
罪
に
走

る
実
習
生
も
少
な
く
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
習
制
度
は
見
直

さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
拡
大
が
著
し
い
。
そ

れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か
。

コ
ロ
ナ
下
で
も
敢
行
さ
れ
た

外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
が
一
時
的
に
止
ま
っ

て
い
た
昨
年
秋
以
降
、
政
府
は
「
国
際
的

な
人
の
往
来
再
開
に
向
け
た
段
階
的
措

置
」
の
も
と
、
外
国
人
の
入
国
制
限
を
緩

和
し
て
い
た
。
だ
が
、
年
末
か
ら
感
染
が

急
速
に
広
ま
り
、
１
月
７
日
に
は
１
都
３

県
で
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
が
決
ま
っ
た
。

す
る
と
入
国
制
限
緩
和
措
置
の
停
止
を
求

め
る
声
が
、
自
民
党
内
か
ら
も
相
次
い
だ
。　
　

し
か
し
、
菅
義
偉
首
相
は
継
続
に
拘

こ
だ
わ

っ

た
。
同
措
置
は「
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
と
同
様
、
菅
氏
肝
い
り
の
経
済
対
策

だ
っ
た
の
だ
。
や
っ
と
一
時
停
止
が
決
ま

る
の
は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
11
都
府
県
へ

拡
大
さ
れ
た
１
月
13
日
の
こ
と
で
あ
る
。

外
国
人
の
入
国
制
限
緩
和
に
つ
い
て
、

大
手
メ
デ
ィ
ア
は「
中
韓
を
含
む
11
カ
国
・

地
域
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
な
ど
を
受
け

入
れ
て
い
る
仕
組
み
」（
２
０
２
１
年
１

月
７
日
付
「
朝
日
新
聞
」
電
子
版
）
な
ど

と
解
説
し
て
い
た
。
中
国
や
韓
国
な
ど
か

ら
の
出
張
者
で
も
受
け
入
れ
て
い
た
か
の

印
象
だ
が
、
実
際
は
全
く
違
う
。

法
務
省
出
入
国
在
留
管
理
庁
が
、
入
国

制
限
緩
和
措
置
で
昨
年
11
月
か
ら
今
年
１

月
半
ば
に
か
け
て
入
国
し
た
外
国
人
の
詳

細
を
公
表
し
て
い
る
。
そ
の
デ
ー
タ
か
ら

は
、
興
味
深
い
事
実
が
見
え
て
く
る
。

１
つ
は
、
来
日
し
た
外
国
人
の
う
ち
、

国
籍
別
で
最
も
多
い
の
が
ベ
ト
ナ
ム
人
で

あ
る
こ
と
。
２
位
の
中
国
人
よ
り
も
約

１
万
人
多
い
４
万
９
１
０
６
人
が
入
国
し

て
い
る
。
次
に
、
全
入
国
者
の
う
ち
、
実

習
生
と
留
学
生
が
７
割
以
上
を
占
め
る
と

い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
主
な
受
け
入
れ

対
象
国
は
「
中
韓
」
よ
り
も
ベ
ト
ナ
ム
で
、

職
が
な
い
日
本
人
、

低
賃
金
で
働
か
さ
れ
る
外
国
人

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
は
、

労
働
市
場
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

２
０
２
０
年
12
月
の
有
効
求
人
倍
率
は

１
・
06
倍
と
、
１
年
前
の
１
・
57
倍
か
ら

大
幅
に
低
下
し
た
。
完
全
失
業
者
数
も

２
０
０
万
人
以
上
に
増
え
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
て
日
本
人
の
雇
用
環
境
が
悪

化
す
る
中
に
あ
っ
て
も
、
産
業
界
に
は
外

国
人
労
働
者
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
。
そ
の

象
徴
が
技
能
実
習
生
で
あ
る
。

実
習
生
の
数
は
、
昨
年
末
時
点
で

37
万
８
２
０
０
人
に
達
し
て
い
る
。
昨
年

に
限
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
一

部
の
実
習
生
が
入
国
で
き
ず
、
全
体
数
が

減
っ
た
。
そ
れ
で
も
15
年
か
ら
の
５
年
間

で
、
実
習
生
は
２
倍
近
く
増
え
て
い
る
。

実
習
制
度
に
関
し
て
は
、
新
聞
や
テ
レ

ビ
も
批
判
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
い
。

同
制
度
の
趣
旨
は
「
途
上
国
へ
の
技
能
移

転
」
や
「
人
材
育
成
」
だ
が
、
実
際
に
は

人
手
不
足
の
職
種
に
低
賃
金
の
外
国
人
労

入国制限緩和措置により来日した
外国人の割合（2020年11月～ 2021年1月）

参考：法務省出入国在留管理庁

12万8616人
総 計

35%
32%

30%

3%

ベトナム
4万9106人

中国
3万9620人

韓国
4384人

そのほか

いでい・やすひろ／ジャーナリスト
1965 年、岡山県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。英字紙「日経ウイー
クリー」記者、米国黒人問題専門のシンクタンク「政治経済研究所ジョイント・
センター」（ワシントンＤＣ）客員研究員を経てフリーランスに。著書に『移
民クライシス　偽装留学生、奴隷労働の最前線』（角川新書）、『ルポ　ニッ
ポン絶望工場』（講談社 + α新書）、『長寿大国の虚構　外国人介護士の現場
を追う』（新潮社）など多数。

「
実
習
生
利
権
」に
群
が
る
人
々

借
金
ま
み
れ
で
日
本
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
実
習
生
・
留
学
生
た
ち
。

そ
の
借
金
は
彼
ら
が
不
法
就
労
や
犯
罪
に
走
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
そ
れ
が
改
善
し
な
い
の
か
。

そ
こ
に
は
一
大
産
業
と
な
っ
て
い
る
実
習
生
ビ
ジ
ネ
ス
が
あ
り
、

「
利
権
」
に
群
が
る
人
々
が
い
る
か
ら
な
の
だ
。

連載 第 2回

日本列島
 移民最前線

Idei Yasuhiro
出井康博暴発

寸前!?
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な
ぜ
守
ら
れ
な
い
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、

ベ
ト
ナ
ム
特
有
の
〝
事
情
〟
が
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
官
民
問
わ
ず
賄わ

い
ろ賂

と

汚
職
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
い
る
。
実
習
生
の
送
り

出
し
現
場
も
例
外
で
は
な
い
。

日
本
へ
の
実
習
生
送
り
出
し
に
は
、
ベ

ト
ナ
ム
労
働
・
傷
病
兵
・
社
会
省
海
外
労

働
局
の
認
可
が
要
る
。
日
本
側
で
実
習
制

度
を
統
括
す
る
公
益
財
団
法
人
「
国
際
人

材
協
力
機
構
」（
Ｊ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
）
に
よ
れ
ば
、

ベ
ト
ナ
ム
の
認
可
業
者
は
３
９
７
社
に
上

る
。
こ
の
認
可
権
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
官
僚

に
と
っ
て
利
権
と
な
る
。

筆
者
の
取
材
源
で
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
送

り
出
し
業
者
幹
部
た
ち
は
、「
認
可
を
取

る
に
は
官
僚
と
の
コ
ネ
と
金
が
必
須
」
と

口
を
揃
え
る
。
送
り
出
し
ビ
ジ
ネ
ス
に

参
入
し
た
業
者
は
、
コ
ネ
を
た
ど
っ
て

官
僚
に
近
づ
き
、
接
待
と
賄
賂
で
も
て

な
す
。「
認
可
を
得
る
た
め
に
日
本
円
で

１
０
０
０
万
円
以
上
は
使
っ
た
」
と
証
言

す
る
幹
部
も
い
る
ほ
ど
だ
。

し
か
も
賄
賂
は
、
認
可
が
取
れ
て
終
わ

り
で
は
な
い
。
官
僚
と
の
関
係
を
保
つ
た

め
、「
テ
ト
」（
旧
正
月
）
な
ど
の
祝
い
事

が
あ
る
た
び
、
年
に
数
回
は
渡
し
続
け
る
。

１
回
の
金
額
は
５
万
～
10
万
円
で
、
し
か

も
賄
賂
を
渡
す
相
手
は
１
人
で
は
な
い
。

官
僚
に
と
っ
て
は
、
一
度
の
接
待
で
公

の
月
収
以
上
の
金
が
手
に
入
る
。
し
か
も

接
待
し
て
く
れ
る
業
者
は
か
な
り
の
数
だ
。

こ
う
し
て
官
僚
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い

れ
ば
、
業
者
は
手
数
料
の
上
限
な
ど
守
ら

な
く
て
も
罰
せ
ら
れ
な
い
。
一
方
、
賄
賂

の
費
用
は
、
実
習
生
が
支
払
う
手
数
料
に

転
嫁
さ
れ
る
。

22
万
人
の
ベ
ト
ナ
ム
人
実
習
生
が

１
０
０
万
円
の
手
数
料
を
払
っ
て
い
れ
ば
、

総
額
で
は
２
２
０
０
億
円
だ
。
ベ
ト
ナ
ム

の
「
一
大
産
業
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
規
模

で
あ
る
。
そ
こ
に
群
が
る
の
は
、
業
者
や

現
地
の
腐
敗
官
僚
だ
け
で
は
な
い
。
日
本

側
で
実
習
生
を
企
業
な
ど
に
仲
介
す
る
監

理
団
体
の
担
当
者
が
実
習
生
の
面
接
で
ベ

ト
ナ
ム
を
訪
れ
る
と
、
送
り
出
し
業
者
に

よ
る
接
待
が
待
っ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に

は
、
監
理
団
体
が
実
習
生
を
受
け
入
れ
る

と
、
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
ま
で
得
ら
れ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
は
日
本
で
の
出
稼
ぎ
希
望

者
が
多
く
、
実
習
生
は
日
本
側
の
「
買
い

手
市
場
」
だ
。
そ
ん
な
中
、
送
り
出
し
業

者
は
１
人
で
も
多
く
の
実
習
生
を
日
本
へ

派
遣
し
た
い
。
そ
こ
で
監
理
団
体
に
対
し
、

１
人
の
受
け
入
れ
に
つ
き
５
万
～
20
万
円

程
度
の
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
を
支
払
う
。
キ
ッ

ク
バ
ッ
ク
は
団
体
関
係
者
に
現
金
で
渡
さ

れ
る
の
で
、
表
面
に
は
出
ず
、
税
金
も
か

か
ら
な
い
。
そ
ん
な
事
情
も
あ
っ
て
、
監

理
団
体
の
間
で
は
、
他
国
に
も
増
し
て
ベ

ト
ナ
ム
の
実
習
生
が
〝
人
気
〟
を
集
め
る
。

「
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
」
の
実
態
と
は
「
実

習
生
や
留
学
生
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

実
習
生
は
短
期
の
出
稼
ぎ
労
働
者
だ
。

留
学
生
に
も
、
出
稼
ぎ
目
的
の
者
が
数
多

く
含
ま
れ
る
。
入
国
制
限
緩
和
措
置
の
目

的
が
「
出
稼
ぎ
労
働
者
の
確
保
」
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
数
字
上
か
ら
明
ら
か
だ
。

と
り
わ
け
目
立
つ
の
が
ベ
ト
ナ
ム
人

実
習
生
で
、
３
万
２
３
０
５
人
が
入
国

し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
半
数
以
上
の
約

１
万
７
０
０
０
人
は
、
１
月
に
入
っ
て
来

日
し
た
。
こ
の
数
は
、
同
時
期
に
入
国
し

た
外
国
人
全
体
の
６
割
に
達
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
実
習
生
送
り
出
し
業
者
の

間
で
は
、
昨
年
末
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
が
拡
大
し
て
い
る
影
響
で
、
日
本
が

実
習
生
の
受
け
入
れ
を
止
め
る
」
と
の
噂

が
流
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
業
者
は
、
日
本

で
の
就
労
先
が
決
ま
っ
て
い
る
実
習
生
を

急
い
で
送
り
出
そ
う
と
し
た
。
一
方
で
日

本
側
も
、
緊
急
事
態
宣
言
を
拡
大
し
た
後

も
１
月
21
日
ま
で
「
例
外
」
を
設
け
、
実

習
生
ら
を
受
け
入
れ
続
け
た
。

借
金
漬
け
で
日
本
へ

送
ら
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
人

ベ
ト
ナ
ム
人
実
習
生
に
共
通
す
る
の
が
、

来
日
時
に
背
負
っ
て
い
る
借
金
だ
。
そ
の

原
因
が
送
り
出
し
業
者
に
支
払
う
手
数

料
で
、
額
は
１
０
０
万
円
前
後
に
も
上

る
。
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
手
数
料
の
上
限
を

「
３
６
０
０
ド
ル
」（
約
38
万
円
）
に
定
め

て
い
る
が
、
全
く
守
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。

実
習
を
希
望
す
る
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で

も
貧
し
い
層
の
若
者
た
ち
だ
。
仕
事
が

あ
っ
て
も
、
収
入
は
せ
い
ぜ
い
月
２
万
～

３
万
円
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
借

金
し
て
手
数
料
を
支
払
う
し
か
な
い
。

実
習
生
た
ち
は
日
本
に
行
か
な
け
れ
ば
、

借
金
が
返
済
で
き
な
い
。
業
者
に
と
っ
て

も
、
実
習
生
を
斡あ

っ

旋せ
ん

で
き
な
け
れ
ば
収
入

が
減
る
。
手
数
料
の
半
分
は
、
日
本
へ
行

く
直
前
に
業
者
へ
支
払
わ
れ
る
か
ら
だ
。

日
本
で
実
習
生
を
企
業
な
ど
に
斡
旋
す

る
「
監
理
団
体
」
も
事
情
は
同
じ
だ
。
監

理
団
体
は
実
習
生
の
受
け
入
れ
先
と
な
る

企
業
か
ら
、
１
人
に
つ
き
月
３
万
～
５
万

円
程
度
を
「
監
理
費
」
と
し
て
徴
収
で
き

る
。
実
習
生
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
ぶ
ん
収

入
も
増
え
る
。
受
け
入
れ
先
の
企
業
に

と
っ
て
も
、
実
習
生
が
来
日
で
き
な
け
れ

ば
人
手
が
不
足
す
る
。
こ
う
し
て
実
習
生

や
送
り
出
し
業
者
、
監
理
団
体
、
企
業
の

利
害
が
一
致
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
人
実
習
生

の
入
国
ラ
ッ
シ
ュ
は
巻
き
起
こ
っ
た
。

一
大
産
業
化
す
る

ベ
ト
ナ
ム
の
実
習
生
ビ
ジ
ネ
ス

そ
れ
に
し
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
送

り
出
し
手
数
料
の
上
限
を
定
め
な
が
ら
、
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送
り
出
し
は
順
調
に
増
え
て
い
く
。

た
だ
し
、 

二
階
氏
と
フ
ッ
ク
首
相
が

「
一
致
し
た
」
と
い
う
「
悪
質
業
者
の
排

除
」
は
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
。
接
待
や

賄
賂
と
い
っ
た
利
権
を
通
じ
、
ベ
ト
ナ
ム

の
政
府
関
係
者
が
「
悪
質
業
者
」
と
一
体

化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
排
除
」
な
ど

簡
単
に
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

利
権
の
裏
に
ち
ら
つ
く

政
治
の
影

二
階
氏
ほ
ど
の
実
力
が
あ
れ
ば
、
ベ
ト

ナ
ム
に
対
し
、
現
状
の
改
善
を
強
く
求
め

る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
は
し
な
い
。

二
階
氏
の
影
は
、
外
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
の
政
策
現
場
で
も
ち
ら
つ
く
。
自
民

党
で
受
け
入
れ
政
策
の
議
論
を
す
る
「
外

国
人
労
働
者
等
特
別
委
員
会
」
の
委
員
長

を
務
め
る
片
山
さ
つ
き
・
参
議
院
議
員
は
、

二
階
派
の
メ
ン
バ
ー
だ
。
そ
し
て
二
階
氏

自
身
も
、
監
理
団
体
と
つ
な
が
り
が
あ
る
。

二
階
氏
の
前
任
の
「
日
本
ベ
ト
ナ
ム
友
好

議
員
連
盟
」
会
長
で
あ
る
武
部
勤
・
元
自

民
党
幹
事
長
が
代
表
を
務
め
、
ベ
ト
ナ
ム

人
実
習
生
ら
を
受
け
入
れ
て
い
る
監
理
団

体
、公
益
財
団
法
人
「
東
亜
総
研
」
の
「
特

別
顧
問
」
に
就
い
て
い
る
の
だ
。

ベ
ト
ナ
ム
人
実
習
生
の
受
け
入
れ
が
止

ま
れ
ば
、
彼
ら
の
労
働
力
に
頼
る
企
業
に

と
っ
て
は
痛
手
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

監
理
団
体
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
打
撃
は
大
き

い
。
と
は
い
え
、
現
状
で
は
、
低
賃
金
の

外
国
人
労
働
者
を
欲
す
る
産
業
界
の
意
向

ば
か
り
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
弊
害

の
１
つ
が
、
昨
年
秋
に
全
国
ニ
ュ
ー
ス
と

な
っ
た
「
子
豚
盗
難
事
件
」
に
象
徴
さ
れ

る
、
ベ
ト
ナ
ム
人
犯
罪
の
多
発
で
あ
る
。

現
状
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
日
本
で
真
面

目
に
暮
ら
す
ベ
ト
ナ
ム
人
た
ち
、
そ
し
て

日
本
人
に
と
っ
て
も
不
幸
で
あ
る
。

実
習
制
度
の
ル
ー
ル
に
沿
い
、
多
額
の

借
金
を
背
負
い
来
日
す
る
人
材
は
一
切
受

け
入
れ
な
い
。
政
府
は
ベ
ト
ナ
ム
に
対

し
、
き
っ
ぱ
り
と
そ
う
宣
言
す
べ
き
で
あ

る
。
借
金
の
問
題
だ
け
で
も
解
決
す
れ
ば
、

ベ
ト
ナ
ム
人
の
犯
罪
や
不
法
就
労
は
大
幅

に
減
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
い

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
の
腐
敗

官
僚
と
同
様
、
日
本
側
に
も
何
か
し
ら
の

「
利
権
」
が
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

握
手
を
交
わ
す
二
階
幹
事
長
と
ベ
ト
ナ
ム
の
フ
ッ
ク
首
相

写真提供：共同通信

会
」
会
長
で
も
あ
る
。

当
時
、
日
本
に
は
ベ
ト
ナ
ム
に
す
が
り

た
い
事
情
が
あ
っ
た
。
前
年
に
新
設
さ
れ

た
在
留
資
格
「
特
定
技
能
」
に
よ
る
外
国

人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
、
全
く
の
空
振

り
に
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
悪
質

業
者
の
排
除
」
を
掲
げ
る
日
本
側
の
方
針

に
対
し
、
人
材
の
供
給
源
と
し
て
最
も
期

待
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
が
ヘ
ソ
を
曲
げ
、
送

り
出
し
を
渋
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

二
階
氏
は
ベ
ト
ナ
ム
の
グ
エ
ン
・
ス
ア

ン
・
フ
ッ
ク
首
相
（
現
・
国
家
主
席
）
と

会
談
し
、「
日
本
で
の
ベ
ト
ナ
ム
人
の
就

労
拡
大
」を
合
意
し
た
。ま
た
、両
国
が「
悪

質
業
者
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
で
一

致
し
た
」
と
も
強
調
し
て
い
る
。

二
階
氏
の
訪
問
に
続
き
、
菅
首
相
も
昨

年
10
月
、
初
の
外
遊
先
に
ベ
ト
ナ
ム
を
選

ん
だ
。
こ
う
し
た
２
人
の
努
力
も
あ
っ
て

か
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の

官
僚
へ
の
賄
賂
と
同
様
、
監
理
団
体
へ

支
払
わ
れ
る
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
も
、
出
所
は

実
習
生
が
背
負
う
借
金
だ
。
結
果
、
実
習

生
た
ち
の
借
金
は
さ
ら
に
膨
れ
上
が
る
。

悪
質
業
者
の
排
除
は
ど
こ
へ
？

長
ら
く
問
題
に
な
っ
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム

人
実
習
生
の
失
踪
や
不
法
就
労
、
ま
た

犯
罪
に
も
、「
借
金
」
の
影
響
が
大
き
い
。

同
じ
実
習
生
で
も
、
た
と
え
ば
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
の
場
合
、
送
り
出
し
業
者
に
多
額
の

手
数
料
を
取
ら
れ
ず
、
借
金
漬
け
で
来
日

す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
来
日
後
も
、

失
踪
や
犯
罪
は
ほ
と
ん
ど
起
き
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
実
習
制
度
は
、
人
材
が
金
銭

的
な
負
担
な
く
来
日
で
き
る
よ
う
定
め
て

い
る
。
来
日
前
の
日
本
語
研
修
や
渡
航
費

を
含
め
、
手
数
料
は
す
べ
て
受
け
入
れ
先

の
企
業
が
負
担
す
る
決
ま
り
な
の
だ
。
そ

ん
な
ル
ー
ル
が
、
ベ
ト
ナ
ム
人
実
習
生
に

関
し
て
は
形
骸
化
し
て
い
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
ベ
ト
ナ

ム
に
対
し
、
制
度
の
遵
守
を
強
く
要
求
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
鍵
を
握
る

政
治
家
が
い
る
。「
令
和
の
キ
ン
グ
メ
ー

カ
ー
」二
階
俊
博
・
自
民
党
幹
事
長
で
あ
る
。

超
党
派
の
「
日
本
ベ
ト
ナ
ム
友
好
議
員

連
盟
」
会
長
も
務
め
る
二
階
氏
は
、
日
本

で
最
も
ベ
ト
ナ
ム
に
影
響
力
の
あ
る
政
治

家
だ
。
昨
年
１
月
に
は
、
旅
行
・
観
光
業

関
係
者
ら
１
０
０
０
人
以
上
を
引
き
連
れ

ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
て
も
い
る
。

日
本
が
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
最
も
欲
す
る
の

は
出
稼
ぎ
労
働
者
だ
。
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム

は
日
本
か
ら
観
光
客
や
投
資
を
呼
び
込
み

た
い
。
そ
ん
な
両
国
の
思
惑
も
あ
っ
て
、

二
階
氏
は
旅
行
業
界
関
係
者
ら
の
大
訪
問

団
を
引
き
連
れ
、
労
働
者
送
り
出
し
の

バ
ー
タ
ー
を
迫
っ
た
よ
う
に
も
映
る
。
二

階
氏
は
一
般
社
団
法
人
「
日
本
旅
行
業
協
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課
題
解
決
に
向
け
た
企
業
の
事
業
活
動

も
期
待
さ
れ
て
お
り
、
日
本
企
業
の
な
か

に
も
、
事
業
計
画
に
こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
入
れ
る
企
業

が
増
え
て
き
ま
し
た
。

「
持
続
可
能
性
」の

世
界
最
古
の
お
手
本

し
か
し
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組
ん
で
い
る

多
く
の
方
々
は
、「
持
続
可
能
性
」
の
世

界
最
古
、
か
つ
最
も
長
期
間
、
持
続
し
た

お
手
本
が
、
実
は
我
が
国
に
あ
る
こ
と
を

ご
存
じ
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
縄
文
文

明
で
す
。
環
境
考
古
学
専
門
の
安
田
喜

憲
・
立
命
館
大
学
環
太
平
洋
文
明
研
究
セ

ン
タ
ー
長
は
著
書
『
森
の
日
本
文
化
』
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

縄
文
文
化
が
自
然
と
の
調
和
の
中
で
、

高
度
の
土
器
文
化
を
発
展
さ
せ
、
一
万

年
以
上
に
わ
た
っ
て
一
つ
の
文
化
を
維

持
し
え
た
こ
と
は
、
驚
異
と
い
う
ほ
か

な
い
。
縄
文
文
化
が
日
本
列
島
で
花
開

い
た
頃
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は
、
黄

河
文
明
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
文
明
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
長
江
文

明
な
ど
、
農
耕
に
基
盤
を
置
く
古
代
文

明
が
は
な
ば
な
し
く
展
開
し
て
い
た
。

東
ア
ジ
ア
の
一
小
列
島
に
開
花
し
た

縄
文
文
化
は
、
こ
う
し
た
古
代
文
明

の
よ
う
な
輝
き
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
古
代
文
明
は
強
烈
な
階
級
支

配
の
文
明
で
あ
り
、
自
然
か
ら
の
一
方

的
略
奪
を
根
底
に
持
つ
農
耕
と
大
型
家

畜
を
生
産
の
基
盤
と
し
、
つ
い
に
は
自

ら
の
文
明
を
支
え
た
母
な
る
大
地
と
も

い
う
べ
き
森
を
食
い
つ
ぶ
し
、
滅
亡
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
。

そ
れ
に
対
し
、
日
本
の
縄
文
文
化
は
、

た
え
ず
自
然
の
再
生
を
ベ
ー
ス
と
し
、

森
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
次

代
の
文
明
を
可
容
す
る
余
力
を
大
地
に

残
し
て
、
弥
生
時
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

し
た
。
そ
れ
は
共
生
と
循
環
の
文
明
の

原
点
だ
っ
た
。

従
来
の
文
明
観
で
は
、
旧
石
器
時
代
に

狩
猟
採
集
に
よ
る
移
動
生
活
を
送
っ
て
い

た
人
類
は
、
一
万
二
千
年
前
ぐ
ら
い
か
ら

世
界
の
各
地
で
農
耕
と
牧
畜
を
始
め
て
よ

う
や
く
定
住
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
か
ら

文
明
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
古
代
文
明
が
生
ま
れ
た
チ
グ

リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、
ナ
イ
ル
川
、

イ
ン
ダ
ス
川
、
黄
河
の
流
域
は
い
ず
れ
も

砂
漠
化
し
て
い
ま
す
。
森
を
切
り
拓
い
て

畑
に
す
れ
ば
、
樹
木
が
な
く
な
る
こ
と
で

表
面
の
土
壌
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

牧
畜
を
す
れ
ば
家
畜
が
草
の
芽
ま
で
食
べ

て
し
ま
う
の
で
、
植
生
が
失
わ
れ
、
土
壌

年
九
月
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
制
定
さ
れ
、

二
〇
三
〇
年
ま
で
の
目
標
達
成
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
人
類
が
直
面
し
て
い
る
諸

課
題
を
体
系
化
し
た
も
の
で
、「
安
全
な

水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
」「
貧
困
を
な

く
そ
う
」「
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
み
ん
な
に
。
そ
し
て
ク
リ
ー
ン
に
」
な

ど
十
七
の
目
標
か
ら
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

ら
の
根
底
に
あ
る
の
が
「
持
続
可
能
性
」

の
概
念
で
す
。
地
球
環
境
も
人
類
社
会
も

い
ず
れ
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、

と
い
う
危
機
感
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

最
近
は
一
般
の
新
聞
雑
誌
で
も
「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
）

と
い
う
言
葉
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は“Sustainable 

D
evelopm

ent Goals”

の
頭
文
字
を

と
っ
た
も
の
で
、「
持
続
可
能
な
開
発
目

標
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
五

いせ・まさおみ／「国際派日本人養成講
座」編集長
1953年東京生まれ。東京工業大学社会
工学科卒。日本大手メーカーに就職後、
社内留学制度によりカリフォルニア大学
バークレー校に留学。工学修士、経営学
修士（MBA）、経営学博士（Ph.D.）を取得。常務執行役員、イタ
リア現地法人社長などを歴任後、2014年よりアメリカ現地法
人社長。97年 9月より、社業の傍ら独自に日本の歴史・文化
を研究。国内にて執筆・講演活動に従事。公益社団法人「国民
文化研究会」理事、筑波大学非常勤講師も務める。

連載
第 2 回

国
際
派
日
本
人
養
成
講
座

伊勢雅臣

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
は
縄
文
文
明
に
学
べ
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が
最
も
脂
が
の
っ
て
い
る
の
で
す
。

春
に
は
イ
ワ
シ
、
ニ
シ
ン
、
夏
は
ア
ジ
、

サ
バ
、ク
ロ
ダ
イ
、秋
は
サ
ケ
、ブ
リ
等
々
、

季
節
に
よ
っ
て
獲
れ
る
魚
も
多
種
多
様
で

し
た
。
さ
ら
に
秋
に
は
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、

シ
イ
、
ト
チ
な
ど
の
木
の
実
を
集
め
、
こ

れ
ら
を
長
期
保
存
し
て
食
べ
て
い
ま
し
た
。

冬
は
脂
肪
を
蓄
え
た
キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ
、

カ
モ
な
ど
を
狩
り
ま
す
。
イ
ノ
シ
シ
や
シ

カ
な
ど
の
大
型
動
物
の
骨
も
出
て
き
ま
す

が
、
幼
獣
の
骨
は
あ
ま
り
見
つ
か
ら
ず
、

ま
た
歯
の
分
析
か
ら
は
、
冬
の
季
節
に
し

か
捕
獲
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
が
絶
滅
し
な
い
よ
う
、

他
の
食
物
の
少
な
い
冬
に
限
定
し
、
成
獣

だ
け
を
獲
っ
て
い
た
の
で
す
。
と
も
に
生

き
る
自
然
へ
の
深
い
配
慮
が
窺
わ
れ
ま
す
。

縄
文
遺
跡
か
ら
は
獣
六
十
種
類
以
上
、

魚
七
十
種
類
以
上
、
貝
三
百
五
十
種
類
以

上
の
残ざ

ん

滓し

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

だ
け
の
多
種
多
様
な
食
材
の
そ
れ
ぞ
れ
を

絶
滅
さ
せ
な
い
よ
う
に
、「
ど
こ
で
い
つ
、

ど
れ
だ
け
獲
る
べ
き
か
」
を
考
え
な
が
ら

狩
猟
採
集
し
て
い
ま
し
た
。

自
然
の
荒
廃
を
無
視
し
て
森
林
を
切
り

拓
き
、
麦
だ
け
を
植
え
、
羊
や
牛
だ
け
を

育
て
る
古
代
の
農
耕
牧
畜
よ
り
、
は
る
か

に
複
雑
広
範
な
知
識
を
、
縄
文
人
た
ち
は

持
っ
て
い
た
の
で
す
。

食
材
の
多
様
性
を
さ
ら
に
大
き
く
広
げ

た
の
が
、
土
器
で
し
た
。
土
器
に
よ
る
煮

炊
き
に
よ
っ
て
、
木
の
実
の
ア
ク
を
抜
き
、

植
物
の
根
や
茎
を
柔
ら
か
く
し
て
食
べ
や

す
く
し
、
魚
や
獣
の
肉
の
腐
敗
を
防
げ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
土
器
は
通
気
性

や
通
水
性
に
よ
っ
て
表
面
の
水
分
が
気
化

し
て
低
温
を
保
つ
の
で
、
食
物
の
長
期
保

存
も
可
能
と
し
ま
し
た
。

実
は
世
界
最
古
の
土
器
は
日
本
列
島
で

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
青
森
県
大お

お

平だ
い
ら

山や
ま

元も
と

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
約
一
万
六
千
五
百

年
前
の
土
器
で
す
。
世
界
の
他
の
地
域
で

は
、
南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ

で
の
最
古
の
土
器
は
約
九
千
年
前
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
約
八
千
五
百
年
前
で
、
こ
れ
ら

に
比
べ
る
と
、
日
本
の
土
器
は
飛
び
抜
け

て
古
い
の
で
す
。

岡
村
道
雄
・
元
文
化
庁
主
任
文
化
財
調

査
官
は
、
日
本
列
島
の
土
器
は
「
質
量
と

が
劣
化
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
古
代
文
明
は

自
然
と
の
和
を
持
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
持

続
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
文
明
観
か
ら
完
全
に
は
み
出
し
て

い
る
の
が
縄
文
文
明
で
す
。
約
一
万
六
千

年
前
か
ら
狩
猟
や
採
集
の
ま
ま
定
住
生
活

を
始
め
た
の
で
す
。そ
の
た
め
に
農
耕
と
牧

畜
に
よ
る
自
然
破
壊
と
は
無
縁
で
し
た
。　

な
ぜ
縄
文
文
明
は

持
続
可
能
だ
っ
た
の
か

日
本
列
島
で
は
海
の
水
蒸
気
を
含
ん
だ

風
が
高
い
山
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
多
量
の

雨
や
雪
を
降
ら
せ
ま
す
。
年
間
降
水
量

千
七
百
ミ
リ
は
、
温
帯
で
は
世
界
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
で
す
。
豊
富
な
水
量
に
恵
ま
れ
て
、

深
く
豊
か
な
森
林
が
列
島
を
覆
い
、
木
の

実
や
キ
ノ
コ
な
ど
が
豊
富
に
と
れ
ま
し
た
。

イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
動
物

も
豊
富
で
し
た
。

周
囲
の
海
は
寒
流
と

暖
流
が
ぶ
つ
か
り
合
う

世
界
有
数
の
豊
か
な
漁

場
を
な
し
、
し
か
も
急

峻
な
山
が
複
雑
な
海
岸

線
を
作
り
、
漁
や
潮
干

狩
り
に
は
好
適
な
入
り

江
が
各
地
に
で
き
て
い

ま
し
た
。
こ
の
豊
か
な

自
然
の
恵
み
の
な
か
で
、

縄
文
人
は
農
耕
や
牧
畜

な
ど
し
な
く
と
も
、
狩

猟
や
採
集
だ
け
で
定
住

生
活
を
営
め
た
の
で
す
。

と
は
い
え
、
何
の
智ち

縄
文
時
代
の
貝
塚
で
シ
ジ
ミ
や
ハ
マ
グ

リ
の
貝
の
断
面
の
成
長
線
を
調
べ
る
と
、

全
体
の
七
○
％
は
四
月
か
ら
六
月
に
か
け

て
食
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

現
代
の
潮
干
狩
り
と
同
様
で
、
こ
の
時
期

縄文時代の食料事情

慧え

も
な
く
、
た
だ
自
然
の
恵
み
を
受
け

と
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ぞ
れ
の
食
材
の
「
持
続
可
能
性
」
を
よ

く
考
え
な
が
ら
、
そ
の
恵
み
を
い
た
だ
い

て
い
ま
し
た
。

国 際 派 日 本 人 養 成 講 座

写真提供：外ヶ浜町教育委員会　社会教育課

青森県津軽半島の河岸段丘上に位置する大平山元
遺跡から出土された世界最古の土器片
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に
三
千
二
百
万
だ
っ
た
日
本
の
人
口
が
、

明
治
以
降
の
百
五
十
年
ほ
ど
で
九
千
万
人

も
増
加
し
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い

よ
う
で
す
。
今
が
異
常
な
状
態
で
あ
り
、

人
口
減
少
は
正
常
な
状
態
に
近
づ
い
て
い

る
、
と
見
る
べ
き
で
す
。

ド
イ
ツ
の
人
口
は
日
本
の
三
分
の
二
ほ

ど
の
規
模
で
す
が
、
一
人
当
た
り
国
民
所

得
は
日
本
よ
り
二
割
以
上
高
く
、
そ
の
結

果
と
し
て
幸
福
感
も
日
本
よ
り
は
る
か
に

高
い
の
で
す
。
そ
の
ど
こ
が
問
題
で
し
ょ

う
。
異
常
な
人
口
過
剰
が
是
正
さ
れ
る
こ

と
を
問
題
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、

現
代
物
質
文
明
の
色
眼
鏡
で
も
の
を
見
て

い
る
か
ら
で
す
。

し
か
も
、
日
本
の
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の

食
糧
自
給
率
は
三
十
七
％
で
す
か
ら
、
や

が
て
予
想
さ
れ
る
世
界
的
な
食
糧
不
足
の

時
代
に
は
、
深
刻
な
飢
餓
に
襲
わ
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
未
利
用
農
地
と
荒
廃
農

地
は
合
わ
せ
て
六
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

も
達
し
て
い
ま
す
。
耕
地
面
積
全
体
の

十
五
％
、
栃
木
県
よ
り
も
広
い
農
地
が
活

用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
国
内
の
農
地

を
荒
廃
さ
せ
つ
つ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
食
糧

輸
入
に
六
十
％
以
上
も
依
存
し
て
い
る
と

い
う
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
ま
す
。

ま
た
我
が
国
は
国
土
が
狭
い
と
思
い
が

ち
で
す
が
、
現
状
の
人
口
で
も
平
均
す
れ

ば
一
人
あ
た
り
約
三
千
平
米
も
の
土
地
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
都
市
部
に

な
る
と
、
数
人
の
家
族
で
も
六
十
平
米
の

マ
ン
シ
ョ
ン
を
持
つ
の
が
や
っ
と
、
と
い

う
の
は
、
都
市
部
の
過
密
と
地
方
の
過
疎

が
併
存
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

現
代
物
質
文
明
の
柱
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
都
市
化
で
す
が
、
こ
の
両
面
に
お
い
て

我
が
国
は
悪
し
き
先
進
国
と
な
っ
て
い
ま

す
。
縄
文
文
明
の
自
然
と
の
和
を
ベ
ー
ス

に
し
た
持
続
可
能
な
生
活
と
比
べ
て
み
れ

ば
、
現
代
物
質
文
明
の
自
然
と
は
断
絶
し

た
異
様
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
ま
す
。

我
々
現
代
の
日
本
人
は
、
先
人
た
ち
の

豊
か
な
知
恵
を
思
い
出
し
て
、
自
然
と
の

和
に
基
づ
く
持
続
可
能
な
幸
せ
な
生
活
を

目
指
す
べ
き
な
の
で
す
。

も
に
世
界
の
他
の
時
代
や
地
域
の
も
の
と

く
ら
べ
て
も
際
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
ま
す
（『
日
本
の
歴
史
01 

縄
文
の
生
活

誌
』）。　

神
話
、言
語
、脳
に
表
れ
た

和
の
自
然
観

こ
う
し
て
豊
か
な
自
然
に
抱
か
れ
て

一
万
年
も
過
ご
し
て
い
た
ら
、
人
間
も
自

然
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
生
命
観
を
持
つ

よ
う
に
な
る
の
も
当
然
で
し
ょ
う
。
日
本

画
家
で
日
本
神
話
に
関
す
る
著
書
も
多
い

出い
ず
も雲

井い

晶あ
き

さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

古
代
人
は
、
も
の
を
た
だ
の
物
体
と

は
見
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
を

神
の
い
の
ち
の
現
わ
れ
、
神
の
恵
み
と

視
た
。
す
べ
て
の
も
の
に
神
の
命
を
視

た
か
ら
こ
そ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
神
の
名
を
つ
け
た
。
例
え
ば
、
小
さ

な
砂
つ
ぶ
に
さ
え
石い

わ

巣す

比ひ

売め
の

神か
み

、
木
は

久く

久く

能の

智ち
の

神か
み

、
山
の
神
は
大お
お

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（『
今
な
ぜ
日
本
の
神
話
な
の
か
』）

縄
文
人
が
草
花
も
自
分
た
ち
と
同
じ
仲

間
と
見
な
し
た
生
命
観
は
、
日
本
語
に
表

れ
て
い
ま
す
。
目
と
芽
、
鼻
と
花
、
歯
と

葉
、
頬
と
穂ほ

な
ど
人
体
と
植
物
の
間
で
語

源
が
共
通
し
て
い
る
の
も
、
我
々
の
先
祖

は
植
物
も
人
体
も
同
じ
と
見
な
し
て
い
た

か
ら
だ
、
と
万
葉
学
者
の
中
西
進
氏
は
指

摘
し
て
い
ま
す
（『
ひ
ら
が
な
で
よ
め
ば

わ
か
る
日
本
語
』）。

ま
た
、
西
洋
人
や
中
国
人
、
韓
国
人
な

ど
は
、
虫
や
動
物
の
鳴
き
声
、
波
や
風
、

雨
の
音
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
な
ど
を
雑
音

や
機
械
音
と
同
様
に
右
脳
で
聞
く
の
に
対

し
、
日
本
人
は
言
語
と
同
様
に
左
脳
で
聞

い
て
い
る
こ
と
を
、
東
京
医
科
歯
科
大
学

の
角
田
忠
信
名
誉
教
授
が
発
見
し
て
い
ま

す 

（『
右
脳
と
左
脳
』）。
日
本
人
は
虫
の

音
、
雨
風
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
「
音
」

で
は
な
く
、
自
然
の
「
声
」
と
し
て
聞
い

て
い
る
の
で
す
。

縄
文
文
明
の「
持
続
可
能
性
」を
実
現

し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
和
の
自
然
観
で

し
た
。

縄
文
文
明
が
提
起
す
る

現
代
物
質
文
明
へ
の
反
省

自
然
と
の
和
を
基
調
と
し
た
縄
文
文
明

は
、
現
代
物
質
文
明
の
あ
り
方
に
根
本
的

な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
の
人
口
減
少
が
問
題

視
さ
れ
て
お
り
、
百
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に

七
千
万
人
も
減
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
に
大
騒
ぎ
す
る
人
々
は
、
幕
末

国 際 派 日 本 人 養 成 講 座

142013 15 2016 17 18 19

（万ha）

（年）

460

450

440

430

420

410

0

453.7 451.8
449.6

447.1
444.4

442.0
439.7
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田畑計の耕地面積の推移（全国）
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思
わ
れ
、
特
に
下
衆
な
輩
を
相
手
に
す
る

と
、
こ
ち
ら
の
格
が
落
ち
る
か
ら
相
手
に

す
る
な
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
る
。
実
際
、

日
本
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
方
が
「
分
別

あ
る
大
人
」
と
尊
敬
さ
れ
て
う
ま
く
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
中
国
や
韓
国
に
は
虚
偽
の

告
発
を
し
て
相
手
を
貶お

と
しめ

る
「
誣ぶ

告こ
く

」
と

い
う
伝
統
が
あ
る
。
虚
偽
の
告
訴
状
を
書

く
職
業
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。

こ
う
い
う
文
化
を
持
つ
国
の
人
々
は
、
一

般
人
か
ら
政
府
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
、
相

手
を
貶
め
る
た
め
な
ら
平
気
で
卑
劣
な
デ

マ
を
流
し
、
い
つ
ま
で
も
し
つ
こ
く
粘
着

す
る
傾
向
が
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
に
も
日
本
人
ら
し
か
ら

ぬ
行
動
を
積
極
的
に
取
る
人
た
ち
が
い

る
。
左
翼
活
動
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ

る
。
彼
ら
の
行
動
は
「
日
本
人
的
行
動
規

範
」
と
は
真
逆
で
、
む
し
ろ
中
韓
の
そ
れ

に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
い
わ

ゆ
る
徴
用
工
問
題
も
慰
安
婦
問
題
も
、
わ

ざ
わ
ざ
作
り
出
し
て
複
雑
化
さ
せ
た
の
は

日
本
人
の
活
動
家
た
ち
な
の
だ
。

「
朝
鮮
人
強
制
連
行
」
と
い
う
言
葉
を
作

り
出
し
た
の
は
、
朝
鮮
総
連
の
グ
ル
ー
プ

に
属
し
、
朝
鮮
大
学
校
教
員
だ
っ
た
朴

パ
ク
・

慶キ
ョ
ン

植シ
ク

と
い
う
在
日
朝
鮮
人
で
、
そ
の
目

的
は
１
９
６
５
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
を

妨
害
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
日
本
の
左
派
メ
デ
ィ
ア
が
支
援
し
、

さ
ら
に
日
弁
連
に
属
す
る
日
本
人
弁
護
士

た
ち
が
煽
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
や
り
方
に

は
心
底
呆
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
韓
国
ま
で
行

き
、
関
係
が
あ
り
そ
う
な
人
を
探
し
出
し
、

費
用
を
す
べ
て
出
す
か
ら
裁
判
の
原
告
に

な
る
よ
う
説
得
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
問
題
は
韓
国
側
か
ら
自

然
発
生
的
に
湧
き
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、

日
本
人
弁
護
士
が
無
理
や
り
作
り
出
し
た

も
の
な
の
だ
。
彼
ら
の
工
作
が
な
け
れ
ば
、

徴
用
工
問
題
も
慰
安
婦
問
題
も
存
在
し
な

か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

な
ぜ
韓
国
大
法
院
で

異
常
な
判
決
が
相
次
ぐ
の
か
？

近
年
、
韓
国
の
大
法
院
で
日
韓
基
本
条

約
を
無
視
し
た
異
常
な
判
決
が
相
次
い
で

い
る
が
、
そ
れ
を
誘
導
し
た
の
も
日
本
人

だ
っ
た
と
明
星
大
学
戦
後
教
育
史
研
究
セ

ン
タ
ー
の
勝
岡
寛
次
氏
は
指
摘
す
る
。
韓

国
の
裁
判
所
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
和

田
春
樹
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
が
提
唱
し

た
「
日
本
統
治
不
法
論
」
だ
と
い
う
の
だ
。

日
韓
併
合
自
体
が
不
法
だ
っ
た
の
で
、
日

韓
基
本
条
約
に
関
係
な
く
、
朝
鮮
人
労
働

者
の
利
用
も
不
法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
滅
茶
苦
茶
な
理
論
が
２
０
１
０
年
に

出
さ
れ
た
「
日
韓
知
識
人
共
同
声
明
」
に

盛
り
込
ま
れ
、
韓
国
の
裁
判
所
が
採
用
し
、

国
際
法
を
無
視
し
た
判
決
に
繋
が
る
。

問
題
を
で
っ
ち
あ
げ
る
人
々

日
本
人
の
国
際
情
報
戦
の
下
手
さ
は
今

に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
理

由
が
多
分
に
文
化
に
根
差
し
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
自
己
Ｐ
Ｒ
す

る
こ
と
が
良
く
思
わ
れ
な
い
文
化
だ
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
他
人
と
違
う
こ
と
さ
え
疎

ま
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た
。
最
近
は
ず
い
ぶ

ん
変
わ
っ
た
と
は
思
う
も
の
の
、
就
職
活

動
は
未
だ
に
一
斉
に
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ

で
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
化
だ
か
ら
、

日
本
人
は
政
府
レ
ベ
ル
で
も
海
外
に
言
う

べ
き
こ
と
を
言
え
な
い
。

文
化
的
要
因
は
も
う
１
つ
あ
る
。
争
い

ご
と
を
忌
避
す
る
。
物
事
の
是
非
や
事
実

の
探
求
よ
り
も
、
表
面
的
に
穏
便
な
こ
と

を
優
先
す
る
。
長
年
の
稲
作
を
中
心
と
し

た
村
社
会
的
規
範
が
無
意
識
的
に
影
響
を

与
え
て
い
る
。
争
う
こ
と
は
見
苦
し
い
と

情報戦略アナリスト。1965年生まれ。中央大学卒業後、シドニー大学大学院、
ニューサウスウェールズ大学大学院修士課程修了。2014年4月豪州ストラスフ
ィールド市で中韓反日団体が仕掛ける慰安婦像公有地設置計画に遭遇。シドニー
を中心とする在豪邦人の有志と共に反対活動を展開。オーストラリア人現地住民
の協力を取り付け、一致団結のワンチームにて 2015 年8月阻止に成功。現在は
日本を拠点に言論活動に従事。DMM オンラインサロン「日本国際戦略研究所」
主宰。メルマガ「対外情報戦で勝ち抜けろ！」（フーミー）も配信中。

憎
悪
を
呼
び
起
こ
す

海
外
邦
人
が
晒
さ
れ
る

反
日
活
動
の
実
態

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
教
授
の

慰
安
婦
論
文
が
与
え
た
衝
撃

山岡鉄秀

慰
安
婦
像

慰
安
婦
強
制
連
行
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
事

実
を
証
明
し
て
み
せ
た
論
文
が
２
０
２
０
年
12
月

に
発
表
さ
れ
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
教
授
が
発

表
し
た
こ
の
論
文
は
世
界
に
衝
撃
を
与
え
、
い
ま

だ
に
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
教
授
は
ど
の
よ
う
に

し
て
強
制
連
行
の
事
実
を
否
定
し
た
の
か
。

連載
第4回
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英
語
の
文
献
を
発
行
し
て
は
ば
ら
撒
い
て

い
る
。
や
は
り
、
左
翼
は
組
織
的
に
活
動

し
、
活
発
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
う
こ
と

が
思
想
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
国
連
や
ア
メ
リ
カ
議
会
で

は
左
翼
学
者
が
書
い
た
英
語
の
文
献
ば
か

り
が
資
料
と
さ
れ
、
圧
倒
的
に
不
利
な
戦

い
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
の
英
語
文

献
を
読
む
と
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
日
本
を
貶

め
る
こ
と
に
血
道
を
上
げ
る
の
か
不
思
議

に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
有
効
な
説
明
が
あ
る
だ

ろ
う
か
？　

や
は
り
、
共
産
主
義
思
想
の

浸
透
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
彼
ら

の
行
動
規
範
は
、
一
般
的
な
日
本
人
の
そ

れ
で
は
な
く
、
共
産
主
義
者
の
行
動
規
範

に
上
書
き
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
納
得

で
き
る
。
つ
ま
り
、
対
立
点
を
見
出
し
、

一
方
を
善
、
他
方
を
悪
と
決
め
つ
け
、
徹

底
的
な
攻
撃
に
よ
る
既
存
秩
序
の
破
壊
を

試
み
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
大
切

な
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
事
実
の

検
証
で
は
な
い
。
ま
し
て
日
本
的
な
道
徳

観
な
ど
共
有
し
な
い
。

衝
撃
を
与
え
た「
否
定
」論
文

そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、

２
０
２
０
年
12
月
に
慰
安
婦
問
題
に
つ
い

て
結
論
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
提
供
す
る
論
文

が
学
術
誌International Review

 of Law
 

and Econom
ics

の
オ
ン
ラ
イ
ン
版
で
公

表
さ
れ
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ラ
ム
ザ

イ
ヤ
ー
教
授
に
よ
る
「
太
平
洋
戦
争
に
お

け
る
性
サ
ー
ビ
ス
の
契
約（Contracting 

for sex in the Pacific W
ar

）」
で
あ

る
。
私
は
教
授
の
講
義
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
が
、
緻
密
で
実
証
主
義
的
な
研
究
者

だ
。
そ
の
教
授
の
論
文
が
、い
わ
ゆ
る「
慰

安
婦
強
制
連
行
・
性
奴
隷
説
」
を
否
定
し

て
、
韓
国
人
が
大
騒
ぎ
し
て
い
る
の
だ
。

現
地
で
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
韓
国
人
留

学
生
会
が
教
授
に
謝
罪
と
論
文
撤
回
を
求

め
る
連
判
状
を
回
し
、
韓
国
メ
デ
ィ
ア
が

報
道
し
て
煽
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
慰
安
婦

問
題
で
広
範
な
反
日
活
動
を
展
開
し
、
寄

付
金
横
領
の
罪
に
問
わ
れ
た
正
義
連
（
旧

挺
対
協
）
が
、
前
述
の
学
術
誌
の
紙
媒
体

版
へ
の
当
論
文
掲
載
を
妨
害
す
る
運
動
を

起
こ
し
、
全
世
界
の
学
者
や
研
究
者
数
千

名
が
反
対
声
明
に
署
名
。
そ
の
一
方
で
、

李
栄
薫
教
授
を
始
め
と
す
る
韓
国
の
保
守

系
の
学
者
、
弁
護
士
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

な
ど
15
名
が
連
名
で
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
教
授

を
支
持
す
る
声
明
を
発
表
し
た
。

ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
教
授
の
論
文
は
、
実
は

強
制
連
行
や
慰
安
婦
の
性
奴
隷
化
を
否
定

す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な

い
。
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
通
り
、
慰

安
婦
と
慰
安
所
経
営
者
の
間
で
結
ば
れ
た

契
約
形
態
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
日
本
の
保
守
系
の
学
者
や

専
門
家
か
ら
の
反
論
は
数
が
少
な
く
、
か

つ
非
常
に
遅
か
っ
た
。
勝
岡
氏
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
朝
鮮
人
と
中
国
人
の
「
強
制
連

行
」
に
関
す
る
文
献
は
、
確
認
で
き
た
も

の
で
１
３
５
７
点
、
そ
の
内
、
強
制
連
行

に
否
定
的
な
保
守
派
の
文
献
は
１
１
０
点

の
み
だ
っ
た
。
時
系
列
で
見
る
と
、
70
～

80
年
代
は
「
強
制
連
行
派
」
の
独
壇
場
で
、

批
判
派
の
文
献
は
皆
無
。
こ
の
20
年
間
で

朝
鮮
人
強
制
連
行
と
い
う
虚
構
が
事
実
と

し
て
流
布
さ
れ
た
。

90
年
代
に
入
る
と
強
制
連
行
説
を
批
判

す
る
文
献
が
現
れ
る
が
、
圧
倒
的
な
少
数

派
。
２
０
０
０
年
代
に
な
り
、
や
っ
と
西

岡
力
氏
や
鄭

チ
ョ
ン
・

大テ

均ギ
ュ
ン

氏
ら
に
よ
る
批
判
派

の
論
考
が
存
在
感
を
示
し
始
め
る
。

そ
し
て
２
０
２
０
年
代
に
入
っ
て
、
韓

国
内
か
ら
の
反
論
と
し
て
李イ

・

栄ヨ
ン

薫フ
ン

ソ
ウ
ル

大
教
授
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
た
『
反

日
種
族
主
義
』（
文
藝
春
秋
）
と
い
う
本

が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま

で
に
も
勇
気
あ
る
韓
国
人
学
者
が
強
制
連

行
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
き
た
が
、

訴
訟
を
起
こ
さ
れ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た

り
、
職
を
奪
わ
れ
た
り
と
迫
害
を
受
け
て

き
た
。
李
栄
薫
氏
自
身
、
ソ
ウ
ル
大
教
授

と
い
う
極
め
て
権
威
あ
る
立
場
に
も
関
わ

ら
ず
、
元
慰
安
婦
の
前
で
土
下
座
さ
せ
ら

れ
る
と
い
う
屈
辱
を
味
わ
っ
て
い
る
。

既
存
秩
序
の
破
壊
の
み
が
目
的

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
保
守
派
か
ら
の

反
論
は
多
勢
に
無
勢
の
苦
し
い
戦
い
を
強

い
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
日
本
国
内

で
は
朝
鮮
人
労
働
者
や
慰
安
婦
の
強
制
連

行
説
を
信
じ
る
人
は
激
減
し
た
。
問
題
は
、

国
際
社
会
に
お
け
る
情
報
戦
だ
。
こ
の
点

で
は
日
本
勢
は
相
変
わ
ら
ず
劣
勢
で
あ
る
。

何
し
ろ
英
語
で
論
文
を
書
く
習
慣
が
な
い
。

先
に
挙
げ
た
勝
岡
氏
に
よ
る
文
献
数
調
査

は
あ
く
ま
で
も
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の

だ
か
ら
、
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
と
な
る

と
さ
ら
に
差
が
開
く
だ
ろ
う
。

そ
の
点
、
左
翼
の
学
者
は
自
分
た
ち
の

考
え
を
海
外
に
流
布
す
る
こ
と
に
熱
心
で
、

憎悪を呼び起こす慰安婦像

『反日種族主義』を告訴し記者会見する、与党「共に民主党」の宋永
吉議員（中央）と元徴用工や元慰安婦の遺族ら 写真提供：共同通信
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頼
に
足
る
誓
約
」
を
提
供
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
契
約
内
容

に
な
る
。

・�

業
者
は
女
性
に
内
地
と
比
べ
て
十
分
に

高
額
な
前
金
と
報
酬
を
払
う
。

・�

最
長
契
約
期
間
を
設
定
す
る
。
こ
れ
は
、

前
借
金
の
返
済
が
で
き
よ
う
と
で
き
ま

い
と
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
年
限
で
あ

り
、
こ
れ
を
超
え
て
働
く
義
務
は
な
い
。

一
般
の
公
娼
で
は
６
年
だ
っ
た
が
、
戦

地
に
赴
く
慰
安
婦
は
そ
の
半
分
以
下

だ
っ
た
。

・�

借
金
が
完
済
す
れ
ば
い
つ
で
も
辞
め
ら

れ
る
。
頑
張
っ
て
客
を
多
く
と
り
、
前

倒
し
で
返
済
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
早
く

辞
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
客
に
喜
ば
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
し
て

リ
ピ
ー
タ
ー
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
か

ら
、
慰
安
婦
が
一
生
懸
命
働
く
動
機
づ

け
に
な
る
。
内
地
の
公
娼
は
平
均
３
年

程
度
で
借
金
を
完
済
し
て
辞
め
て
い
た
。

こ
れ
な
ら
ば
双
方
の
利
益
が
最
適
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
教
授
が
論
文
で
明
ら

か
に
し
た
の
は
こ
の
契
約
の
事
実
だ
っ
た
。

女
性
が
搾
取
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
上
記
の
よ
う
な
契
約
形

態
が
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
事

実
は
、
自
主
的
に
慰
安
婦
に
な
る
女
性
も

多
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
日
本
人
業
者
は
一
般
的
に
法
律
や
取

り
決
め
を
守
っ
た
の
に
対
し
、
韓
国
人
業

者
は
法
を
犯
し
て
詐
欺
行
為
に
走
る
こ
と

も
多
か
っ
た
と
教
授
は
い
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
教

授
は
論
文
中
で
慰
安
婦
の
強
制
連
行
は
無

か
っ
た
と
か
、
慰
安
婦
は
性
奴
隷
で
は
な

い
と
は
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
教
授

が
指
摘
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
点
だ
。

日
本
軍
は
軍
人
用
売
春
婦
の
調
達
に
は

全
く
困
ら
な
か
っ
た
。
全
世
界
共
通
の
現

象
と
し
て
、
軍
隊
の
行
く
と
こ
ろ
に
は
売

春
婦
（
業
者
）
が
集
ま
る
の
で
、
供
給
は

豊
富
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も
全
世
界
の
軍
隊
に
共

通
す
る
問
題
だ
が
、
兵
士
を
性
病
か
ら
守

る
必
要
が
あ
っ
た
。
日
本
軍
に
は
シ
ベ
リ

ア
出
兵
時
に
兵
士
の
多
く
が
性
病
に
罹
患

し
、
戦
力
が
大
幅
ダ
ウ
ン
し
た
苦
い
経
験

も
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
は
国
内
の
公
娼

制
度
を
国
外
で
も
適
用
し
、
公
的
に
管
理

す
る
手
法
を
選
ん
だ
。
そ
の
厳
し
い
管
理

下
に
お
い
て
も
ゲ
ー
ム
理
論
が
働
い
て
、

上
記
の
よ
う
な
契
約
形
態
が
一
般
化
し
た

と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
契
約
形
態
が
存

在
し
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
強
制
連
行

や
性
奴
隷
化
が
存
在
し
な
か
っ
た
証
明
と

な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
契
約
形
態
は
、
日
本
国
内
に
お
い

て
も
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
、
慰
安
婦
に

な
る
女
性
と
慰
安
所
（
遊
郭
）
経
営
者
双

方
の
要
求
を
満
た
す
も
の
に
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
を
教
授
は
シ
ン
プ
ル
な
ゲ
ー
ム

理
論
の
「
信
頼
に
足
る
誓
約
（credible 

com
m

itm
ents

）」
概
念
で
完
全
に
説
明

で
き
る
こ
と
を
立
証
し
た
の
だ
。

「
強
制
」で
は
な
く

「
契
約
」だ
っ
た

そ
も
そ
も
、
ゲ
ー
ム
理
論
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
？　

簡
単
に
言
え
ば
、
戦
略
的
交

渉
術
の
理
論
で
あ
り
、
相
手
の
利
益
を
勘

案
し
な
が
ら
自
己
の
利
益
を
極
大
化
す
る

合
理
的
思
考
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
自
分

の
利
益
ば
か
り
追
求
し
て
、
相
手
が
損
を

す
る
ば
か
り
だ
と
交
渉
は
成
り
立
た
な
い
。

全
体
の
利
益
が
最
適
化
す
る
状
態
を
「
パ

レ
ー
ト
最
適
」
と
い
う
。

ま
ず
、
慰
安
婦
に
な
る
女
性
の
立
場
で

考
え
て
み
よ
う
。
女
性
に
し
て
み
れ
ば
、

慰
安
婦
に
な
る
こ
と
は
大
き
な
リ
ス
ク
を

負
う
。
ま
ず
、
戦
場
に
近
い
危
険
な
地
域

に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

売
春
業
に
携
わ
る
こ
と
は
決
定
的
に
後
の

評
判
に
影
響
す
る
。
ま
た
、
業
者
に
騙
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
日
本
国
内
な
ら
逃

亡
も
で
き
る
し
、
警
察
に
通
告
し
た
り
、

裁
判
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
る
が
（
現
に

裁
判
を
起
こ
し
て
勝
訴
し
た
売
春
婦
も
い

る
）、
外
地
で
は
そ
れ
も
で
き
な
い
。
そ

れ
ら
の
リ
ス
ク
を
取
っ
て
で
も
余
り
あ
る

報
酬
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
軍
か
ら
指
定
さ
れ
た
業
者
の
立

場
で
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

騙
し

た
り
約
束
を
破
る
と
、
た
ち
ま
ち
悪
評
が

知
れ
渡
っ
て
慰
安
婦
を
雇
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
、
中
長
期
的
視
点
に
立
て
ば

悪
い
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
、
前
述
の

女
性
側
の
希
望
を
可
能
な
限
り
満
た
す
必

要
が
あ
る
。
し
か
し
、
月
極
め
で
高
い
給

料
を
払
う
だ
け
で
は
、
女
性
は
で
き
る
だ

け
客
を
取
ら
な
い
で
済
む
よ
う
に
行
動
す

る
の
で
、
客
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

商
売
は
衰
退
し
て
し
ま
う
。

こ
の
二
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
間
で
ど
の
よ

う
な
契
約
が
成
立
す
れ
ば
、
双
方
が
損
害

を
被
ら
ず
に
全
体
の
利
益
を
最
適
化
で
き

る
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
が
ゲ
ー
ム
理
論
の

発
想
で
あ
り
、
業
者
側
は
女
性
側
に
「
信

憎悪を呼び起こす慰安婦像

ハーバード大学ロースクール教授。
専門は日本法及び法と経済学。カリ
フォルニア大学、シカゴ大学、バー
ジニア大学で教鞭を執ったほか、東
京大学など日本の大学で授業をした
経験も持つ。日本での生活も長く、
日本史への造詣も深い。今回の論文

「太平洋戦争時の性契約」の波紋は、
日本、韓国のみならず、アメリカ、
イギリスなど、全世界に広がり注目
が集まっている。

J・マーク・ラムザイヤー
（John Mark Ramseyer）
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私
た
ち
は
、「
日
本
国
民
の
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
上
げ
る

こ
と
で
、
長
引
く
低
成
長
か
ら
脱
却
。
未
来
へ
の
希
望
が

あ
ふ
れ
る
国
を
つ
く
る
」
を
ビ
ジ
ョ
ン
に
掲
げ
、
活
動
し

て
い
ま
す
。

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
由
来
は
、
14
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
で
始

ま
っ
た
「
文
化
の
再
生
・
復
興
」
運
動
か
ら
。
当
時
、
疫

病
の
大
流
行
や
飢
饉
。
百
年
戦
争
な
ど
の
戦
乱
で
人
口
は

激
減
。
社
会
全
体
が
危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
る
な
か
、

人
々
は
生
と
死
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
い
か
に
生
き
る
べ

き
か
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
こ
で
彼
ら
が
手
本
に
し
た
の
が
、
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー

マ
の
優
れ
た
古
典
文
化
で
し
た
。
そ
の
運
動
は
大
き
な
う

ね
り
と
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
広
が
り
、
よ
り
優
れ

た
中
心
的
価
値
観
の
誕
生
と
と
も
に
、
新
し
い
時
代
を
切

り
開
い
て
い
っ
た
の
で
す
。
年
代
や
場
所
、
起
き
て
い
る

事
象
は
違
え
ど
、
ま
さ
に
今
の
日
本
と
重
な
る
状
況
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

長
引
く
デ
フ
レ
、
迷
走
す
る
政
治
、
少
子
高
齢
化
、
深

刻
な
い
じ
め
問
題
、
過
労
死
、
過
疎
化
、
企
業
の
不
正
や

無
差
別
殺
人
な
ど
…
…
、
高
度
経
済
成
長
以
降
、
明
確
な

中
心
的
価
値
観
を
見
失
っ
た
日
本
は
、い
つ
し
か
暗
い
ム
ー

ド
に
覆
わ
れ
、
長
い
停
滞
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
ま
す
。

（ルネサンス）刊行の目的
～100 年先の日本を考える～

も
は
や
こ
れ
ま
で
の
延
長
線
上
で
、
同
じ
よ
う
な
価
値
観
・

行
動
を
繰
り
返
し
て
い
て
は
修
復
で
き
な
い
状
態
で
す
。

令
和
と
い
う
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
日
本
を
再
び
明
る

く
輝
か
せ
た
い
。
30
年
、
50
年
、
１
０
０
年
先
…
…
子
供

や
孫
の
世
代
が
誇
り
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
日
本
を
遺
し

た
い
。「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
う
誌
名
に
は
、
そ
ん
な
私
た

ち
の
「
再
生
・
復
興
」
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
で
は
、
感
情
論
や
根
拠
の
な
い
主
観
に

偏
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
、
さ
ら
に
は

世
界
各
国
の
歴
史
や
政
治
・
経
済
に
つ
い
て
の
成
功
事
例

な
ど
、
明
確
な
裏
付
け
の
あ
る
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

そ
し
て
、
史
実
に
基
づ
く
正
し
い
歴
史
観
も
併
せ
て
伝
え

て
い
く
こ
と
で
、
日
本
と
い
う
国
を
正
し
く
理
解
し
、
一

人
の
日
本
人
と
し
て
、
国
際
社
会
で
胸
を
張
っ
て
生
き
て

い
け
る
よ
う
、
先
人
の
叡
智
に
学
び
、
今
に
活
か
せ
る
誌

面
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

新
し
く
、
そ
し
て
壮
大
な
試
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
多

く
の
人
々
に
届
け
ら
れ
ま
す
よ
う
、
末
長
く
応
援
し
て
い

た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

ダ
イ
レ
ク
ト
出
版
政
経
部
門「
ル
ネ
サ
ン
ス
」編
集
長

萩
原
敬
大

動画も
ご覧く
ださい

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」を
今
刊
行
す
る
ワ
ケ

⇒dpw
eb.jp/3w

w
tg4

日
本
人
が
知
ら
な
い

太
平
洋
戦
争
の
本
当
の
姿
に
迫
る

『
太
平
洋
戦
争
の
大
嘘
』

藤
井
厳
喜
著

的
中
す
る
12
年
前
の
予
言
書

『「
自
立
国
家
」日
本
の
創
り
方
』

北
野
幸
伯
著

今
も
な
お
日
本
精
神
が
息
づ
く

台
湾
の
リ
ア
ル

『
台
湾
を
知
る
と
世
界
が
見
え
る
』

藤
井
厳
喜
、
林
建
良
著

ダイレクト出版が
お勧めする

今読みたい本
Must Read Books

危
機
管
理
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

丸
谷
元
人
氏
の
講
演
を
再
録

『
世
界
謀
略
白
書
』

ダ
イ
レ
ク
ト
出
版
政
経
部
門
編

解
明
さ
れ
た
縄
文
人
の
謎
！

古
代
史
の
定
説
を
覆
す「
日
本
の
文
明
論
」

『
日
本
人
の
起
源

〜
縄
文
か
ら
紐
解
く
祖
先
の
ル
ー
ツ
〜
』

田
中
英
道
著

http://dpweb.jp/8m4je3

http://dpweb.jp/h5aph5 http://dpweb.jp/awn54c

http://dpweb.jp/dxxdx5 dpweb.jp/gapc54
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「ルネサンス編集部」
バックナンバーのお知らせ萩原敬大

田中英道先生と一緒にお仕事をさせていただ
くようになって、約１年が経ちました。しか
し、何度お話を聞いても、毎回新しい気づき
があり、好奇心をくすぐられます。なぜ、こ
のような歴史を学校で教えないのか？　な
ぜ、いつまでも中国大陸や朝鮮が上位で、日
本文化は下という認識が改められないのか？　
悔しいですが、この状況を正すべく情報発信
を続けていきます。

田中孝輔
今回、田中英道先生のご紹介で、日本国史学
会の先生方にご執筆いただくことができまし
た。田中先生がいなければ、集結しなかった
であろう超一流の知識人たち。その、珠玉の
記事を皆様に届けられたことは、何事にも代
えがたい喜びです。また、今回は目玉特集と
して 2 箇所にわたるカラーページにも挑戦し
ました。試行錯誤が続くなかで、最後には田
中先生にもお褒めの言葉をいただくほどの出
来栄えとなりました。この号は、ぜひご家族
で回し読みをしてみてください。日本が古来
から持つ美しい文化に触れて、日本人として、
少し誇らしい気持ちになると思いますよ。

2018 年より刊行した「ルネサンス」で
すが、「バックナンバーはどこで買えま
すか？」といった問い合わせをいただく
ことが増えてきました。そこでこのたび、
バックナンバーを一覧でご購入いただけ
るページを用意しました。下記の URL、
もしくは QR コードよりご覧ください。
万が一、在庫がなくなってしまった場合、
数週間ほどお待ちいただく可能性がござ
います。また、都合により絶版とさせて
いただく場合もございますので、気にな
る号はぜひお早めにご入手ください。

バックナンバーはコチラから
⇒ dpweb.jp/rsbn

「ルネサンス」のブランドムービー
「Renaissance Academia」が
できました！
⇒ dpweb.jp/pj8mpx
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今号の特集はお楽しみいただけましたでしょう
か？　今後も読者の皆様からのご意見をもと誌
面作りに励んでいきますので、下記のリンクよ
りご感想をお待ちしております。次号は、『「今、
日本に足りないのは“強かさ”だ」――戦史に
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