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当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
国
家
主
義
的
か
つ
権
威
主
義
的
な
反
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
の
裏
に
は
、
当
然
な
が
ら
、

数
世
紀
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
た
日
本
人
の
あ
る
特
質
が
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
つ
ね
に
く
す
ぶ
り
つ
づ

け
て
お
り
、
さ
し
て
あ
お
り
立
て
ず
と
も
そ
れ
は
再
び
大
き
く
燃
え
上
が
っ
た
し
、
幾
百
年
も
の
武
家
政
治
の
下

に
あ
っ
た
日
本
人
は
、
軍
国
主
義
者
の
主
導
権
主
張
を
唯
々
と
し
て
う
け
い
れ
た
。
幾
世
紀
も
の
間
の
権
威
政
治

に
お
と
な
し
く
服
し
て
い
た
せ
い
で
、
た
い
て
い
の
日
本
人
は
、
再
び
権
威
政
治
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
。
事
実
、
彼
ら
の
多
く
は
、
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
知
的
・
政
治
的
自
由
に

ぎ
ご
ち
な
さ
を
感
じ
て
、
む
し
ろ
も
う
一
度
天
下
り
的
権
威
の
も
と
で
感
情
的
な
安
住
を
得
た
い
、
と
さ
え
考
え

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
封
建
時
代
か
ら
引
き
つ
づ
き
残
っ
て
い
た
、
こ
の
よ
う
な
根
強
い
性
質
が
影
響
し
た
の
で

な
け
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
あ
の
反
動
は
起
こ
り
得
べ
く
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
反
動
そ
の
も
の
が
封

建
政
治
へ
の
復
帰
と
い
う
形
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
度
に
近
代
化
し
た
工
業
国
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
過

去
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
日
本
が
選
ん
だ
の
は
、
か
つ
て
西
洋
の
い
く
つ
か
の
国
が
進
ん
だ

道
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
国
々
で
は
、
日
本
に
お
け
る
と
同
様
、
過
去
の
権
威
政
治
の
精
神
的
遺
産

が
工
業
化
さ
れ
た
現
代
ま
で
そ
の
息
吹
き
を
つ
づ
け
、
さ
ら
に
工
業
化
さ
れ
た
現
代
に
ま
で
溶
け
こ
み
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
で
あ
れ
共
産
主
義
で
あ
れ
、
全
体
主
義
の
無
差
別
奴
隷
社
会
を
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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こ
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
全
体
主
義
政
治
は
、
た
だ
単
に
過
去
の
権
威
政
治
の
ひ
こ
ば
え
で
あ
っ
た
だ
げ
で

な
く
、
日
本
の
近
代
的
政
治
・
経
済
機
構
に
お
け
る
中
央
集
権
的
力
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
九
二

○
年
代
の
民
主
主
義
的
議
会
政
治
の
政
府
が
、
往
時
の
藩
主
も
将
軍
も
、
あ
る
い
は
天
皇
さ
え
も
な
し
え
な
か
っ

た
大
き
な
統
制
力
を
国
民
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
行
使
し
え
た
の
は
、
近
代
的
報
道
伝
達
機
関
と
、
政
治
・
経
済

に
お
い
て
近
代
的
組
織
が
も
つ
技
術
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
普
通
教
育
の
充
実
、
新
聞
・
ラ
ジ
オ
の
発
達
普
及
、

そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
国
民
皆
兵
制
度
―
―
―
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
、
政
権
の
座
に
あ
っ
た
も
の
は
、
以

前
に
は
夢
想
だ
に
で
き
な
か
っ
た
大
き
な
統
制
力
を
、
国
民
の
思
想
に
対
し
て
行
使
し
え
た
の
で
あ
る
。
自
由
主

義
的
な
諸
理
念
や
民
主
主
義
的
な
諸
制
度
が
、
明
治
以
来
の
近
代
化
の
歩
み
か
ら
自
然
に
芽
ば
え
た
ひ
こ
ば
え
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
全
体
主
義
的
な
諸
様
相
も
、
同
じ
く
そ
の
近
代
化
の
歩
み
か
ら
自
然
に
芽
ば
え
た
ひ

こ
ば
え
で
あ
っ
た
。
近
代
化
の
歩
み
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
対
照
的
な
二
つ
が
成
熟
す
る
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
時
間
が

か
か
っ
た
が
、
そ
の
両
方
と
も
、
あ
の
明
治
維
新
と
い
う
統
御
さ
れ
た
革
命
か
ら
ほ
と
ん
ど
同
時
に
生
ま
れ
出
た

も
の
な
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
、
従
来
ま
っ
た
く
相
桔
抗
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
左
右
二
つ
の
勢
力
が
、

奇
妙
に
ま
ざ
り
合
っ
て
い
る
こ
の
日
本
の
現
象
は
、
さ
ら
に
新
た
な
不
気
味
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
平
等
主
義

的
理
想
や
科
学
知
識
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
的
後
進
的
な
諸
国
に
お
い
て
全
体
主
義
的
に
悪
用
さ
れ
て
い
る
現

象
に
は
、
こ
こ
数
十
年
来
わ
れ
わ
れ
は
す
っ
か
り
な
じ
み
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
怖
る
べ
き
現
象
が
ア
ジ

ア
に
も
起
こ
り
得
る
こ
と
を
は
じ
め
て
如
実
に
示
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
ジ
ア
第
一
の
先
進
国
日
本
で
あ
つ 

た
の
で
あ
る
。 
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こ
う
し
た
不
穏
な
傾
向
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
ゆ
っ
く
り
と
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
ず
に
成
長
し
、
や
が
て
一
九

三
〇
年
代
に
入
る
や
、
陸
海
軍
青
年
将
校
そ
の
他
反
動
諸
勢
力
の
推
進
す
る
急
進
的
な
軍
国
主
義
、
狂
信
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
反
自
由
・
反
民
主
主
義
的
な
偏
狭
思
想
が
突
如
と
し
て
世
を
お
お
い
、
そ
れ
に
先
立
つ
十
年
同

の
支
配
的
な
思
潮
は
ま
た
た
く
間
に
く
つ
が
え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
の
寡
頭
政
治
に
つ
い
で
日
本

の
政
治
を
担
当
し
た
の
は
、
官
僚
、
財
界
人
、
政
党
政
治
家
の
提
携
に
ょ
っ
て
推
進
さ
れ
、
都
市
中
産
階
級
に
ょ

っ
て
か
な
り
積
極
的
に
支
持
さ
れ
た
議
会
政
治
で
あ
っ
た
。
だ
が
今
や
そ
の
議
会
政
治
は
、
国
粋
主
義
団
体
の
騒

騒
し
い
支
援
と
地
方
住
民
の
無
言
の
支
持
を
う
け
た
軍
国
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
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ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
。
宣
教
師
の
子
と
し
て
生
れ
、
十
六
歳
ま
で
日

本
で
過
し
た
。
一
九
三
一
年
オ
バ
ー
リ
ン
大
学
を
卒
業
し
、
三
二
年
日
本

お
よ
び
中
国
の
歴
史
と
文
化
を
研
究
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
修
士
号

を
取
得
。
三
三
～
三
八
年
パ
リ
、
日
本
な
ど
に
留
学
。
三
九
年
慈
覚
大
師

円
仁
の
研
究
で
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
か
ら
博
士
号
を
取
得
。
同
大
学
で
教
鞭

を
と
る
。
戦
後
、
六
一
～
六
六
年
日
本
駐
在
大
使
と
な
り
，
学
者
大
使
と

し
て
日
米
親
善
に
貢
献
し
た
。 


