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丸
山
眞
男
と
ア
メ
リ
カ
文
化
の
交
錯

油

井

大
三
郎

Ⅰ

は
じ
め
に

丸
山
眞
男
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
没
後
た
く
さ
ん
の
本
が
出
版
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
に
は
、
丸
山
思
想
は
、
日
本
が
貧
し
く
、
軍
国
主
義
の
復
活
が
危

惧
さ
れ
た
時
代
の
思
想
で
あ
っ
て
、
豊
か
な
日
本
に
な
っ
て
か
ら
は
あ
ま
り
有
効

で
は
な
い
と
い
う
主
張
も
出
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
末
に
大
学
紛
争
が

あ
っ
て
、
丸
山
が
そ
こ
で
全
共
闘
系
の
学
生
か
ら
糾
弾
を
受
け
た
こ
と
を
根
拠
と

し
て
、
丸
山
の
よ
う
な
「
啓
蒙
的
知
識
人
」
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
い
う
解
釈
も

で
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
の
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
問
題
と
か
憲
法
改
悪
の
問

題
な
ど
を
考
え
る
と
、
丸
山
の
遺
言
は
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
活
か
さ
れ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
丸
山
思
想
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、
ア
メ
リ
カ
と
略
記
）
の
文

化
と
の
関
係
を
論
じ
る
場
合
、
丸
山
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
ル
ク
ス
、
マ
ン
ハ
イ
ム

と
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
思
想
を
基
軸
と
し
て
日
本
の
政
治
思
想
を
鋭
く
切
っ
た
思
想

家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
わ
り
は
比
較
的
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
文
化
と

の
関
わ
り
で
は
、
三
つ
の
手
掛
か
り
が
あ
る
と
思
う
。
第
一
は
、
終
戦
直
後
に
で

た
『
思
想
の
科
学
』
と
い
う
雑
誌
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
の
中
心
に
い
た

鶴
見
俊
輔
、
鶴
見
和
子
、
都
留
重
人
と
い
っ
た
人
々
は
ア
メ
リ
カ
留
学
が
長
い
知

米
派
の
知
識
人
で
、
か
れ
ら
が
中
心
に
な
っ
て
創
っ
た
雑
誌
が
『
思
想
の
科
学
』

だ
っ
た
が
、
丸
山
は
最
初
か
ら
そ
こ
に
参
加
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
知

米
派
知
識
人
と
の
交
流
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
と

い
う
面
が
あ
っ
た
。

第
二
は
、
戦
後
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
占
領
軍
に
占
領
さ
れ
た
結

果
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
が
大
量
に
日
本
に
流
入
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
流
の
近
代
政
治
学
だ
っ
た
。
こ
の
近
代
政
治
学
と
丸
山
の
出

会
い
が
第
二
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
る
。

第
三
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
前
半
期
に
「
近
代
化
論
」
と
い
う
、
こ
れ
も
ア
メ

リ
カ
発
の
近
代
史
理
解
の
モ
デ
ル
と
の
関
係
だ
っ
た
。
こ
の
理
論
で
は
、
明
治
維

新
以
降
、急
速
に
工
業
化
に
成
功
し
た
日
本
を
む
し
ろ
プ
ラ
ス
の
モ
デ
ル
と
し
て
、

発
展
途
上
国
の
近
代
化
に
役
立
て
た
い
と
い
う
発
想
が
強
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年

の
安
保
改
定
の
直
後
ぐ
ら
い
に
箱
根
で
国
際
会
議
が
あ
っ
て
、
日
本
側
と
ア
メ
リ

カ
側
が
議
論
し
た
が
、
そ
こ
に
丸
山
も
出
席
し
て
い
た
。
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つ
ま
り
、
丸
山
と
ア
メ
リ
カ
文
化
と
の
関
係
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
第
一
に
、

『
思
想
の
科
学
』
を
中
心
と
し
た
知
米
派
知
識
人
と
の
交
流
の
問
題
、
第
二
に
、

近
代
政
治
学
と
の
出
会
い
、
第
三
に
、「
近
代
化
論
」
の
受
け
と
め
方
が
手
が
か
り

に
な
る
と
考
え
る
。

Ⅱ

戦
前
の
丸
山
眞
男
と
ア
メ
リ
カ
文
化

丸
山
眞
男
の
父
、
丸
山
幹
治
は
、
ア
メ
リ
カ
に
駐
在
し
た
こ
と
も
あ
る
知
米
派

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
、
父
親
の
影
響
も
あ
っ
た
し
、
父
親
の
友
人
で

あ
っ
た
長
谷
川
如
是
閑
も
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
ず
い
ぶ
ん
詳
し
い
人
物
だ
っ
た

の
で
、
そ
う
い
う
人
物
か
ら
の
影
響
で
丸
山
は
、
戦
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て

の
文
化
的
関
心
は
も
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
丸
山
は
ド
イ
ツ
語
を
中
心
に
外
国
語

を
学
ん
だ
よ
う
だ
が
、
英
語
も
得
意
で
、
英
語
で
詩
を
書
い
た
り
し
て
い
た
。
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
の
映
画
も
大
好
き
だ
っ
た
と
い
う
の
で
、
戦
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
的

な
文
化
に
対
す
る
関
心
は
持
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
学
問
的
に
は
何
と

い
っ
て
も
ド
イ
ツ
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
丸
山
は
、
一
九
三
七
年
に
東
京
帝
国
大
学
の
法
学
部
の
助
手
に
採
用

さ
れ
た
と
き
に
、
友
人
か
ら
お
祝
い
と
し
て
メ
リ
ア
ム
の
本
を
も
ら
っ
た
時
の
印

象
を
こ
う
書
い
て
い
る
。「
政
治
学
と
い
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
政
治
で
な
く
、
ラ
ス

キ
や
な
ん
か
は
別
と
し
て
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
国
家
論
が
主
で
す
け
れ
ど
、
卒
業

ま
ぎ
わ
に
、助
手
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
か
ら
、南
原
先
生
の
演
習
で
一
緒
だ
っ

た
友
だ
ち
に
、お
祝
い
と
い
う
こ
と
で
、メ
リ
ア
ム
の『
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ワ
ー
』

を
も
ら
い
ま
し
た
。
読
ん
だ
ら
難
し
く
て
、
変
な
言
葉
が
出
て
き
て
、
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
。
新
し
い
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
に
は
、
戦
前
の

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
ね(１
)」
と
。
つ
ま
り
、

丸
山
は
、
戦
前
期
に
大
衆
文
化
的
な
レ
ベ
ル
で
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
関
心
は
持
っ
て

い
た
が
、
学
問
的
に
は
戦
後
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
治
学
と
の
格
闘
が
始
ま
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

Ⅲ
『
思
想
の
科
学
』
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流

ア
メ
リ
カ
文
化
と
の
戦
後
の
最
初
の
出
会
い
は
、『
思
想
の
科
学
』
の
グ
ル
ー
プ

を
通
じ
て
だ
っ
た
と
思
う
。
鶴
見
俊
輔
は
、
戦
後
、
復
員
し
て
き
て
『
思
想
の
科

学
』
と
い
う
雑
誌
を
出
そ
う
と
い
う
相
談
を
丸
山
に
持
ち
か
け
た
。
そ
の
折
、
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
激
論
を
戦
わ
し
た
と
い
う(２
)。

そ
の
折
、
丸

山
は
鶴
見
の
主
張
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
ミ
ー
ド
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
本

を
図
書
館
か
ら
借
り
だ
し
、
読
ん
だ
と
い
う(３
)。
そ
う
し
た
違
い
が
あ
っ
て
も
、
丸

山
は
、
一
九
四
六
年
五
月
に
最
初
の
『
思
想
の
科
学
』
が
創
刊
さ
れ
た
当
初
か
ら

参
加
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
『
思
想
の
科
学
』
は
刊
行
の
目
的
と
し
て
、「
思
索
と

実
践
分
野
へ
の
論
理
実
験
的
方
法
の
取
り
入
れ
」
と
か
、「
英
米
思
想
の
批
判
的
紹

介
」、「
読
者
と
執
筆
者
の
生
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
視
」
と
い
う
こ
と

を
挙
げ
て
い
た(４
)。

つ
ま
り
、『
思
想
の
科
学
』
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
在
野
の
人
々
の
生
活
の
な

か
か
ら
思
想
を
練
り
上
げ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
志
向
性
の
強
い
グ
ル
ー
プ
だ
っ
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た
。
こ
の
点
に
、
丸
山
も
共
感
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
現
在
問

題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
例
え
ば
自
由
主
義
と
か
共
産
主
義
と

か
社
会
民
主
主
義
と
か
い
う
よ
う
な
―
は
思
想
と
し
て
い
ず
れ
も
舶
来
で
あ
り
、

日
本
人
が
自
ら
生
活
体
験
の
な
か
か
ら
生
み
出
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
民

主
主
義
が
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
所
謂
W
ay
ofLife
に
な
っ
て
い
る
の
と
ち

が
っ
て
、
日
本
人
の
日
常
生
活
様
式
と
、
こ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
は
実
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
無
媒
介
に
併
存
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
…
…
僕
は
少
な

く
も
政
治
的
判
断
に
お
い
て
高
度
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
た
い
。
だ
か
ら

い
か
な
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
せ
よ
、
政
治
的
＝
社
会
的
諸
勢
力
に
せ
よ
、

内
在
的
先
天
的
に
絶
対
真
理
を
容
認
せ
ず
、
そ
の
具
体
的
な
政
治
状
況
に
お
け
る

具
体
的
な
役
割
に
よ
っ
て
是
非
の
判
断
を
下
す
の
だ(５
)。」
と
。

つ
ま
り
、
丸
山
に
よ
る
と
、
日
本
で
は
自
由
主
義
に
し
て
も
社
会
主
義
に
し
て

も
、
み
ん
な
外
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
り
、
日
本
人
が
自
ら
生
活
体
験
の
な
か
か

ら
生
み
出
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
を
一
つ
の
反
省
と
し
て
自
覚

し
、
日
本
人
の
生
活
の
な
か
か
ら
思
想
を
練
り
直
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
戦
後
民

主
主
義
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、丸
山
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
の
発
想
は
、『
思
想
の
科
学
』
の
グ
ル
ー
プ
と
非
常
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
し
、
し
ば
し
ば
、
鶴
見
俊
輔
と
は
「
大
衆
文
化
」

と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
関
係
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
論
争
も
し
た
の
で
、
評
価
の
対
立

も
あ
っ
た
が
、
生
活
の
な
か
か
ら
思
想
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
考
え
方
で
は
両

者
は
一
致
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

Ⅳ

ア
メ
リ
カ
流
近
代
政
治
学
の
受
容
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
批
判

次
に
近
代
政
治
学
と
の
関
係
だ
が
、
一
九
四
六
年
五
月
の
雑
誌
『
世
界
』
に
「
超

国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た
と
き
に
、
戦
前
の
軍
部
独

裁
的
な
体
制
の
精
神
構
造
を
分
析
し
た
と
い
う
点
に
丸
山
の
新
し
さ
が
あ
り
、
マ

ス
コ
ミ
も
そ
こ
に
注
目
し
た
と
思
う
。
し
か
し
、
丸
山
は
、
こ
の
論
文
の
背
景
的

な
説
明
を
一
九
六
四
年
の
追
記
で
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ

の
政
治
学
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
…
…
こ
う
し
た
精
神
構
造
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ひ
ど
く
新
鮮
な
も
の
に
映

じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
角
度
で
分
析
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
「お

手
本
」が
な
か
っ
た
の
で
、（
ア
メ
リ
カ
の
社
会
心
理
学
や
政
治
学
の
象
徴
論
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
当
時
の
私
に
は
殆
ど
全
く
未
知
で
あ
っ
た
）
い
ろ
い
ろ

苦
労
し
て
あ
ま
り
ス
マ
ー
ト
で
な
い
表
現
や
範
疇
を
「鋳
造
」せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た(６
)。」

と
。

つ
ま
り
、
一
九
四
六
年
の
時
点
で
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
を
書
い
た

時
に
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
の
文
化
社
会
学
な
ど
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
影
響
で
あ
の
論
文
を
書
い
た
わ
け
で
は
な

い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
九
年
の
一
〇
月
に
『
社
会
科
学
入
門
』
と
い
う

本
が
出
さ
れ
、
政
治
学
の
入
門
を
丸
山
が
書
い
て
い
る
が
、
四
九
年
の
時
点
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
と
い
う
の
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
考
察
が
多
く
て
、
権

力
と
か
暴
力
の
側
面
と
い
う
の
は
非
常
に
軽
い
か
、
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
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と
で
、
む
し
ろ
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た(７
)。

と
こ
ろ
が
こ
の
同
じ
本
が
一
九
五
六
年
に
出
た
時
、
こ
こ
で
も
丸
山
が
政
治
学

入
門
を
書
い
て
い
た
が
、
社
会
科
学
と
し
て
政
治
学
を
確
立
さ
せ
る
必
要
性
が
あ

る
点
を
強
調
し
、
イ
ー
ス
ト
ン
の

な
ど
を
詳
し
く
紹

PoliticalSystem
,1953.

介
し
て
い
た
。
近
代
政
治
学
の
行
動
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
も
の
が
、
二

〇
世
紀
初
め
の
市
民
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
質
に
対
応
し
て
い
る
も
の
で
、「
古

典
的
民
主
政
の
ノ
ー
マ
ル
な
循
環
に
対
す
る
攪
乱
的
要
因
」
の
均
衡
条
件
を
探
求

す
る
も
の
だ
と
、
非
常
に
肯
定
的
な
紹
介
を
し
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
近

代
政
治
学
の
問
題
提
起
の
理
解
を
促
し
て
い
た(８
)。

こ
の
よ
う
に
一
九
四
九
年
か
ら
五
六
年
の
間
、
つ
ま
り
、
五
〇
年
代
の
前
半
期

に
丸
山
は
ア
メ
リ
カ
政
治
学
に
対
す
る
理
解
を
急
速
に
深
め
て
い
っ
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
、同
じ
時
期
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る「
赤

狩
り
」
が
吹
き
荒
れ
た
時
代
で
、
丸
山
も
親
し
く
し
て
い
た
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン

と
い
う
日
本
近
代
史
の
研
究
者
で
か
つ
カ
ナ
ダ
の
外
交
官
で
あ
っ
た
人
物
が
、
ア

メ
リ
カ
議
会
の
「
赤
狩
り
」
の
標
的
に
な
り
、
一
九
五
七
年
四
月
に
外
交
官
と
し

て
エ
ジ
プ
ト
駐
在
中
に
自
殺
を
す
る
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ア
メ

リ
カ
政
治
学
を
一
方
で
評
価
し
つ
つ
も
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
よ
う
な
現
象
が
発

生
す
る
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
厳
し
く
批
判
す
る
と
い
う
非
常
に
両
義
的
な
姿
勢

を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
発
表
し
た
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
で
は
、
米
国

の
「
赤
狩
り
」
や
黒
人
排
斥
の
最
前
線
に
立
っ
て
い
る
各
種
反
動
団
体
や
そ
れ
に

動
員
さ
れ
て
い
る
小
市
民
の
行
動
様
式
が
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
類
似
し
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、興
味
深
い
の
は
、マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
よ
う
な「
赤

狩
り
」
が
起
こ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
体
制
全
体
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
な
る
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
組
織
労
働
な
ど
の
自
発
的
結
社
の
抵
抗
力
を
評
価
し
て
、

米
国
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
体
制
化
す
る
可
能
性
に
対
し
て
は
否
定
的
な
見
解
を
述
べ

て
い
た
。
ま
た
、
一
九
五
四
年
に
発
表
し
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
軍
国
主
義
・

フ
ァ
シ
ズ
ム
」で
は
、戦
後
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が「
国
際
的
反
革
命
の
総
本
山
と
な
っ

た
米
国
の
内
政
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
主
義
と
従
属
地
域
で
の
国
内
消
費
用
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
と
し
て
把
握
す
る
視
点
を
出
し
つ
つ
も
、
有
効
な
抵
抗
手

段
と
し
て
、「
民
衆
の
あ
い
だ
に
自
発
的
な
・
・
・
小
集
団
が
形
成
さ
れ
、
相
互
間

に
自
主
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と(９
)」

を
重
視
し

て
、
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
抵
抗
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
な
か
に
あ
る
、
あ
る
種
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
も

の
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
を
防
ぐ
重
要
な
契
機
に
な
る
と
い
う
点
も
指
摘
し
て
い
た
。

そ
れ
故
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
受
容
と
い
う
点
と
マ
ッ

カ
ー
シ
ズ
ム
批
判
と
い
う
、
両
義
的
な
ア
メ
リ
カ
像
と
い
う
も
の
を
丸
山
は
持
っ

て
い
た
と
思
う
。

Ⅴ

ア
メ
リ
カ
流
「
近
代
化
論
」
と
の
論
争

次
に
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、「
近
代
化
論
」
が
日
本
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
そ
の
背
景
を
調
べ
る
と
、
大
変
興
味
深
い
事
実
が
発
見
で
き
る
。

20世紀知識人の教養と学問

58



055_「知識人と教養」_油井大三郎氏.mcd  Page 5 17/03/02 13:26  v5.51

米
ソ
の
冷
戦
が
激
化
す
る
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
的
な
自
由
主
義
を
世
界
に
広
め
よ

う
と
、「
文
化
自
由
会
議
」
と
い
う
団
体
が
一
九
五
〇
年
に
シ
ド
ニ
ー
・
フ
ッ
ク
と

か
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー
二
世
な
ど
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。
そ
し
て

西
ベ
ル
リ
ン
に
行
っ
て
、「
自
由
の
尊
さ
」
を
宣
伝
し
た
後
、
一
九
五
一
年
に
イ
ン

ド
に
行
っ
た
が
、
当
時
、
ネ
ル
ー
指
導
の
イ
ン
ド
で
は
、
非
常
に
中
立
志
向
が
強

く
、
植
民
地
か
ら
離
脱
し
て
経
済
発
展
す
る
た
め
に
は
社
会
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム

の
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
中
立
主
義
と
社
会
主
義
に
対
す
る
傾
斜
を
非
常

に
強
め
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
欧
米
の
自
由
主
義
的
な
知
識
人
は
、

中
立
主
義
は
「
不
道
徳
的
」
だ
と
い
っ
て
非
難
し
た
が
、
イ
ン
ド
側
は
全
く
受
け

付
け
な
い
で
、
む
し
と
ア
メ
リ
カ
的
な
自
由
主
義
に
対
す
る
反
発
を
強
め
た
と
い

う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
な
ん
と
か
途
上
国
を
自
由
主

義
的
な
方
向
へ
発
展
さ
せ
る
途
を
示
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
イ

ン
ド
・
シ
ョ
ッ
ク
が
大
変
大
き
く
作
用
し
て
、「
近
代
化
論
」
の
開
発
が
始
ま
る
わ

け
だ
っ
た(
)。
10

も
う
一
つ
の
契
機
は
、
ロ
シ
ア
研
究
だ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
や
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
に
ロ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
足
し
て
、
そ
こ
で
ロ
シ
ア
革
命
で
は
な
い

発
展
の
道
の
探
究
が
始
ま
っ
た
。
資
本
主
義
的
な
ロ
シ
ア
の
発
展
の
可
能
性
は
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
や
は
り
「
近
代
化
論
」
が
登
場
し
て
き
た
。

と
く
に
日
本
研
究
者
の
間
で
こ
れ
が
積
極
的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
、
ジ
ョ
ン
・

ホ
ー
ル
と
か
、
マ
リ
ウ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
と
い
っ
た
人
々
が
一
九
五
八
年
に
ア
メ

リ
カ
の
ア
ジ
ア
学
会
の
も
と
に
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
助
成
を
得
て
、「
近
代
日
本
研

究
会
議
」
を
発
足
さ
せ
た
。
明
治
以
来
の
日
本
の
発
展
を
発
展
途
上
国
の
「
近
代

化
」
モ
デ
ル
と
位
置
付
け
て
研
究
を
始
め
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
準
備
会
議
と
し
て

一
九
六
〇
年
八
月
末
か
ら
九
月
初
め
に
か
け
て
箱
根
で
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ

た
。
そ
こ
に
は
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
や
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
の
よ
う
な
著
名
な
日
本
研
究
者
が
参

加
す
る
一
方
、
日
本
側
は
非
常
に
多
彩
な
顔
ぶ
れ
だ
っ
た
。
丸
山
の
他
、
川
島
武

宜
、
大
内
力
、
大
来
佐
武
郎
、
猪
木
正
道
、
遠
山
茂
樹
、
加
藤
周
一
、
古
島
敏
雄

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
代
主
義
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
講
座
派
や
労
農
派
に
つ

な
が
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
米
間
の
議
論
は
多

面
的
で
、
激
し
い
も
の
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
が
基
調
報
告
的
な
問
題
提
起
を
し
た
が
、
そ
こ
で
は

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
、
西
洋
モ
デ
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
「
オ
ー
プ

ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
＝
開
放
的
接
近
法
」
が
必
要
だ
と
し
て
、「
近
代
化
」
の
九
つ
の

指
標
を
提
起
し
た
。
そ
れ
は
、
都
市
化
、
識
字
率
、
所
得
上
昇
、
移
動
性
の
向
上
、

商
品
化
・
工
業
化
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
、
社
会
参
加
、
官
僚
制
化
、
環
境
へ

の
合
理
的
対
応
と
い
っ
た
九
つ
の
指
標
で
、
日
本
も
分
析
す
る
し
、
発
展
途
上
国

に
つ
い
て
も
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
一
見
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
指
標
を

出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
、
日
本
に
適
用
す
る
と
、
だ
い
た
い
プ
ラ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
が
出
て
き
た
。
工
業
化
も
戦
前
か
ら
進
ん
で
い
た
の
で
、
プ
ラ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
が
出
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
側
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
ま
だ
一
五
年
し

か
経
っ
て
な
い
の
で
、
な
ぜ
日
本
が
あ
の
よ
う
な
軍
部
独
裁
的
な
体
制
の
も
と
で

無
謀
な
戦
争
に
突
入
し
た
の
か
と
い
う
原
因
の
ほ
う
に
む
し
ろ
関
心
を
持
っ
て
報

告
し
た
わ
け
だ
っ
た
。
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つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
戦
前
の
日
本
近
代
を
プ
ラ
ス
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
、

そ
れ
を
途
上
国
に
当
て
は
め
よ
う
と
い
う
発
想
だ
っ
た
が
、
日
本
側
は
何
で
日
本

で
は
軍
部
独
裁
の
下
で
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
、
明
治

維
新
以
来
の
近
代
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
が
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
の

で
、
議
論
が
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
な
か
な
か
議
論
が
か

み
合
わ
な
か
っ
た
の
が
実
態
だ
っ
た
。
そ
の
折
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
制
度
が

い
く
ら
近
代
化
さ
れ
て
も
精
神
が
前
近
代
的
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と

い
う
丸
山
の
主
張
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
近
代
化
を
議
論
す
る
た
め
に
は
価
値
観

（
value-system
）
の
よ
う
な
問
題
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
問

題
提
起
を
し
た
。
当
然
、
近
代
化
と
同
時
に
民
主
化
、
デ
モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
も
の
も
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
日
本
側
が
強
く
主
張
し
た
わ
け
だ

が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
民
主
化
と
い
う
指
標
は
な
か
な
か
経
験
的
な
デ
ー
タ
で
論

証
す
る
の
は
難
し
い
と
反
論
を
し
て
、
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
結
局
、
ア
メ
リ
カ

側
は
、
部
分
的
な
修
正
は
し
た
が
、
数
量
的
な
か
た
ち
で
評
価
で
き
る
よ
う
な
指

標
に
固
執
し
て
「
近
代
化
論
」
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た(
)。
11

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
て
か
ら
、
五
回
ぐ
ら
い
の
セ
ミ
ナ
ー
を

開
い
て
五
巻
本
の
本
を
出
版
し
た
。
そ
の
う
ち
の
第
一
巻
が
ジ
ャ
ン
セ
ン
編
の

『
日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
』
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
な
か
に
日
本
人
で
は

丸
山
の
論
文
だ
け
が
収
録
さ
れ
た
。
基
本
的
に
こ
の
「
近
代
化
論
」
の
グ
ル
ー
プ

と
は
、
ド
ー
ア
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
人
も
若
干
含
ま
れ
て
い
た
が
、
基
本
的
に
は

ア
メ
リ
カ
の
日
本
専
門
家
に
よ
る
論
文
集
な
の
で
、
そ
こ
に
丸
山
の
論
文
が
ひ
と

り
入
っ
た
の
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
一
九
六
二
年
一

月
に
バ
ミ
ュ
ー
ダ
で
第
一
回
近
代
化
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
ち
ょ
う

ど
丸
山
は
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
六
二
年
四
月
の
全
米
の
ア

ジ
ア
学
会
で
報
告
を
し
て
い
た
。
そ
の
報
告
に
基
づ
い
た
論
文
、「
個
人
析
出
の

さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
―
近
代
日
本
を
ケ
ー
ス
と
し
て
―
」
と
い
う
論
文
が
、
こ

の
ジ
ャ
ン
セ
ン
編
の
本
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
こ
で
丸
山
は
、
個
人
の
価
値
観
と
い
う
も
の
を
自
立
化
・
民
主
化
・
プ
ラ
イ

バ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
私
化
・
原
子
化
と
い
う
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
分
析

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
近
代
化
と
個
人
の
価
値
観
の
変
化
と
い
う
も
の
は
、
非
常

に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
、
個
人
の
思
想
的
な
変
化
を
追
っ
て
い
た
。

徳
川
時
代
の
伝
統
的
な
紐
帯
と
い
う
も
の
は
、
個
人
の
自
立
を
妨
げ
る
、
抑
制
す

る
側
面
が
あ
る
と
い
う
面
を
強
調
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
研
究
者
は
、
徳
川
時

代
か
ら
識
字
率
が
高
い
と
か
、
勤
勉
で
倹
約
な
精
神
が
普
及
し
て
い
た
と
い
う
面

を
強
調
し
て
、
近
代
化
の
芽
は
徳
川
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。

つ
ま
り
、
丸
山
の
徳
川
時
代
理
解
と
ア
メ
リ
カ
側
の
理
解
で
は
非
常
に
対
立
し

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
立
は
、
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
末
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ

ラ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
社
会
学
者
が
書
い
たT

okugaw
a

（
邦
訳
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』
未
来
社
、
一
九
六
二
年
）

R
eligion.1957.

と
い
う
本
の
非
常
に
詳
細
な
書
評
を
、
丸
山
が
一
九
五
八
年
の
『
国
家
学
会
雑
誌
』

に
書
い
て
い
る
中
に
も
表
れ
て
い
た
。
こ
の
本
で
、
ベ
ラ
ー
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ー
ゼ
を
援
用
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
資
本
主
義
が
発
達
し
た
基

礎
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
徳
川
時
代
の

日
本
に
も
何
ら
か
の
そ
の
よ
う
な
エ
ー
ト
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
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と
で
、
儒
教
に
経
世
救
民
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
、
石
田
梅
岩
の
心
学
が
職
業
倫

理
の
向
上
な
ど
に
効
果
が
あ
っ
た
と
し
て
、
徳
川
時
代
か
ら
近
代
化
の
芽
が
あ
っ

た
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
丸
山
は
、
こ
の
本
を
「
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
書
の
な
か
で

私
の
貪
欲
と
「闘
志
」を
か
き
立
て
た
久
し
ぶ
り
の
労
作
」
と
評
価
し
な
が
ら
も
、

日
本
に
お
け
る
儒
教
や
仏
教
の
流
入
が
普
遍
主
義
の
弱
ま
り
を
招
い
た
こ
と
、
官

僚
化
過
程
が
も
つ
家
父
長
的
な
契
機
の
軽
視
が
あ
る
と
批
判
し
た(
)。
こ
の
批
判
に

12

対
し
て
、
ベ
ラ
ー
は
、
一
九
六
二
年
四
月
の
米
国
ア
ジ
ア
学
会
の
報
告
で
、「
私
の

徳
川
日
本
の
研
究
は
、
伝
統
社
会
に
対
し
て
や
や
楽
観
的
な
接
近
法
を
と
り
、
伝

統
的
な
日
本
の
制
度
が
あ
る
状
況
の
も
と
で
経
済
発
展
に
と
っ
て
好
都
合
に
な
る

範
囲
、
あ
る
い
は
な
り
う
る
範
囲
を
強
調
し
た
。
私
は
そ
う
す
る
に
当
た
っ
て
、

日
本
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
「合
理
化
」の
側
面
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
西
欧
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
合
理
化
と
の
間
に
多
く
の
平
行
関
係
を
推
定
し
た
。『
国
家
学
会
雑

誌
』
一
九
五
八
年
四
月
号
で
丸
山
眞
男
の
書
評
が
鋭
く
批
判
し
た
の
は
、
ま
さ
し

く
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
私
の
論
じ
た
多
く
の
機
構
―
例
え
ば
天
皇
へ
の
忠

誠
心
の
集
中
―
が
経
済
成
長
を
促
進
す
る
よ
う
な
社
会
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
否

定
し
な
い
で
、
そ
れ
ら
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
意
味
で
は
全
く
合
理
的
で
は
な
く
、
む

し
ろ
後
の
日
本
の
発
展
に
深
く
非
合
理
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
…
…
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
」(
)と

自
己
批
判
し
、
丸
山
の
批
判
を
受
け
入
れ
た
。

13

Ⅵ

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
修
正
近
代
化
論
、
近
代
化
論
否
定
の
台
頭

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
近
代
化
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
、
丸
山
が
提
起
し
た
近

代
化
と
民
主
化
が
不
可
分
で
あ
る
点
と
か
、
個
人
の
思
想
的
変
化
を
抜
き
に
近
代

化
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
論
点
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
後
に
受
け

入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
こ
の
背

景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
体
験
が
あ
っ
た
と
思
う
。
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
を
体
験
す
る
な
か
で
、
近
代
化
論
は
そ
の
楽
観
的
基
調
を
改
め
、「
修
正
近
代
化

論
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
理
論
で
は
、
近
代
化
で
工
業
化
と
か
経

済
成
長
が
進
ん
で
も
、
実
際
に
は
独
裁
政
権
が
登
場
す
る
こ
と
が
歴
史
上
に
は

多
々
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
点
を
強
調
し
た
の
が
、
バ
ー
リ
ン
ト
ン
・
ム
ー
ア
の
『
独
裁
と
民

主
政
治
の
社
会
的
起
源
』
と
い
う
、
原
著
は
一
九
六
六
年
に
出
て
い
る
が
、
こ
の

な
か
で
、
ム
ー
ア
は
、
二
・
二
六
事
件
の
こ
と
を
分
析
し
た
本
と
し
て
丸
山
の
本

を
引
用
し
た
。
二
・
二
六
事
件
と
い
う
の
は
「
下
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
が
失
敗

し
て
「
上
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
、
そ
の
丸
山
の
分
析

を
ム
ー
ア
は
こ
う
紹
介
し
て
い
た
。

「
あ
る
透
徹
し
た
日
本
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
計
画
的
ク
ー
デ
タ
ー
の
失
敗

は
、
基
本
的
に
反
資
本
主
義
的
で
大
衆
的
な
右
翼
に
よ
る
「下
か
ら
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
」の
挫
折
を
意
味
し
て
お
り
、
代
わ
っ
て
「上
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

が
登
場
し
た
と
い
う(
)」。
14
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丸
山
の
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
の
英
訳
が
一
九
六
三
年
に
出
て
い
る
が
、

ム
ー
ア
は
そ
れ
を
読
ん
で
丸
山
説
を
日
本
の
戦
前
体
制
の
分
析
に
採
用
し
た
の
で

あ
っ
た
。

そ
の
上
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
み
る
と
、
国
論
を
二
分

す
る
深
刻
な
体
験
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
若
い
大
学
院
生
で
、
ア
ジ
ア
を
研
究
し

て
い
た
人
た
ち
は
、
軍
の
委
託
研
究
に
協
力
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
一
層
深
刻

だ
っ
た
。
例
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
東
ア
ジ
ア
研
究
所
で
は
当
時
、
二
名
の

Ｃ
Ｉ
Ａ
要
員
が
研
究
生
と
し
て
入
っ
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
大
問
題
に
な
っ

た
。
そ
の
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
大
学
も
協
力
さ
せ
ら
れ
て
い
る
現
実
に
対
し

て
、
若
い
研
究
者
た
ち
が
批
判
の
声
を
上
げ
て
、
一
九
六
八
年
三
月
に
は
五
〇
〇

人
の
ア
ジ
ア
研
究
者
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
協
力
を
拒
否
す
る
声
明
を
発
表
し

た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
、「
憂
慮
す
る
ア
ジ
ア
研
究
者
委
員
会
（
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）」

の
結
成
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
と
か
、

マ
ー
ク
・
セ
ル
デ
ン
と
か
、
今
日
、
日
本
で
も
有
名
な
ア
ジ
ア
史
研
究
者
が
参
加

し
て
い
っ
た(
)。
15

つ
ま
り
、ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
研
究
で
は
、ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
契
機
と
し
て「
近

代
化
論
」
の
よ
う
な
楽
天
的
な
発
展
モ
デ
ル
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
が
高
ま
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
と
い
う
冷
戦
時

代
に
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
若
い
院
生
た
ち
は
大
学
の
講
義
で
紹
介
さ

れ
な
か
っ
た
人
物
の
著
作
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
き
っ

か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、
丸
山
の
ノ
ー
マ
ン
追
悼
文
が
英
訳
さ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
雑
誌
に
載
っ
て
い
た
の
を
若
い
院
生
た
ち
が
読
ん
で
ノ
ー
マ
ン
を
発
見
す
る
と

い
う
流
れ
だ
っ
た(
)。
16

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ノ
ー
マ
ン
復
権
に
関
し
て
、
丸
山
は
、
一
九
七
三
年
六

月
に
渡
米
し
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
で
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ

た
際
に
、
次
の
よ
う
な
辛
口
の
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
。「
ノ
ー
マ
ン
を
マ
ル
ク
ス

主
義
の
方
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
す
る
日
本
の
歴
史
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
戦
争
直
後
の

ア
メ
リ
カ
学
者
に
引
き
継
が
れ
、
そ
こ
で
ス
テ
ロ
化
さ
れ
た
ノ
ー
マ
ン
像
が
ア
メ

リ
カ
の
日
本
学
者
の
間
に
で
き
た
。
…
…
ギ
ボ
ン
の
ロ
ー
マ
史
と
か
、
イ
ギ
リ
ス

史
学
の
ス
タ
イ
ル
と
か
、
ノ
ー
マ
ン
の
教
養
的
な
背
景
を
も
す
く
い
上
げ
た
う
え

で
の
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
…
…
率
直
に
い
っ
て
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
「若
さ
」に
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
い
た

い(
)」。
17

こ
の
よ
う
な
近
代
化
論
批
判
の
高
ま
り
を
受
け
て
、「
近
代
化
論
」
の
提
唱
者
で

あ
る
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ホ
ー
ル
は
、
一
九
六
八
年
三
月
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
学
会

で
の
講
演
の
な
か
で
、
近
代
化
に
関
す
る
「
没
価
値
的
概
念
」
を
提
出
し
た
け
れ

ど
も
、「
我
々
の
研
究
に
は
暴
力
、
革
命
、
階
級
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
々
の
要
素
が

欠
落
」
し
て
い
た
と
、
自
己
批
判
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た(
)。
18

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
近
代
化
論
」
そ
の
も
の
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
体
験
を

通
じ
て
修
正
さ
れ
、「
修
正
近
代
化
論
」
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
り
、
近
代
化
論
の
否

定
論
が
台
頭
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
過
程
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
が

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
だ
っ
た
が
、
丸
山
の
「
近
代
化
論
」
批
判
も
、
ひ
と
つ
の
修
正
を

迫
る
重
要
な
知
的
刺
激
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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Ⅶ

結
び

最
後
に
、
丸
山
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
非
常

に
両
義
的
だ
っ
た
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
流
の
工
業
化
一
辺
倒
の
「
近
代
化
論
」
に

対
し
て
は
批
判
的
で
、
価
値
観
の
変
容
や
民
主
化
の
要
素
を
と
り
入
れ
る
よ
う
に

主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
側
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
点
が
重
要

で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、
大
衆
消
費
社
会
化
の
評
価
は
丸
山
に
と
っ

て
は
残
さ
れ
た
課
題
に
な
っ
た
。
こ
の
大
衆
消
費
社
会
化
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ

で
は
一
九
二
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
日
本
の
場
合
は
一
九
五
〇

年
代
半
ば
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
期
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
大
衆
消
費
社
会

化
と
い
う
も
の
を
、
丸
山
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
と
い
う
点
は
興
味
深

い
と
こ
ろ
だ
が
、
残
念
な
が
ら
丸
山
は
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
研
究

対
象
を
東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
研
究
と
い
う
、
歴
史
研
究
の
ほ
う
に
移
行
さ
せ
て

い
っ
た
た
め
、
政
治
学
的
な
現
状
分
析
に
つ
い
て
は
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

の
た
め
、
丸
山
自
身
が
大
衆
消
費
社
会
化
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
、
ま
た
、
丸
山

が
重
視
し
た
「
自
立
し
た
市
民
」
の
育
成
と
い
う
課
題
が
大
衆
消
費
社
会
で
は
ど

う
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
は
未
回
答
の
ま
ま
終
わ
っ
た
と
思
う
。
豊
か
さ
の
な

か
に
個
人
が
埋
没
し
て
し
ま
う
と
か
、
情
報
社
会
化
の
な
か
で
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に

踊
ら
さ
れ
て
い
く
と
か
、
文
化
が
画
一
的
に
な
っ
て
い
く
と
か
、
様
々
な
新
し
い

条
件
の
も
と
で
、「
自
立
し
た
市
民
」
を
ど
う
や
っ
て
育
成
で
き
る
の
か
、
と
い
う

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
残
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
宿
題
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
風
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

丸
山
は
、
つ
と
に
「
永
久
革
命
と
し
て
の
民
主
主
義
」
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て

い
た
が
、
現
在
の
日
本
社
会
が
依
然
と
し
て
非
民
主
的
だ
と
感
じ
る
だ
け
に
、
丸

山
の
遺
言
は
な
お
光
を
失
っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
三
・
一
一
後
の
原

発
の
事
故
を
み
て
も
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
や
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
原
発
事
故
が

あ
っ
て
、
日
本
で
も
起
り
か
ね
な
い
と
い
う
警
告
が
散
々
出
て
い
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
原
発
を
推
進
す
る
「
原
子
力
ム
ラ
」
の
人
々
は
そ
う
い
う
批
判
を
受
け
付
け

な
か
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
権
力
の
中
枢
に
あ
る
人
は
、
周
り
に
イ
エ
ス
マ
ン
ば

か
り
を
置
い
て
、
外
部
か
ら
の
批
判
を
受
け
付
け
な
い
体
質
が
牢
固
と
し
て
あ
る

よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
日
本
社
会
の
後
進
性
や
非
民
主
性
と
い
う
も
の
は
依

然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
な
い
の
で
、
丸
山
の
い
う
「
自
立
し
た
市
民
」
の
育
成
と

い
う
課
題
は
依
然
と
し
て
未
達
成
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
態
だ
と
思

う
。

注

（
１
)
松
沢
弘
陽
・
植
手
通
有
編
『
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
上
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五

八
頁
。

（
２
)
安
田
常
雄
・
天
野
正
子
編
『
戦
後
「
啓
蒙
」
が
遺
し
た
も
の
』
久
山
社
、
一
九
九
二
年
、

二
〇
二
頁
。

（
３
)
鶴
見
俊
輔
『
た
ま
た
ま
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
』
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
、
二
〇
〇
七
年
、
三
三
頁
。

（
４
)
安
田
ほ
か
、
前
掲
書
、
二
一
三
―
五
頁
。

（
５
)
丸
山
眞
男
「
あ
る
自
由
主
義
者
へ
の
手
紙
」『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
・
増
補
版
』
未
来

社
、
一
九
六
四
年
、
一
三
六
―
七
、
一
四
九
頁
。

（
６
)
同
上
書
、
四
九
五
頁
。

丸山眞男とアメリカ文化の交錯（油井大三郎）
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（
７
)
丸
山
眞
男
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
、
四
四
三
頁
。

（
８
)
丸
山
ほ
か
『
社
会
科
学
入
門
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
六
年
、
二
一
、
二
五
―
六
頁
。

（
９
)
丸
山
眞
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
・
増
補
版
』、
未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
二
六
〇
、

二
六
四
、
三
〇
三
頁
。

（

)
Ｂ
・
Ｊ
・
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
編
・
琉
球
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
所
訳
『
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
ア

10

メ
リ
カ
史
像
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
二
六
六
、
二
七
三
頁
。

（

)『
箱
根
会
議
議
事
録
』
一
九
六
一
年
四
月
（
丸
山
文
庫
所
蔵
）。

11
（

)
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
、
堀
一
郎
・
池
田
昭
訳
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』
未
来
社
、
一

12

九
六
二
年
、
一
六
六
、
二
五
〇
、
三
五
一
、
三
五
四
頁
。

（

)
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
、
河
合
秀
和
訳
『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』
未
来
社
、
一
九
七
三
年
、

13

九
七
頁
。

（

)
バ
ー
リ
ン
ト
ン
・
ム
ー
ア
、
宮
崎
隆
次
ほ
か
訳
『
独
裁
と
民
主
政
治
の
社
会
的
起
源
』
岩

14

波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
上
、
三
五
八
頁
。

（

)
金
原
左
門
『
日
本
近
代
化
論
の
歴
史
像
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
六
八
年
、
三
一
九
頁
。

15
（

)
16

John
D
ow
er
ed.,O

rigins
ofthe

M
odern

Japanese
State:Selected

W
ritings

of
『
思
想
』
一
九
七
七
年
四
月
ノ
ー
マ

E
.H
.N
orm
an,Pantheon

Books,1975,
p.32,

ン
特
集
所
収
、
ダ
ワ
ー
論
文
、
一
二
一
頁
。

（

)
丸
山
眞
男
・
萩
原
延
寿
（
対
談
）「「
ク
リ
オ
の
愛
で
し
人
」
の
こ
と
」『
思
想
』
一
九
七
七

17

年
四
月
、
一
〇
一
―
二
頁
（『
丸
山
眞
男
座
談
』
８
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
七
三
―

四
頁
）。

（

)
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ホ
ー
ル
、
正
田
健
一
郎
訳
「
近
代
日
本
評
価
の
態
度
」『
中
央
公
論
』
一
九

18

六
九
年
一
月
。
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