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愛
国
心
の
根
拠
は
何
か

は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
一
九
四
八

年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程

修
了
。
専
門
は
社
会
学
。
主
な
著
書
に

『
言
語
ゲ
ー
ム
と
社
会
理
論
」ヨ
一
一
国
語
派
社

会
学
の
原
理
』

『世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会

学
入
門
』
な
ど
。
加
藤
典
、洋
、
竹
田
青
嗣
両

氏
と
の
共
著
に
『
天
皇
の
戦
争
責
任
』
が

あ
る
。

長
国
心
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
や
感
情
を
込
め
て
語
ら
れ
る
。

た
カ
ら
そ
れ
は
、
っ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
、
え
た
い
の
知
れ
な
い
も
の
の
よ
う
に
映
る
。

元
来
、
愛
国
心
は
ど
こ
か
ら
発
し
た
の
か
。

橋

爪

大

三

郎

事

工

業
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学
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教

授

愛
国
心
は
、
近
代
国
民
国
家
の
成
立
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。

大
革
命
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
が
成
立
し
た
。
そ
の
武
力
は
、

絶
対
王
政
下
の
傭
兵
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
徴
兵
制
に
も
と
づ
く

国
民
軍
と
な
っ
た
。
自
由
と
い
う
価
値
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
の
た
め
に

戦
う
、
近
代
的
軍
隊
の
誕
生
で
あ
る
。
自
由
に
価
値
を
お
き
、
そ
の
自

由
を
保
障
し
て
く
れ
る
国
家
の
た
め
に
、
命
を
投
げ
出
す
。
自
由
を
享

受
す
る
こ
と
と
、
税
金
を
納
め
兵
役
に
つ
く
こ
と
と
は
、
い
わ
ば
ひ
き

換
え
(
契
約
の
表
う
ら
)
に
な
る
。
自
国
の
た
め
に
戦
う
兵
士
た
ち
は
、

自
国
の
掲
げ
る
理
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
、
愛
国
心
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
ー
と
い
う
の
が
、
教
科
書
的
な
説
明
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
で
徴
兵
制
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
経
験
を

参
考
に
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ア
メ
リ
カ
は
、
植
民
地
だ
っ
た
。
自
治
権
を
認
め
ら
れ
た
タ
ウ
ン
が

集
ま
り
、
州
(
ス
テ
ー
ト
)
を
構
成
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
階
級
社

会
や
絶
対
王
政
に
反
擁
す
る
、
自
営
農
が
大
多
数
を
占
め
た
。
本
国
は
、

遠
く
離
れ
て
い
て
、
大
規
模
な
常
備
軍
を
常
駐
さ
せ
る
の
は
無
理
だ
っ

た
。加

え
て
、
自
己
武
装
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
政
府
が
弱
体
で
、
多
く
を

期
待
で
き
な
い
。
先
住
民
の
脅
威
も
あ
る
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
拓
し

て
い
く
原
体
験
か
ら
、
自
営
農
た
ち
は
武
装
し
た
。
そ
れ
が
、
民
兵
や

州
兵
と
し
て
、
組
織
さ
れ
た
。
植
民
地
と
本
国
の
矛
盾
が
深
ま
り
、
独

立
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
彼
ら
武
装
し
た
市
民
の
兵
士
た
ち
は
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
愛
国
的
な
国
民
軍
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
。

• 
今
日
、
国
民
軍
や
愛
国
心
の
存
在
は
、
当
た
り
前
に
も
み
え
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
も
の
は
、
な
か
な
か
生
ま
れ
に
く
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

国
家
は
、
人
為
的
に
構
成
さ
れ
た
、
あ
く
ま
で
も
世
俗
的
な
団
体
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
び
と
が
信
奉
す
る
価
値
は
、
伝
統
的
な
も

の
や
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
国
家
と
は
関
係
が
な

い
。
国
家
が
理
念
を
掲
げ
た
り
、
国
家
の
理
念
に
人
び
と
が
一
体
感
を

感
じ
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、
不
可
解
な
現
象
な
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
は
、
教
会
を
核
と
す
る
信
仰
共
同
体
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)

を
底
辺
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
戦
争
の
教
訓
か

ら
、
世
俗
の
権
力
は
、
特
定
の
教
会
に
肩
入
れ
し
な
い
で
、
す
べ
て
の

教
会
の
信
仰
を
守
る
と
い
う
、
政
教
分
離
の
原
則
を
大
事
に
す
る
。
タ

ウ
ン
も
州
(
ス
テ
ー
ト
)
も
世
俗
の
団
体
で
、
こ
の
地
上
の
公
共
利
益

に
貢
献
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
び
と
の
価
値
を
擁
護
で
き
る
。
人
び
と
が

め
い
め
い
の
価
値
を
追
求
す
る
権
利
が
、
自
由
で
あ
る
。
連
邦
(
ユ
ナ

イ
テ

ッ
ド
・
ス
テ
l
ツ
)
の
独
立
は
、
自
由
を
保
障
す
る
こ
の
シ
ス
テ

ム
の
完
成
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び
と
は
、
銃
を
と
っ
て
自

由
の
た
め
に
戦
い
、
自
由
を
守
る
と
約
束
し
た
ア
メ
リ
カ
国
家
の
た
め

に
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
独
立
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
世
俗
の
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
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こ
れ
ま
で
の
世
俗
の
国
家
の
あ
り
方
を
超
え
た
、
ど
こ
か
宗
教
的
な
色

合
い
を
帯
び
た
国
家
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
政
府
が
弱
体
で
、
人
び
と

の
自
発
的
な
献
身
が
な
け
れ
ば
瓦
解
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
つ
た
こ
と
が

ひ
と
つ
。

そ
し
て
、
伝
統
的
な
支
配
者
や
統
治
機
構
が
存
在
し
な
く
て
、

政
府
を
、
タ
ウ
ン
↓
州
↓
連
邦
と
、
人
為
的
に
積
み
上
げ
て
い
く
過
程

が
誰
に
も
理
解
可
能
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
条
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
そ
な
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
は
、
社
会
契
約
の
成
功
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
を
勇
気
づ
け
た
。
そ
し
て
、
旧
体
制
(
伝
統
的

な
支
配
者
や
統
治
機
構
)
を
排
除
し
、
憲
法
(
社
会
契
約
)
の
も
と
で

共
和
国
を
建
国
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
実
行
さ
れ
た
。
こ
の
共
和
国

は
、
自
由
・
平
等

・
同
胞
愛
を
掲
げ
る
、
ど
こ
か
宗
教
的
な
色
合
い
を

帯
び
た
世
俗
国
家
で
あ
り
、
人
び
と
の
献
身
を
要
求
す
る
忠
誠
の
対
象

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。園

愛
国
心
と
い
う
日
本
語
に
、
ぴ
っ
た
り
重
な
る
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語

(
の
観
念
)
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
、
愛
国
心
と
い
う

日
本
語
の
意
味
も
、

か
な
り
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

言
葉
の
意
味
を
詮
索
し
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
、

私
の
考
え
で
、
問

題
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

愛
国
心
は
、

個
人
が
、
公
共
的
な
も
の
に
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
う

愛
国
心
が
特
殊
な
の
は
、

本
来
、
家
族
や
親
し
い
人
び
と
と
い
っ
た

が
、
国

特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
愛
情

(プ
ラ
ス
の
感
情
)

家
の
よ
う
な
団
体
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
話
の
順
序
と
し
て
、
い
ま
の
べ
た
「
公
共
」
と
、
政
府
や

国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
て
み
る
。

私
の
理
解
を
の
べ
れ
ば
、
「
公
共
」
(
人
民
)
が
政
府
の
母
体
で
、
政
府

は
そ
の
代
理
人
(
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
)
、
な
の
で
あ
る
。
略
号
で
書
け
ば
、

人
民
↓
(
委
託
/
代
理
)
↓
政
府
。
人
民
は
、
行
政
や
警
察
や
軍
事
・

外
交
や
:
:
:
と
い
っ
た
公
共
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
、
代
理

人
に
委
託
し
、
代
理
人
(
政
府
)
は
そ
れ
を
引
き
受
け
た
。
人
民
は
そ

(
税
金
)
を
負
担
し
、
か
わ
り
に
代
理
人
を
監
視
す
る
。
代

理
人
(
政
府
)
は
、
人
民
に
、
説
明
責
任
(
報
告
義
務
)
を
負
う
。
こ

れ
が
、
政
府
と
「
公
共
」
(
人
民
)
と
の
、
基
本
的
な
関
係
で
あ
ろ
う
。

政
府
の
役
割
は
、
立
法
/
司
法
/
行
政
と
い
っ
た
具
合
に
分
割
さ
れ

タ
ウ
ン
/
州
/
連
邦
の
よ
う
に
重
層
化
し
た
り
す
る
が
、
委
託

の
関
係
は
同
じ
で
あ
る
。

の
コ
ス
ト

た
り
、

/
代
理
、

人
民
が
政
府
を
組
織
し
、
自
ら
を
統
治
し
て
い
る
状
態
を
、

国
家
と

ぃ、っ
。

(
ネ
イ
シ
ヨ

国
家
の
も
と
に
あ
る
人
民
を
、

集
合
的
に
、

国
民

愛国，(.、の根拠は何か

ン
)
と
い
う
。

人
び
と

(
人
民
)
が
自
分
た
ち
の
政
府
を
組
織
し
て
い
る
状
態
は
、

尊
敬
に
値
す
る
。
人
び
と
は
、
こ
の
こ
と
を
誇
り
に
思
う
だ
ろ
う
。
愛

国
心
が
、
も
し
も
根
拠
を
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
こ
の
国
の
政
府

は
自
分
た
ち
が
組
織
し
た
の
だ
と
い
う
点
に
も
と
づ
く
以
外
に
な
い
と

問
題
だ
。

「
公
共
」
と
は
な
に
か
。
こ
れ
も
、
あ
い
ま
い
な
言
葉
だ
が
、
私
は
、

「
ふ
つ
う
の
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
(
お
に
い
さ
ん
、
お
ね
え
さ
ん
、

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
で
も
も
ち
ろ
ん
か
ま
わ
な
い
)
が
大
勢
集

ま
っ
た
状
態
」
を
指
す
、
と
考
え
た
ら
よ
い
と
思
う
。

人
間
は
ふ
つ
う
、
家
族
の
単
位
で
集
ま
る
。
そ
し
て
、
家
族
が
さ
ら

に
い
く
つ
も
集
ま
っ
て
ぺ
地
域
社
会
や
、
も
っ
と
大
き
な
ま
と
ま
り
を

構
成
す
る
。
こ
の
、
家
族
を
は
み
出
た
人
ぴ
と
の
集
ま
り
を
、
一
般
に

「
公
共
」
と
考
え
て
み
た
ら
よ
い
と
思
う
。

な
ぜ
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
か
と
.い

う
と
、
個
人
は
、
こ
う
し
た
「
公

共
」
の
一
員
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
国
家
や
政
府
と
関
わ
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
公
共
」
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
社
会
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
よ
う
。

違
う
の
は
、
社
会
と
い
う
場
合
、
家
族
や
友
人
な
ど
の

親
密
な
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
点
。
こ
れ
に
対
し
て
「
公
共
」
と
い
う

場
合
、
人
び
と
の
関
係
は
い
わ
ば
他
人
同
士
(
違
う
家
族
の
人
び
と
)

で
あ
る
。

だ
か
ら
、
言
論
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
し
た
り
、
法
律
・
貨
幣
・

契
約
・
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
互
い
の
関
係
を
つ
く
り
出
し
た
り
す
る
こ

と
が
、
「
公
共
」
の
場
で
は
大
切
に
な
る
。
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圃

愛
国
心
は
、
こ
の
よ
う
な
「
公
共
」
の
場
を
基
盤
に
し
て
、
個
人
が
、

政
府
や
国
家
に
対
し
て
と
る
態
度
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

思
わ
れ
る
。
近
代
国
家
は
、
世
俗
の
国
家
で
あ
る
。
単
に
自
分
が
そ
こ

に
属
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、

-v 

国
家
を
愛
す
る
理
由
に
は
な
ら
な

• 
い
っ
た
い
ど
の
範
囲
の
人
び
と
が
、
政

国
家
を
構
成
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
だ
。

こ
れ
に
は
、
解
答
が
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
は
な
ぜ
、

そ
こ
で
議
論
に
な
る
の
は
、

府
を
組
織
し
、

ま
で
な
の
か
。
現
在
、

フ
ラ
ン
ス
な
の
か
。
ド
イ
ツ
は
ど
こ
か
ら
ど
こ

地
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
が
存
在
す
る
が
、
多

く
が
分
離
独
立
運
動
を
抱
え
て
い
る
。
国
家
が
国
民
を
う
み
出
し
、
国

ニ
ワ
ト
リ
と
タ
マ
ゴ
の
よ

民
が
国
家
を
つ
く
り
出
す
。
こ
の
関
係
は
、

う
な
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
歴
史
の
偶
然
に
よ
っ
て
、

個
々
の
国
家

が
生
ま
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

ま
っ
た
く
怒
意
的
に
生
ま
れ
る
と
も
言
え
な
い
。

多
く
の
国
家
は
、
実
際
に
は
、
人
種
や
民
族
や
、
文
化
や
伝
統
や
、

言
語
や
宗
教
や
と
い
っ
た
、
人
び
と
の
同
質
性
や
特
殊
性
を
基
盤
に
し

て
形
成
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
伝
統
的
に
存
在
し
た
前
近
代
国
家
を
再

だ
が
国
家
は
、

組
織
す
る
か
た
ち
で
、
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
国
家
は
、
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公
共
サ
i
ヴ
ィ
ス
を
行
な
う
と
い
う
世
俗
的
な
役
割
の
ほ
か
に
、
民
族

や
文
化
や
伝
統
な
ど
の
具
体
的
な
内
容
を
と
も
な
う
「
共
同
体
」
と
し

て
の
色
彩
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

国
民
が
、
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自
分
た
ち
の
国
家
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
、

ナ
シ



国
家
が
、
「
共
同
体
」
と

し
て
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
度
合
い
に
応
じ
て
、
民
族
主
義
や
、
伝
統

主
義
や
、
宗
教
的
原
則
主
義
や
、
文
化
的
優
越
主
義
や
:
:
:
と
い

っ
た
、

具
体
的
な
内
容
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
民
国
家
な
ら
か
な
ら
ず
必
要
な
も
の
で
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
、
具
体
的
な
内
容
(
民
族
や
文
化
)
を
と
も
な
っ
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
害
悪
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
、
少
数
者
を
排
除
し
、
差
別
や
迫
害
の
標
的
と
し
が
ち
だ
か
ら

で
あ
る
。

具
体
的
な
内
容
を
と
も
な
わ
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
育
て
よ
う
と

思
え
ば
、
意
識
的
に
、
多
文
化
主
義
(
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
)

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
文
化
主
義
と
は
、
国
民
を
構
成
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

(民
族
集
団
や
文
化
集
団
や
)
が
互
い
を

尊
重
す
る
こ
と
。
国
家
を
肯
定
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
民
族
や
文

化
や
宗
教
と
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
行
き
方
で
あ
る
。
(
多
文
化
主
義
が

実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
ア
ル
・
グ
ラ
ス
ピ
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二
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、

N
T
T出
版
〉、
な
ら
び
に
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た

私
の
解
説
を
参
照
し
て
ほ
し
い
)

• 
教
育
基
本
法
を
改
正
し
て
、

「国
を
愛
す
る
心
」
(愛
国
心
)

の
育
成
を

う
た
お
う
と
い
う
議
論
が
進
ん
で
い
る
。

こ
の
議
論
を
検
討
す
る
前
に
、

日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ

諸
島
、
朝
鮮
半
島
へ
と
版
図
を
拡
大
し
た
。
現
実
に
は
、
多
民
族
国
家

と
な
っ
た
の
だ
が
、
本
土
の
日
本
人
と
の
あ
い
だ
に
格
差
が
あ
る
こ
と

は
当
た
り
前
と
さ
れ
た
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
、
具
体
的
な
内
容
を
盛
り
込
め
ば
盛
り
込
む
ほ

ど
、
そ
の
内
容
を
引
き
受
け
ら
れ
な
い
人
び
と
に
対
す
る
差
別
を
、
必

ず
帰
結
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
掲
げ
る
「
自
由
」
(
そ
の
も
と
で
個
々
人
の

多
様
性
を
許
容
す
る
)
は
、
そ
う
し
た
差
別
を
う
ま
な
い
、
い
ま
の
と

こ
ろ
最
善
の
工
夫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

• 

愛国IL、の根拠は何か

さ
て
、
「
国
を
愛
す
る
心
」
と
は
何
な
の
か
。
公
共
の
道
徳
心
、
郷
土

へ
の
愛
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
歴
史
や
文
化
、
伝

統
へ
の
敬
意
、
そ
し
て
、
憲
法
や
政
治
的
国
家
に
対
す
る
忠
誠
心
と
い

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
、
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
つ
ひ
と
つ
は
、
よ
さ
そ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
、
ご
っ

ち
ゃ
に
教
え
ら
れ
る
な
ら
、
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
と
思
う
。

道
徳
は
、
ま
ず
、
家
庭
で
教
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

郷
土
へ
の
愛
は
、
地
域
社
会
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)
が
育
む
べ
き
こ
と

で
あ
る
。

歴
史
や
文
化
を
教
え
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育

む
教
育
を
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
同
様
に
、
日
本
人
で
な
い
日
本
社
会

の
構
成
員
の
歴
史
や
文
化
も
、
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
が

歴
史
や
文
化
に
誇
り
を
も
つ
な
ら
、
異
な
っ
た
人
び
と
は
異
な
っ
た
歴

う
に
で
き
あ
が
っ
た
か
、

12 

お
さ
ら
い
を
し
て
お
こ
う
。

プ
レ
近
代
か
ら
近
代
に
移
行
す
る
時
期
の
日
本
の
驚
く
べ
き
点
は
、

日
本
の
存
在
(
日
本
人
の
存
在
や
領
土
の
範
囲
)
が
自
明
と
さ
れ
、
疑

わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鎖
国
の
お
か
げ
も
あ
ろ
う
。
幕
末
に
論

争
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
の
構
成
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
、
誰
が
ど
の
よ

う
に
日
本
政
府
を
組
織
す
る
か
だ
け
で
あ
っ
た
。
尊
皇
嬢
夷
派
(
プ
レ

近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
)
は
、
西
欧
世
界
の
圧
力
に
抗
し
て
独
立
を

守
り
、
近
代
化
を
進
め
る
こ
と
、

強
力
な
中
央
政
府

そ
の
た
め
に
は
、

を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

明
治
維
新
が
成
功
し
た
の
は
、

と
が
で
き
た
の
が
大
き
い
。

天
皇
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
る
こ

天
皇
は
、

日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
、

具
体
的
な
内
容

(
民
族
主
義
、
伝
統
主
義
、

文
化
的
優
越
主
義
・
・
:
:
)

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
国
家
は
、

宇
品
つ
れ
ん

(
丸
山
虞
男
の
い
う
中
性
的
国
家
)

く
世
俗
的
な
も
の

共
同
体
的
要
素
、
宗
教
的
要
素
を
含
む
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

で
は
な
し
に
、

教
育
勅
語
(
政
治
的
君
主
が
国
民
に
道
徳
の
規
準
を
与
え
る
)

道
派
(
天
皇
は
、

や
、
皇

国
家
機
関
で
な
く
超
法
規
的
存
在
で
あ
り
、

や
、
玉
砕
や
特
攻
隊

国
民
の

直

接

の

献

身

の

対

象

で

あ

る

)

(

戦

略

的

に

ほ

と

ん
ど
無
意
味
で
あ
っ
て
も
、
自
爆
攻
撃
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
価
値
が

あ
る
)
や
、
と
い
っ
た
現
象
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

政
治
的
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
日
本
人
(
国
民
)
と
、
人
種
・
伝

統
・
文
化
を
と
も
な
っ
た
日
本
人

(
民
族
)
と
を
区
別
し
な
い
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
、
排
外
的
に
な
る
。
明
治
国
家
は
、
琉
球
、
台
湾
、
南
洋

史
や
文
化
に
誇
り
を
も
っ
。
こ
の
相
互
性
が
、
教
え
る
べ
き
こ
と
の
核

心
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
で
補
完
し
な
け
れ
ば
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
偏
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
は
異
な
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
に
、
政
治
的
国

家
に
対
す
る
国
民
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
学
校
教
育
は
は
っ

き
り
教
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

政
治
的
国
家
に
関
す
る
教
育
と
は
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
民
主

主
義
の
教
育
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
学
校
教
育
は
、
民
主
主
義
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
教
え
て

こ
な
か
っ
た
。
い
や
む
し
ろ
、
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
学
校
そ
れ
自
体

が
、
一
種
の
共
同
体
(
異
質
な
も
の
を
排
除
す
る
仕
組
み
)
と
な
っ
て

お
り
、
そ
こ
で
は
、
協
調
性
(
他
者
と
の
差
異
を
抹
消
し
て
同
化
す
る

能
力
)
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
は
、
利
害
の
対

立
や
紛
争
を
、
言
論
に
よ
っ
て
決
着
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
政
治
的
国

家
は
、
共
同
体
で
は
な
い
。
対
立
や
競
争
の
う
え
に
立
脚
し
て
い
る
。

民
主
主
義
の
教
育
は
、
従
来
の
学
校
文
化
を
否
定
し
な
け
れ
ば
、
不
可

能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
愛
国
心
が
大
切
だ
と
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に
叫
ん

で
も
、
な
ん
の
意
味
も
な
い
。
教
育
基
本
法
を
改
正
す
る
こ
と
も
、
問

題
の
本
質
を
外
れ
て
い
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
「
公
共
」
の
新
た
な
概
念

を
も
と
に
、
個
々
人
と
政
治
的
国
家
の
関
係
を
と
ら
え
直
す
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
民
主
主
義
を
き
ち
ん
と
教
育
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
必
要
性
は
、
ま
だ
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
@
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