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「
日
本
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
」
や
「
日
本
文
化
の
発
信
」
と

い
っ
た
言
葉
が
よ
く
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、そ
の
場
合
、こ

う
し
た
言
葉
の
根
底
を
成
す
べ
き
「
日
本
」
な
る
も
の
は
、

ど
の
よ
う
に
自
己
規
定
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
国
際
社
会

に
お
い
て
強
調
す
べ
き
日
本
の
特
質
、
日
本
の
姿
と
は
何

な
の
か
、
と
い
う
基
本
的
問
題
は
、
脇
に
置
か
れ
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
広
い
意
味
で
の
文
化
外
交
、
国
際
広
報
戦
略
を

考
え
る
に
は
、ま
ず
日
本
自
身
の
「
自
己
規
定
」（
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
）
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
「
自
己
規
定
」
の
回
顧

　

第
２
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
日
本
は
、
自
己
規
定
の
中
心

核
の
大
転
換
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

か
つ
て
、
富
国
強
兵
と
東
洋
の
国
際
秩
序
の
変
革
を
目

指
し
た
日
本
は
、
平
和
で
か
つ
国
際
ル
ー
ル
に
従
う
従
順

な
国
へ
と
転
換
し
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
の
広
報
文
化
外

交
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
い
わ
ば
「
な
い
、
な
い
外

交
」
で
あ
っ
た
。
軍
国
主
義
国
家
で
は
「
な
い
」、安
売
り

で
世
界
市
場
を
荒
ら
す
国
で
は
「
な
い
」

│
そ
の
こ
と

を
世
界
に
示
す
こ
と
が
日
本
の
文
化
広
報
外
交
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
、
平
和
、
民
主
、
経
済
再
建
を
目
指
す
日
本

と
い
う
自
己
規
定
お
よ
び
目
標
と
重
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
「
な
い
、
な
い
外
交
」
は
、
外
交
当
局
が
世
界
に

配
布
し
て
き
た
生
花
カ
レ
ン
ダ
ー
に
象
徴
さ
れ
て
い
た
。

「
カ
レ
ン
ダ
ー
」は
日
本
の
明
日
へ
の
真
剣
な
取
り
組
み
を

日
本
の
「
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

己
規
定
」
と
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象
徴
し
、「
生
花
」
は
平
和
な
日
本
の
姿
を
暗
示
し
て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
つ
と
日
本
の
広
報
文
化
外
交
は
、

「
雪
を
頂
い
た
富
士
山
の
ふ
も
と
を
走
る
新
幹
線
」に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
軍
国
主
義
で
は
な
い
、
安
売
り

を
し
な
い
日
本
か
ら
、
経
済
的
技
術
的
に
発
達
し
た
「
先

進
国
」
と
な
っ
た
日
本

│
そ
れ
が
日
本
の
自
己
規
定
と

な
り
、
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
も
、
雪
の
日
本
の

イ
メ
ー
ジ
が
押
し
出
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
雪
」
は
、
先

進
国
、
す
な
わ
ち
北
側
の
陣
営
の
シ
ン
ボ
ル
だ
か
ら
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
時
代
の
広
報
文
化
外
交
は
、い
わ
ば
（
先
進
国
に
）

「
な
っ
た
、
な
っ
た
外
交
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

や
が
て
日
本
が
経
済
大
国
化
し
て
ゆ
く
に
伴
っ
て
、
日

本
は
単
な
る
先
進
国
の
一
員
で
は
な
く
、「
ダ
ン
ナ
衆
の
一

人
」
と
な
り
、
ま
た
そ
う
な
ろ
う
と
し
た
。

　

国
際
貢
献
が
叫
ば
れ
、
地
方
の
国
際
化
が
合
言
葉
と
な

り
、ダ
ン
ナ
と
し
て
の
風
格
、品
格
が
問
題
と
さ
れ
た
。
文

化
外
交
が
強
調
さ
れ
、金
持
ち
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、文

化
豊
か
な
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
努
力
が
展
開
さ

れ
た
。
同
時
に
、
国
際
社
会
に
お
い
て
金
使
い
の
荒
い
日

本
へ
の
風
当
た
り
が
強
ま
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
ア
メ

リ
カ
と
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
が
強
調
さ
れ
、
ア
ジ

ア
に
対
す
る
「
謝
罪
」
姿
勢
が
明
確
化
さ
れ
た
。

　

自
衛
隊
の
海
外
派
遣
、
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事
国
入

り
へ
の
努
力
、
過
去
の
「
歴
史
認
識
」
問
題
へ
の
取
り
組

み

│
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
実
は
、
日
本
の
自
己
規
定
が

新
し
い
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
言
っ
て

み
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
日
本
の
広
報
文
化
外
交
は
（
し
か

じ
か
の
こ
と
を
）「
や
る
、
や
る
外
交
」
で
あ
り
、
自
ら
を

国
際
社
会
の
中
の
ダ
ン
ナ
衆
の
一
員
と
し
て
位
置
付
け
る

と
い
う
自
己
規
定
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
の
時
代
は

永
続
き
し
な
か
っ
た
。「
失
わ
れ
た
十
年
」の
間
の
経
済
の

停
滞
、「
破
壊
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
政
権
の
登
場
、
そ
し

て
、
政
治
の
不
安
定
、
さ
ら
に
は
中
国
の
台
頭
と
国
際
テ

ロ
リ
ズ
ム
の
横
行

│
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
逆
に
日
本
を

内
向
き
志
向
へ
と
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
日

本
は
、
好
か
れ
る
日
本
、
愛
さ
れ
る
日
本
で
あ
れ
ば
よ
い

と
す
る
風
潮
が
静
か
に
広
ま
っ
た
。
古
い
伝
統
と
超
現
代

の
共
存
と
調
和
な
る
も
の
は
、
一
見
伝
統
と
は
関
係
な
い
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か
の
よ
う
に
見
え
る
超
現
代
の
旗
手
た
ち
に
よ
っ
て
、
逆

に
巧
妙
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

日
本
の
自
己
規
定
は
、
い
わ
ば
「
か
わ
い
い
、
す
て
き

な
日
本
」「
ク
ー
ル
な
日
本
」
に
な
っ
た
（
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
反
動
と
し
て
一
部
に
「
勇
ま
し
い
日
本
」
の
叫
び
が
、

反
中
国
の
潮
流
と
重
な
っ
て
渦
巻
い
て
い
る
）。

自
己
の
定
型
（
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
）
化

　

こ
う
し
た
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
つ

の
、継
続
し
た
線
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
の「
定

型
化
」
で
あ
る
。

　
「
な
い
、
な
い
外
交
」
は
、
ま
さ
に
軍
国
主
義
、
安
売
り

の
日
本
と
い
う
「
世
界
の
目
」
を
そ
の
ま
ま
一
応
う
の
み

に
し
た
上
で
、
そ
う
で
な
い
日
本
を
強
調
す
る
文
化
広
報

外
交
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
を
消
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
平
和
と
経
済
建
設
に

努
め
る
日
本
と
い
う
形
の
「
定
型
」
が
強
化
さ
れ
た
。

　

日
本
の
平
和
主
義
と
は
本
当
は
何
な
の
か
、
経
済
再
建

と
は
国
内
の
革
命
勢
力
を
抑
え
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か

│
そ
う
し
た
側
面
は
一
切
捨
象
さ
れ
た
。

　

先
進
国
に
「
な
っ
た
、な
っ
た
日
本
」
に
つ
い
て
も
、実

は
、
環
境
汚
染
問
題
や
社
会
的
弱
者
対
策
な
ど
を
ほ
と
ん

ど
放
置
し
た
側
面
は
無
視
さ
れ
た
。
ダ
ン
ナ
衆
に
な
っ
て

「
や
る
、
や
る
」
と
言
っ
た
日
本
は
、
自
衛
隊
の
海
外
派
遣

の
問
題
に
せ
よ
、
ア
ジ
ア
の
国
々
へ
の
謝
罪
問
題
に
せ
よ
、

一
種
の
「
踊
り
場
」
で
踊
り
を
（
確
か
に
よ
く
見
れ
ば
か

な
り
見
事
な
踊
り
で
は
あ
っ
た
が
）踊
っ
た
に
す
ぎ
ず
、新

し
い
東
ア
ジ
ア
外
交
の
新
展
開
や
軍
事
力
の
行
使
に
つ
い

て
の
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
は
依
然
と
し
て
基
本
的
に
は
継

続
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
、
あ
る
種
の
自
己
偽
善
と
い
う
意

味
で
の
自
己
の
「
定
型
化
」
は
進
行
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
連
の
過
程
は
、
世
界
の
日

本
を
見
る
目
を
日
本
が
意
識
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
自
己

規
定
を
行
い
、
自
ら
を
そ
の
方
向
に
押
し
進
め
て
い
っ
た

過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
か
つ
て
は
、
こ
の
自
己
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

化
は
、
単
に
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

わ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
を
変
革
し
て

ゆ
く
意
欲
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
平
和
で
民
主

的
な
日
本
、先
進
国
日
本
、ダ
ン
ナ
衆
の
一
員
の
日
本

│
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そ
れ
ぞ
れ
に
は
国
と
し
て
の
目
標
が
あ
り
、
広
報
文
化
外

交
は
、
そ
れ
に
「
連
動
」
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、今
や
こ
の
「
連
動
」
は
（
音
も
立
て
ず
に
）

崩
れ
つ
つ
あ
る
。「
か
わ
い
い
、
す
て
き
な
日
本
」
は
、
一

つ
の
「
現
象
」
の
表
現
に
す
ぎ
ず
、
あ
る
種
の
虚
構
の
世

界
が
現
実
化
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の

現
実
は
、
コ
ス
プ
レ
や
オ
タ
ク
文
化
に
表
れ
て
い
る
よ
う

に
虚
構
と
現
実
の
混
同
の
世
界
の
表
現
で
あ
る
。

　
「
か
わ
い
い
、
す
て
き
な
日
本
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
虚

構
の
日
本
で
あ
る
（
近
年
、
政
府
が
派
遣
し
て
い
る
コ
ス

プ
レ
の
「
か
わ
い
い
大
使
」
は
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言

え
る
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
真
の
姿
は
、
む
し
ろ
、
優
し

い
日
本
、
美
し
い
日
本
、
高
度
に
発
展
し
た
産
業
社
会
で

あ
り
な
が
ら
、
住
み
や
す
く
、
教
育
と
福
祉
と
安
全
対
策

と
環
境
対
策
が
行
き
届
い
た
国
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

コ
ス
プ
レ
や
オ
タ
ク
文
化
は
、
そ
れ
に
対
す
る
若
者
た
ち

の
、
静
か
な
、
そ
し
て
無
害
な
反
逆
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

見
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
そ
の
い
ず
れ
が
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

う
し
た
「
日
本
」
は
、
世
界
か
ら
の
批
判
や
風
当
た
り
に

対
処
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
日
本
の
新
し
い
生
き
方
を
確

立
し
て
ゆ
く
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
自

己
満
足
的
な
「
日
本
」
で
あ
る
こ
と
だ
。

　
「
な
い
な
い
」
日
本
、「
な
っ
た
な
っ
た
」
日
本
、「
や
る

や
る
」
日
本
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（
国
際
社
会
か
ら
の
）
外
的
刺
激
と
、そ
う
な
り
た
い
と
い

う
（
日
本
の
）
内
的
欲
求
の
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
か
わ
い
い
日
本
」
は
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

い
わ
ば
こ
こ
で
、
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

己
規
定
外
交
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
か
わ
い
い
日
本
」
と
い
う
自
己

規
定
に
は
一
つ
の
大
き
な
落
と
し
穴
が
潜
ん
で
い
る
。

　
「
か
わ
い
い
日
本
、す
て
き
な
日
本
」
は
（
台
湾
は
別
と

し
て
）
肝
心
の
日
本
の
隣
国
た
る
中
国
や
韓
国
で
は
必
ず

し
も
十
分
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
韓
流
ブ
ー

ム
や
日
本
の
現
代
若
者
文
化
の
浸
透
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
的
事
件
が
起
こ
る
ご
と
に
韓
国
や
中
国
の
対
日
反
応

は
、
日
本
が
「
か
わ
い
い
日
本
、
す
て
き
な
日
本
」
に
安

住
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

自
ら
を
「
か
わ
い
い
」
と
「
定
型
化
」
し
た
日
本
と
は
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別
の
「
日
本
」
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
の
だ
。

も
う
一人
の
「
他
者
」
た
る
中
国

　

こ
こ
で
、
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

己
規
定
の
確
立
と
は
何
か
を
も
う
一
度
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
自
己
規
定
を
行
う
に
は
「
他
者
」
を
必
要

と
す
る
。
他
人
と
い
う
鏡
が
あ
り
、
そ
こ
に
映
る
自
分
を

見
て
こ
そ
自
己
が
確
立
さ
れ
る
。日
本
に
と
っ
て
長
年
、そ

の
「
他
者
」
は
、
欧
米
（
第
２
次
大
戦
後
は
、
主
と
し
て

ア
メ
リ
カ
）
で
あ
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
は
「
他
者
」
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の
価
値

観
を
日
本
が
受
容
し
、
そ
れ
に
対
応
し
（
同
時
に
）
反
発

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
自
己
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た

（
だ
か
ら
こ
そ
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
従
属
感
」
と
そ
こ
か
ら
の

離
脱
意
欲
は
、
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
の
受
容
や
同
化
の
プ

ロ
セ
ス
に
不
可
欠
の
表
と
裏
の
側
面
で
あ
っ
た
）。

　

し
か
し
、
も
し
中
国
の
経
済
発
展
が
さ
ら
に
続
き
、
政

治
的
安
定
も
そ
れ
な
り
に
維
持
さ
れ
て
ゆ
く
と
す
れ
ば

（
こ
の
仮
定
自
体
、
長
期
的
に
は
問
題
で
あ
る
が
、
当
面
そ

う
だ
と
仮
定
す
れ
ば
）、日
本
は
自
ら
の
自
己
規
定
の
上
で

「
他
者
」
と
し
て
の
中
国
と
、真
剣
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
。

　
「
経
済
発
展
を
遂
げ
、し
か
も
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
の
歴

史
を
持
つ
国
」と
し
て
の
日
本
の
長
年
の
自
己
規
定
は
、あ

る
種
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
や
巨
大

な
中
国
が
、
同
じ
目
標
の
自
己
規
定
を
自
ら
に
課
し
、
そ

の
強
化
を
目
指
し
、
そ
れ
を
世
界
に
発
信
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
日
本
」
は
国
際
社
会
に
お
い
て
影
が
薄
く

な
っ
て
ゆ
く
恐
れ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

昨
今
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
存
在
感
の
減
退
を

嘆
く
識
者
が
多
い
が
、
日
本
の
自
己
規
定
の
仕
方
を
そ
の

ま
ま
に
し
て
、
中
国
に
対
抗
し
、
ア
メ
リ
カ
に
物
を
言
お

う
と
し
て
も
効
果
的
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
の
「
新
し
い
」
自
己
規
定

と
そ
れ
に
根
差
し
た
広
報
文
化
外
交
は
、
い
か
に
あ
る
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
あ
る
種
の
逆
転
の
発

想
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
「
他
者
」
の

転
換
で
あ
る
。
欧
米
で
は
な
く
、今
や
日
本
は
中
国
を「
他
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者
」
と
見
な
し
、
そ
れ
と
日
本
と
の
差
別
化
を
明
確
化
す

る
こ
と
が
新
し
い
自
己
規
定
の
第
一
歩
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

日
本
と
中
国
と
の
大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、
第
２
次
大

戦
後
、
日
本
は
、
戦
闘
行
為
に
参
加
せ
ず
、
平
和
を
守
り
、

ま
た
原
水
爆
を
保
持
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
の
日
本
と

中
国
と
の
違
い
を
さ
ら
に
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
こ
そ
、

中
国
と
の
「
差
別
化
」
の
一
側
面
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
で

は
、
日
米
関
係
の
根
本
に
横
た
わ
る
矛
盾
と
、
あ
る
種
の

「
偽
善
」
に
も
再
検
討
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
）。

　

こ
の
こ
と
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
平
和
国
家
日
本
の

実
体
を
ど
の
よ
う
に
中
国
国
民
に
理
解
せ
し
め
る
か
と
言

う
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
広
報
文
化
外
交
の
中
心
が
置
か
れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
中
国
人
の
多
く
が
、
い

ま
だ
に
日
本
を
軍
国
主
義
国
と
見
な
し
て
い
る
現
状
を
想

起
し
、
そ
れ
に
対
す
る
広
報
文
化
外
交
の
展
開
を
考
え
る

こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
）。

　

次
に
民
主
、
人
権
、
平
等
、
自
由
と
い
っ
た
価
値
観
が

政
治
的
、
社
会
的
に
浸
透
し
た
日
本
と
、
い
ま
だ
こ
う
し

た
点
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
中
国
と
の

差
別
化
で
あ
る
。
人
権
、
民
主
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
の

日
本
の
対
中
対
応
も
、
広
報
文
化
外
交
の
一
環
と
し
て
再

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
国
人
の
対
日
認
識

│
例
え
ば
、
日
本
軍
国
主
義
論

│
と
中
国
内
部
の
民

主
化
の
問
題
と
は
、
か
な
り
の
程
度
連
動
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

　

こ
の
点
と
も
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
謝
罪
」
や
過
去

の
歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
問
題
が
あ
る
。

　

中
国
や
韓
国
へ
の
「
謝
罪
」
は
、
日
中
友
好
や
日
韓
友

好
の
た
め
と
い
う
よ
り
、（
ま
た
、
相
手
国
の
国
民
感
情
に

配
慮
す
る
た
め
の
方
策
と
い
う
よ
り
も
）
む
し
ろ
、
中
国

に
お
け
る
政
治
の
民
主
化
や
人
権
尊
重
、
韓
国
に
お
け
る

権
威
主
義
の
打
破
や
日
本
の
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
の
韓

国
自
身
の
自
己
責
任
の
検
証
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て

（
政
府
で
は
な
く
）日
本
国
民
が
相
手
国
の
市
民
に
直
接
か

つ
率
直
に
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に

こ
そ
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
第
三
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
家
観
の
問

題
が
あ
る
。
も
と
よ
り
日
本
は
、
台
湾
問
題
や
各
種
の
国

境
問
題
を
抱
え
、
あ
る
意
味
で
は
国
家
統
一
の
道
程
を
完
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成
し
た
と
は
言
い
難
い
中
国
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓

舞
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
十
分
理
解
し
て
お
く
必
要
は
あ

る
が
、
他
方
、
そ
こ
に
日
本
と
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
意

識
し
て
行
動
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

日
本
は
、
今
や
自
己
規
定
の
た
め
に
、
伝
統
的
な
意
味

で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
日
本
の
現
在
の
（
表
面
的
に
は
）
自
己
喪
失
と
も
見

え
か
ね
な
い
状
態
は
、
裏
を
返
せ
ば
日
本
国
民
の
大
半
が
、

戦
争
や
紛
争
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

も
っ
て
排
除
す
べ
き
も
の
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
の
中
で
、
国
境
の

意
味
は
変
化
し
、
そ
し
て
人
類
共
通
の
課
題
が
多
く
、
ま

た
大
き
く
浮
上
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
類
共
通
の
課
題

へ
の
取
り
組
み
へ
の
熱
意
と
そ
れ
に
努
力
す
る
国
た
る
日

本
こ
そ
が
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超

え
た
日
本
の
新
し
い
自
己
規
定
で
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　

例
え
ば
、
ア
フ
ガ
ン
の
陶
工
を
日
本
に
招
待
し
て
ア
フ

ガ
ン
の
内
戦
で
破
壊
さ
れ
た
陶
芸
場
の
再
建
に
協
力
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
内
戦
で
敵
味
方
に
分

か
れ
て
心
に
傷
跡
を
負
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
心
の
「
癒
や

し
」
の
た
め
に
子
ど
も
の
た
め
の
演
劇
団
を
派
遣
す
る
こ

と

│
そ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
平
和
構
築
の
過
程
で
の

心
の
癒
や
し
と
心
の
再
建
の
た
め
の
文
化
外
交
こ
そ
、
こ

れ
か
ら
の
日
本
外
交
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
な
お
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
新
し
い
自
己
規
定
は
、
決
し

て
中
国
と
対
立
、
対
抗
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
国
と
政

治
的
理
念
を
で
き
る
だ
け
共
有
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、

経
済
的
相
互
依
存
関
係
を
「
共
同
体
」
に
ま
で
育
て
て
ゆ

く
上
で
の
不
可
欠
の
前
提
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
大
国
と
な
っ
た
中
国
が
そ
の
国
際
的
責
任

を
果
た
す
上
で
、
日
本
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
組
ん
で

ゆ
く
た
め
に
も
、
日
本
の
新
し
い
自
己
規
定
は
長
期
的
に

役
立
つ
で
あ
ろ
う
）。

「
力
」
の
保
持
と
開
眼

　

こ
う
し
た
新
し
い
自
己
規
定
に
基
づ
く
外
交
は
、
あ
る

意
味
で
は
、
理
念
と
信
念
に
基
づ
く
外
交
と
い
う
側
面
を

持
つ
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
外
交
が
国
際
的
批
判
へ
の
対
応
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と
自
己
発
展
目
標
と
の
融
合
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
今
後
は
（
新
し
い
自
己
確
立
の
た
め
に
も
）
一

定
の
国
際
摩
擦
も
止
む
を
得
な
い
と
す
る
外
交
に
転
換
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
そ
う
し
た
外
交
を
裏
打
ち

す
る
軍
事
力
、
経
済
力
、
そ
し
て
政
治
力
が
必
要
で
あ
る
。

国
連
の
下
に
お
け
る
軍
事
的
行
動
へ
の
貢
献
、
ア
ジ
ア
の

経
済
力
と
日
本
経
済
と
の
結
び
付
き
の
強
化
、
そ
し
て
国

内
情
勢
の
安
定
と
国
際
的
人
材
の
育
成
と
い
っ
た
こ
と
な

し
に
、
日
本
の
明
日
の
自
己
規
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

理
念
は
力
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
力
の
行

使
は
理
念
な
く
し
て
は
堕
落
す
る
。
日
本
は
そ
の
意
味
で

は
、
も
う
一
度
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
自
ら
を
確
立
し

よ
う
と
し
た
百
年
前
の
原
点
を
思
い
返
す
必
要
が
あ
る
。

今
か
ら
ほ
ぼ
百
年
前
、
あ
る
詩
人
は
当
時
の
日
本
を
次
の

よ
う
に
表
現
し
た
。

　
　

堅
苦
し
く
、
う
は
べ
の
律
義
を
喜
ぶ
国
、

　
　

し
か
も
、
か
る
は
づ
み
な
る
移
り
気
の
国
、

　
　

支
那
人
な
ど
の
根
気
な
く
て
、
浅
く
利
己
主
義
な
る

　
　

国
、

　
　

亜
米
利
加
の
富
な
く
て
亜
米
利
加
化
す
る
国
、

　
　

疑
惑
と
戦
慄
と
を
感
ぜ
ざ
る
国
、

　
　

男
み
な
背
を
屈
め
て
宿
命
論
者
と
な
り
ゆ
く
国
、

　
　

め
で
た
く
、
う
ら
安
く
万
万
歳
の
国
。

　

今
日
の
日
本
も
、
全
く
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

そ
う
、
こ
の
詩
人
は
言
う
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
人
こ
そ
与
謝
野
晶
子
そ
の
人
で
あ
る
。

　

我
々
は
こ
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
も
う
一
度
自
己
規

定
を
や
り
直
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
広
報
文
化
外
交
を
展

開
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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