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フ
リ
薯
ド
リ
ツ
ヒ
・

矢
田
俊
隆
訳

マ
イ
ネ
ッ
ケ
著

『
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国
家
1

　
　
　
ー
ド
イ
ッ
国
民
国
家
発
生
の
研
究
i
』

　
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
書
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ
ヒ
・

マ
イ
ネ
ヅ
ケ
の
三
大
著
述
の
う
ち
の
最
初
の
一
つ
で
あ
る
「
世
界
市
民
主
義
と

国
民
国
家
ー
ド
イ
ッ
国
民
国
家
発
生
の
研
究
1
』
の
邦
訳
で
あ
る
。
こ
の
著
作

に
つ
い
て
は
同
じ
く
矢
田
俊
隆
教
授
に
よ
つ
て
、
今
を
去
る
二
十
五
年
前
に
第

一
部
が
邦
訳
せ
ら
れ
、
斯
学
を
志
す
研
究
者
の
多
く
は
稗
益
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
た
び
最
新
の
第
七
版
（
一
九
二
八
年
版
）
を
底
本
と
し
て
訳
出
さ

れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
訳
者
の
矢
田
教
授
に
よ
れ
ば
「
ま
ず
第
一
に
、
旧

訳
は
本
書
の
第
六
版
（
醐
九
二
二
）
を
底
本
と
し
た
た
め
に
．
そ
の
あ
と
で
出
た

最
新
の
第
七
版
に
く
ら
べ
て
、
種
々
の
点
で
不
十
分
で
あ
つ
た
。
第
七
版
は
、

第
六
版
に
く
ら
べ
《
．
本
文
に
も
か
な
り
の
文
章
が
加
筆
さ
れ
ー
こ
の
点
は
、

マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
自
分
で
意
識
し
て
い
る
以
上
で
あ
る
ー
．
そ
の
う
え
、
注
に
お

い
て
は
．
お
び
た
だ
し
い
数
の
重
要
な
増
補
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
…
…
一
年

あ
ま
り
全
力
を
か
た
む
け
て
旧
訳
書
を
徹
底
的
に
再
検
討
し
た
う
え
、
あ
ら
た

　
　
　
　
紹
介
乞
批
評

に
第
七
版
を
底
本
に
し
て
・
ま
ず
第
一
部
の
改
訳
を
完
成
す
呑
こ
と
が
で
き
た
ひ

し
た
が
つ
て
こ
の
訳
書
は
、
す
つ
か
り
面
目
を
一
新
し
た
．
む
し
ろ
新
訳
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
旧
訳
の
誤
り
は
で
き
る
か
ぎ
り
訂
正
し
、
表
現
も
平

明
な
現
代
調
に
あ
ら
た
め
、
日
本
語
と
し
て
読
み
や
す
い
こ
と
を
．
ま
ず
心
が

け
た
。
』
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
言
葉
の
と
お
り
表
現
も
現
代
調

で
あ
り
当
用
漢
字
や
か
な
づ
か
い
に
も
改
め
ら
れ
て
戦
後
の
国
語
教
育
を
う
け

た
学
生
諸
君
に
対
し
て
も
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
の
歴
史
感
覚
や
政
治
思
想
を
伝
え
る
の

に
適
切
な
新
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
マ
イ
ネ
ッ
ゲ
史
学
の
全
容
を
伝
え
る
三
大
著
述
は
、
こ
こ
に
邦
訳
さ
れ
た

「
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国
家
」
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
公
刊
さ
れ
た
「
近
世

史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
」
お
よ
び
「
歴
史
主
義
の
成
立
』
で
あ
り
、
こ

の
三
大
労
作
に
関
し
て
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
史
学
の
継
承
者
の
一
人
で
あ
る
ヴ
ァ
ル

タ
ー
・
ホ
ー
フ
ァ
！
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
の
政
治
理
論
・
政
治
哲
学
を
く
ま
な
く
検

討
し
た
。
そ
し
て
や
が
て
あ
る
と
き
．
倫
理
と
政
治
と
の
関
係
が
彼
の
関
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
モ
ユ
ヨ

前
景
に
現
わ
れ
で
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
権
ガ
の
魔
力
』
が
よ
う
や
く
彼

に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
第
一
次
抵
界
大
戦
中
の
こ
と
で
あ
つ

た
。
『
国
家
理
性
の
理
念
』
は
こ
の
戦
争
体
験
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
書
の
発
展
史
的
な
中
心
思
想
は
戦
争
前
の
時
代
に
発

し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
個
体
の
理
念
で
あ
る
が
．
こ
の
理
念
は
、
マ
イ
ネ

ヅ
ケ
の
『
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国
家
』
に
関
す
る
最
初
の
理
念
史
的
大
著
に

お
い
て
、
す
で
に
近
代
的
歴
史
意
識
の
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
理
念
史
的
大
著
の
三
部
作
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
五
　
（
齢
八
八
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

お
の
ず
か
ら
一
つ
の
根
本
的
な
テ
蓋
マ
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三

部
作
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
あ
た
か
も
あ
る
古
典
的
な
交
響
楽
ー
ー
現
代
ド
イ
ッ
の

歴
史
記
述
に
お
け
る
唯
一
の
歴
史
的
・
政
治
的
・
哲
学
的
な
思
索
と
探
究
の
交

響
楽
ー
ー
の
一
楽
章
で
あ
る
か
に
も
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
．
た
と
え
い
か
に

テ
ー
マ
的
に
は
同
根
の
統
一
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
し
て
も
．
そ
れ
ぞ
れ
の

労
作
を
支
配
し
て
い
る
気
分
は
ま
つ
た
く
相
異
る
。
は
と
ん
ど
華
麗
な
ま
で
に

燦
然
と
光
り
輝
き
、
楽
観
的
な
生
へ
の
期
待
に
支
幻
ら
れ
て
い
る
の
が
第
一
の

労
作
嚇
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国
家
』
で
あ
り
．
悲
劇
的
で
し
か
も
英
雄
的
、
不

銘
和
音
に
み
ち
な
が
ら
し
か
も
自
己
主
張
の
意
志
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
が
第
二

の
労
作
『
国
家
理
性
の
理
念
』
、
澄
み
き
つ
た
、
い
や
死
の
前
の
光
に
も
似
た

光
明
を
た
た
え
た
老
年
の
智
慧
の
労
作
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
不
可
知
論
と
諦
念

の
色
合
を
も
ま
じ
え
て
い
る
．
そ
れ
が
第
三
の
労
作
『
歴
史
主
義
の
成
立
』
で

あ
る
．
し
か
し
．
こ
れ
ら
す
べ
て
の
労
作
は
、
た
ん
に
ド
イ
ツ
の
歴
史
記
述
に

お
け
る
完
成
さ
れ
た
学
問
的
・
言
語
芸
術
的
業
績
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
歴

史
的
生
を
理
解
せ
ん
と
す
る
強
靱
な
精
神
の
戦
い
の
表
現
な
の
で
あ
り
、
ド
イ

ツ
現
代
史
の
三
つ
の
異
る
発
展
段
階
の
一
個
の
卓
越
せ
る
精
神
に
お
け
る
表
現

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
』
e
一
〇
固
8
ユ
霞
ω
§
蓄
鼠
8
ロ
貯
留
㎏
ぎ
ま
冨
昌
O
曾

9
気
o
犀
o
．
く
8
嬉
ユ
畳
畠
冒
の
宣
9
寄
噂
国
宣
畠
睾
レ
雷
S
刊
行
者
の
序
文
．
邦
訳
二

ー
三
頁
参
照
）
と
い
つ
て
い
る
が
、
　
こ
の
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
言
葉
は
マ
イ
ネ
ヅ
ケ

史
学
の
真
髄
を
正
に
適
切
に
評
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
フ
ラ
ソ
ツ
・
シ
．
ユ
ナ
ー
ペ
ル
に
よ
つ
て
「
歴
史
的
方
法
の
貴
重

な
洗
練
と
歴
史
的
認
識
の
比
類
な
き
深
化
」
と
評
さ
れ
．
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ

ー
チ
ェ
に
よ
つ
て
「
こ
れ
は
現
代
の
哲
学
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
新
し
い
哲
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
（
編
八
八
八
）

歴
史
記
述
の
一
時
期
の
幕
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
』
と
い
わ
せ
し
め
た
㌣
イ

ネ
ッ
ケ
史
学
の
独
特
な
方
法
．
彼
の
特
殊
理
念
史
的
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
つ
た
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
彼
自
身
の
「
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国

家
』
の
第
二
版
（
一
九
一
一
年
）
の
序
言
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
「
本
書
は
、
次
の
よ
う
な
信
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
．
ド
イ
ッ
の
歴
史
研

究
は
．
そ
の
方
法
的
作
業
の
貴
重
な
伝
統
を
放
棄
す
る
こ
と
な
し
に
．
し
か
も

ま
た
．
国
家
生
活
膠
文
化
生
活
の
も
ろ
も
ろ
の
重
要
な
力
と
と
も
に
自
由
に
活
動

し
．
ま
た
そ
れ
ら
の
力
と
自
由
に
接
触
す
る
ま
で
に
、
高
め
ら
れ
な
く
て
は
な

δ
な
い
。
ド
イ
ッ
の
歴
史
研
究
は
、
自
己
の
固
有
の
本
質
と
目
的
を
そ
こ
な
う

こ
と
な
し
に
．
も
つ
と
勇
敢
に
、
哲
学
と
政
治
に
ゆ
あ
み
し
て
も
よ
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
．
そ
れ
は
．
普
遍
的
で
あ
る
と
同
時
に
国
民
的
で
あ
る
こ

と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
自
己
の
固
有
の
本
質
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
．
と
い
う
信
念
に
。
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
こ
の
短
い
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
歴
史

の
方
法
に
関
す
る
提
言
は
、
ま
さ
に
歴
史
学
界
に
お
け
る
画
期
的
な
事
件
で
あ

つ
た
と
い
い
え
よ
う
。

　
ホ
ー
フ
ァ
置
は
「
事
実
そ
の
新
し
い
方
法
に
よ
つ
て
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
狙
つ
て

い
る
点
は
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
念
史
が
一
般
史
の
不
可
欠
の
構
成
部
分
で

あ
る
こ
と
を
実
地
に
検
証
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
歴
史
叙
述

を
哲
学
さ
ら
に
政
治
と
接
触
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
新
た
に
実
り
豊
か
な
も
の

に
す
る
こ
と
．
そ
し
て
歴
史
叙
述
を
そ
の
専
門
化
的
・
実
証
主
義
的
傾
向
の
た

め
に
陥
つ
て
い
た
ギ
ル
ド
的
な
停
滞
性
か
ら
救
い
上
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
．

根
本
的
に
は
こ
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
自
身
が
か
つ
て
ぎ
ー
ロ

ヅ
パ
精
神
史
の
根
源
的
問
題
も
と
名
づ
け
た
も
の
．
す
な
わ
ち
理
念
と
現
実
の



両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
前
揚
書
四
頁
）
と
い
つ
て
い

る
．
マ
イ
ネ
ッ
ケ
自
ら
『
物
語
的
な
歴
史
学
か
ら
問
題
史
的
な
歴
史
学
へ
の
転

回
』
と
晩
年
の
回
想
に
お
い
て
称
し
た
こ
の
歴
史
学
方
法
の
転
回
は
．
今
ぼ
に

お
い
て
も
な
お
そ
の
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
い
の
み
か
．
ひ
き
つ
づ
き
重
要
な

問
題
提
起
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
矢
田
教
授
は

訳
者
の
「
あ
と
が
き
』
に
お
い
て
．
「
現
在
の
時
点
で
本
書
を
通
読
す
る
と
き
．
わ

れ
わ
れ
は
、
依
然
と
し
て
ふ
か
い
感
銘
と
教
訓
を
う
け
す
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
特
に
わ
た
し
は
．
本
書
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
る
教

訓
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
た
い
と
思
う
。
第
一
は
．
歴
史
研
究
に
お
け
る
、

ふ
か
い
意
味
で
の
総
合
的
把
握
の
必
要
で
あ
る
。
最
近
の
ー
こ
と
に
現
代
史

に
か
ん
す
る
ー
お
び
た
だ
し
い
史
料
の
出
現
や
専
門
的
研
究
領
域
の
細
分
化

ぱ
、
社
会
の
進
展
に
と
も
な
う
当
然
の
現
象
で
あ
り
、
個
々
の
分
野
で
、
マ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
や

ネ
ヅ
ケ
の
時
代
に
く
ら
べ
て
け
た
ち
が
い
に
き
め
の
こ
ま
か
い
成
果
を
生
み
だ

し
て
い
る
こ
と
は
．
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
最
近
の
学
界
の
い
わ

ゆ
る
メ
リ
ッ
ト
甜
シ
ス
テ
ム
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
．
時
に
は
新
奇
を
て
ら
う
だ
け

で
根
の
浅
い
末
梢
的
な
研
究
に
か
た
む
き
や
す
い
弊
害
が
み
ら
れ
る
し
、
ま
た

そ
う
で
な
く
て
も
、
各
分
野
の
お
び
た
だ
し
い
精
緻
な
研
究
成
果
を
結
び
つ
け

て
．
統
合
的
な
歴
史
像
を
構
築
す
る
仕
事
は
．
い
つ
た
い
だ
れ
の
手
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
』
　
（
三
五
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ

の
問
題
は
、
歴
史
学
界
に
お
け
る
重
大
関
心
事
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
政
治

学
、
経
済
学
等
の
社
会
科
学
界
に
お
い
て
も
新
た
な
課
題
と
し
て
再
検
討
す
べ

き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
近
年
の
政
治
学
研
究
の
状
況
を
一
瞥
し
て
み
る
に
、
専
門
的
研
究
領
域
の
細

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

分
化
と
、
個
々
の
領
域
の
精
密
化
は
．
往
時
に
お
い
て
は
想
像
も
し
え
な
い
ほ

ど
徹
底
化
さ
れ
っ
つ
あ
る
分
で
あ
る
が
、
極
端
な
科
学
主
義
の
結
果
、
微
視
的

に
な
り
す
ぎ
て
、
政
治
学
の
全
体
像
を
画
ぎ
出
す
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
を
呈

し
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
が
歴
史
研
究
に
お
い
て

「
自
己
の
固
有
の
本
質
と
目
的
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
し
に
、
も
つ
と
勇
敢
に
哲

学
と
政
治
に
ゆ
あ
み
し
て
も
よ
い
』
と
大
胆
に
提
言
し
た
こ
と
は
．
現
代
に
お

い
て
も
新
た
な
意
味
を
も
つ
た
提
言
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
の
研

究
に
お
い
て
そ
の
固
有
の
本
質
と
目
的
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
し
に
．
も
つ
と
勇

敢
に
哲
学
と
歴
史
に
ゆ
あ
み
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
い
で
あ
ろ
う

か
。

　
さ
て
、
こ
の
邦
訳
書
は
次
の
十
二
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
．
一
括
し
て
あ
げ

て
み
る
な
ら
ば
．
第
一
章
　
国
民
、
国
民
国
家
お
よ
び
世
界
市
民
主
義
に
つ
い
て

の
榊
般
的
考
察
．
第
二
章
　
七
年
戦
争
以
後
の
国
民
お
よ
ぴ
国
民
国
家
．
第
三

章
　
十
八
世
紀
九
十
年
代
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
“
フ
ォ
ソ
駐
フ
ン
ポ
ル
ト
．
第
四
章

ヴ
ァ
ー
リ
ス
お
よ
び
初
期
β
マ
ン
主
義
の
年
代
に
お
け
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
封
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
第
五
章
政
治
的
ロ
マ
ソ
主
義
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
躍
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
．
第
六
章
　
一
八
〇
六
－
一
八
一
三
年
代
に
お
け
る
フ

ィ
ヒ
テ
と
ド
イ
ッ
国
民
国
家
の
理
念
、
第
七
章
　
一
八
O
八
－
一
八
一
三
年
代

に
お
け
る
ア
ダ
ム
聾
ミ
ュ
ラ
ー
、
第
八
章
　
一
八
一
二
…
一
八
一
匠
年
代
の
シ

ュ
タ
イ
ソ
．
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ゥ
お
よ
び
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
除
フ
ォ
ソ
鋸
フ
ソ
ボ
ル
ト
．

第
九
章
　
玉
政
復
古
時
代
へ
の
移
行
、
世
論
の
い
ち
べ
つ
、
第
十
章
　
ハ
ラ
ー

と
フ
リ
：
ド
リ
ヒ
闘
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の
サ
ー
ク
ル
、
第
十
一
章
　
ヘ
ー
ゲ

ル
、
第
十
二
章
　
ラ
ソ
ケ
と
ピ
ス
マ
ル
ク
、
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
（
』
八
八
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
挑
評

　
さ
て
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
こ
の
著
作
に
お
い
て
披
涯
し
た
「
国
民
主
義
』
の
理

念
は
．
結
論
的
に
次
の
諸
点
に
要
約
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
は
．
現
実

の
特
殊
性
と
政
治
権
力
の
存
在
を
無
視
し
て
し
ま
う
理
想
主
義
は
、
そ
れ
が
い

か
に
進
歩
的
で
あ
つ
て
も
．
歴
史
を
形
成
す
る
原
動
力
と
は
な
り
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
．
第
二
に
、
国
民
国
家
と
は
、
そ
の
国
家
体
制
の
内
部
に
充
実
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
民
生
活
を
包
含
す
る
国
家
の
こ
と
で
あ
つ
て
．
そ
の
国
民
国
家
が
対
外
的
に

自
主
性
を
維
持
し
う
る
に
は
強
力
な
権
力
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
。
第
三
に
、
世
界
は
自
主
的
権
力
国
家
の
併
存
を
前
提
と
し
て
い
る
か

ら
．
国
家
相
互
間
の
同
盟
や
敵
対
関
係
は
．
そ
の
時
々
の
歴
史
的
事
情
の
も
と

に
お
け
る
各
国
家
自
身
の
利
害
関
係
に
基
く
も
の
で
あ
り
．
決
し
て
永
久
不
変

の
規
範
的
原
理
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
四
に
、
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
．
非
道
徳
的
．
非
精
神
的
な
政
治
は
甚
だ
危
険
で
あ
り
、
世
界
主

義
と
国
民
主
義
は
相
互
に
決
し
て
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
者
は

後
者
へ
架
橋
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
諸
点
で
あ
る
。

　
こ
の
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
の
指
摘
は
．
こ
の
著
作
の
あ
ら
わ
れ
た
二
十
世
紀
初
頭
の

ド
イ
ツ
と
世
界
政
治
を
そ
の
現
実
的
背
景
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
．
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
、
現
在
な
ら
び
に
将
来
の
複
雑
な
国
際
政
治
の
動
向

を
と
ら
え
る
上
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
矢
田
教
授
の
新
訳
を
得
た
機
会
を
と
ら
え
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ

史
学
と
こ
の
書
の
持
つ
意
義
を
わ
ず
か
に
紹
介
し
て
み
た
。
重
ね
て
い
う
ま
で

も
な
く
．
ド
イ
ッ
政
治
思
想
史
の
い
か
な
る
領
域
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
対
象

と
し
て
研
究
に
志
す
も
の
に
と
つ
て
こ
の
書
は
．
必
ず
一
度
は
通
過
す
べ
き
古

典
的
名
著
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
棚
訳
の
労
を
厭
わ
ず
、
こ
の
た
び
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
・
　
（
一
八
九
〇
）

装
を
禄
ど
こ
さ
れ
て
本
書
を
衝
学
の
た
め
に
．
公
刊
さ
れ
た
矢
田
教
授
に
深
い

感
謝
の
念
を
捧
げ
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
本
書
の
第
二
部
が
一
日
も
早
く
公
刊

さ
れ
る
こ
と
を
期
し
て
待
ち
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
三
年
七
丹
発
行
　
岩
波
書
店
定
価
七
百
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
　
真
鋤
）


