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はじめに

は
じ
め
に

　

こ
の
国
は
一
体
誰
の
も
の
か
。
紛
れ
も
な
く
日
本
国
民
の
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
国
民
と
は
、
現
在
生
き
て
い
る
現
役
世
代
に
加
え
て
、
こ
の
国
を
創
り
、
築
き
あ
げ
て
き
た
過
去

の
世
代
の
日
本
人
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
全
て
の
未
来
世
代
の
日
本
人
で
あ
る
。

　

こ
の
国
は
紛
れ
も
な
く
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
、
暮
ら
し
、
こ
の
国
で
生
を
全ま

っ
と

う
し
た
人
々
の
国
家
で

あ
り
な
が
ら
、
余
り
に
も
長
い
間
、
迷
走
し
て
き
た
。
日
本
国
民
の
想
い
と
は
別
に
、
他
国
の
要
求
に
屈

し
て
本
来
の
日
本
と
は
異
な
る
姿
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
と
日
本
を
い
ざ
な
う
べ
く
決

定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
が
占
領
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
で
あ
る
。
近
年
の
中

国
も
同
様
で
あ
る
。
就な

か
ん

中ず
く

、
日
本
国
の
首
相
の
資
格
に
介
入
す
る
こ
と
さ
え
憚は

ば
か

ら
な
い
中
国
の
振
る
舞

い
は
異
常
で
あ
る
。
国
際
社
会
の
良
識
と
常
識
、
或
い
は
ル
ー
ル
か
ら
も
大
き
く
逸そ

れ
た
そ
の
種
の
言
動

に
、
日
本
の
政
財
官
界
の
み
な
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
さ
え
も
影
響
さ
れ
今
日
に
至
る
。
植
民
地
ま
が
い
の
こ

の
屈
服
と
従
属
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
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原
因
は
戦
後
に
行
な
わ
れ
て
き
た
国
民
教
育
に
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
。
戦
後
私
た
ち
に
教
え
ら
れ
て

き
た
価
値
観
は
、
日
本
は
日
中
戦
争
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
加
害
国
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
し
た
が
っ

て
、
日
本
は
一
人
前
の
国
家
と
し
て
の
ま
と
も
な
主
張
は
遠
慮
す
べ
き
で
、
ひ
た
す
ら
謝
罪
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
国
へ
の
屈
服
が
始
ま
る
。
ひ
れ

伏
せ
ば
、
視
界
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
眼
前
の
事
象
の
み
で
あ
る
。
ひ
れ
伏
し
た
脳
裡
に
は
、
広
い
国
際

社
会
の
現
状
も
常
識
も
到
底
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
類
い
稀
な
る
優
れ
た
文
明
を
生
み
出
し
た
日
本
国
の
長

く
深
い
歴
史
に
思
い
が
及
ぶ
こ
と
も
な
い
。
矜き

ょ
う

持じ

を
忘
れ
さ
っ
た
心
に
浮
か
ぶ
の
は
、
眼
前
の
問
題
で

し
か
な
い
。
問
題
か
ら
生
ず
る
摩
擦
を
な
く
す
こ
と
の
み
に
関
心
が
集
中
し
、
本
来
の
自
分
と
、
日
本
人

と
、
そ
し
て
日
本
国
が
、
あ
る
べ
き
姿
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
。
そ
の
結

果
、
個
人
も
国
家
も
、
果
た
す
べ
き
本
来
の
役
割
や
責
任
を
放
置
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

多
く
の
事
例
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
直
近
の
ケ
ー
ス
か
ら
ひ
と
つ
拾
っ
て
み
る
。
海
洋
権
益
の
確
保
に
関

わ
る
三
法
案
で
あ
る
。
こ
の
三
法
は
、
東
シ
ナ
海
の
日
本
側
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
に
度
々
侵
入

す
る
中
国
や
韓
国
の
海
洋
調
査
船
を
取
り
締
ま
る
根
拠
法
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
、
二
〇
〇
六
年
度

の
第
一
六
四
回
通
常
国
会
で
は
、
何
た
る
こ
と
か
、
三
法
案
は
継
続
審
議
と
さ
れ
た
。

　

中
国
に
も
韓
国
に
も
、
自
国
の
海
洋
権
を
守
る
国
内
法
が
あ
る
。
両
国
と
も
に
自
国
の
海
洋
権
益
を
守

る
た
め
に
臨
機
応
変
の
軍
事
力
の
発
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
法
律
に
明
記
し
て
い
る
。
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はじめに

　

対
照
的
に
、
日
本
に
は
自
国
の
海
を
守
る
法
律
が
存
在
し
な
い
。
政
府
は
そ
の
法
的
空
白
を
埋
め
る
気

配
さ
え
見
せ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
有
志
の
議
員
た
ち
が
、
全
く
手
を
打
と
う
と
し
な
い
政
府
に
見
切

り
を
つ
け
、
議
員
立
法
で
法
案
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
を
慮

お
も
ん
ば
か

る
人
々
の
抵
抗
が
あ
り
、
同

法
案
の
審
議
は
進
ま
な
か
っ
た
。
小
泉
首
相
も
三
法
案
に
関
心
が
な
い
の
か
、
中
国
や
韓
国
の
動
き
を
尻

目
に
、
他
の
多
く
の
重
要
法
案
と
共
に
、
右
の
三
法
を
積
み
残
し
と
し
、
何
の
手
も
打
た
ず
、
六
月
一
八

日
に
国
会
の
会
期
末
を
迎
え
た
の
だ
。

　

小
泉
首
相
以
下
、
政
治
家
の
責
任
は
重
い
。
海
洋
権
益
関
連
の
三
法
案
を
中
途
で
投
げ
出
す
の
は
、
中

国
が
東
シ
ナ
海
を
事
実
上
、
中
国
の
海
と
し
て
し
ま
う
の
を
認
め
る
結
果
に
つ
な
が
る
。
主
権
国
と
し
て

許
し
難
い
状
況
の
ま
ま
で
国
会
を
休
会
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
他
で
も
な
く
、
普
通
の
国
の
宰
相
や
政

治
家
が
最
低
限
の
常
識
と
し
て
備
え
持
つ
国
益
の
概
念
と
国
家
観
が
、
こ
の
国
に
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

靖
国
神
社
参
拝
問
題
か
ら
海
洋
権
益
問
題
ま
で
、
日
本
国
の
統
治
の
仕
方
に
中
国
の
意
向
が
反
映
さ
れ

る
と
し
た
ら
、
日
本
は
最
早
、
独
立
国
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
日
本
国
の
現
状
を
、
ど
こ
か
ら
変
え
て

い
け
ば
よ
い
の
か
。

　

私
た
ち
の
国
、
日
本
は
、
な
ぜ
、
も
っ
と
賢
く
な
れ
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
信
念
を
持
ち
、
そ
の
信
念
を

曲
げ
な
い
強
さ
を
発
揮
出
来
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
誇
り
高
く
、
美
し
く
振
る
舞
う
こ
と
が
出
来
な
い
の

か
。
そ
う
問
う
と
き
、
ど
う
し
て
も
元
凶
と
し
て
の
現
行
憲
法
に
想
い
が
至
る
。
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現
行
憲
法
は
、「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保

持
し
よ
う
と
決
意
し
」、
国
民
の
生
命
と
国
益
の
守
り
を
他
国
に
依
存
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
だ
。

本
書
で
も
詳
し
く
論
じ
た
点
だ
が
、
現
行
憲
法
は
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
他
国
の
〝
善
意
〞
に
日
本
国

の
命
運
を
全
的
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
異い

形ぎ
ょ
う

の
憲
法
で
あ
る
。

　

憲
法
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
絶
対
的
他
力
本
願
の
精
神
に
よ
っ
て
戦
後
を
生
き
て
き
た
日
本
は
、
日
本

に
与
え
ら
れ
た
〝
他
力
本
願
の
国
柄
〞
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
国
に
対
し
て
も
物
を
言
え
な
い
で
き
た
。
だ

か
ら
こ
そ
い
ま
、
誇
り
あ
る
国
家
と
し
て
の
姿
│
│
気
高
く
強
く
、
美
し
い
姿
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
一
日
も
早
い
憲
法
改
正
が
必
要
な
の
だ
。

　

自
民
党
は
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
憲
法
改
正
試
案
を
発
表
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
本
書
で
触
れ
た

が
、
改
正
の
動
き
は
そ
の
後
停
滞
中
だ
。
国
民
の
過
半
数
が
憲
法
改
正
を
望
み
、
こ
の
国
を
ま
と
も
な
形

に
戻
し
、
未
来
に
向
け
て
健
全
な
発
展
を
と
げ
た
い
と
切
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
の
た
め

に
必
要
な
国
民
投
票
法
も
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
通
常
国
会
は
終
わ
っ
た
。
こ
の
国
が
直
面
す
る
危
機
と

病
巣
の
深
さ
に
、
為
政
者
ら
は
気
付
い
て
い
な
い
の
か
。

　

私
は
六
年
前
、『
憲
法
と
は
な
に
か
』（
小
学
館
）
の
な
か
で
憲
法
改
正
に
つ
い
て
論
じ
た
。
基
本
的
考

え
は
全
く
変
わ
ら
な
い
が
、
当
時
考
え
て
い
た
改
正
案
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
多
く
の
取
材
と
資
料
の
読

み
込
み
に
よ
っ
て
、
新
た
に
つ
け
加
え
る
べ
き
点
や
変
え
る
べ
き
点
が
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
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はじめに

で
『
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
』
に
「
憲
法
改
正
を
発
議
す
る
」
と
し
て
、
一
〇
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
。
本
書
は
そ

の
連
載
に
大
幅
に
加
筆
し
、
組
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
前
文
」「
天
皇
」「
九
条
」
に
つ
い
て
は
、
私
な
り
の
改
正
案
も
書
い
て
み
た
。
そ
れ
ら
を
該
当
す
る

各
章
の
冒
頭
に
掲
げ
た
。
本
当
に
必
要
な
日
本
国
と
し
て
の
価
値
観
を
、
愛
国
の
想
い
で
簡
潔
に
書
け
ば

こ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
簡
潔
す
ぎ
る
と
思
う
読
者
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
根
本
さ
え
き
ち

ん
と
お
さ
え
て
お
け
ば
、
あ
と
は
、
こ
の
国
を
構
成
す
る
人
々
が
自
由
溌は

つ

溂ら
つ

た
る
精
神
で
各
々
工
夫
し

て
、
こ
の
国
と
社
会
を
盛
り
た
て
て
い
く
ほ
う
が
、
よ
り
す
ば
ら
し
い
日
本
国
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
楽
観
し
て
い
る
。

　

本
書
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
多
く
の
人
々
の
助
言
を
得
た
。
と
り
わ
け
、
日
本
大
学
法
学
部
教
授
の
百
地

章
氏
、
駒
澤
大
学
法
学
部
教
授
の
西
修
氏
、
國
學
院
大
学
神
道
文
化
学
部
教
授
の
大
原
康
男
氏
、
高
崎
経

済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
の
八
木
秀
次
氏
、
元
自
民
党
衆
議
院
議
員
の
森
清
氏
ら
に
は
懇
切
丁
寧
な
る

教
え
を
い
た
だ
い
た
。

　

ま
た
、
小
学
館
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
編
集
部
の
平
田
久
典
、
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
大
門
龍
、
本
郷
明
美
の
各
氏

に
は
、
取
材
、
編
集
に
当
た
っ
て
誠
意
の
こ
も
っ
た
助
力
を
い
た
だ
い
た
。

　

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
助
力
を
い
た
だ
い
た
全
て
の
人
々
に
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ

る
。
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最
後
に
、
こ
の
本
を
手
に
し
た
人
々
が
、
さ
ら
に
深
く
日
本
国
の
在
り
方
や
そ
の
成
り
立
ち
に
想
い
を

馳
せ
、
日
本
国
の
根
幹
を
な
す
憲
法
改
正
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
下
さ
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
こ
の
上

な
い
喜
び
で
あ
る
。
共
に
憲
法
改
正
を
発
議
し
、
そ
の
改
正
を
実
現
す
る
日
の
一
日
も
早
く
来
る
こ
と
を

願
い
つ
つ
。

　
　

二
〇
〇
六
年
七
月

櫻
井
よ
し
こ　



気
高
く
、
強
く
、
美
し
く
あ
れ　
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効
果
を
も
つ
／
ロ
シ
ア
外
務
省
報
道
官
発
言
の
意
味
す
る
も
の

／
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
ソ
連
強
制
抑
留
の
実
態
／
「
九
条
」
の
前
に
知
る
べ
き
「
歴

史
」
が
あ
る
／
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
報
告
書
に
記
さ
れ
た
「
日
中
比
較
」
／
平
和
を

目
指
せ
ば
こ
そ
、
手
段
と
し
て
の
「
力
」
を
も
て



第
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政
教
分
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間
違
い
だ
ら
け
の「
政
教
分
離
」が
日
本
の
伝
統
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る

 「
靖
国
神
社
」
と
「
公
明
党
」
に
象
徴
さ
れ
る
問
題
／
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
の
「
政
教
分
離
」
／
修
学
旅
行
で
の
神
社
仏
閣
見
学
が
「
違
憲
」
⁉
／
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
画
策
し
た
「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」
／
靖
国
神
社
建
立
の
由
来
／
対
照
的
だ
っ

た
東
京
・
大
阪
高
裁
の
判
決
／
靖
国
参
拝
直
後
に
訪
中
し
た
大
平
首
相
を
歓
迎
し
た

中
国
／
自
ら
の
都
合
で
「
靖
国
」
を
対
日
攻
撃
の
道
具
に
／
国
際
法
上
、〝
戦
犯
〞

の
罪
は
許
さ
れ
て
い
る
／
評
価
で
き
る
自
民
党
草
案
「
第
二
〇
条
三
項
」
／
「
公
明

党
は
創
価
学
会
に
従
属
し
て
い
た
」
／
公
明
党
は
「
池
田
会
長
の
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
」
／
公
明
党
が
〝
合
憲
〞
の
根
拠
と
す
る
政
府
答
弁
／
野
中
広
務
氏
が
「
政
教

一
体
」
と
断
じ
た
公
明
党
の
選
挙
活
動
／
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
並
み
の
公
正
な
「
審
査
」

「
税
制
」
を
／
「
政
治
と
宗
教
団
体
の
分
離
」
が
世
界
の
常
識

第
六
章　

教
育
と
家
族 

181

新
憲
法
で
削
ら
れ
た「
家
族
は
社
会
の
基
礎
」と
い
う
考
え
方
を
復
権
さ
せ
よ

 「
権
利
・
自
由
」
強
調
の
裏
で
軽
視
さ
れ
る
「
義
務
・
責
任
」
／
日
本
の
伝
統
と
普

遍
性
が
込
め
ら
れ
て
い
た
「
教
育
勅
語
」
／
天
皇
が
率
先
し
て
守
る
べ
き
「
教
え
」
だ

っ
た
／
ジ
ョ
ー
ジ・ケ
ナ
ン
も
非
難
し
た
「
家
族
崩
壊
」
政
策
／
米
国
務
省
に
よ
る
「
教

育
勅
語
全
面
禁
止
」
の
背
景
／
幕
府
の
記
録
に
残
る
江
戸
時
代
の
「
親
孝
行
」
／



滅
私
を
美
徳
と
し
な
が
ら
個
人
が
輝
い
て
い
た
時
代
／
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
か
ら
「
国

家
へ
の
自
由
」
へ
／
時
代
遅
れ
の
憲
法
解
釈
が
日
本
を
危
う
く
す
る
／
ス
イ
ス
憲
法
、

「
能
力
に
応
じ
た
国
家
へ
の
貢
献
」
を
明
記

第
七
章　

国
会 

219

歪
ん
だ
二
院
制
の
抜
本
改
革
の
た
め
に

両
院
に
「
優
劣
」
を
つ
け
た
世
界
唯
一
の
二
院
制
／
参
院
改
革
の
決
め
手
は
「
脱
政

党
化
」
に
あ
り
／
世
界
の
主
流
は
「
通
年
国
会
」
／
法
案
・
資
料
に
は
作
成
者
の
名

前
を
明
記
せ
よ

第
八
章　
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本
的
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二
つ
の
権
利
を
守
る
た
め
に
も
過
激
な
人
権
擁
護
に
釘
を
刺
せ

 「
基
本
的
人
権
」
に
「
報
道
の
自
由
」
が
規
制
さ
れ
る
風
潮
／
人
権
擁
護
法
案
が
「
人

権
侵
害
」
を
起
こ
す
危
険
性
も
／
県
弁
護
士
会
も
反
対
す
る
鳥
取
県
の「
人
権
条
例
」

／
「
言
論
・
表
現
の
自
由
」
は
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
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