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提
　
言

「
戦
後
日
本
」
再
考
の
方
法
的
試
み 

─
『
シ
リ
ー
ズ
戦
後
日
本
社
会
の
歴
史
』
を
手
が
か
り
に

─

安
田　

常
雄

Ⅰ　
「
複
雑
な
戦
後
」
へ

　

今
年
は
た
ま
た
ま
「
戦
後
七
〇
年
」
と
い
う
節
目
の
年
に
あ
た

る
こ
と
も
あ
り
、「
戦
後
日
本
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
議

論
が
再
燃
し
て
い
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
安
倍
政
権
が
強
引
に

推
し
進
め
る
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
」
を
め
ぐ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
政
治
的
争
点
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
底
流

に
は
「
戦
後
日
本
」
の
評
価
を
め
ぐ
る
長
年
に
わ
た
る
多
様
な
論

点
が
ふ
た
た
び
浮
上
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」

の
転
換
を
め
ざ
し
、「
戦
後
日
本
」
の
歴
史
像
の
改
変
が
試
み
ら

れ
、
こ
れ
に
対
し
安
全
保
障
政
策
の
大
転
換
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
の
「
平
和
」
が
脅
か
さ
れ
る
不
安
や
、
憲
法
九
条
の
改
正
に
よ

る
危
機
感
が
広
が
っ
て
い
る
。
加
え
て
現
政
権
の
極
め
て
一
面
的

な
歴
史
認
識
や
世
論
を
無
視
し
た
政
治
運
営
な
ど
が
、
戦
後
の

「
民
主
主
義
」
の
危
機
と
し
て
こ
の
動
向
を
増
幅
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
実
政
治
の
ゆ
く
え
に
対
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
戦
後
の

「
市
民
」
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
の
動
向
が
試
金
石
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
政
治
的
争
点
は
い
つ
も
「
単
純
化
」
を
特
徴
と

す
る
の
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
歴
史
の
曲

が
り
角
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
戦
後
日
本
」
と
い
う
時
代
の

抱
え
た
「
複
雑
さ
」
へ
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
深
ま
っ
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

編
集
委
員
か
ら
の
依
頼
は
、
二
年
ほ
ど
前
に
私
た
ち
が
刊
行
し

た
『
シ
リ
ー
ズ
戦
後
日
本
社
会
の
歴
史
』
全
四
巻
（
岩
波
書
店
、
二

〇
一
二
〜
一
三
年
）
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
手
が
か
り
に
、
特
に
若
手
・
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中
堅
研
究
者
に
む
け
て
の
「
提
言
」
を
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
提

言
」
に
な
る
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
本
学
会
は

思
想
史
関
係
の
学
会
で
あ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
に
も
焦
点
を
あ

て
る
こ
と
を
心
が
け
な
が
ら
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
問
題
意
識
の
一

端
を
た
ど
り
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
起
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い

る
。Ⅱ　

「
社
会
」
と
「
人
び
と
」

　
『
シ
リ
ー
ズ
戦
後
日
本
社
会
の
歴
史
』
は
、
数
年
間
に
わ
た
り

若
手
・
中
堅
の
編
集
協
力
者
と
一
緒
に
続
け
て
い
た
研
究
会
で

の
議
論
が
基
礎
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
は
①「
変
わ
る
社

会
、
変
わ
る
人
び
と
」、
②「
社
会
を
消
費
す
る
人
び
と
」、
③「
社

会
を
問
う
人
び
と
」、
④「
社
会
の
境
界
を
生
き
る
人
び
と
」
の
四

巻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
対
象
と
し
て
設
定
し
た
時

期
は
、
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
高
度
成
長
か
ら

「
低
成
長
」
の
時
代
で
あ
っ
て
、「
戦
後
日
本
」
と
い
う
か
た
ち
が

確
立
・
定
置
さ
れ
た
時
代
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特

に
七
〇
年
代
は
高
度
成
長
と
「
五
五
年
体
制
」
を
軸
に
「
豊
か

な
社
会
」
を
実
現
し
、「
中
流
階
級
化
」
を
軸
に
「
大
衆
消
費
社

会
」
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
で
も
多
く
の
人
び
と
に

よ
っ
て
、
最
も
日
本
が
元
気
で
あ
っ
た
時
代
と
い
う
表
象
と
と
も

に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
代
は
日
中
国
交
回
復
や
「
沖

縄
返
還
」
も
実
現
し
、「
戦
後
日
本
」
の
背
負
っ
た
課
題
が
「
解

決
」
さ
れ
た
時
代
と
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時

に
、
こ
の
時
代
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
度
成
長
に
よ

る
公
害
問
題
が
広
が
り
、
全
国
に
住
民
運
動
が
展
開
し
た
時
代
で

あ
り
、
大
学
な
ど
で
は
学
園
闘
争
が
吹
き
荒
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦

の
市
民
運
動
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
東
ア
ジ
ア
規
模
で
は
、

日
韓
基
本
条
約
は
締
結
さ
れ
、
日
中
国
交
が
樹
立
さ
れ
た
と
は
い

え
、
戦
後
日
本
の
懸
案
と
も
い
う
べ
き
歴
史
認
識
な
ど
の
課
題
は

解
決
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
八
〇
年
代
以
後
今
日
ま
で
、
韓
国
や

中
国
と
の
き
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
未
解
決
の
ま
ま
で
推
移
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
米
軍
基
地
を
残
し
た
ま
ま
で
遂
行
さ
れ
た
沖
縄

の
施
政
権
返
還
の
問
題
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
は
周
知
の
こ

と
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
六
〇
〜
七
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
、「
戦

後
日
本
」
の
定
型
が
形
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
、「
終

わ
っ
た
戦
後
」
と
「
終
わ
ら
な
い
戦
後
」
と
が
重
層
化
し
た
時
代

で
あ
り
、
そ
の
軋
み
と
矛
盾
が
埋
め
込
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
像
を
対
象
に
、
第
一
巻

「
変
わ
る
社
会
、
変
わ
る
人
び
と
」
で
は
変
貌
す
る
社
会
の
な
か

に
展
開
す
る
政
治
的
・
経
済
的
支
配
の
変
容
を
軸
に
、
企
業
社
会

の
形
成
や
新
自
由
主
義
へ
の
展
開
に
対
応
し
た
新
た
な
「
貧
困
」

の
か
た
ち
な
ど
が
考
察
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
第
一
巻
は
、
比
較
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的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
政
治
・
経
済
史
で
あ
る
が
、
で
き
る
限
り

変
容
す
る
社
会
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で

あ
る
。
ま
た
第
二
巻
「
社
会
を
消
費
す
る
人
び
と
」
で
は
、
焼

跡
・
闇
市
か
ら
出
発
し
た
「
人
び
と
」
の
生
活
が
大
衆
消
費
社
会

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
家
族
・
若
者
・
教
育
な
ど

の
諸
相
で
主
題
化
し
、
合
わ
せ
て
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
、
宗
教
の
変

容
の
な
か
で
多
元
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
加
え
て
シ
リ
ー

ズ
第
三
巻
「
社
会
を
問
う
人
び
と
」
で
は
、
敗
戦
直
後
か
ら
七
〇

年
代
に
至
る
サ
ー
ク
ル
運
動
、
住
民
運
動
、
社
会
運
動
、
学
生
運

動
、
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
な
ど
を
対
象
に
「
運
動
の
な
か
の
個
と

共
同
性
」
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
第
四
巻
「
社
会
の
境
界
を
生
き

る
人
び
と
」
で
は
引
揚
者
、
移
民
、
在
日
朝
鮮
人
、
子
ど
も
、
沖

縄
や
差
別
さ
れ
る
人
々
、
戦
争
犠
牲
者
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
す
ぐ
に
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
主

要
な
対
象
は
六
〇
〜
七
〇
年
代
で
あ
る
が
、
主
題
に
よ
っ
て
は
敗

戦
直
後
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
ま
た
新
自
由
主
義
が
広
が
る
八
〇
〜

九
〇
年
代
ま
で
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
シ
リ
ー
ズ

全
体
の
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
各
巻
の
タ
イ
ト
ル
に
表
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
い
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
社

会
」
と
「
人
び
と
」
で
あ
り
、
こ
の
点
が
本
シ
リ
ー
ズ
の
「
戦
後

日
本
」
認
識
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　

こ
の
点
を
や
や
具
体
的
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
れ
ば
「
社
会
」
と

い
う
言
葉
に
焦
点
を
定
め
た
の
は
、
戦
後
日
本
の
特
徴
は
「
変
貌

す
る
社
会
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
豊
か
な
社
会
」
へ
の

変
貌
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
変
貌
の
過
程
に
お
い
て
、
何
か
重
要

な
も
の
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
含
ん
だ
両

義
性
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
「
崩
れ

る
社
会
」
と
い
う
場
所
か
ら
新
し
い
「
社
会
」
が
ど
の
よ
う
に
復

元
さ
れ
る
か
の
展
望
が
描
け
る
か
と
い
う
問
い
が
不
可
避
的
に
含

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
、
人
び
と
の
つ

な
が
り
を
断
ち
切
り
、
分
断
と
画
一
化
へ
と
導
く
強
い
力
が
不
断

に
働
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
限
定
の
な
か
で
も
、

人
び
と
の
つ
な
が
り
を
結
び
直
し
、
回
復
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
試
み
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
人
び
と

の
そ
の
よ
う
な
経
験
を
軸
に
、
戦
後
日
本
の
多
層
に
わ
た
る
問
題

を
考
え
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
に
お
か
れ
る
の

は
、
崩
れ
ゆ
く
社
会
か
ら
も
う
一
つ
の
社
会
を
再
建
し
よ
う
と
し

た
試
み
の
検
証
で
あ
り
、
そ
れ
を
粘
り
強
く
考
え
た
同
時
代
の

人
び
と
の
構
想
力
の
復
元
で
す
」。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
「
社
会
」

と
は
、「
人
び
と
」
の
関
係
の
あ
り
か
た
で
あ
り
、
具
体
的
な
生

活
を
基
礎
に
営
ま
れ
る
生
活
様
式
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

「
社
会
」
と
「
人
び
と
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
密
接
に
連
関

し
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
歴
史
学
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
民
衆
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論
的
社
会
史
論
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し

て
本
シ
リ
ー
ズ
第
三
巻
が
「
社
会
を
問
う
人
び
と
」
と
題
さ
れ
て

い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
通
し
て
「
変
貌
す
る
社
会
」
の

あ
り
か
た
に
異
議
を
申
し
立
て
る
動
き
が
同
時
に
も
う
一
つ
の

「
社
会
」、
も
う
一
つ
の
「
人
び
と
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
つ
く

り
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
方
向
感
覚
を
潜
在
さ
せ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「「
戦
後
社
会
」
を
枠
付
け
、
そ

の
な
か
に
も
引
か
れ
て
い
く
分
断
線
に
よ
っ
て
問
題
を
負
荷
さ
れ

た
人
び
と
の
「
問
い
」」
は
第
四
巻
に
橋
渡
し
さ
れ
て
い
る
（
大

串
潤
児
「
戦
時
か
ら
戦
後
へ
」
同
第
三
巻
、
所
収
）。
そ
の
意
味
で
、
第

三
巻
は
第
四
巻
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

本
シ
リ
ー
ズ
第
四
巻
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
ど
の
よ
う
な
文
脈

で
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ　
「
境
界
」
論
と
い
う
実
験

　

本
シ
リ
ー
ズ
第
四
巻
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
す
ぐ
れ
た
批
評
が

発
表
さ
れ
て
い
る
（
荒
川
章
二
「「
戦
後
日
本
」
の
問
い
方
を
め
ぐ
っ
て

─
安
田
常
雄
編
集
・
大
串
潤
児
ほ
か
編
集
協
力
『
戦
後
日
本
社
会
の
歴
史
』

の
境
界
論
を
手
が
か
り
と
し
て

─
」『
歴
史
学
研
究
』
九
二
〇
号
、
二
〇
一

四
年
七
月
、
安
岡
健
一
「
書
評
・
安
田
常
雄
編
集
・
大
串
潤
児
ほ
か
編
集
協

力
『
社
会
の
境
界
を
生
き
る
人
び
と

─
戦
後
日
本
の
縁

─
』（
戦
後
日
本

社
会
の
歴
史
4
）」『
歴
史
学
研
究
』
九
二
八
号
、
二
〇
一
五
年
二
月
）。
荒

川
論
文
は
こ
の
「
境
界
論
」
を
手
が
か
り
に
、
戦
後
日
本
に
お
け

る
東
ア
ジ
ア
像
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
層
的
多
次
元
的
な

問
題
の
所
在
と
そ
の
意
味
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
り
、
安
岡
氏

の
書
評
は
そ
の
方
法
意
識
の
特
徴
と
と
も
に
、
今
後
深
め
ら
れ
る

べ
き
論
点
の
所
在
を
提
示
さ
れ
た
意
欲
的
な
書
評
で
あ
る
。
こ
こ

で
細
か
い
論
点
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ぜ
ひ
参
照
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
本
シ
リ
ー
ズ
第
四
巻
を
位
置
づ
け
る
「
境
界
論
」
と

い
う
発
想
に
つ
い
て
い
く
ら
か
の
補
足
を
書
い
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
近
現
代
史
研
究
に

お
い
て
「
差
別
論
」
は
長
い
歴
史
を
も
ち
、
ま
た
一
九
八
〇
年
代

以
降
、「
他
者
認
識
」「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
っ
た
主
題
が
注

目
を
集
め
て
き
た
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に

対
応
し
た
問
題
設
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
「
国
民
国
家

論
」
や
「
帝
国
論
」
の
進
展
に
対
応
し
た
問
題
領
域
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
領
域
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
着
実
な
研

究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
今
回
の
「
戦
後
日
本
社

会
の
歴
史
」
を
再
考
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
問
題
の
作
り
方
が

あ
る
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
初
発
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き

「
戦
後
日
本
」
を
二
〇
世
紀
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
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い
わ
ば
近
代
と
現
代
の
接
点
を
構
造
的
に
考
え
る
こ
と
が
重
要

と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
を
方
法
意
識
の
な
か
に
据
え
て

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
や

や
図
式
的
に
い
え
ば
、
同
心
円
構
造
に
お
け
る
中
心
か
ら
周
縁
に

伸
び
る
線
分
の
な
か
に
価
値
付
け
が
含
有
さ
れ
て
い
る
構
造
で
あ

り
、
そ
の
価
値
付
け
の
間
に
引
か
れ
た
境
界
線
に
よ
っ
て
分
断
さ

れ
た
構
造
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
安
田
常
雄
「
戦
時
か

ら
戦
後
へ
─
ひ
と
つ
の
〈
境
界
〉
論
の
試
み
─
」
第
四
巻
、
所
収
）。
そ
し

て
そ
の
「
境
界
」
は
、
近
代
世
界
に
お
い
て
は
「
資
本
主
義
」
と

「
国
民
国
家
」、
そ
れ
に
加
え
て
「
近
代
的
理
性
」
に
よ
っ
て
作
ら

れ
、
経
済
的
・
政
治
的
分
断
線
ば
か
り
で
は
な
く
、「
人
間
」
の

定
義
を
め
ぐ
る
分
断
線
と
し
て
機
能
し
て
い
く
。
象
徴
的
に
い
え

ば
、
経
済
的
に
貧
し
く
、
政
治
的
権
利
か
ら
も
遠
ざ
け
ら
れ
た
人

び
と
は
「
人
間
」
の
定
義
か
ら
も
は
ず
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は

「
差
別
」
の
重
層
化
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ひ
と
言
、

註
を
つ
け
れ
ば
、
安
岡
氏
の
書
評
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
「『
理

性
』
そ
れ
自
体
へ
の
と
ら
え
返
し
は
弱
か
っ
た
」
と
批
評
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
不
充
分
さ
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
る
。「
理
性
」
を

め
ぐ
る
分
断
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
や
政
策
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

な
ど
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
道
具
的
理
性
」
へ
の

傾
斜
の
批
判
的
分
析
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
だ
と
思
う
。
同
時

に
「
ひ
と
び
と
」
の
暮
ら
し
の
な
か
に
存
続
し
て
き
た
明
晰
性
・

論
理
整
合
性
・
合
理
性
な
ど
と
と
も
に
人
間
ら
し
い
ま
と
も
さ
の

感
覚
の
発
掘
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
課
題
は
思
想
史
研
究
に

と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
構
造
に
対
す
る
周
縁
部
か
ら
の
異
議
申
し
立

て
は
、
経
済
的
・
政
治
的
・
人
間
的
復
権
を
求
め
て
、
噴
出
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
周
縁
か
ら
の
中
心
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て

が
二
〇
世
紀
的
現
代
を
特
徴
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ

ば
、「
境
界
」
と
は
一
本
の
線
と
い
う
よ
り
「
本
来
的
に
せ
め
ぎ

あ
う
両
義
的
な
争
闘
の
場
」
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
多

様
な
分
断
線
が
重
層
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治

初
年
の
「
差
別
」
の
構
造
を
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
氏
は
「
前
近
代
的

な
差
別
が
克
服
さ
れ
な
い
ま
ま
に
近
代
独
自
の
差
別
が
重
層
的

に
現
出
す
る
」（「
差
別
の
諸
相
」）
と
書
い
た
。
そ
れ
を
な
ぞ
れ
ば
、

「
戦
後
日
本
」
に
お
い
て
は
「
近
代
的
差
別
が
克
服
さ
れ
な
い
ま

ま
に
現
代
独
自
の
差
別
が
重
層
的
に
現
出
す
る
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
「
差
別
」「
他
者
意
識
」「
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
」
な
ど
と
よ
ば
れ
た
主
題
を
、
も
う
一
度
二
〇
世
紀
史
の
な
か

に
お
き
直
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
「
境
界
」
と

い
う
場
所
は
「
戦
後
日
本
」
の
な
か
に
も
複
雑
に
重
層
化
し
て
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
戦
後
日
本
」
論
は
こ
う
し
た
射
程
の

な
か
で
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
シ
リ
ー
ズ
第
四
巻
で
は
、「
移
動
す
る
境
界
」
と
し
て
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引
揚
者
と
移
民
、「
強
い
ら
れ
る
境
界
」
と
し
て
戦
後
の
在
日
朝

鮮
人
、
子
ど
も
、
沖
縄
の
戦
後
世
代
、
被
差
別
部
落
や
ア
イ
ヌ
、

障
害
者
、
そ
し
て
「
戦
争
が
つ
く
る
境
界
」
の
問
題
と
し
て
原
爆

被
害
者
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
れ
ば

「
戦
後
日
本
」
と
は
た
く
さ
ん
の
分
断
線
が
複
雑
に
重
層
化
し
た

社
会
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
世

界
史
的
ス
ケ
ー
ル
を
組
み
込
み
な
が
ら
再
考
す
る
べ
き
世
界
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

Ⅳ　

表
現
と
歴
史
叙
述
の
資
料
学
へ

　

本
シ
リ
ー
ズ
の
独
自
性
は
、
こ
う
し
た
対
象
と
視
角
の
設
定
に

あ
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
全
体
を
通
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
も
う
一
つ
の
資
料
学
」
と
も
い
う
べ
き
方
法
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
記
録
の
重
視
」
と
も
表
現

さ
れ
、
第
三
巻
冒
頭
に
「
戦
後
「
生
活
記
録
」・
文
化
運
動
年
表
」

（
大
串
潤
児
作
成
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。
全
巻
の
執
筆
段
階
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
執
筆
者
に
「
記
録

の
重
視
」
を
お
願
い
し
た
。
こ
れ
は
対
象
が
政
界
や
財
界
、
言
論

界
や
学
界
も
例
外
で
は
な
く
、
社
会
運
動
や
生
活
世
界
ま
で
及
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
本
シ
リ
ー
ズ
の
「
ひ
と
び
と
」
の
思
想
と
運
動

を
徹
底
し
て
記
録
資
料
を
通
し
て
描
き
出
し
た
い
と
い
う
方
法
に

根
拠
を
お
い
て
い
る
。
実
際
に
は
記
録
資
料
の
偏
在
や
筆
者
各
人

の
設
定
し
た
視
角
に
よ
っ
て
む
ず
か
し
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
方
向
感
覚
の
共
有
が
初
心
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
記
録
と
は
戦
後
日
本
を
生
き
た
「
ひ
と
び
と
」
に
関
わ

る
自
ら
の
表
現
記
録
（
自
伝
な
ど
）
を
軸
に
、
他
者
に
よ
っ
て
記

述
さ
れ
た
「
人
物
論
」
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
あ
る
い
は
多
様
な

発
言
記
録
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
論
文
か
ら
オ
ー
ラ
ル
な

語
り
の
記
録
ま
で
、
あ
る
い
は
言
葉
と
し
て
記
録
さ
れ
な
か
っ
た

か
も
知
れ
な
い
行
動
の
記
録
ま
で
含
ん
で
い
る
。

　
「
戦
後
日
本
」
と
い
う
時
代
は
、
初
め
は
筆
の
立
つ
少
数
の
表

現
者
の
活
動
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
裾
野
を
拡
大
し
て
い
っ
た
時
代

な
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
の
は
戦
争
と
占
領
と
高

度
成
長
と
い
っ
た
激
動
す
る
時
代
の
な
か
で
、
自
己
の
行
動
の
歴

史
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
立

の
根
拠
を
確
か
め
た
い
と
い
う
潜
在
的
欲
求
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
記
の
「
年
表
」
を
見
た
だ
け
で
も
、
特
に

八
〇
年
代
頃
ま
で
、
戦
争
・
占
領
・
高
度
成
長
に
関
わ
る
お
び
た

だ
し
い
記
録
が
都
市
や
農
山
漁
村
、
内
地
や
植
民
地
、
さ
ら
に
南

洋
や
シ
ベ
リ
ア
な
ど
ま
で
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
記
録
は
旧
来
の
歴
史
学
の
分
野
で
も
、
い
ま
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
事
実
」
あ
る
い
は
「
史
実
」
が
記
録
さ
れ

て
い
る
場
合
な
ど
で
、
副
次
的
例
外
的
に
採
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
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傾
向
が
あ
り
、
記
録
そ
の
も
の
の
も
つ
意
味
を
深
め
て
考
え
よ
う

と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
た
と
え
ば
思
想
史
研
究
の
分
野

で
も
、
記
録
の
資
料
的
位
置
は
充
分
考
え
つ
め
ら
れ
て
き
た
と
は

と
て
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
学
と
の
隣
接
領
域
で
は
、
す
で

に
五
十
年
ほ
ど
前
か
ら
「
民
衆
思
想
」
史
研
究
が
は
じ
ま
り
す
ぐ

れ
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
記
録
と
い
う

世
界
の
認
識
論
的
分
析
な
ど
は
な
く
、
そ
の
重
要
な
一
角
を
な
す

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
資
料
群
の
意
味
に
つ
い
て
考
え

始
め
た
の
も
つ
い
最
近
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
本
シ
リ
ー
ズ
第
三

巻
「
水
俣
を
表
現
す
る
人
び
と
」（
安
田
執
筆
）
で
『
聞
書
水
俣
民

衆
史
』
の
「
聞
書
」
に
つ
い
て
、「
聞
書
の
も
つ
多
元
性
と
い
う

性
格
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
の
多
角
的
照
射
を
可
能
に

さ
せ
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
浮
上
し
た
要
素
は
、
い
や
お
う
な
く

要
素
間
の
関
係
か
ら
、
新
し
い
問
題
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
と
き
聞
書
は
、
文
献
資
料
の
補
足
で
あ
り
、
事
実

の
確
認
の
手
段
で
あ
る
と
い
っ
た
地
平
を
超
え
て
い
く
の
だ
と
思

う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
面
は
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
人
が

自
ら
の
経
験
を
「
話
す
」
と
い
う
形
態
で
表
現
す
る
と
き
の
、
人

び
と
の
個
人
の
総
体
性
は
、
事
実
確
認
に
解
消
さ
れ
は
し
な
い
の

だ
」
と
書
い
た
の
も
そ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

本
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
「
記
録
の
重
視
」
と
は
「
社
会
」
と
い

う
つ
な
が
り
を
形
成
し
な
が
ら
生
き
る
「
人
び
と
」
の
姿
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
次
元
の
「
記
録
」（
書
か
れ
た
こ
と
、
話
さ
れ
た
こ
と
、
経

験
さ
れ
た
こ
と
、
存
在
す
る
こ
と
）
を
通
し
て
近
似
的
に
表
象
さ
れ
る

（
た
と
え
ば
鶴
見
俊
輔
「
解
説 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
」『
現
代
日
本
思
想

大
系
12
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
）。「
人
び
と
」
は
モ
ノ
を
書
く
こ

と
や
他
者
に
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、

書
き
も
せ
ず
、
人
に
語
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
そ
の
人
の
内
面
に

経
験
と
し
て
沈
黙
の
な
か
に
深
く
定
着
す
る
こ
と
は
あ
る
。

　

た
と
え
ば
無
言
の
う
ち
で
の
戦
争
体
験
の
内
面
化
が
、
そ
の
人

の
「
記
録
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
六
〇
年
安
保
の
と
き
の
よ
う

に
そ
れ
が
行
動
と
し
て
噴
出
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
何
ら
の
表

現
が
見
ら
れ
な
い
と
き
で
も
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と

が
そ
の
人
の
生
き
か
た
の
総
和
と
し
て
実
存
す
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
「
人
び
と
」
と
い
う
視
点
設
定
は
不
可

避
的
に
資
料
の
あ
り
か
た
と
そ
の
方
法
的
再
検
討
を
要
請
し
て
い

る
。

　

本
シ
リ
ー
ズ
は
ふ
つ
う
「
現
代
史
」
に
分
類
さ
れ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
な
か
に
潜
在
し
て
い
る
思
想
史
的
方
法
か
ら
逆
に
本

シ
リ
ー
ズ
を
批
判
的
に
読
み
解
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
私
個
人
の
思
想
史
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
た

と
え
ば
安
田
常
雄
「
解
説
・
思
想
史
の
発
想
と
方
法
」（
安
田
常

雄
・
佐
藤
能
丸
編
『
思
想
史
の
発
想
と
方
法
』
展
望
日
本
歴
史
24
、
東
京
堂

出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
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思
想
と
は
行
動
に
根
拠
を
あ
た
え
る
観
念
の
こ
と
で
あ
り
、
思
想

に
は
「
考
え
ら
れ
た
こ
と
」（
内
容
と
手
続
き
）
と
「
考
え
方
」（
実

質
価
値
と
方
法
）
の
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
理
解

に
立
っ
て
い
る
（
竹
内
好〈
文
責
〉「
講
座
を
は
じ
め
る
に
当
っ
て
」『
近

代
日
本
思
想
史
講
座
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
）。
そ
こ
で
は

「
考
え
方
」
の
側
面
が
重
要
な
の
は
こ
れ
な
し
に
は
思
想
の
生
産

性
を
回
復
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
思
想
史

を
「
対
象
規
定
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
方
法
規
定
と
し
て
と
ら

え
」
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
思
想
の
歴
史
を
あ
つ
か
う
だ
け
で
な
く
、

思
想
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
思
想
を
方
法
と
し
て
歴
史
を
あ
つ
か

う
」
こ
と
と
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
戦
後
日
本
」
に

即
し
て
い
え
ば
、「
戦
後
日
本
思
想
」
の
「
歴
史
」
を
対
象
と
し

て
あ
つ
か
う
だ
け
で
は
な
く
、「
思
想
」
を
方
法
と
し
て
「
戦
後

日
本
」
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
「
戦
後
日
本
」
を
対
象
に
し
た
「
方
法
規
定
と
し
て
の

思
想
史
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
く
り
か
え
し
多
元
的

な
視
点
設
定
の
試
み
を
続
け
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
合
わ
せ
て
文

献
資
料
に
は
じ
ま
り
、
オ
ー
ラ
ル
・
写
真
・
映
像
・
音
声
さ
ら
に

聴
覚
や
嗅
覚
な
ど
も
含
め
て
多
次
元
化
す
る
現
代
史
資
料
の
深
い

森
を
ど
の
よ
う
に
潜
り
抜
け
て
い
け
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
神
奈
川
大
学
特
任
教
授
）
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