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悠
久
な
る
人
類
の
歴
史
を
顧
み
て
も
、
今
日

ほ
ど
そ
の
大
多
数
者
が
苦
悩
し
て
い
る
時
代
は
、

全
く
空
前
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
ら

ば
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

を
端
的
に
国
際
関
係
の
現
実
面
よ
り
言
え
ば
、

米
ソ
と
い
う
二
大
勢
力
を
両
極
と
し
て
、
世
界

そ
の
も
の
が
二
分
せ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ

れ
が
何
時
爆
発
す
る
や
も
知
れ
ず
、
そ
の
上
万

一
爆
発
せ
ん
か
、
一
弾
よ
く
百
万
前
後
の
精
霊

を
殺
傷
す
る
と
い
う
原
爆
水
爆
を
中
心
と
す
る

人
類
の
半
殲
滅
戦
と
な
る
こ
と
が
必
定
だ
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
端
的
に
現
実
面
か
ら
言
っ
て
し

ま
え
ば
、
一
応
そ
れ
ま
で
の
こ
と
と
も
言
え
る

が
、
し
か
し
問
題
を
単
に
こ
の
よ
う
な
国
際
的

現
実
の
表
層
か
ら
の
み
見
る
に
と
ど
め
ず
、
そ

れ
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
思
想
的
側
面
か
ら

も
考
え
る
べ
き
事
は
、
改
め
て
言
う
を
要
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
問
題
を
上
述
の
よ

う
に
単
に
国
際
的
現
実
の
表
層
の
み
か
ら
考
え

れ
ば
、
全
て
ａ
ｌ
ｌ

ｏ
ｒ

ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ

で
あ
っ
て
、
ど
う
せ
「
成
る
よ
う
に
し
か
成
ら

ぬ
の
だ
か
ら
」
と
い
う
単
な
る
諦
め
に
堕
す
る

危
険
が
あ
り
、
随
っ
て
一
切
の
思
索
と
努
力
と

が
喪
失
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

な
る
ほ
ど
世
の
中
の
こ
と
は
、
結
局
「
成
る

よ
う
に
し
か
成
ら
ぬ
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
そ
の
立
場
が
個
人
を
超
越
し
、
さ
ら
に

は
国
家
や
民
族
を
も
超
え
る
世
界
史
そ
の
も
の

の
進
行
に
関
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
「
成
る
よ

う
に
し
か
成
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
真
理

性
も
、
決
し
て
無
下
に
は
却
け
か
ね
る
も
の
が

あ
る
。
而
し
て
こ
の
事
は
世
界
史
そ
の
も
の
が
、

必
ず
し
も
人
類
の
理
性
の
指
示
す
る
通
り
に
は

進
ま
ず
、
理
性
を
そ
の
背
後
か
ら
支
え
る
業
縁

に
ま
つ
わ
り
つ
か
れ
て
、
常
に
幾
迂
曲
を
描
き

つ
つ
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
感

一
入
な
る
も
の
が
あ
る
。

一
か
く
し
て
彼
の
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と

い
う
世
界
観
の
お
そ
ら
く
は
、
最
終
的
帰
結
と

も
言
う
べ
き
真
理
性
に
対
し
て
も
、
時
々
「
そ

れ
は
結
局
、
成
る
よ
う
に
し
か
成
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
」
と
の
反
問
を
受
け
る
こ
と

少
な
く
な
い
。
洵
に
人
類
の
歴
史
的
進
行
は
、

理
性
の
明
示
す
る
直
線
行
路
を
と
ら
ず
し
て
、

常
に
ジ
グ
ザ
グ
的
な
る
迂
曲
の
道
を
た
ど
り
、

そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
試
行
錯
誤
的
現
象
が
、
単

な
る
個
人
の
立
場
を
超
え
て
ま
さ
に
人
類
的
規

模
に
お
い
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の
場
合
人
類
は
未
だ
「
人
類

的
主
体
」
の
代
行
者
を
持
つ
に
至
っ
て
い
な
い

た
め
に
、
試
行
の
事
実
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
十

全
な
る
自
覚
は
な
い
。
即
そ
れ
が
試
行
で
あ
っ

た
と
は
、
事
後
に
至
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
事
前
に
こ
れ
を
覚
知
す
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
而
し
て
如
是
の
現
象
的
現
実

の
最
深
の
根
因
は
結
局
人
類
の
負
え
る
業
縁
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
か
く
の
如
き
業
縁

の
最
現
実
的
に
は
、
端
的
に
畢
竟
こ
の
一
個
肉

体
に
あ
る
と
い
う
外
あ
る
ま
い
。

か
く
し
て
人
類
の
歴
史
は
、
こ
れ
を
最
主
体
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的
な
立
場
よ
り
言
え
ば
、
人
類
が
自
ら
の
理
性

の
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
基
を
な
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
肉
体
的
限
定
の
う
ち
に
居
り
な
が
ら
、

し
か
も
ど
れ
ほ
ど
そ
の
制
約
を
支
配
し
超
出
し

て
行
き
得
る
か
と
の
過
程
と
い
う
を
得
る
で
あ

ろ
う
。
而
し
て
人
類
の
歴
史
そ
の
も
の
が
、
ま

だ
如
是
の
真
理
を
如
実
に
実
証
し
つ
つ
あ
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
か
く
し
て
こ
こ
に
改
め
て
問
題
と
な
る
こ
と

は
、
人
類
歴
史
の
究
竟
的
的
理
想
如
何
と
い
う

大
問
題
で
あ
る
。
然
り
洵
に
大
問
題
で
あ
っ
て
、

こ
の
問
題
は
お
そ
ら
く
人
類
に
と
っ
て
最
大
至

高
の
問
題
と
言
う
べ
く
、
し
か
も
ま
た
そ
れ
は
、

そ
の
性
質
上
最
要
必
至
の
大
問
題
で
あ
っ
て
、

い
や
し
く
も
人
間
た
る
以
上
何
人
も
こ
れ
を
把

握
し
て
い
る
必
要
の
あ
る
大
問
題
と
い
っ
て
良

い
。と

こ
ろ
で
こ
の
大
問
題
は
通
常
宗
教
に
あ
っ

て
は
大
体
彼
岸
的
世
界
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
て

き
た
。
仏
教
の
浄
土
極
楽
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
天
国
等
の
概
念
は
、
何
れ
も
如
是
の
表
象

の
概
念
化
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
す
な
わ

ち
人
類
は
そ
の
究
竟
的
理
想
境
を
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
し
て
描
く
以
外
に
、
ま
ず
彼
岸
的
投
影
に
お

い
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
れ
ら

宗
教
的
な
彼
岸
的
理
想
界
は
、
そ
れ
が
人
類
の

希
求
し
て
止
ま
な
い
理
想
社
会
た
る
点
に
お
い

て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
共
通
し
な
が
ら
、
そ

の
実
在
領
域
を
彼
岸
に
見
ん
と
す
る
に
お
い
て

後
に
現
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
は
、
全
く
天

地
懸
隔
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
け

だ
し
こ
の
相
違
は
、
人
類
が
そ
の
理
想
の
実
現

を
こ
の
地
上
に
求
め
る
こ
と
を
断
念
す
る
か
否

か
の
岐
れ
目
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
人
々
は
従
来
こ
の
点
に
関
す
る
注

意
が
意
外
に
も
少
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
か
。
け
だ
し
人
類
の
理
想
史
上
、
ユ

ー
ト
ピ
ア
思
想
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

人
類
が
そ
の
理
想
社
会
の
実
現
を
、
単
な
る
彼

岸
的
想
念
に
満
足
し
な
い
で
、
こ
の
地
上
の
現

実
と
し
て
実
現
せ
ん
と
の
希
求
を
発
す
る
に
至

っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か

く
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
出
現
は
、
そ
の
文

献
が
い
か
ほ
ど
の
程
度
に
い
わ
ゆ
る
宗
教
批
判

を
含
む
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も

そ
の
内
含
す
る
本
質
的
意
味
に
お
い
て
は
、
地

上
に
出
現
し
た
最
初
の
宗
教
批
判
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ま
こ
と
に
宗
教
は
人
類
救
済
の
第
一
次
的
役

割
を
演
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し

人
類
の
救
済
が
完
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の

第
一
次
的
救
済
の
契
機
と
な
れ
る
宗
教
そ
の
も

の
に
対
す
る
批
判
を
契
機
と
す
る
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
な
ん
と
な
れ
ば
宗
教
は
こ
れ
ま
で
自

ら
の
絶
対
性
を
僣
し
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
の

い
わ
ゆ
る
絶
対
性
は
個
人
主
体
の
観
念
性
を
全

奪
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
宗
教

は
そ
の
主
観
態
に
お
い
て
は
絶
対
的
一
面
が
あ

る
事
は
否
定
し
得
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
個
人

的
主
観
態
に
お
い
て
相
対
的
側
面
の
存
す
る
こ

と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
言
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
仏
教
徒
の
多
く
は
大
乗
仏
教
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
佛
国
土
の
建
設
を
説
き
、
ま
た
い

わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
神
の
国
の
地
上
的
実

現
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
注
意
を
要
す
る

事
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
現
実
の
歴
史
的
進

行
と
と
も
に
、
よ
く
そ
の
実
現
の
歩
み
を
進
め

て
き
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
不
幸
に
し

て
私
は
こ
れ
に
対
し
て
安
易
に
は
肯
定
的
言
辞

を
吐
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

三
そ
も
そ
も
人
類
の
歴
史
上
、
反
宗
教
的
な
意

味
を
持
つ
思
想
が
、
こ
れ
ま
で
に
三
度
出
現
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
そ
の
第
一
は
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
で
あ
り
、
第
二
は
諸
々
の
社

会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
で
あ
り
、
而
し
て
そ
の

第
三
は
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
そ
の
う
ち
第
一
の
進
化
論
に
お
け
る
反

宗
教
性
に
、
人
類
の
始
原
を
動
物
に
求
め
て
、

直
接
神
に
求
め
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
聖
書
の
創
世
紀
に
於
け
る
記
述
と
の

正
面
衝
突
を
意
味
し
、
随
っ
て
進
化
論
こ
そ
は

お
そ
ら
く
人
類
の
生
め
る
最
初
の
反
宗
教
的
思

想
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
時
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
の
盛
行
と
と
も
に
、
マ
ル
ク
ス
と
ダ
ー
ウ
ィ

ン
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
論
文
の
現
れ
る
の

も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
進
化
論
を
以
て
人
類
史
上
最

初
に
出
現
し
た
反
宗
教
思
想
す
る
こ
と
は
、
必

ず
し
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
反
宗
教
的
な
人
間

で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
訳
で
は
な
い
。
ダ
ー
ウ

ィ
ン
自
身
が
個
人
的
に
は
果
た
し
て
反
宗
教
的

で
あ
っ
た
か
否
か
を
決
定
す
る
に
は
、
幾
多
の

資
料
に
基
づ
く
精
到
る
な
る
研
究
を
要
す
る
事

柄
で
あ
っ
て
、
今
は
も
と
よ
り
如
是
の
領
域
に

立
ち
入
る
事
は
出
来
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
、
問

題
と
す
る
の
は
彼
の
学
説
の
意
味
す
る
も
の
が

個
人
的
に
彼
が
宗
教
信
仰
を
持
っ
て
る
と
否
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
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ス
な
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
そ
の
結
果
に
お

い
て
相
反
馳
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
彼
の
学
説
は
意
識
す
る
と
否
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
批
判
の
先
駆
的
役
割
を
演

じ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
迄
で
あ
る
。

現
在
に
あ
っ
て
は
篤
信
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
者
の

う
ち
に
も
進
化
論
を
否
定
し
て
い
な
い
人
々
が

少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
く
の

如
き
は
進
化
論
を
媒
介
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
解

釈
の
展
開
で
あ
っ
て
、
決
し
て
吾
人
の
如
上
の

説
を
覆
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

四
し
か
し
な
が
ら
進
化
論
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
思

想
へ
は
そ
こ
に
大
い
な
る
発
展
の
存
す
る
事
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
け
だ
し
進
化
論
を
以
て
動

物
よ
り
人
間
へ
の
進
化
を
説
く
も
の
と
す
れ
ば
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
、
人
類
の
歴
史
上
、
初
め

て
そ
の
究
竟
的
理
想
の
地
上
的
実
現
の
夢
を
説

く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
思

想
は
人
類
の
究
竟
的
思
想
の
構
造
的
投
影
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
天
国
の
や
極
楽
が
彼

岸
的
投
影
で
あ
っ
た
の
と
異
な
り
現
実
の
こ
の

地
上
へ
の
投
影
で
あ
る
。
し
か
も
そ
は
竟
に
単

な
る
構
想
的
投
影
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
現
実
の

現
実
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

で
は
一
歩
を
進
め
て
な
ぜ
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

は
現
実
的
実
現
性
を
持
つ
に
至
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
種
々
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
最
も
根
本
的
な

る
も
の
は
、
そ
こ
に
「
現
実
へ
の
批
判
」
が
欠

如
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
の
社

会
組
織
に
対
す
る
批
判
の
全
欠
で
あ
る
。

か
く
し
て
如
是
の
厳
し
き
現
実
の
批
判
の
立

場
に
立
っ
て
理
想
社
会
を
構
想
し
、
そ
の
実
現

に
努
力
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
も
の
こ
そ
即
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
共
産
主
義
と
ユ

ー
ト
ピ
ア
思
想
と
の
根
本
的
相
違
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

も
共
産
主
義
も
、
人
類
が
そ
の
私
有
財
産
を
放

棄
す
る
社
会
を
以
て
究
竟
的
理
想
社
会
と
考
え

て
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
し
か
も
そ
れ
に
至

る
段
階
と
し
て
、
現
在
の
社
会
組
織
に
対
す
る

批
判
の
有
無
に
両
者
を
分
か
つ
根
本
的
分
水
嶺

が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

五
以
上
を
大
観
し
て
明
ら
か
に
言
い
得
る
こ
と

は
、
人
類
の
歴
史
は
そ
の
理
想
郷
の
実
現
を
彼

岸
的
投
影
か
ら
此
岸
た
る
こ
の
地
上
の
実
現
へ

と
転
じ
来
た
っ
た
と
い
う
こ
と

、
な
ら
び
に
そ
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ

の
地
上
の
一
切
苦
患
の
除
去
で
は
あ
る
が
、
し

か
も
そ
の
第
一
着
手
を
、
ま
ず
貧
富
の
差
の
平

衡
化
へ
の
努
力
に
求
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
私
有
財
産
の

廃
棄
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
な
ら
び
に
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
に
お
い
て
共
に
共
通
眼
目
を
な
し
て
い
る

点
に
う
か
が
え
る
。

も
ち
ろ
ん
人
類
の
地
場
的
苦
患
が
、
財
の
平

衡
化
に
よ
っ
て
直
ち
に
全
面
的
に
解
消
す
る
と

は
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
し
か
し
人
類
の
苦
患
の
一

半
が
そ
れ
に
よ
っ
て
軽
減
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

事
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
従
っ
て
人
類
の
苦
患

が
単
に
経
済
的
平
等
の
み
に
よ
っ
て
皆
消
せ
ざ

る
の
故
を
以
て
共
産
主
義
思
想
の
志
向
す
る
真

理
性
を
否
定
す
る
が
ご
と
き
は
「
歴
史
の
方
向
」

を
考
え
る
事
な
き
個
的
主
観
の
臆
見
に
す
ぎ
な

い
。た

だ
問
題
は
如
是
の
経
済
的
平
等
化
へ
の
努

力
が
他
の
半
面
に
お
い
て
自
由
へ
の
抑
圧
と
な

り
得
る
可
能
性
の
多
分
に
存
す
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
実
に
人
類
が
現
在
当
面
せ
ん
と
し
つ

つ
あ
る
真
の
難
問
題
と
い
う
べ
く
、
人
類
は
今

後
こ
の
難
問
を
解
く
べ
く
恐
ら
く
は
そ
の
全
知

能
を
絞
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
人
類
の
歴
史
は
直
線
的
進
行
を
な
し
え
な

い
で
常
に
迂
曲
を
描
い
て
進
み
来
た
っ
た
点
を

顧
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
難
問
に
関
し
て
も
、
歴

史
は
お
そ
ら
く
端
的
直
截
な
る
直
線
的
進
行
の

大
道
を
打
通
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見

せ
ら
れ
る
。

さ
れ
ば
山
は
低
く
な
る
と
も
よ
り
高
く
は
な

ら
ず
、
谷
は
浅
く
な
る
と
も
よ
り
深
く
は
な
ら

ぬ
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
を
大
観
す
る
と
き
に

結
局
は
「
絶
大
な
る
平
衡
化
」
へ
向
か
っ
て
進

行
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ

が
人
智
よ
り
み
て
可
な
り
や
否
や
を
越
え
て
世

界
史
の
示
向
す
る
方
向
は
厳
と
し
て
こ
の
方
向

を
示
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
而
し
て
此
の

「
絶
大
な
る
平
衡
化
」
は
単
に
物
的
財
的
側
面

の
み
で
は
な
く
、
さ
ら
に
心
的
側
面
を
も
結
局

は
含
意
す
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関

す
る
論
究
は
、
そ
れ
自
身
独
立
の
論
考
を
要
す

る
大
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
そ
れ
に
立
ち

入
る
余
裕
は
な
い
。

森
信
三
先
生
の
歴
史
観
を
拝
し
感
慨
深
し
。
人
類
は
「
絶

大
な
る
平
衡
化
の
道
」
を
歩
ん
で
い
る
と
の
論
説
は
理
解

で
き
る
し
、
富
の
平
等
化
も
理
解
は
容
易
だ
。
現
実
は
共

産
主
義
国
家
は
世
界
に
数
え
る
程
だ
し
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
資
本
主
義
国
家
が
裕
福
と
言
え
る
。
目
下
中
国
は
経

済
的
に
は
資
本
主
義
体
制
で
あ
ろ
う
。
た
だ
政
治
体
制
は
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完
全
な
？
独
裁
国
家
の
道
を
歩
み
、
一
握
り
の
権
力
が
国

家
の
命
運
を
左
右
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
民
主
主
義
国
家

は
国
の
舵
取
り
に
は
厖
大
な
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
一
旦

緩
急
あ
れ
ば
、
起
ち
上
が
り
に
お
い
て
は
独
裁
国
家
、
あ

る
い
は
共
産
主
義
国
家
が
先
行
で
き
る
だ
ろ
う
。
今
世
界

は
か
つ
て
の
米
ソ
冷
戦
に
代
わ
っ
て
米
中
が
そ
の
主
役
で
あ

る
。
世
界
の
構
図
は
さ
ほ
ど
変
化
は
な
い
か
に
見
え
る
。

世
界
は
一
歩
前
進
二
歩
後
退
で
進
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う

か
？
国
連
の
機
能
も
完
全
で
は
な
く
、
よ
た
よ
た
し
な
が

ら
何
と
な
く
そ
の
存
在
が
続
い
て
い
る
も
の
の
、
い
つ
何
時

そ
の
箍
（
た
が
）
が
外
れ
る
か
分
か
ら
ぬ
。
（
二
繁
）

大
量
破
壊
兵
器
と
世
界
（
微
言
）

森

信
三

こ
こ
に
１
９
９
３
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

ま
ず
考
え
ら
れ
る
事
は
、
こ
の
１
９
５
３
年
と

い
う
年
が
、
我
々
人
類
に
と
っ
て
は
誠
に
容
易

な
ら
ぬ
不
気
味
な
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

○
で
は
な
ぜ
不
気
味
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
こ

の
二
、
三
年
前
、
一
時
米
ソ
関
係
の
険
し
か
っ

た
頃
、
最
も
危
険
だ
と
せ
ら
れ
た
の
が
外
な
ら

ぬ
こ
の
１
９
５
３
年
だ
っ
た
と
い
う
事
は
、
今

日
な
お
人
々
の
記
憶
に
新
た
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。

○
と
こ
ろ
で
幸
い
に
し
て
、
米
ソ
間
の
雲
行
き

は
、
そ
の
後
多
少
の
緩
和
の
傾
向
が
見
え
、
表

面
的
に
は
、
こ
こ
当
分
の
間
は
激
突
発
火
の
危

険
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
全
人
類
の

た
め
に
洵
に
無
上
の
幸
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

○
し
か
し
な
が
ら
こ
の
平
静
が
果
た
し
て
ど
の

程
度
の
確
実
性
と
持
続
性
と
を
保
ち
う
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
願
望
と
希
求
の
立
場
を

カ
ッ
コ
に
入
れ
て
、
冷
厳
な
る
現
実
そ
の
も
の

立
場
に
立
つ
こ
と
と
な
る
と
、
何
人
と
い
え
ど

も
全
く
保
し
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
さ
ら
に
昨
秋

月
１
日
の
新
聞
紙
は
、
米
国

11

が
い
よ
い
よ
水
爆
の
実
験
を
、
エ
ニ
ウ
エ
ト
ク

に
お
い
て
実
施
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
水
爆
の
破
壊
力
は
大
体

万
㍄
平

15

方
に
お
よ
び
、
一
弾
よ
く
約
１
５
０
万
か
ら
３

０
０
万
の
人
命
を
奪
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

実
に
恐
る
べ
し
と
も
何
と
も
、
全
く
人
類
の
今

日
ま
で
に
使
用
し
て
き
た
い
か
な
る
形
容
辞
を

以
て
し
て
も
、
そ
の
損
害
の
程
度
を
表
現
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

○
し
か
も
水
爆
の
脅
威
は
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま

ら
な
い
。
さ
ら
に
い
か
な
る
小
国
と
い
え
ど
も
、

わ
ず
か
十
数
発
の
水
爆
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
類
世
界
の
破
壊
が
可
能
だ
と
い
う
に

至
っ
て
は
、
全
く
言
う
べ
き
言
葉
が
な
い
。

○
吾
人
が
前
月
の
「
微
言
」
で
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
博
士
に
つ
い
て
述
べ
た
事
は
、
人
に
よ
っ

て
は
や
や
酷
に
失
す
る
と
思
わ
れ
た
向
き
も
あ

る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
如
上
原
爆
よ
り
水
爆

へ
の
展
開
を
考
え
る
時
、
そ
の
最
初
の
発
条
を

引
い
た
人
間
の
一
人
と
し
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
博
士
の
罪
責
は
、
永
遠
に
人
類
史
上
か
ら

消
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

○
同
時
に
原
爆
に
せ
よ
水
爆
に
せ
よ
、
そ
の
最

初
の
製
作
国
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
ま
た
原
爆

に
関
し
て
は
、
そ
の
最
初
の
使
用
者
も
ま
た
ア

メ
リ
カ
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
同
様
に
…
…

否
前
記
ア
博
士
の
場
合
以
上
に
、
人
類
史
上
に

特
記
せ
ら
れ
る
べ
き
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

○
同
時
に
ま
た
、
今
更
の
こ
と
な
ら
ね
ど
、
原

爆
の
最
初
の
被
害
者
が
、
我
ら
日
本
民
族
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
等
し
く
人
類
史
上
永
遠

に
不
滅
の
こ
と
に
属
す
る
。

○
同
時
に
か
く
考
え
来
た
っ
て
、
帰
結
せ
ら
れ

る
事
は
、
我
ら
の
民
族
の
今
後
と
る
べ
き
態
度

と
し
て
は
、
結
局
再
軍
備
否
定
と
い
う
外
な
い

気
が
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
個
人
と
し
て
も
、

は
た
ま
た
民
族
と
し
て
も
、
実
に
容
易
な
ら
ぬ

重
大
決
意
を
要
す
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

１
９
５
３
年
に
入
る
年
頭
の
思
索
は
、
ま
ず
こ

の
決
意
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、

あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
徹
底
的
に
衝
き
止
め
て
み
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
「
開
顕
」
昭
和

年
１
月
号

通
巻

号
）
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66

あ
と
が
き
に
替
え
て

年
前
の
森
信
三
先
生
の
世
界
観
は
、
現
代
で
も
通
用
し
よ
う
。

65
遅
々
と
し
て
情
勢
は
変
化
せ
ず
、
同
じ
局
面
が
続
い
て
い
て
、
人

類
の
進
歩
は
果
た
し
て
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
何
人
に
も
確
か
に

あ
る
と
も
、
無
い
と
も
断
じ
難
い
だ
ろ
う
。
日
本
は
森
信
三
先
生

の
お
考
え
と
異
な
り
、
再
軍
備
し
て
今
日
が
あ
る
。
も
は
や
こ
れ

を
覆
す
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
日
本
に
革
命
が
起
き
る
よ
う
な
予

見
は
皆
目
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
は
憲
法
を
改
正
し
て
、
「
普

通
の
国
」
を
目
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
外
交
の
後
ろ
盾
を
確
か

な
も
の
に
し
て
お
か
な
い
と
、
国
家
間
の
話
が
ま
と
も
に
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
愚
生
は
こ
の
方
向
は
正
し
い
と
思
う
。

（

日
二
繁
）
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