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軍
人
と
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム 

―
―
在
郷
軍
人
会
の
反
応
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
想
の
交
差
が
も
た
ら
し
た
齟
齬
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―
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第
一
章　
「
排
日
移
民
法
」
を
め
ぐ
る
日
本
の
在
郷
軍
人
会
の
行
動
と
そ
の
鎮
静
化

第
二
章　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
の
国
民
主
義

第
三
章　

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
日
本
の
連
鎖
反
応

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

本
論
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
一
九
二
四
年
に
制
定
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
排
日
移
民
法
」
が
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
同
会
が
発
行

す
る
機
関
誌
上
の
議
論
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
法
は
、
名
指
し
こ
そ
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
日

本
人
移
民
を
全
面
的
に
禁
ず
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
同
法
は
日
本
で
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。
同
法
に
つ
い
て

は
、
そ
の
成
立
経
緯
、
同
法
の
成
立
の
日
米
両
国
に
お
け
る
受
け
止
め
、
さ
ら
に
は
日
本
人
移
民
排
斥
の
声
を
上
げ
た
ア
メ
リ
カ
国
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内
の
各
団
体
に
つ
い
て
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る（

1
（

。
し
か
し
同
法
の
成
立
が
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
で
い
か
に
迎
え

ら
れ
、
い
か
な
る
刻
印
を
残
し
た
の
か
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
論
文
で
明

ら
か
に
す
る
通
り
、
同
法
は
在
郷
軍
人
会
と
機
関
誌
の
論
者
た
ち
に
、
階
級
を
融
和
す
る
国
民
主
義
と
、「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

へ
の
関
心
を
芽
生
え
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
が
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
の
論
者
た
ち
に
与
え
た
思

想
的
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
帝
国
在
郷
軍
人
会
本
部
が
出
し
て
い
た
『
大
正
公
論
』
あ
る
い
は
『
昭
和
公
論
』
に
つ

い
て
は
史
料
の
散
逸
も
あ
り
殆
ん
ど
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
本
論
で
見
て
い
く
よ
う
に
軍
人
会
の
発
行
す
る
『
戦
友
』
や

『
大
正
公
論
』・『
昭
和
公
論
』
に
集
っ
た
知
識
人
が
果
た
し
た
役
割
は
、
地
方
の
在
郷
軍
人
会
に
も
大
き
な
思
想
的
影
響
を
持
っ
て

い
た（

2
（

。

　

ま
た
、
同
時
に
本
論
文
で
は
、「
排
日
移
民
法
」
実
現
の
一
端
を
担
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
労
働
組
合
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟

と
そ
の
会
長
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ン
パ
ー
ス
に
も
注
目
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
と
ゴ
ン
パ
ー
ス
の
移
民
排
斥
の

ロ
ジ
ッ
ク
に
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
は
反
発
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
触
発
さ
れ
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ゴ
ン
パ
ー
ス
の
日
本
人
を
含
め
た
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
に
、
あ
る
種
の
「
連
鎖
反

応
」
を
生
み
出
し
た
。
す
な
わ
ち
一
九
二
四
年
の
「
排
日
移
民
法
」
が
い
か
に
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
で
認
識
さ
れ

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
な
か
ば
以
降
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
周
辺
の
思
想
形
成
の
一
因
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
章　
「
排
日
移
民
法
」
を
め
ぐ
る
日
本
の
在
郷
軍
人
会
の
行
動
と
そ
の
鎮
静
化

　

本
章
で
は
、
一
九
二
四
年
の
「
排
日
移
民
法
」
を
受
け
て
日
本
の
各
地
域
の
在
郷
軍
人
会
が
実
際
に
起
こ
し
た
行
動
と
軍
人
会
全
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体
に
お
け
る
そ
れ
へ
の
対
処
と
い
う
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
九
二
四
年
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
法
成

立
は
日
本
国
内
に
反
発
の
感
情
を
引
き
起
こ
し
た
。
連
日
新
聞
や
雑
誌
で
は
「
排
日
移
民
法
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
紙
面
・
誌
上
を
に

ぎ
わ
す
一
方
、
国
内
の
各
団
体
に
も
動
き
が
み
ら
れ
た
。
四
月
一
六
日
に
は
、
渋
沢
栄
一
ら
を
中
心
と
し
て
実
業
界
が
立
ち
上
が
る

必
要
性
を
打
ち
出
し
、
そ
の
決
定
に
基
づ
い
て
東
京
商
業
会
議
所
が
「
排
日
移
民
法
」
実
施
阻
止
を
訴
え
る
電
文
を
作
成
し
て
全
米

商
業
会
議
所
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
シ
ア
ト
ル
な
ど
の
商
業
会
議
所
に
も
郵
送
し
た
と
い
う
。
ま
た
海
外
協
会
中
央
会
で
も
移
民
問
題

に
つ
い
て
抗
議
す
る
こ
と
を
決
め
、
ア
メ
リ
カ
に
多
数
の
移
民
を
送
っ
て
い
る
熊
本
、
広
島
、
和
歌
山
、
岡
山
、
佐
賀
の
県
代
表
ら

は
各
県
で
支
部
大
会
と
抗
議
運
動
を
行
う
こ
と
を
取
り
決
め
た
と
い
う（

3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
対
外
問
題
に
敏
感
で
あ
り
、
選
挙
権
獲
得
運
動
な
ど
を
通
じ
て
政
治
的
に
も
目
覚
め
始
め
て
い
た
在
郷
軍
人

会
組
織
も
「
排
日
移
民
法
」
と
ア
メ
リ
カ
へ
の
抗
議
運
動
を
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
一
方
で
、「
排
日
移
民
法
」
を

め
ぐ
る
国
内
の
各
団
体
に
よ
る
反
発
の
動
き
は
、
在
郷
軍
人
会
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
一
九
二
四
年
中
に
概
ね
鎮
静
化
を
迎
え
て
い

く
。
で
は
な
ぜ
在
郷
軍
人
会
の
反
発
と
抗
議
の
動
き
は
、
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
収
束
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

在
郷
軍
人
会
の
「
排
日
移
民
法
」
に
対
す
る
組
織
的
か
つ
大
規
模
な
抗
議
と
集
会
は
、
五
月
二
五
日
に
東
京
市
内
一
五
区
の
在
郷

軍
人
会
が
九
段
の
靖
国
神
社
で
催
し
た
大
会
が
一
番
初
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
集
ま
っ
た
在
郷
軍
人
は
約
八
〇
〇
〇
人
と
さ
れ（

4
（

、
ア

メ
リ
カ
の
非
人
道
性
を
批
判
し
つ
つ
、「
東
洋
ノ
平
和
ヲ
確
保
ス
ヘ
キ
一
切
ノ
障
碍
ヲ
排
除
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
」（

5
（

と
一
見
強
硬
な

「
全
国
ノ
在
郷
軍
人
諸
君
ニ
告
ク
」
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
東
京
に
お
け
る
集
会
の
の
ち
、
六
月
に
入
っ
て
か
ら
は
大
阪
、
福
井
、

長
野
、
台
湾
の
台
北
、
台
中
な
ど
で
在
郷
軍
人
会
に
よ
る
集
会
が
見
ら
れ
た
。

　

し
か
し
先
述
の
五
月
の
東
京
の
集
会
、
さ
ら
に
は
六
月
に
入
っ
て
行
わ
れ
た
各
地
の
集
会
の
な
か
で
概
ね
共
通
し
て
お
り
、
注
目

さ
れ
る
点
は
、
い
ず
れ
も
「
排
日
移
民
法
」
と
い
う
「
外
侮
」
を
招
い
た
原
因
を
日
本
国
内
に
求
め
、
日
本
国
民
へ
の
自
省
を
要
求

し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
五
月
の
東
京
に
お
け
る
集
会
で
は
、「
斯
ク
ノ
如
キ
侮
辱
ノ
来
ル
ハ
、
畢
竟
ス
ル
ニ
、
我
カ
国
民
ノ
荒
怠
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ニ
職
由
ス
ル
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」（

6
（

と
述
べ
、「
外
侮
」
を
受
け
る
に
至
っ
た
要
因
を
日
本
国
内
に
求
め
て
い
る
。
大
阪
の
集
会

も
ま
た
「
軽
侮
」
を
外
か
ら
招
い
て
い
る
の
は
、
日
本
国
内
の
「
人
心
尚
未
だ
興
ら
ず
浮
華
の
風
軽
佻
の
俗
」
が
蔓
延
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
い
う（

7
（

。
こ
う
し
て
、「
外
侮
」
を
感
じ
て
各
地
で
在
郷
軍
人
は
一
時
的
に
立
ち
上
が
っ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
国
力

の
増
大
と
国
民
精
神
の
再
団
結
と
い
う
内
向
き
な
目
標
を
掲
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
敵
意
を
む
き
出

し
に
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
日
本
人
自
ら
自
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
内
向
き
な
方
向
へ
在
郷
軍
人
会
を
誘
導
し
た
こ

と
が
、「
排
日
移
民
法
」
を
め
ぐ
る
抗
議
を
早
く
鎮
静
化
さ
せ
た
一
つ
の
要
因
で
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
背
景
に
は
在
郷
軍
人
会
本
部
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
一
九
二
四
年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
段
階

で
在
郷
軍
人
会
副
会
長
の
田
中
義
一
は
京
都
の
在
郷
軍
人
会
に
出
向
き
、「
米
国
の
排
日
問
題
で
も
、
必
ず
し
も
米
国
を
恨
む
に
は

当
ら
な
い
、
先
づ
日
本
人
自
か
ら
を
省
み
る
が
よ
い
と
思
ふ
」
と
し
て
自
省
の
必
要
性
を
語
っ
て
い
る
。
田
中
は
「
外
侮
」
を
受
け

る
の
は
、
日
本
人
が
国
家
を
忘
れ
て
資
本
家
は
営
利
に
お
ぼ
れ
、
労
働
者
は
労
働
争
議
に
没
頭
し
て
分
断
を
招
い
て
自
国
を
弱
体
化

し
て
い
る
か
ら
だ
と
見
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
反
発
を
前
面
に
出
す
の
で
は
な
く
、「
国
民
精
神
を
緊
張
せ
し
む
る

事
」
が
先
決
だ
と
在
郷
軍
人
た
ち
に
訴
え
た
の
で
あ
る（

（
（

。
田
中
は
京
都
の
み
な
ら
ず
、
大
阪
、
福
井
な
ど
に
も
そ
の
ま
ま
出
向
い
て

い
る
た
め
、
同
様
の
内
容
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
田
中
が
訪
れ
た
大
阪
の
軍
人
会
が
先
述
の
よ
う
に
日
本
国
民
の

内
省
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
田
中
の
訪
問
が
各
地
の
在
郷
軍
人
会
の
内
向
き
の
方
向

性
に
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
一
九
二
四
年
の
六
月
に
は
在
郷
軍
人
会
総
務
理
事
の
村
田
信
乃
も
、
在
郷
軍
人
の
「
決
心
」
に
つ

い
て
語
り
、「
徒
ら
に
悲
憤
慷
慨
を
事
と
し
、
米
国
の
没
義
道
を
攻
撃
す
る
が
如
き
は
、
恐
ら
く
何
等
の
効
果
も
な
い
ば
か
り
で
な

く
、
寧
ろ
大
事
を
誤
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る
一
方
、「
米
国
今
回
の
排
日
問
題
は
、
主
と
し
て
我
が
国
民
の
驕
慢
に
基
因
す
る
」

と
し
て
、
日
本
人
に
内
省
を
求
め
て
い
る（

9
（

。
こ
の
よ
う
に
在
郷
軍
人
会
本
部
の
態
度
は
冷
静
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
六
月
以
後
も
依
然
と
し
て
在
郷
軍
人
会
の
な
か
に
は
、
排
日
問
題
に
関
し
て
抗
議
の
活
動
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
動
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き
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
に
在
郷
軍
人
会
本
部
は
さ
ら
な
る
牽
制
を
入
れ
、
軍
人
会
内
部
の
反
発
を
鎮
静
化
さ
せ
て
い
く
。

鎮
静
化
の
動
き
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
同
年
九
月
に
『
戦
友
』
誌
上
に
載
っ
た
田
中
義
一
の
警
告
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
田
中
は
ま
ず
「
排
日
移
民
法
」
に
対
す
る
在
郷
軍
人
の
「
蹶
起
」
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
「
日
米

問
題
を
仮
り
て
、
禍
心
を
遂
げ
ん
と
す
る
も
の
の
術
中
に
陥
る
危
険
が
あ
る
」
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
「
我
が
国
民
の
反
米
感
情
を

煽
る
こ
と
は
、
新
露
的
感
情
を
誘
発
す
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
社
会
主
義
者
や
共
産
主
義
者
に
、
在
郷
軍
人
の
「
蹶
起
」

が
利
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
す
る（

（1
（

。

　

さ
ら
に
続
け
て
田
中
は
、
在
郷
軍
人
ら
が
「
会
合
」
を
行
う
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
米
国
政
府
や
其
の
国
民
に
対
す
る
示
威

運
動
で
あ
つ
て
は
ら
な
ぬ
」
と
注
意
を
促
す
。
そ
の
う
え
で
「
犬
糞
的
に
悪
罵
怒
号
を
以
て
酬
い
、
我
が
国
在
住
の
米
人
を
迫
害
し

て
、
快
を
一
時
に
取
る
が
如
き
は
、
却
つ
て
国
家
を
誤
る
の
甚
だ
し
き
も
の
」（

（（
（

と
す
る
。
田
中
は
末
端
の
在
郷
軍
人
会
の
活
動
が
激

情
化
し
て
、
国
内
に
い
る
ア
メ
リ
カ
人
や
ア
メ
リ
カ
政
府
関
係
者
へ
危
害
を
加
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ア
メ

リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
国
際
社
会
か
ら
の
批
判
を
浴
び
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
政
権
の
座
に
あ
っ
た
加
藤
高
明
内
閣
と

そ
の
外
相
幣
原
喜
重
郎
は
「
排
日
移
民
法
」
問
題
で
ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
関
係
を
こ
じ
ら
せ
る
意
思
は
な
か
っ
た（

（1
（

。
田
中
の
ス
タ
ン

ス
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
排
日
移
民
問
題
で
ア
メ
リ
カ
を
含
め
、
諸
外
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
田
中
の
注
意
を
促
す
議
論
が
九
月
の
在
郷
軍
人
会
機
関
誌
『
戦
友
』
誌
上
に
載
っ
た
こ
と
は
、
個
々
の
在
郷
軍
人
会
の
活
動

に
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
ア
メ
リ
カ
の
動
向
を
受
け
て
、
改
め
て
全
国
の
在
郷
軍
人
を
一
〇
月
二
三
日
の
靖

国
神
社
例
祭
に
合
わ
せ
て
動
員
す
る
計
画
が
九
月
の
段
階
で
持
ち
上
が
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
計
画
実
現
の
た
め
に
、
先
述
の
東

京
市
内
一
五
区
の
在
郷
軍
人
会
に
も
参
加
の
勧
誘
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
東
京
の
分
会
長
た
ち
が
集
ま
っ
て
協
議
し
た
結
果
、「
こ

の
際
強
い
て
示
威
的
動
員
デ
ー
を
催
す
事
は
却
て
誤
解
を
招
く
虞
れ
が
あ
る
か
ら
他
の
方
法
で
国
威
の
充
実
を
計
ら
う
」
と
い
う
こ
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と
で
参
加
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
朝
日
新
聞
は
「
動
員
デ
ー
は
行
悩
ん
で
ゐ
る
」
と
報
じ
た（

（1
（

。

東
京
の
軍
人
分
会
が
参
加
を
見
合
わ
せ
た
理
由
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
は
、
田
中
の
先
述
の
警
告
に
沿
っ
て
、

「
示
威
的
動
員
」
を
控
え
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
以
後
、
管
見
の
限
り
在
郷
軍
人
会
が
全
国
的
に
会

員
を
集
め
て
大
規
模
な
会
合
を
催
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
鎮
静
化
の
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
「
排
日
移
民
法
」
が
日
本
に
も
た
ら
す
実
利
的
な
損
害
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の

で
な
か
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、「
排
日
移
民
法
」
で
確
か
に
「
帰
化
不
能
外
国
人
」
と
し
て

日
本
移
民
は
制
限
さ
れ
た
も
の
の
、
す
で
に
こ
の
時
期
ま
で
に
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
は
す
で
に
減
少
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
実
質
的
な
被
害
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
瞬
間
的
な
反
発
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
も
、
次
第
に
鎮
静
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
に
在
郷
軍
人
会
本
部
の
冷
静
な
対
応
も
一
因
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。
し
か
し
実
際
の
行
動
よ
り
も
内
省
を

必
要
と
し
た
こ
と
は
、
第
三
章
で
み
る
よ
う
に
あ
る
一
つ
の
思
想
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
二
章　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
の
国
民
主
義

　

こ
こ
か
ら
は
、「
排
日
移
民
法
」
に
つ
な
が
る
ア
メ
リ
カ
内
部
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。「
排
日
移
民
法
」
に
つ
な

が
る
移
民
制
限
に
賛
成
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
在
郷
軍
人
会
、
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
な
ど
の
団
体
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
が
ア
メ

リ
カ
人
労
働
者
生
活
水
準
の
低
下
を
懸
念
し
て
移
民
に
反
対
し
た
こ
と
、
そ
の
思
想
的
背
景
に
共
産
主
義
へ
の
恐
怖
や
ア
メ
リ
カ
ニ

ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
同
化
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
、
東
欧
、
南
欧
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
は
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
同
化
」
が
可
能

と
認
識
さ
れ
た
一
方
で
、
日
本
人
を
含
む
有
色
人
種
は
ア
メ
リ
カ
に
「
同
化
」
し
得
な
い
人
種
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
階
級
の
融
和
を
目
指
す
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
を
移
民
が
阻
害
す
る
、
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と
い
う
論
理
が
移
民
排
斥
の
論
理
の
な
か
に
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
観
点
は
「
排
日
移
民
法
」
が
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
と
連
鎖
反
応

を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
な
お
、「
排
日
移
民
法
」
は
日
本
人
移
民
の
み
を
制
限
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の

ア
ジ
ア
地
域
、
さ
ら
に
は
東
欧
や
南
欧
か
ら
の
移
民
に
も
制
限
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民

全
体
に
向
け
ら
れ
た
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
追
う
こ
と
が
、
日
本
人
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
解
明
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
移

民
排
斥
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
も
重
要
な
ア
メ
リ
カ
在
郷
軍
人
会
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
別
稿
を
期

し
た
い
。

　

二
〇
世
紀
に
突
入
す
る
時
期
の
ア
メ
リ
カ
は
、
第
二
次
産
業
革
命
と
も
呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
史
上
前
例
の
な
い
工
業
化
と
経
済
的

発
展
を
達
成
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
大
陸
横
断
鉄
道
の
完
成
と
そ
れ
に
伴
う
鉄
鋼
・
石
油
生
産
の
拡
大
、
鉱
山
開
発
な
ど
は
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
な
ど
の
大
企
業
を
生
み
出
し
た
。
一
方
で
、
南
北
戦
争
に
よ
り
国
家
の
分
断
の
危
機
を
経
験
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
は
、
こ

の
急
速
な
工
業
化
と
資
本
主
義
の
発
達
が
、
ア
メ
リ
カ
に
新
た
な
分
断
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
私
利

私
欲
に
ま
み
れ
た
物
質
主
義
に
よ
る
精
神
の
頽
廃
」
と
階
級
分
裂
の
恐
れ
で
あ
る（

（1
（

。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
末
の
シ
カ
ゴ
は
そ
の
よ

う
な
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
末
を
如
実
に
体
現
し
て
い
る
都
市
と
し
て
形
容
さ
れ
た
と
い
う
。
シ
カ
ゴ
は
水
運
と
中
西
部
鉄
道
網
の
ハ
ブ

都
市
と
し
て
繁
栄
を
極
め
る
一
方
で
、
同
地
域
の
貧
し
い
外
国
人
労
働
者
が
密
集
し
て
暮
ら
す
不
衛
生
な
ア
パ
ー
ト
は
、
当
時
の
ア

メ
リ
カ
人
に
金
権
政
治
と
腐
敗
、
道
徳
的
堕
落
と
階
級
分
裂
を
予
感
さ
せ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
で
は
早
く
も
一
八

八
〇
年
代
頃
か
ら
自
由
放
任
主
義
経
済
と
原
理
的
な
個
人
主
義
が
社
会
を
分
断
し
て
い
る
と
し
て
、
社
会
的
連
帯
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
再
建
を
叫
ぶ
動
き
が
出
て
き
た
と
い
う（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
階
級
の
分
裂
を
憂
い
、
連
帯
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
を
叫
ぶ
動
き
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
継
続
し
て
い

た
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
階
級
の
分
裂
を
克
服
す
る
一
つ
の
試
み
を
提
示
し
た
の
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
熟
練
労
働
者
を
中
心
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と
す
る
労
働
組
合
の
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
と
、
そ
の
会
長
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ン
パ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
ゴ
ン
パ
ー
ス
は
戦
争

と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
危
機
を
む
し
ろ
、
労
働
者
と
資
本
家
と
い
う
二
つ
の
階
級
を
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
た
め
に
協

力
し
合
わ
せ
、
対
立
を
超
え
て
共
同
・
連
帯
さ
せ
る
機
会
と
み
な
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
危
機
に
あ
っ

て
は
、
資
本
家
も
労
働
者
も
双
方
が
自
ら
の
階
級
の
利
益
の
み
に
捉
わ
れ
ず
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
た
め
に
協
力
し

合
い
、
階
級
と
い
う
溝
を
埋
め
て
い
く
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
は
、
ま
ず
労
働
者
側
に
対
し
、
過
激
で
偏
狭
な

社
会
主
義
運
動
や
労
働
運
動
に
没
頭
す
る
こ
と
な
く
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
に
貢
献
す
る
（
＝
戦
争
に
協
力
す
る
（
よ

う
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
家
に
も
自
ら
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
を
含
め
た
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
こ
と

を
考
え
、
労
働
者
側
に
歩
み
寄
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
階
級
を
超
え
た
共
同
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
そ
し
て

や
や
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
階
級
を
超
え
た
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
へ
の
共
同
と
連
帯
を
損
な
う
も
の
と
し
て
、

移
民
は
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
は
当
事
者
た
ち
の
当
初
の
想
定
に
反
し
て
、
従
来
の
軍
隊
と
軍
隊
と
の
間
の
戦
争
か
ら
、
積
極
的
な
国
民
の
協

力
と
参
加
を
必
要
と
す
る
国
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
総
力
戦
と
な
っ
た
。
総
力
戦
は
国
民
に
も
大
き
な
負
担
を
強
い
る
一
方
で
、
国
民

の
協
力
を
取
り
付
け
ね
ば
戦
争
の
遂
行
が
不
可
能
と
な
る
た
め
に
、
国
内
の
諸
団
体
の
要
望
を
政
府
が
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
り
わ
け
、
戦
争
を
支
え
る
た
め
の
民
需
・
軍
需
双
方
の
生
産
を
担
う
労
働
者
の
存
在
は
極
め
て
重
要
な
も
の
と
な
り
、
一
定

程
度
資
本
家
の
利
益
を
抑
制
し
、
労
働
者
側
に
歩
み
寄
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
ゴ
ン
パ
ー
ス
は

気
付
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
率
い
る
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
は
、
一
九
一
七
年
三
月
に
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
守
り
、

保
護
し
か
つ
保
全
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
分
野
で
わ
が
国
に
奉
仕
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
仲
間
の
労
働
者

や
市
民
に
対
し
て
、
労
働
、
正
義
、
自
由
及
び
人
道
の
聖
な
る
名
に
お
い
て
、
献
身
的
か
つ
愛
国
的
に
同
様
の
奉
仕
を
す
る
よ
う
呼

び
か
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
ず
労
働
者
を
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
へ
貢
献
・
協
力
さ
せ
る
こ
と
を
宣
言
す
る（

（1
（

。
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そ
の
一
方
で
ゴ
ン
パ
ー
ス
率
い
る
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
は
、
戦
争
に
お
け
る
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
へ
の
貢
献
を
通
じ

て
、
労
働
者
の
地
位
の
一
定
の
向
上
を
手
に
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
一
九
一
八
年
四
月
に
は
労
働
者
が
労
働
組
合
を
組
織
し
、
労
働

団
結
権
、
団
体
交
渉
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
経
営
者
は
労
働
組
合
員
で
あ
る
こ
と
や
労
働
組
合
の
活
動
を
是
認
し
た
こ
と

を
理
由
に
労
働
者
を
解
雇
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
、
守
ら
れ
る
べ
き
基
準
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
労

働
総
同
盟
が
、
自
ら
の
利
益
の
み
に
専
心
せ
ず
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
へ
貢
献
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
資
本
家
に
も
自
ら
の

利
益
の
み
な
ら
ず
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
利
益
の
た
め
に
労
働
者
側
に
歩
み
寄
ら
せ
、
共
同
す
る
道
を
選
ば
せ
た
瞬

間
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
労
働
総
同
盟
に
と
っ
て
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
一
九
一
七
年
四
月
に
、
大
統
領
と
各
省
庁
に
戦
時
動
員
に

関
す
る
助
言
を
与
え
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
国
防
会
議
（Council of N

ational D
efense

（
と
、
そ
の
下
に
国
防
会
議
諮
問
委
員
会

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
防
会
議
の
長
官
に
具
体
的
な
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
国
防
会
議
諮
問
委
員
会
に

は
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
投
資
家
で
あ
る
バ
ー
ナ
ー
ド
＝
バ
ル
ー
ク
や
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
・
オ
ハ
イ
オ
鉄
道
社
長
の
ダ
ニ
エ
ル
＝
ウ
ィ

ラ
ー
ド
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
の
代
表
と
し
て
ゴ
ン
パ
ー
ス
が
参
加
し
た
。
こ
こ
に
一
種
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が
実
現

し
、
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
は
、
資
本
家
や
投
資
家
の
代
表
と
対
話
を
す
る
機
会
を
獲
得
し
、
階
級
を
超
え
た
共
同
関
係
を
少
く
と

も
形
式
上
は
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
に
と
っ
て
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
は
、
資
本
家
が
労
働
者
の
利
益

を
考
え
ず
に
、
私
欲
に
走
る
こ
と
を
抑
制
し
、
他
方
で
労
働
者
に
も
原
理
主
義
的
な
運
動
に
走
る
こ
と
を
戒
め
、
階
級
を
超
え
た
労

資
双
方
の
共
同
を
は
か
る
国
民
主
義
・
共
同
体
主
義
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゴ
ン

パ
ー
ス
を
中
心
に
労
働
総
同
盟
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
前
か
ら
そ
の
後
に
か
け
て
も
、
機
関
誌
〝A

m
erican Federationist

〟

や
そ
の
他
の
場
所
で
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
と
「unity=

団
結
」
な
い
し
「cooperate

＝
（
共
同
、
協
力
（」
を
喧
伝
し
て

い
く
。
た
と
え
ば
一
九
一
八
年
一
月
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
は
雇
用
者
で
あ
ろ
う
と
労
働
者
で
あ
ろ
う
と
戦
時
生
産
に
お
け
る
「
賢
明
な
共
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同
、
協
力
（
＝intelligent cooperation

（」
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
国
家
的
危
機
」
に
お
い
て
も
、
雇
用

者
の
中
に
は
労
働
者
の
基
本
的
な
団
結
の
権
利
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
者
が
い
る
と
批
判
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
労
働
者
が
戦
争
を

通
じ
て
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
へ
協
力
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
者
側
の
み
が
「
共
同
、
協
力
＝

（cooperation

（」
の
精
神
に
目
覚
め
て
い
な
い
と
い
う
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
の
見
地
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一

次
世
界
大
戦
を
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
陣
営
と
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
非
自
由
主
義
陣
営
の
戦

争
と
位
置
付
け
る
ゴ
ン
パ
ー
ス
は
、「
高
邁
な
国
家
的
、
国
民
的
利
益
と
団
結
の
精
神
に
よ
っ
て
実
際
化
さ
れ
た
自
由
な
市
民
の
賢

明
な
共
同
、
協
力
＝
（intelligent cooperation of free citizens actuated by a high spirit of national interest and unity

（」

を
通
じ
て
こ
そ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
陣
営
が
勝
つ
と
断
ず
る（

1（
（

。
ま
た
別
の
記
事
で
も
、
戦
争
で
支
払
う
犠
牲
が
労
働
者
と
雇
用
者
の
共
同

と
い
う
新
し
い
関
係
を
も
た
ら
す
と
し
た
う
え
で
、
よ
り
偉
大
な
精
神
の
団
結
と
一
つ
の
言
語
、
一
つ
の
精
神
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
ナ

イ
ズ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
、
戦
争
を
と
い
う
機
会
を
と
ら
え
て
「
国
家
的
、
国
民
的
団
結
」
を
訴
え
、
資
本
家
、

雇
用
者
か
ら
労
働
者
へ
の
譲
歩
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
姿
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
説
明
し
て
初
め
て
、
日
本
人
を
含
む
移
民
が
な
ぜ
排
斥
さ
れ
た
の
か
理
解
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
労
働
者
の
地
位

向
上
の
た
め
に
、
資
本
家
・
労
働
者
双
方
が
偏
狭
な
考
え
を
捨
て
た
う
え
で
実
現
さ
れ
る
共
同
・
団
結
は
至
上
価
値
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
移
民
は
そ
の
共
同
と
団
結
に
亀
裂
を
入
れ
か
ね
な
い
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
移
民
は
低
賃
金
、
低
水
準
で
働

く
が
ゆ
え
に
、
資
本
家
に
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
を
切
り
捨
て
さ
せ
、
低
コ
ス
ト
で
儲
け
る
と
い
う
私
欲
に
走
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
国
民
の
団
結
と
共
同
を
訴
え
た
ゴ
ン
パ
ー
ス
の
一
九
一
八
年
一
月
の
記
事
は
、「
共
同
、
協
力
＝

（cooperation

（」
の
精
神
に
目
覚
め
て
い
な
い
雇
用
者
が
、
自
ら
の
利
益
に
労
働
者
を
従
わ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
「
移
民
の
洪
水
の

門
（
＝flood-gate of im

m
igration

（」
を
開
け
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
主
に
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
中
国
人
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ク
ー
リ
ー
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
が
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
に
対
し
て
協
力
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
人
労
働
者
は

白
人
と
の
間
に
生
活
水
準
を
め
ぐ
る
摩
擦
を
生
み
出
す
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
同
時
に
こ
の
記
事
で
は
、
同
様
の
災
禍

を
防
ぐ
た
め
に
一
九
〇
八
年
に
日
米
紳
士
協
定
が
結
ば
れ
、
日
本
人
労
働
者
を
も
制
限
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
方
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
白
人
移
民
は
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
と
「
共
同
（
＝cooperate

（」
で
き
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値

し
よ
う（

11
（

。
東
欧
・
南
欧
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
も
同
様
に
差
別
の
対
象
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
一
九
二
四
年
に
ア
メ
リ
カ
人
に

「
同
化
」
で
き
る
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
有
色
人
種
の
移
民
は
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
に
「
同
化
」
で
き
る
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た（

11
（

。

そ
し
て
、
中
国
人
移
民
、
日
本
人
移
民
は
低
賃
金
で
雇
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
家
や
雇
用
者
の
私
益
・
私
欲
を
実
現
さ
せ
る
一

方
、
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
の
生
活
水
準
の
低
下
と
産
業
か
ら
の
追
い
出
し
を
可
能
に
す
る
た
め
、
労
資
の
共
同
と
団
結
と
い
う
国
民

全
体
の
利
益
を
損
な
う
存
在
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
排
斥
は
労
資
一
体
を
実
現
し
階
級
を
融
和
す
る
国

民
主
義
、
共
同
体
主
義
の
観
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
労
資
の
共
同
、
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
へ
歩
み
を

一
歩
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
戦
後
も
「nation=
（
国
家
／
国
民
（」
に
よ
る
階
級
を
超
え
た
共
同
を
実
現
す
る
こ
と
へ
の
期
待
を

抱
か
せ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
戦
後
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
、
産
業
は
株
主
や
私
益
に
の
み
仕
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
に
奉
仕
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

、
と
い
っ
た
言
説

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ハ
ワ
イ
な
ど
で
は
そ
の
よ
う
な
「nation=
（
国
家
／
国
民
（」
の
立
場
に
立
っ
た
労
資
の
共
同
が
見
ら
れ

る
ど
こ
ろ
か
、
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
経
営
者
な
ど
が
移
民
を
使
っ
て
利
己
的
な
願
望
（
＝selfish desires

（
を
満
た
そ

う
と
し
て
お
り
、
彼
ら
は
「
黄
禍
＝
（yellow

 peril

（」
が
見
え
て
い
な
い
と
ま
で
論
じ
ら
れ
る（

11
（

。
こ
こ
に
お
い
て
も
主
た
る
批
判

対
象
者
は
中
国
人
労
働
者
で
は
あ
る
が
、
日
本
人
を
含
め
た
「
黄
禍
」
が
ア
メ
リ
カ
の
資
本
家
や
経
営
者
を
私
欲
に
走
ら
せ
、
共
同

と
協
調
を
破
壊
に
導
く
存
在
と
し
て
差
別
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
実
際
、
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
日
本
人
を
含
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め
有
色
人
種
が
い
か
に
資
本
家
や
砂
糖
プ
ラ
ン
タ
ー
の
経
営
者
を
利
す
る
一
方
、
白
人
労
働
者
が
締
め
出
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
た

記
事
な
ど
も
〝A

m
erican Federationist

〟
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
排
日
移
民
法
」
を
含
め
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
の
国
民
主
義
が
一
因
と

し
て
存
在
し
て
お
り
、
安
い
賃
金
で
働
く
と
さ
れ
た
黄
色
人
種
は
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
間
の
労
資
の
共
同
と
い
う
国
民
主
義
を
損
な

う
存
在
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
点
を
改
め
て
こ
の
章
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
最
後
に
次
章
と
の
関
連
で
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
が
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
へ
の
渇
望
か
ら
「
イ
タ
リ

ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
す
で
に
先
行
研
究
が
示
し
て
い
る
通
り
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
は

「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
権
威
主
義
的
な
部
分
に
は
賛
同
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
目
指
す
理
念
に
は
共
鳴
し
て
い
た
。

ゴ
ン
パ
ー
ス
は
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
、
労
資
の
う
ち
の
「
労
」
が
、
産
業
に
口
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

し
て
、「
機
能
主
義
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
見
出
し
て
い
た（

11
（

。「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
で
は
労
働
者
と
資
本
家
の
「
共
同
」
を

実
現
す
る
も
の
と
し
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
労
資
の
共
同
を
重
視
す

る
ゴ
ン
パ
ー
ス
が
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
期
待
し
た
の
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
ろ
う
。
ゴ
ン
パ
ー
ス
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
イ

タ
リ
ア
で
、
労
働
者
代
表
が
産
業
経
営
へ
の
口
出
し
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
、
そ
れ
は
ゴ
ン
パ
ー
ス
ら
ア
メ
リ
カ

労
働
総
同
盟
が
追
求
し
て
い
る
精
神
と
一
致
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る（

11
（

。
で
は
こ
の
日
本
移
民
排
斥
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
も
な
っ
た
ゴ

ン
パ
ー
ス
の
共
同
体
主
義
と
国
民
主
義
を
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
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第
三
章　

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
日
本
の
連
鎖
反
応

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
一
九
二
四
年
の
「
排
日
移
民
法
」
は
、
そ
の
背
景
に
労
働
者
と
資
本
家
双
方
が
「nation

（=

国
家
／
国

民
（」
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
共
同
・
団
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
民
主
義
・
共
同
体
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
共
同

と
団
結
に
亀
裂
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
移
民
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
で
は
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
在
郷
軍
人

会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
与
え
た
作
用
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
第
一
章
で
す
で
に
論

じ
た
通
り
、
反
米
運
動
や
反
米
集
会
の
よ
う
な
形
で
の
反
応
は
鎮
静
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
本
章
で
明
ら
か
に
す
る
通

り
、
思
想
的
に
は
大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
よ
り
根
深
い
も
の
を
刻
印

し
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、「
排
日
移
民
法
」
が
も
た
ら
し
た
連
鎖
反
応
に
つ
き
詳
述
し

た
い
。

　

ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
排
日
移
民
の
気
運
の
背
景
に
、
労
資
双
方
が
共
同
し
て
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」

全
体
の
た
め
に
動
く
べ
き
だ
と
す
る
「
国
民
主
義
」
が
あ
る
こ
と
を
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
が
理
解

し
て
い
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
在
郷
軍
人
会
本
部
嘱
託
を
務
め
、
在
郷
軍
人
会
で
も
盛
ん
に
講
演
活
動
な
ど
を
繰
り
広
げ
て
い

た
蜷
川
新
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
欧
州
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
で
も
「
国
民
主
義
」
が
流
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
こ
で
は
「
労
働
者
は
国
民
の
重
要
な
る
一
分
子
と
し
て
国
民
は
お
互
に
之
れ
を
尊
敬
」
し
て
お
り
、「
断
じ
て
彼
等
（
＝
労
働
者
：

筆
者
注
（
を
賤
し
き
一
階
級
人
士
と
し
て
見
做
す
こ
と
」
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
を
国
民
全
体
の
「
一
員
」
と
し
て

尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
側
も
ま
た
「
重
要
な
る
国
民
の
一
員
た
る
の
尊
き
観
念
を
以
て
国
民
全
般
の
利
益
を
考
慮
す
」

べ
く
動
く
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
し
て
、
蜷
川
は
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
の
日
本
人
移
民
排
斥
の
背
景
に
「
国
民
主

義
」
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
な
い
。
蜷
川
は
「
米
国
の
労
働
団
体
の
首
領
ゴ
ン
パ
ー
ス
」
が
「
徹
頭
徹
尾
国
民
主
義
で
あ
つ
て
、
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米
国
の
為
め
米
国
の
労
働
者
の
為
め
」
に
「
排
日
問
題
」
に
動
い
て
い
る
と
、
新
潟
の
高
田
で
在
郷
軍
人
を
前
に
講
演
を
行
っ
て
い

る
（
1（
（

。

　

蜷
川
は
一
九
一
八
年
に
日
本
赤
十
字
社
の
顧
問
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
る
前
に
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
現
地
を
視
察
し
、
さ
ら
に
一

九
二
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
も
全
権
と
同
船
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
い
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
実
に
つ
い
て
一

定
程
度
正
確
な
知
識
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
一
九
二
四
年
の
「
排
日
移
民
法
」
が
、
な
ぜ
日
本
は
「
外
侮
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を

在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
国
を

忘
れ
て
一
部
の
資
本
家
は
利
益
と
私
欲
に
溺
れ
、
そ
の
結
果
労
働
者
も
国
を
忘
れ
て
過
激
化
し
、
国
内
に
分
断
が
生
じ
て
い
る
こ
と

が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
国
民
主
義
」
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
で
日
本
人
移
民
が
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
日
本
側
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
外
侮
」
を
受
け
な
い
た
め
に
、
労
働
者
や
資
本
家
と
い
っ
た
階
級
を
超
え
た
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
共
同
と
団
結
、
す
な
わ
ち
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
議
論
が
帝
国
在
郷

軍
人
会
発
行
の
雑
誌
『
大
正
公
論
』
や
『
戦
友
』
誌
上
に
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
先
述
の
蜷
川
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
四
年
の

「
排
日
移
民
法
」
以
来
、「
南
米
ブ
ラ
ジ
ル
」
で
も
次
第
に
日
本
人
移
民
排
斥
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
何

れ
の
国
に
於
て
も
、
米
国
と
同
じ
様
な
政
策
を
取
り
」
始
め
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
階
級
間
の
争
覇
」

を
「
悪
事
」
と
考
え
る
「
国
民
主
義
」
あ
る
い
は
「
民
族
の
安
栄
第
一
主
義
」
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
国
民

主
義
は
「
人
民
の
反
目
を
排
除
し
、
協
同
す
る
事
」
を
第
一
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
共
同
が
な
い
ま
ま
「
反
目
」
が
国
民
の
間

で
続
け
ば
、
排
日
移
民
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
外
侮
」
を
招
き
「
小
国
と
な
り
弱
国
と
な
り
亡
国
」
と
な
る
と
し
て
、「
我
等
は

協
同
を
絶
対
に
必
要
と
す
る
」
と
論
じ
る（

11
（

。
こ
こ
で
蜷
川
が
述
べ
て
い
る
「
協
同
」
が
労
資
の
共
同
で
あ
る
こ
と
は
、「
労
働
者
の

向
上
を
希
ひ
、
横
暴
な
る
資
本
家
の
反
省
を
促
す
」
と
と
も
に
、「
労
働
者
と
資
本
家
と
の
反
目
闘
争
」
に
も
反
省
を
促
し
て
い
る
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こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
労
資
が
共
同
し
て
「
国
民
全
体
の
幸
福
と
進
化
を
目
的
と
な
」
す
「
国
民
主
義
」
こ
そ
蜷
川
の
望

む
も
の
で
あ
り（

11
（

、
そ
の
共
同
と
団
結
が
あ
っ
て
「
外
侮
」
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
が
日
本
人
移
民
と
労
働
者
を
排
斥
し
た

「
排
日
移
民
法
」
は
、
国
境
を
超
え
た
労
働
者
の
団
結
に
よ
り
世
界
中
に
革
命
が
起
き
る
と
い
う
社
会
主
義
の
理
論
が
破
綻
し
た
瞬

間
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
激
な
労
働
運
動
に
陥
っ
て
日
本
と
い
う
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
こ
と
を
忘
れ
が
ち

な
日
本
の
労
働
者
の
目
を
覚
ま
さ
せ
、「
外
侮
」
を
受
け
な
い
よ
う
な
日
本
国
民
全
体
、
あ
る
い
は
日
本
と
い
う
国
家
へ
の
共
同
と

団
結
に
、
彼
ら
を
向
か
わ
せ
る
機
会
だ
と
も
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
大
正
公
論
』
誌
上
で
「
国
際
時
事
批
判
」
を
連
載
し
て

い
た
綾
川
武
治
は
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
、
そ
し
て
そ
の
傘
下
で
激
し
く
日
本
人
移
民
排
斥
運
動
を
展
開
し
た
加

州
労
働
総
同
盟
の
シ
ャ
レ
ン
バ
ー
グ
ら
労
働
者
陣
営
が
「
絶
対
的
に
亜
細
亜
人
排
斥
の
主
張
者
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、

日
本
の
労
働
者
が
労
働
者
に
は
国
境
な
し
、
と
い
う
原
理
主
義
的
な
社
会
主
義
思
想
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る（

11
（

。
そ
の

う
え
で
綾
川
は
、
そ
れ
で
も
な
お
労
働
者
に
国
境
な
し
と
原
理
主
義
的
な
社
会
主
義
思
想
を
固
持
し
続
け
る
「
我
が
同
胞
労
働
者
」

を
国
際
的
な
労
働
運
動
の
「
手
か
ら
引
き
離
す
為
に
努
力
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
じ（

11
（

、
労
働
者
を
日
本
国
民
全
体
の
団
結
へ
と

導
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
吉
川
季
治
郎
も
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
の
日
本
人
移
民
排
斥
の

動
き
か
ら
、
社
会
主
義
者
の
労
働
者
に
国
境
な
し
と
い
う
考
え
が
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
」
へ
の
反
対
を
表
明
し
つ
つ
、「
来
る
可
き
政
治
は
国
民
主
義
的
で
あ
り
、
日
本
国
家
を
本
位
と
す
る
」

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
同
時
に
吉
川
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
ま
で
持
ち
出
し
て
「
労
働
を
尊
敬
す
る
こ
と
」
を
強
調
し
、

「
黄
金
政
治
、
資
本
家
政
治
」
を
も
批
判
す
る
。
記
事
の
な
か
で
「
階
級
と
層
と
の
差
別
を
離
脱
し
て
、
祖
国
の
た
め
に
馳
せ
集
ま
」

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に（

11
（

、
吉
川
に
と
っ
て
「nation=
（
国
家
／
国
民
（」
は
階
級
を
超
え
た
労
資
の

共
同
関
係
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
川
の
議
論
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
労
働
者
側
に
立
っ
た
共
同
体
主
義
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、「
排
日
移
民
法
」
は
第
一
に
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
、「
外
侮
」
を
受
け
な
い
た

め
に
「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
共
同
と
団
結
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
国
家
を
忘
れ
過
激
な
社
会

主
義
運
動
に
身
を
投
じ
が
ち
な
労
働
者
に
、
労
働
者
の
国
境
を
超
え
た
連
帯
を
説
く
社
会
主
義
が
空
想
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、

「nation=
（
国
家
／
国
民
（」
へ
と
引
き
戻
す
良
い
機
会
だ
と
考
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
付
け
加
え
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
国

民
主
義
・
共
同
体
主
義
が
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
へ
の
共
鳴
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
点
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
戦
友
』
誌
上
に
お
い
て
田
中
義
一
は
、
資
本
家
も
労
働
者
も
と
も
に
自
己
の
こ
と
の
み
に
没
頭
し
て
お
り
、

「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
全
体
の
利
益
に
つ
い
て
考
え
ず
、
分
断
を
招
い
て
い
る
こ
と
が
「
排
日
移
民
法
」
と
い
う
「
外
侮
」
を

招
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
国
家
と
云
ふ
観
念
も
な
け
れ
ば
、
協
調
の
精
神
も
な
く
、
争
を
事
と
し
て
」
お
り
、「
国
民
の
精
神
が

萎
靡
」
し
て
い
る
こ
と
に
苦
言
を
呈
す
。
そ
の
一
方
で
田
中
は
「
伊
太
利
の
フ
ア
ス
シ
ス
チ
団
」
に
言
及
し
、「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ

ズ
ム
」
が
「
資
本
家
は
労
働
者
な
く
し
て
存
在
せ
ず
」、
労
働
者
も
ま
た
「
資
本
家
な
く
し
て
存
在
せ
ず
」
と
す
る
主
義
を
打
ち
出

し
、「
国
家
の
利
益
」
の
た
め
に
「
労
資
は
互
に
相
寄
る
」
こ
と
を
訴
え
て
い
る
点
に
注
目
す
る（

11
（

。
す
な
わ
ち
、
田
中
義
一
は
、
ア

メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
の
ゴ
ン
パ
ー
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
が
労
資
の
階
級
を
超
え
た
共
同
を
可

能
に
す
る
こ
と
に
期
待
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
共
同
体
主
義
に
学
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
『
大
正
公
論
』
に
お
け
る
論
者
も
同
様
で
あ
っ
た
。
中
谷
武
世
は
同
誌
上
に
お
い
て
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
言
説
を

引
用
し
な
が
ら
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
掲
げ
る
「
祖
国
主
義
、
国
民
主
義
」
が
「
国
民
を
二
大
階
級
に
区
分
し
て
上
下
相
食

ま
し
め
ん
と
す
る
階
級
闘
争
説
を
拒
否
」
し
「
勤
労
階
級
」
も
含
め
、
国
民
全
体
の
た
め
に
共
同
さ
せ
る
「
全
体
主
義
若
く
は
連
帯

主
義
（
ソ
リ
ダ
リ
ズ
ム
（」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る（

11
（

。
そ
し
て
中
谷
は
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
日
本
に
適
用
す
べ
く
活
動

し
て
い
く
の
で
あ
る（

11
（

。

　

す
で
に
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
も
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
手
法
を
完
全
に
肯
定
し
て
い
た
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わ
け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
共
同
体
主
義
的
志
向
に
は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
日
本
人

移
民
を
排
斥
し
た
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
も
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
る
ア
メ
リ
カ
の
国
民
主
義
＝
共
同
体
主
義
は
、
日
本
の
在

郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
に
、
逆
説
的
な
が
ら
階
級
を
融
和
し
国
民
全
体
の
団
結
を
実
現
す
る
共
同
体
主
義
と
国
民

主
義
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
共
同
体
主
義
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
目
さ
れ
た
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ

ム
」
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
生
み
出
す
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
二
〇
年
代
当
時
、「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
共

同
体
主
義
を
見
出
し
て
期
待
を
か
け
て
い
た
の
は
、
ゴ
ン
パ
ー
ス
や
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
だ
け
で
は

な
く
、
他
国
で
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う（

1（
（

。
ま
た
、「
排
日
移
民
法
」
は
日
本
に
お
け
る
国
民
主
義
と

共
同
主
義
を
促
進
し
た
あ
く
ま
で
「
一
要
因
」
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
共
同
」
の
必
要
性
は
す
で
に

「
排
日
移
民
法
」
成
立
前
か
ら
、
震
災
に
よ
る
疲
弊
な
ど
を
背
景
に
論
じ
ら
れ
て
も
い
た（

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、「
排
日
移
民
法
」
の
み
が
国

民
主
義
を
促
進
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
、「
排
日
移
民
法
」
が
国
民
主
義
の
必
要
性
に
つ
い
て
議
論
を
加
速
さ

せ
た
こ
と
も
、
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
、
在
郷
軍
人
会
と
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
の
間
で
、
こ
の
よ
う
な
階
級
を
超
え
た
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
の

必
要
性
が
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
在
郷
軍
人
会
の
会
員
の
構
成
と
も
関
連
し
て
階
級
の
融
和
が
在
郷
軍
人
会

の
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
在
郷
軍
人
会
の
会
員
は
、
現
役
を
退
い
た
予
備
役
と
後
備
役
の
兵
卒
か
ら
将
校
ク
ラ

ス
ま
で
幅
広
く
会
員
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
当
然
そ
こ
に
は
生
活
水
準
、
収
入
面
が
異
な
る
幅
広
い
層
を
内
包
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
在
郷
軍
人
会
内
部
の
「
階
層
」
の
相
違
は
、
一
九
一
八
年
の
米
騒
動
に
多
数
の
在
郷
軍
人
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
労
働
運
動
、
社
会
主
義
運
動
、
共
産
主
義
運
動
の
活
発
化
を
経
て
、
会
内
部
で
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、
多
様
な
「
階
層
」
を
内
包
す
る
在
郷
軍
人
会
で
国
民
主
義
の
団
結
と
階
級
を
超
え
た
共

同
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
資
本
家
と
労
働
者
層
の
衝
突
と
い
う
国
内
の
分
断
を
克
服
す
る
た
め
の
模
範
に
な
る
と
考
え
ら
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れ
た
の
で
あ
る
。
田
中
義
一
は
「
今
日
の
実
際
で
は
、
分
会
長
乃
至
分
会
の
役
員
は
多
く
資
本
家
若
し
く
は
地
主
の
立
場
」
に
あ
る

一
方
、「
分
会
員
は
労
働
者
若
し
く
は
小
作
人
の
立
場
に
在
る
」
と
軍
人
会
内
に
多
様
な
階
層
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
そ
の
う
え
で
「
戦
場
に
於
て
弾
丸
雨
飛
の
間
に
、
一
命
を
犠
牲
に
し
て
奮
闘
し
た
時
は
、
資
本
家
も
労
働
者
も
、
ま
た
地
主
も

小
作
人
も
、
皆
一
列
一
体
、
同
じ
卒
伍
に
列
し
、
一
つ
の
飯
盒
の
飯
を
分
け
合
つ
て
食
ひ
、
塹
壕
内
で
協
同
一
致
」
し
て
国
家
の
た

め
に
尽
く
す
は
ず
で
あ
り
、
在
郷
軍
人
は
一
た
び
戦
場
に
で
れ
ば
階
級
を
超
え
た
「
協
同
」
を
実
現
し
得
る
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
平
時
よ
り
「
軍
人
と
云
ふ
立
場
か
ら
協
同
心
を
旺
盛
な
ら
し
め
、
会
員
相
互
の
間
に
融
和
の
観
念
が
熾
ん
に
な
れ
ば
、
階
級

間
の
軋
轢
も
融
和
さ
れ
る
」
と
論
じ
る（

11
（

。
先
述
の
蜷
川
新
も
、
在
郷
軍
人
の
大
部
分
が
農
民
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
「
地

主
た
る
在
郷
軍
人
及
小
作
人
た
る
在
郷
軍
人
」
が
協
力
で
き
れ
ば
、
農
村
の
振
興
を
図
り
「
範
を
全
国
の
一
般
農
民
に
示
」
す
こ
と

に
な
る
と
、
地
主
層
、
小
作
層
双
方
を
含
む
在
郷
軍
人
に
期
待
し
て
い
る（

11
（

。

　

な
お
、
田
中
義
一
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
共
同
体
主
義
を
推
し
進
め
る
た
め
に
使
っ
た
「
塹
壕

貴
族
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
自
ら
も
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
加
し
た
経
験

を
も
と
に
、
大
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
の
再
構
築
は
、
塹
壕
の
な
か
で
死
線
を
共
同
で
潜
り
抜
け
た
在
郷
軍
人
が
主
体
に
な
る
べ
き
だ
と

論
じ
て
い
た（

11
（

。
そ
し
て
実
際
に
在
郷
軍
人
た
ち
は
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
日
本
に
お
い
て
も
、
地
方
を
巻
き
込
み
な
が
ら
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
一
つ
の
モ
デ
ル
に
し
て
、
在
郷
軍
人
を

中
心
に
階
級
を
超
え
た
国
民
主
義
・
共
同
体
主
義
の
実
現
を
目
指
す
動
き
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
本
稿
で
触
れ
た
『
大
正
公
論
』
と

そ
の
後
身
の
『
昭
和
公
論
』
に
登
場
す
る
識
者
の
多
く
は
、「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
な
ら
っ
て
在
郷
軍
人
を
主
体
に
し
た
政

治
組
織
の
結
成
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
政
治
組
織
は
最
終
的
に
愛
国
勤
労
党
と
し
て
結
実
す
る
が（

11
（

、
そ
の
地
方
支
部

の
舞
台
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
は
長
野
県
下
伊
那
地
域
で
あ
り
、
そ
の
在
郷
軍
人
グ
ル
ー
プ
の
な
か
の
リ
ー
ダ
ー
格
と
し
て
目
さ
れ

た
の
が
、
下
伊
那
地
域
の
在
郷
軍
人
会
役
員
で
あ
っ
た
森
本
州
平
や
中
原
謹
司
で
あ
っ
た
。
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中
原
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
信
州
郷
軍
同
志
会
と
い
う
政
治
的
な
在
郷
軍
人
グ
ル
ー
プ
を
結
成
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
が（

11
（

、
す
で
に
中
原
と
森
本
の
二
人
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
国
民
精
神
作
興
会
を
主
導
し
て
お
り
、『
大
正
公
論
』
や
『
昭
和
公

論
』
で
活
躍
す
る
論
者
を
下
伊
那
地
域
に
頻
繁
に
招
き
交
流
を
図
っ
て
い
た
。
一
九
二
〇
年
代
の
下
伊
那
地
域
は
、
社
会
主
義
、
共

産
主
義
に
傾
倒
し
た
青
年
た
ち
が
活
発
な
活
動
を
繰
り
広
げ
、
軍
事
教
練
反
対
論
争
や
Ｌ
Ｙ
Ｌ
事
件
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
処
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
中
原
や
森
本
に
と
っ
て
、
在
郷
軍
人
を
中
心
と
し
て
階
級
の
融
和
を
図
る
「
イ
タ
リ
ア

フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
は
処
方
箋
に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
大
正
公
論
』
で
ア
メ
リ
カ
の

排
日
移
民
問
題
を
長
く
論
じ
て
い
た
綾
川
武
治
が
、
下
伊
那
地
域
の
在
郷
軍
人
ら
に
人
種
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば（

11
（

、

下
伊
那
地
域
の
在
郷
軍
人
た
ち
も
ま
た
、「
排
日
移
民
法
」
と
い
う
「
外
侮
」
を
受
け
て
、「nation=

（
国
家
／
国
民
（」
の
団
結
と

共
同
の
必
要
性
を
認
識
し
た
可
能
性
も
あ
る
。「
排
日
移
民
法
」
が
地
方
の
在
郷
軍
人
た
ち
に
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
も
今
後
の

検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
下
伊
那
地
域
の
在
郷
軍
人
た
ち
も
共
同
体
主
義
、
国
民
主
義
を
打
ち
出
し
て
い

く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

も
と
も
と
中
原
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
資
本
主
義
の
流
入
に
批
判
的
で
あ
り
、「
相
互
扶
助
」
が
「
小
農
」
を
救
う
と
考
え

て
い
た（

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
『
大
正
公
論
』
誌
上
の
論
者
に
影
響
さ
れ
、「
国
民
共
存
共
栄
の
共
同
生
活
観
念
に
深
く
目
覚
め
」
る
べ
き
だ

と
す
る
共
同
体
主
義
・
国
民
主
義
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
り
階
級
を
融
和
で
き
る
と
考
え
、「
国
家
の
日
本
的
改
革
は
在
郷
軍
人
会
の
責

務
」
で
あ
る
と
意
気
込
む
の
で
あ
る（

11
（

。
以
上
の
よ
う
に
排
日
移
民
法
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
日
本
の
在
郷
軍
人
会
に
媒
介
さ
れ
地
域
の

「
草
の
根
」
の
議
論
を
少
な
か
ら
ず
形
成
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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お
わ
り
に

　

以
上
本
論
で
は
、
一
九
二
四
年
の
「
排
日
移
民
法
」
が
日
本
の
在
郷
軍
人
会
と
そ
れ
に
期
待
を
か
け
る
周
辺
の
論
者
た
ち
に
い
か

な
る
影
響
を
も
た
ら
し
か
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
在
郷
軍
人
会
の
反
米
運
動
と
い
っ
た
実
際
の
運
動
は
、
軍
人
会
本
部
の

冷
静
な
対
応
も
あ
り
、
同
法
の
成
立
後
一
年
経
た
な
い
う
ち
に
鎮
静
化
し
た
。
し
か
し
実
際
の
運
動
を
控
え
る
一
方
で
、
日
本
で
は

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
外
侮
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
労
資
の
階
級
対
立
と
い
う
分
断

を
融
和
し
、
国
家
と
し
て
の
団
結
を
目
指
す
共
同
体
主
義
と
国
民
主
義
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
日
本
人
労

働
者
を
排
斥
す
る
排
日
移
民
法
は
、
国
を
忘
れ
て
過
激
な
社
会
主
義
運
動
に
邁
進
し
が
ち
な
労
働
者
に
、
社
会
主
義
理
論
の
「
破

綻
」
に
気
づ
か
せ
、
日
本
人
と
し
て
の
団
結
と
共
同
に
向
か
わ
せ
る
機
会
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
イ
タ
リ
ア

フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
も
シ
ン
パ
シ
ー
を
示
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
労
資
の
共
同
体
主
義
、
国
民
主
義
（
＝
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
（
は
、
日

本
に
お
い
て
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
共
鳴
す
る
共
同
体
主
義
、
国
民
主
義
を
、
連
鎖
反
応
と
し
て
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
国
民
主
義
や
共
同
の
必
要
性
は
「
排
日
移
民
法
」
成
立
前
か
ら
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
同
法
は
「
一
要
因
」

で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
在
郷
軍
人
会
も
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
へ
直
ち
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
在

郷
軍
人
会
お
よ
び
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
の
間
に
、
い
か
に
国
民
主
義
と
共
同
体
主
義
を
実
現
す
る
に
か
に
つ
い
て
完
全
に
合

意
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
在
郷
軍
人
会
お
よ
び
そ
の
機
関
誌
上
の
論
者
た
ち
は
、
国
民
主
義
や
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の
内
実
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
思
想
的
な
混
乱
を
迎
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た

い
（
1（
（

。※
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
2 

1
Ｈ
0 

0 

6 

（ 

1
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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（
1
（　

有
賀
貞
「
排
日
問
題
と
日
米
関
係
」（
入
江
昭
・
有
賀
貞
編
『
戦
間
期
の
日
本
外
交
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
（、
麻
田
貞

雄
『
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
―
―
海
軍
と
政
策
決
定
過
程
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
（、
三
輪
公
忠
編
『
日
米
危
機
の
起
源
と

排
日
移
民
法
』（
論
創
社
、
一
九
九
七
年
（、
廣
部
泉
「『
排
日
移
民
法
』
と
日
米
関
係
の
展
開
―
―
一
九
二
四
年
―
―
一
九
四
一
年
」（
川

田
稔
・
伊
藤
之
雄
編
『
二
〇
世
紀
日
米
関
係
と
東
ア
ジ
ア
』
風
媒
社
、
二
〇
〇
二
年
（、
蓑
原
俊
洋
『
排
日
移
民
法
と
日
米
関
係
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
二
年
（、
廣
部
泉
『
人
種
戦
争
と
い
う
寓
話
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
（
な
ど
を
参
照
。

（
2
（　

も
っ
と
も
、
本
論
で
は
時
期
的
に
『
昭
和
公
論
』
は
扱
わ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
筆
者
所
蔵
の
『
大
正
公
論
』
や
『
戦
友
』
を
軸
に

論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
3
（　

児
玉
正
昭
「
ア
メ
リ
カ
一
九
二
四
年
移
民
法
の
成
立
に
対
す
る
移
民
県
の
動
向
」（
前
掲
三
輪
編
『
日
米
危
機
の
起
源
と
排
日
移
民

法
』
所
収
（
一
三
二
～
一
三
三
頁
。

（
4
（　
『
読
売
新
聞
』
一
九
二
四
年
五
月
二
六
日
、
朝
刊
二
面
。

（
5
（　
「
東
京
市
内
十
五
区
分
会
連
合
大
会
」（『
戦
友
』
第
一
六
九
号
、
一
九
二
四
年
七
月
（
五
六
～
五
七
頁
。

（
6
（　

同
前
、
五
七
頁
。

（
7
（　
「
連
合
分
会
、
分
会
の
活
動
の
情
況
」（『
戦
友
』
第
一
七
〇
号
、
一
九
二
四
年
八
月
（
四
二
～
四
三
頁
。

（
（
（　

田
中
義
一
「
時
局
に
鑑
み
て
在
郷
軍
人
諸
君
に
懇
談
す
」（『
戦
友
』
第
一
六
九
号
、
一
九
二
四
年
七
月
（
二
～
一
二
頁
。
こ
の
内
容

が
『
戦
友
』
に
載
っ
た
の
は
一
九
二
四
年
七
月
で
あ
る
が
、
こ
の
内
容
は
田
中
が
京
都
の
在
郷
軍
人
会
の
前
で
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て

話
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
田
中
は
京
都
の
後
に
大
阪
、
敦
賀
、
鯖
江
、
福
井
、
金
沢
に
も
そ
の
ま
ま
出
向
い
た
と
い
う
。

（
9
（　

村
田
信
乃
「
国
民
精
神
の
萎
靡
は
外
侮
を
招
く
」（『
戦
友
』
第
一
六
八
号
、
一
九
二
四
年
六
月
（
四
～
五
頁
。

（
10
（　

田
中
義
一
「
在
郷
軍
人
諸
君
に
切
望
す
」（『
戦
友
』
第
一
七
一
号
、
一
九
二
四
年
九
月
（
四
～
五
頁
。

（
11
（　

同
前
、
五
頁
。

（
12
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
蓑
原
『
排
日
移
民
法
と
日
米
関
係
』
の
「
第
二
部　

第
五
章　

排
日
移
民
法
の
余
波
と
日
米
関
係
」
な

ど
を
参
照
。

（
13
（　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
四
年
九
月
一
四
日
、
夕
刊
二
面
。

（
14
（　

一
九
二
〇
年
代
前
後
の
移
民
と
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
中
野
耕
太
郎
『
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
国
民
秩
序
の
形
成
』（
名
古
屋
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大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
（、
松
本
悠
子
『
創
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
国
民
と
「
他
者
」
―
―
「
ア
メ
リ
カ
化
」
時
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
（、
川
島
正
樹
編
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
「
人
種
」』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
（、

古
矢
旬
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
―
―
「
普
遍
国
家
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
（
な
ど
を
参
照
。

（
15
（　

同
前
、
三
六
頁
。

（
16
（　

同
前
、
三
七
頁
。

（
17
（　

同
前
、
三
九
頁
。

（
1（
（　

第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
労
働
運
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
掲
中
野
『
二
〇

世
紀
ア
メ
リ
カ
国
民
秩
序
の
形
成
』
の
ほ
か
、
同
『
レ
ク
チ
ャ
ー　

第
一
次
世
界
大
戦
を
考
え
る　

戦
争
の
る
つ
ぼ
―
―
第
一
次
世
界
大

戦
と
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
三
年
（
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。

（
19
（　

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ン
パ
ー
ズ
著
、
Ｓ
．
ゴ
ン
パ
ー
ズ
自
伝
刊
行
会
訳
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ン
パ
ー
ズ
自
伝
―
―
七
十
年
の
生
涯
と
労

働　

下
』（
日
本
読
書
協
会
、
一
九
六
九
年
（
四
三
八
頁
。

（
20
（　

以
上
の
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
が
戦
時
中
に
「
獲
得
」
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
野
『
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
国
民
秩
序
の
形

成
』
の
「
第
5
章　

産
業
民
主
主
義
の
夢
」
の
章
を
参
照
。

（
21
（　A

m
erican Federationist 25  January 191（, pp. 57-5（.

（
22
（　A

m
erican Federationist 26  February 1919, p. 147.

（
23
（　A

m
erican Federationist 25  January 191（, pp. 59-60.

（
24
（　

前
掲
中
野
『
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
国
民
秩
序
の
形
成
』
三
二
一
～
三
二
四
頁
。

（
25
（　A

m
erican Federationist 30  N

ovem
ber 1923, pp. （92-（94.

（
26
（　A

m
erican Federationist 2（  A

ugust 1921, p. 674.

（
27
（　A
m

erican Federationist 29  O
ctober 1922, pp. 742-750.

（
2（
（　D

iggins, John Patrick. M
ussolini and Fascism

: T
he view

 From
 A

m
erica 

（N
ew

 Jersey: Princeton U
niversity 

Press, 1975

（, pp. 171-172.

（
29
（　A

m
erican Federationist 31  July 1924, pp. 565-566.
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「排日移民法」をめぐる在郷軍人とアメリカニズム

（
30
（　

蜷
川
新
『
国
民
主
義
の
勝
利
―
―
戦
後
欧
米
思
想
界
の
大
勢
』（
川
流
堂
、
一
九
二
三
年
（
四
五
～
四
六
頁
。

（
31
（　

蜷
川
新
『
大
道
に
立
ち
て
』（
奉
公
会
、
一
九
二
五
年
（
五
七
～
五
八
頁
。

（
32
（　

蜷
川
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
蜷
川
新
『
天
皇　

誰
が
日
本
民
族
の
主
人
で
あ
る
か
』（
光
文
社
、
一
九
五
二
年
（
所
収
の
「
私
の
歩

ん
だ
道
」
を
参
照
。

（
33
（　

蜷
川
新
「
列
国
の
新
形
勢
に
直
面
す
る
吾
徒
」（『
大
正
公
論
』
第
五
巻
二
号
、
一
九
二
五
年
一
月
（
五
五
～
五
八
頁
。

（
34
（　

前
掲
蜷
川
『
大
道
に
立
て
』
一
四
六
～
一
五
一
頁
。

（
35
（　

綾
川
武
治
「
国
際
時
事
批
判
」（『
大
正
公
論
』
第
五
巻
一
号
、
一
九
二
五
年
一
月
（
二
二
頁
。

（
36
（　

綾
川
武
治
「
国
際
時
事
批
判
」（『
大
正
公
論
』
第
四
巻
九
号
、
一
九
二
四
年
九
月
（
二
三
頁
。

（
37
（　

吉
川
季
治
郎
「
新
政
治
へ
の
展
望
と
新
国
権
党
樹
立
の
機
」（
前
掲
『
大
正
公
論
』
第
五
巻
一
号
所
収
（
七
八
～
八
〇
頁
。

（
3（
（　

前
掲
田
中
「
時
局
に
鑑
み
て
在
郷
軍
人
諸
君
に
懇
談
す
」
一
三
～
一
六
頁
。

（
39
（　

中
谷
武
世
「
欧
州
政
治
に
於
け
る
指
導
原
理
の
転
潮
―
―
ム
ソ
リ
ニ
の
国
家
観
―
―
」（『
大
正
公
論
』
第
六
巻
一
二
号
、
一
九
二
六

年
一
二
月
（
一
五
～
一
八
頁
。

（
40
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
下
宏
一
『
二
〇
世
紀
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
動
態
―
―
中
谷
武
世
と
大
正
・
昭
和
期
日
本
』（
三
元
社
、

二
〇
二
一
年
（
や
玉
木
寛
輝
「
戦
前
期
日
本
の
『
フ
ァ
シ
ス
ト
』
の
在
郷
軍
人
へ
の
接
近
と
乖
離
―
―
北
昤
吉
と
長
野
県
下
伊
那
地
域
の

在
郷
軍
人
を
中
心
に
」（『
近
代
日
本
研
究
』
第
三
九
巻
、
二
〇
二
三
年
三
月
（
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
41
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
板
橋
拓
己
「
第
十
三
章　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
浸
透
と
競
合
」（
細
谷
雄
一
編
『
世
界
史
と

し
て
の
「
大
東
亜
戦
争
」』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
二
二
年
（
一
九
四
頁
。

（
42
（　

た
と
え
ば
、
宇
垣
一
成
「
本
会
設
立
の
使
命
に
向
つ
て
勇
往
邁
進
せ
よ
」（『
戦
友
』
第
一
六
四
号
、
一
九
二
四
年
二
月
（
五
頁
。

（
43
（　

田
中
義
一
『
大
処
高
処
よ
り
』（
兵
書
出
版
社
、
一
九
二
五
年
（
七
八
頁
。

（
44
（　

蜷
川
新
「
小
作
人
の
自
重
と
反
省
」（『
大
正
公
論
』
第
四
巻
一
二
号
、
一
九
二
四
年
一
二
月
（
五
四
～
五
五
頁
。

（
45
（　

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
「
塹
壕
貴
族
」
に
つ
い
て
は
、
ニ
コ
ラ
ス
フ
ァ
レ
ル
、
柴
野
均
訳
『
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ　

上
』（
白
水
社
、
二
〇
一

一
年
（
一
四
二
頁
な
ど
を
参
照
。

（
46
（　

愛
国
勤
労
党
が
在
郷
軍
人
を
中
心
に
据
え
る
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
範
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
掲
玉
木
「
戦
前
期
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日
本
の
『
フ
ァ
シ
ス
ト
』
の
在
郷
軍
人
へ
の
接
近
と
乖
離
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
共
同
体
主
義
の
必
要
を
論
じ
て
い
た
の
は
下
伊
那
地
域

に
お
い
て
中
原
の
み
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
47
（　

同
会
に
つ
い
て
も
次
第
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
須
崎
慎
一
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ
の
時
代
―
―

天
皇
制
・
軍
部
・
戦
争
・
民
衆
』（
大
月
書
店
、
一
九
九
八
年
（
お
よ
び
玉
木
寛
輝
『
昭
和
期
政
軍
関
係
の
模
索
と
総
力
戦
構
想
―
―
戦

前
・
戦
中
の
陸
海
軍
と
知
識
人
の
葛
藤
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
（
を
挙
げ
て
お
く
。

（
4（
（　
「
作
興　

特
別
号
」（
飯
田
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
『
森
本
資
料
』
Ｄ
―
四
一
（
九
一
頁
。

（
49
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
玉
木
『
昭
和
期
政
軍
関
係
の
模
索
と
総
力
戦
構
想
』
の
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
（　

前
掲
「
作
興　

特
別
号
」
八
九
頁
。

（
51
（　

こ
の
点
に
お
け
る
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
前
掲
玉
木
「
戦
前
期
日
本
の
『
フ
ァ
シ
ス
ト
』
の
在
郷
軍
人
へ
の
接
近
と
乖
離
」
で
北

昤
吉
を
取
上
げ
て
触
れ
た
が
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
解
釈
の
多
様
性
に
つ
い
て

は
、
前
掲
板
橋
「
第
十
三
章　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
浸
透
と
競
合
」
を
参
照
。




