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日
本
人
の
国
家
意
識
に
つ
い
て

―
―
そ
の
比
較
思
想
史
的
考
察
―
―

課

題

と

視
点

こ
の
小

論
は
、
主
と
し
て

日
本
古
代
学
と

い
う
べ
き
領
域
か
ら
、
日
本
人

の
国
家
意
識
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
日
本
人

の
国
家

意
識
あ

る
い

は
政
治
・
法
意
識
を
比
較
思
想
史
的
に
考
察
す

る
と
い
う
こ
と

も
、
そ
れ

に
哲
学
的
、
理
論
的
興
味
、
さ
ら
に
は
観
照
的
、
第
三
者
的
態
度

で

向
か
う
な
ら
ば
、
こ

の
学
会
を
比
較
哲
学
会
で

は
な
く
、
比
較
思
想
学
会

と
名

づ
け
ら
れ
た
創
設
者
の
深
慮

に
沿
わ
な
い
も
の
と

な
る
で
あ
ろ

う
。
国

家
論

の
中
心

は
正
義

に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
最

も
正
義

に
敏
感

な
は
ず

の
法

律
学
者

は
現
行
法
規

の
解
釈

に
忙
し
す
ぎ
、
専
門
の
性
質
上
法

哲
学
や
比
較

憲
法
論

の
領
域

に
期
待
さ
れ

る
。
政
治
学
は
国
家
の
動

的
側
面

を
専
門
と
す

る
が
、
現
実
政
治

の
舞
台

に
お
け
る
ド
ラ
マ
の
解
説
や
批
評

は
た
し

か
に
お

も
し

ろ
い
け
れ
ど
、
政
治
史
全
体
を
視
野
に
お
い
た
日
本

の
、
わ
れ
わ
れ
自

身

の
国
家

の
今
日
的
構
築
に
つ
い
て

の
問
題
提

起
を
望
み
た
い
。
ま
た
哲
学

に
関
し
て

は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
、
国
家
は
そ

の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
し
、

払
え
ど
も
払
え
ど

も
う
る
さ
く
た
か
っ
て
く
る
虻
や
蠅
の
よ
う

に
、
国
家
の

在

り
方

を
問

い
つ
づ
け
、
そ
の
た
め
に
自
ら
殉
ず
る
こ
と
と
な

っ
た
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
『
国
家
篇
』

の
占
め
る
地

位
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
ま
た
近
代
に
お
け
る
口
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
も
自
己
の

国
家
の
変
革
の
た
め
に
思
索
し
た
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
「
対
話
法
論
理
」
（
「
弁

証
法

論
理
」

な
ど
と

い
う
む
ず
か
し
い
呼
び
方
は
好

み
に
委
ね

る
が
）
も
、

そ
れ
は
自
己
と
国

家
の
何

た
る
か
を
解
明
す
る
思
索
の
道
具
で

あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
日
本
人

は
国
家

に
つ
い
て
無
関
心
と
い
う
の
か
従
順
と

い
う

の
か

わ
か
り
に
く
い
。
こ
れ
は
近
く
は
昭
和
元
禄

（
も
う
平

成
元
禄

か
）
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
平

和
と
贅
沢

に
慣
れ
。
男

た
ち
さ
え
享
楽
や
マ
イ
ホ
ー
ム
以

芝
　
　
　
　
　
　
烝



外
、
社
会
の
こ
と
も
国
家
の
こ
と
も
、
我
関
せ
ず
焉
と
い
う
風
潮
の
せ
い
で

あ
る
の
か
、
少
し
遡
っ
て
も
第
二
次
大
戦
後
の
社
会
変
革
も
所
詮
は
占
領
軍

か
ら
の
他
律
で
し
か
な
く
、
明
治
維
新
す
ら
外
圧
の
下
で
の
下
級
武
士
主
導

と
い
う
性
格
を
免
れ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
は
、
国
家
の
こ

と
、
政
治
の
こ
と
は
や
は
り
お
上
（
カ
ミ
）
の
こ
と
と
し
て
慣
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
個
人
と
し
て
は
弱
い
け
れ
ど
も
、
一
旦
衆
を
恃
む

と
雷
同
風
の
ご
と
く
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
民
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て

培
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
家

と
は
何

か

さ
て
国
家
意
識
と
い
う
か
ら
に
は
、
国
家
な
ら
び
に
政
治
・
法
な
ど
に
つ

い
て
一
応
の
理
解
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
国
家
は
最
高
度
の
政
治
体
・

権
力
体
で
あ
る
。
国
家
の
三
要
素
は
人
民
・
領
土
・
主
権
で
あ
り
、
主
権
す

な
わ
ち
統
治
権
は
二
つ
の
側
面
を
も
ち
、
対
内
的
に
は
最
高
、
対
外
的
に
は

独
立
を
要
求
す
る
。
国
家
が
そ
の
部
分
社
会
と
し
て
の
他
の
力
よ
り
優
越
し

て
い
な
け
れ
ば
分
裂
国
家
で
あ
り
、
ま
た
対
外
的
に
独
立
を
維
持
し
え
な
け

れ
ば
属
国
で
あ
り
、
主
権
そ
の
も
の
を
失
え
ば
植
民
地
で
あ
る
。

次
に
政
治
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
般
に
支
配
と
か
統
治
と
か
い
わ
れ
る
。

政
治
の
定
義
は
政
治
学
者
の
数
だ
け
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
た
く
し
は
一

応
「
政
治
と
は
、
集
団
に
お
け
る
利
害
の
対
立
と
か
、
勢
力
の
抗
争
と
か
を

調
整
・
統
合
し
て
統
一
的
な
決
定
を
つ
く
り
出
す
指
導
的
作
用
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
し
た
い
。
政
治
の
こ
の
よ
う
な
動
的
な
作
用
の
側
面
に
対
し
て
、

そ
の
静
的
な
側
面

、
つ

ま
り
権
利

の
体
系
・
秩
序
を
法
と

い
う
こ
と

が
で
き

る
。
法
と

い
う
語

が
権
利
と

か
正
義
と
か
い
う
意
味
を
も
っ
て

い
る
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。

国
家

の
起
源
は
何
か
。
大
ま
か
に
い
っ
て
三
つ
の
考
え
方

に
な
ろ
う
。
一

つ

は
、
自
然
発
生
説
と
か
有
機
体

説
と
い

っ
て
も
よ
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

な
ど
以
来
の
、
家
族
や
共
同

体
の
拡
大
し
た
も
の
と
す
る
考
え
方
で

あ
る
。

第
二
は
、
近
代
の
社
会
契
約
説
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
の
そ
れ
ら
の
ご
と
く

で
あ
る
。
第

三
に
は
、
国
家

の
起
源
は
戦
争
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ

る
。

第
一
の
説
は
全
く
受
け
入
れ
難
い
。
第
二

の
契
約
説
は
、
近
代
市
民
国
家
の

成
立
を
説
明
す
る
た

め
の
虚
構
で
は
あ
る
が
、
一
面

の
真
理

を
も
っ
て
い
る
。

し

か
し
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的

に
国
家
は
そ

の
起
源

に
お
い
て
戦

争

の
産
物
で

あ
る
と

い
う
事
実

を
依
然
と
し
て
そ

の
根
柢
に
ひ
き
ず
っ
て

い

る
。
た
だ
単
な
る
ム
レ
（
群
）
と
し
て
の
ム
ラ
（
村
）
は
ク

ニ
（
国
）
で

は

な
い
。
国
は
そ

れ
ら

の
戦

い
と

い
う
決
定
的
な
出
来
事

に
よ

っ
て
は
じ
め
て

成
立
す
る
。
た
と
え
小
さ

な
ポ
リ
ス
と
か
村
落
国
家
の
よ
う
な
も
の
で

も
、

国
と
い
う
か
ら

に
は
支
配
者
と
被
支
配

者
、
勝
者
は
貴
い
氏
族
・
部

族
、
す

な
わ
ち
貴
族

、
敗
れ

た
そ
れ
ら

は
奴
隷
で
あ
る
。
日
本
の
古
代
国
家
も
例
外

で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
な
ど
の
よ
う
に
大
規
模
な
奴
隷
制
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ

る

が
、
し

か

し
例
の
『
魏
志
』
の
「
東
夷
伝
」
中
「
倭

人
」

の
項
に
は
明
ら
か
に
「
男
女
生
口
三
十
人
ヲ
献
上

ス
」
と

か
、
「
生
口
・

財
物
」
な
ど
と
、
奴
隷
が
貢
物

と
さ
れ
た
証

左
が
遺

さ
れ
て
い
る
。



新

撰

姓

氏

録

に

お
け

る
社

会
構

成

平
安
初
期
、
嵯
峨
天
皇
の
光
仁
六
年
（
八
一
五
年
）
勅
命
に
よ
り
編
纂

さ
れ

た

『
新
撰

姓
氏

録
』
は
今
日
の
い
わ
ば
国

勢
調
査

と
も
い
う
べ
き

も
の
で
、

姓
氏

の
混
乱
を
正
す
た
め
、
大
和
時
代
以

前
か
ら
試
み
は
あ
っ
た
ら
し

い
が

と

も
か
く

も
こ

の
時

に
成
立
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
京
畿
を
中

心
と
し

た

も

の
で
あ

る
が
、
当
時

の
姓
氏
の
状
況

が
あ
る
程
度
推
測
さ
れ
る
貴

重
な
資

料
で
あ

る
。
こ
れ

に
よ
る
と
姓
氏
の
総
数

は
一
一
八
二
氏
、
そ
れ
を
皇
別
・

神
別
・
諸
蕃

の
三
種
に
区
別
し
て
い
て

、
皇
別
は
天

皇
家
か
ら
の
別

れ
、
神

別

は
八
百
万
の
神

々
、
つ
ま
り
従
前
か
ら
の
先
住
の
氏
族
、
諸
蕃

は
当
時

の

渡
来
諸
氏
族
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
概
数
一
一
〇
〇
氏
中
、
右
の
三

者

が
ほ
ぼ
三
分

の
一
ず
つ
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ

は
何
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
社
会

に
お
い
て
は
か
な
り

は
っ
き
り
と
し

た
氏
族

の
系
譜

の
区
別
が
あ

っ
た
。
先
住

の
氏
族
の
内

容
は

わ
れ
わ
れ

の
み

る
と
こ

ろ
で

は
、
基
層
を
な
し
た
縄
文
人
た
ち
の
そ
れ
を
支

配
し
た
後
来

の
弥
生
人

の
諸
氏
族
で

あ

っ
た
。
つ
ま
り
国
ッ
神
た
ち
の
子

孫

で
あ

る
。
最
後

に
大
和
国
家
を
統
一
し
た
天

孫
系

の
人
び
と
、
そ
れ
と
当
時

の
渡
来
人
と

の
三
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
三
種
の
人
び
と
が
千

二
百
年

後

の
今
日

ほ
と

ん
ど
区
別
で
き
な
い
。
も
ち
ろ

ん
全
く
で

は
な
い
、
と
い
う

の
は
今
日
で
も
な

お
遺

っ
て
い
る
神
社

の
系
譜
は
、
延
喜
式
に
記

さ
れ
た
天

ッ
神
、
国
ッ
神
が
明
治
に
な
っ
て

官
幣
社
と
国
幣
社
と
し
て
区
別
さ
れ
た
。

そ

の
上
明
白
な
こ
と
は
被
征
服
民

族
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
が
現
存
し
て
い
る
の

で

あ

る

。

こ

の

ア
イ

ヌ
問

題

に

つ

い
て

は
今

年

に
入

っ
て

、
そ

れ

が
南

方

起

源

の
縄

文

人

（
古

モ

ン

ゴ

ロ
イ

ド
）

と

い
う

画

期

的

な
研

究

が

提

起

さ

れ

た

。

す

な

わ

ち
村

山

七

郎

氏

の

「
ア

イ

ヌ
語

に
お

け

る

オ

ー

ス

ト

ロ
ネ

シ
ア
的

要

素

」
（
日
本
言
語
学
会

二

九
八
九
・
六
）
と

そ

れ

の
傍

証

と
も

み

ら

れ

る
岐

阜

大
学

農

学
部

の

田
名

部

雄

一

氏

「
ア

ジ

ア

に
お

け

る
家

犬

の
系

譜
」
（
『
科
学

朝
日
』
九
月
号
と

『
季
刊
　

考
古

学
』
二
九
号
〔
十
一
月
号
掲
載
〕
）
、

つ

ま

り

ア

イ

ヌ

の
家

犬

が

南
方

系

で

あ

る
と

い
う

研

究

で

あ

る
。

な

お

こ
れ

ら

の
研

究

の

先
駆
的
な
も
の
と
し
て
は
、
Ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
　
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｖ
，
　
１
９
２
９
に
お
け
る
レ
オ
・

シ

ュ

テ

ル

ン

ペ

ル

ク
Ｌ
ｅ
ｏ
　Ｓ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ｂｅ
ｒ
ｇ

の

人

類

学

的
言

語

学

的
研

究

Ａ
ｉｎ
ｕ

Ｐ
ｒ
ｏ
ｂ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
`
 
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
眼
を
転
じ
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。

イ

ギ

リ

ス

に

お
け

る

ア
イ

ル

ラ

ン

ド
問

題

、

ス

コ

ッ
ト

ラ

ン
ド

、

ウ

ェ
ー

ル

ズ

問

題

、

こ

こ

で

は
未

だ

に
テ

ロ
に

よ

る
爆

弾

闘

争

も

行

な

わ
れ

て

い

る

。

こ

こ

に
は

ゲ

ル

マ

ン
民

族
以

前

に

住

ん

だ
古

い

ア

ー
リ

ア

人
で

あ

る

ケ
ル

ト

人

問

題

が

あ

る

。
そ

れ

は

フ
ラ

ン
ス

に

お
け

る

ブ

ル

タ

ー

ニ
ュ
、

ド
イ

ツ

に

お

け

る

。
バ
イ

エ
ル

ン

な
ど

独

立

運

動

の

火
種

に

な
り

か
ね

な

い
も

の
が

あ

る

。

ケ
ル
ト
人
は
西
欧
古
代
に
活
躍
し
た
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
一
つ
で
、

原

住

地

は

ド

イ

ツ
東

南

部

と

い

わ

れ

、

紀
元

前

一
〇

～

八

世
紀

こ

ろ

移

動

し

は

じ

め
、

六

～

四
世

紀

こ

ろ

ガ
リ

ア

・

ブ

リ

タ

ニ
ア
（
フ
ラ
ン
ス
）
に
進

出

、

イ
タ
リ
ア
に
人
り
、
ロ
ー
マ
を
侵
し
、
ま
た
前
三
世
紀
に
は
小
ア
ジ
ア
に
ま

で
人
っ
た
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
は
彼
ら
の
言
語
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
の
一
部
、



ボ
ヘ
ミ
ア
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
北
部
に
ま
で
及
ぶ
広
大
な
地
域
に

行

な
わ
れ
た
。
ケ
ル
ト
語

派
は
三

つ
に
大
別
さ
れ
、
古
代
大
陸

ケ
ル
ト
語
は

ロ
ー
マ
人

に
滅

ぼ
さ
れ
、
地
名
・
碑
文
な
ど
僅
か
な
断
片
を
残
す
だ
け
と
な

っ
た
。

ブ
リ
タ
ニ
ッ
ク
と

い
う
グ
ル
ー
プ

は
ウ

ェ
ー
ル

ズ
語
、
ブ

ル
ト

ン
語
、

コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
語

の
三
種

。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語

は
ア
ン

グ
ロ

ー
サ
ク
ソ
ソ
人

が
イ

ギ
リ
ス
に
侵
入
す

る
（
五
世
紀
前
半
）
ま
で
は
イ

ン
グ
ラ
ン

ド
全
域

に
行

な
わ
れ

た
が
、
今
日
で

は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
地
方
に
限
ら
れ
、
六
五
万
人
く
ら
い

に
話
さ
れ

る
。

ブ
ル
ト
ソ
語

は
、
五
、
六
世
紀
に
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
か
ら
移

っ

た

ケ
ル

ー
人

に
よ
り

フ
ラ
ン
ス

の
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
地
方

に
も
た
ら
さ
れ
、
そ

の
人

口
は
九
〇

万
人
と
い
わ
れ
る
。

ガ
エ
リ
ッ
ク
語
と

い
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ

は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
ガ
エ
リ
ッ
ク
語
、
マ
ン
ク
ス
語

の
三
種
で
あ
る
。

風

土

と

意

識

こ
の
よ
う
な
西

欧
の

ケ
ル
ト
人
問
題

は
日
本

の
場
合
と
対
照
的
で
あ
る
が
、

ア
ジ
ア
で
も
朝
鮮
半
島
で
は
古
代

の
高
句
麗

は
北
方

に
、
南
方

で

も

新
羅

（

東
南
）
、一

百
済

（
南
西
）
、
伽
耶
（
南
）
と

い
う
よ

う

な
民
族
的

・
地
域
的

対

立
は
今
日
に
お
い
て
も
明

ら
か
で
あ

る
。
こ
う
し
た
相
違

の
由

っ
て
来
る

と
こ
ろ
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
縄
文
・

弥
生
的
要
素

（
採
集
・
農
耕
・
稲
作
的
要
素
）
で
、
い
わ
ゆ
る
東
南
ア
ジ
ア

に
特
有

の
温
帯
湿

地
帯

を
地
盤

に
一
万
三
千

年
く
ら
い
遡
り
う

る
縄
文
文
化

（
照
葉
樹
森
文
化
）
、
お
よ
そ
二
千
三
百
年
こ
ろ
ま
で
遡
り
う
る
弥
生
文
化
の

始
ま
り
、
こ
れ
が
採
集
・
農
耕
と
く
に
水
稲
栽
培
の
民

族
文
化
形
成
の
地
盤

で

あ
る
。
そ
こ
で

は
人
間
と
自
然
と
の
融
和
、
人
間
と
人
間
と
の
融
和

、
農

村
共
同
体
的
な
生
活
が
主
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

は
闘
争

よ
り

は
融
和

、
個
人

よ
り
は
家
族
や
共
同

体
と

い
う
と
こ
ろ
に
中
心

が
お
か
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

て

、
砂
漠
や
草
原

地
帯
に
広

が
る
狩
猟
・
牧
畜

的
生
活
で
は
闘
争
が
中
心
に

な
る
。
人
間

と
自
然
と
の
厳
し
い
戦
い
、
人
間
と
人
間
、
部
族
と
部
族
と
の

戦

い
こ
そ
そ

の
世
界
で
あ

る
。

島

国

と

亡
命

の
困

難

さ

日
本
列
島

が
海

に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と

は
政
治
に
と

っ
て
大
き
な
要
素
で

あ

る
。
い
ざ
と

い
う
と
き
亡
命
が
可
能

か
ど
う
か
は
歴
史
の
性
格
に
重
要

な

影
響
を
及
ぼ
す
。
大
陸
と
か
半
島
と
か
で
は
、
闘
争

に
お
い
て
亡
命
は
常
識

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
敵
に
対
し
徹
底
抗
戦
が
で
き

る
。
敗
退
す
れ
ば
一
時

は
亡
命
し
、
力
を
蓄
え
て
ま
た
捲
土
重
来
を
期
す
る
。
日
本

の
よ
う
な
島
国

で
は
そ
れ
が
で
き
に
く
い
か
ら
、
抵
抗
す
る
方

も
考
え

る
し

、
攻
め
る
方

も

手
加
減
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
や
は
り
島
国
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
欧
州
と
の
距
離
は
非
常

に
小
さ
い
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

思

想

闘

争

と

民

族

の
闘

争

日

本
人
に
は
思

想
闘

争
の
経
験
が
少
な
い
が
、
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず

不
断

の
征
服

や
馬
蹄

の
下

に
蹂
躙
さ
れ
る
こ
と

が
な
く

、
戦
乱
に
さ
い
な
ま

れ
て

い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
現
実
の
戦
争
や
闘
争
の
な
い
と
こ
ろ

に



き
び
し
い
思

想
が
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
宗
教
に
つ
い
て
も
日
本
で

は

シ
ン

ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（
重
層
性
）
と
い
わ

れ
る
が
、
島
国
で
外
部

か
ら
入

っ
た
も
の
は
溜
る
ば
か
り
で

、
真
剣

な
選
択

が
な
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
ら

ゆ
る
思
想
や
宗
教
が
混
淆
し

、
よ

い
意
味
で

は
ル
ッ

ボ
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ

る
こ
と
も
で
き
る
。

天
下

の
意

識

と

国

家

の

意

識

日
本
人

に
は
天
下

・
国
家
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
天
下
と
国
家
と
の
ち

が
い
に
気

づ
い
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う
か
、
天
下
と
国
家
を
同
じ
よ

う
な
も
の
と
思

っ
て
い
る
。
昔
か
ら
こ
の
島
国
を
統
「

で
き
た
だ
け
で
、
天

下

を
取

っ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
天
下

と
は
そ
う
い
う
も
の
で

は
な
い
。
た

し
か
に
中
世
・で

も
二
百

六
十
余
州
と

い
う
よ
う

に
、
中
国
の
諸
国

、
諸
侯

に

似
た
も

の
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
統
一
し
た
と
て
天
下

の
統
一
で

は
な
い
。

そ

の
証
拠

に
は
日
本
の
国
王

に
な
っ
て

も
、
中
国
も
韓
国
も
す
ぐ

隣
に
存

在

す

る
。
や

は
ぴ
そ
れ
は
天
下
取
り
で

は
な
く

。
国
取

り
に
す
ぎ
な
い
。

天
下

は
実
は
国
で
は
な
く
世
界
で

あ
る
。
全
世
界

を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ

ん
今
日
か
ら
は
中
国
世
界
、
イ
ン
ド
世
界
、
地
中
海
世
界
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世

界
等

々
で
あ

る
が
、
し
か
し
当
時

の
当
事

者
に
と

っ
て

は
世
界
そ
の
も
の
で

あ
る
。
つ

ま
り
国
家
は
特

殊
で

あ
り
、
天
下

は
普
遍
で
あ

る
。
国
家
社
会
に

対

す
る
人
類
社
会

の
自
覚
で

あ
る
。
中
国
で

も
イ
ン
ド
で

も
、
国
家
や
民

族

を
超
え

た
世
界

が
成
立
し
た
が
、
日
本
で

は
、
国
家
と
天
下
と

の
本
質
的
区

別
に
気

づ
か
な
い
で
き
た
。
し
た
が

っ
て
国
家
を
超
え
て
こ

れ
を
批
判
す

る

と

い
う

考

え

が

稀

薄

で

あ

る

。
国

家

に
尽

く

す

こ

と
以

外

に
そ

れ

を

超

え

た

世
界

へ

の
視

点

が

欠

け

て

い

る

。
「
天

ノ
声
「

人

民

ノ
声

」
（
孟

子
）
の
自

覚

が

な

い

。

し

た

が

っ
て

国

家

に
献

身

す

る

こ
と

と

同

様

に

企
業

に
献

身

し

て

疑

わ

な

く

な

る

。
宗

教

で

も

古
代

以

来

、

日
本

の
宗

教

は

国

家

や
国

王

を
超

え

た

立

場

よ

り

も

、
鎮

護

国

家

と

い

う
と

こ

ろ

に
重

点

が

あ

る

か

の

よ
う

に
な

っ
た

。

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

に

お

い
て

も

。

キ
リ

ス

ト
教

は
本

来

地

上

の
国

家

を

超

え

た

と

こ

ろ
で

あ

る
し

、

世

俗

の

権
威

を
批

判

し

う

る

立

場

に
あ

っ

た
の

が

本

来

で

あ

る

。
英

国

の
国

教

会

の

よ

う

な

例
外

も

あ

る
け

れ

ど
も

。
（
以

上
に

つ
い
て
は
中
村
元

博
士
『
イ

ン
ド
人
の
思
惟
』
・
『
中
国
人
の
思
惟
』
・
『
日
本
思
想
史
』

等
参
照

。
）

象

徴

天

皇

制

の

歴

史

的

背

景

国

家

は
「

面

、

政

府

に
代

表

さ

れ

る
権

力

の

体

系
で

あ

る
と

と

も

に
、

他

面

、

祖
国

と

か
母

国

と

か

呼

ば

れ

る
民

族

的

精

神

的
権

威

を

も

つ

も

の
で

あ

っ
た

。

目
本

で

は
、

こ

の

権
力

と

権
威

と

が
分

離

し
て

働

い

て

き

た

。
中

世

の

武

家

政
治

の
始

ま

り
以

降

、

一

時
的

に

は
天

皇

親
政

が
あ

っ
た

け

れ

ど

も

、

全

体

と

し
て

は
幕

府

と

朝

廷

と

い

う

二
元

的

な

関

係

が
成

り
立

っ
た

。

し

か

し

古
代

に

お

い
て

も

、

耶

馬

台
国

の
女

王

卑

弥

子

と
男

弟

と

の

よ

う

に

、

「
司
祭

者

的
」

女

王

と

「
支
配

者
的

」

男

弟

と

は
権
威

と

権

力

と

し

て
働

き

。

四
世
紀
後
半
以
降
の
強
大
な
政
治
国
家
に
お
い
て
も
、
母
系
社
会
的
招
婿
婚

的

性

格

を
残

し

、

豪

族

の
女

子

の
皇

后

と

そ

の
外

戚

の

権

力

、

ま

た
推

古

以

降

し

ば
し

ば

女

帝

が

立

っ
た

場
合

な

ど

、

こ

の

二
元

化

の

性
格

が
強

い

。

ま



し
て

平
安
時
代

の
よ
う
に
。
藤
原
氏
一
族
が
外
戚
と
し
て
権
力
を
専
ら
に
す

る
よ
う

に
な
れ
ば
な
お
さ
ら
こ

の
傾
向

は
著
し
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て

く
る
と

、
日
本

の
象
徴
天
皇
制
と
い
う
、
実
際
に
は
政

治
的

権
力
を
も
た
ず
、
国
民

の
精
神
的
統
合
の
象
徴
と
し
て
で

あ
れ
ぼ

、
そ

こ
に
国
民
の
大

多
数
の
支
持
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
悪
い
も
の
で

は
な

い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し

、
そ
こ
で
忘
れ
て

な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
家
と

は
何

か
と

い
う
項
で

述
べ
た
ご
と
く
、
日
本

の
国
家
も
例
外
で

は
な
く
、
少
な
く

と
も
歴

史
的

な
成
立

の
経
過
か
ら
は
、
お
よ
そ

単
一
民

族
な
ど
で

は
さ
ら
さ

ら
な

い
の
で
あ

る
し
、
現
に
被

征
服
民

族
と

し
て

の
ア
イ
ヌ
な
ど
を
は
じ
め

小
数
民
族
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
思
え

ば
、
天

皇
家
に
対
し

、
ま
た
そ
の

祖
神

に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
親
近
感

を
も
つ
こ
と

の
で
き

な
い
同
胞
も
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
と

は
、
実

に
ホ

司
フ
ズ
の
い
わ
ゆ
る
怪
物

リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
に
他
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
マ
ル
ク
ス
が
い
う
ほ
ど
悪
い
も
の

で

は
な
い
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

ほ
ど
善
い
も

の
で
も

な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
国
家
は
対
外

的
矛
盾

を
も
つ
と
同
時

に
、
対
内
的
な
さ
ま
ざ
ま
な

矛
盾
を

は
ら
ん
だ
非
合
理
性
の
強

い
も

の
で
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
元

号
制
に
し
て
も
、
多
く

の
人

び
と

が
支
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

敢

て
反
対
は
し
な
い
け

れ
ど
も

、
国
際
的

に
も
通
用
し

な
い
元
号
の
使
用

は
、

こ
れ
を
二
次
的
と
い
う
か
、
随
意
的
と
い
う

か
、
公
的

に
は
西
紀
に
統
一
し
、

元

号
は
国
内

的
に
、
あ

る
い
は
私
的

に
、
付
記
す
れ
ば
よ
い
の
で

は
な
か
ろ

う
か
。
日
本
人

の
閉
鎖
性

が
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
慎
重

に

し
て
ほ
し
い
と
考
え

る
。

国

際

化

と

は
何

か

国

際
化
と

い
っ
て
も
、
時
代

に
よ

り
内
容

は
ち
が
う
だ
ろ
う
。
植
民

地
獲

得
競
争
や
戦
国
動
乱
の
中
で

も
国
際
関
係
、
国
際
化
は
あ
る
道
理
で
あ

る
。

し
か
し
今
日
の
国
際
化
の
枠
組
み
は
一
言
で
い
え
ば
、
自
主
的
連
合
と
い
う

こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
独
立
と
連
帯
、
自
立
と
共
同
で
あ

る
。
二

十
世
紀

に
始
ま
る
国
際
的
連

盟
や
連
合
は
、
今
年
に
入
っ
て

の
急
速
な
東
西

の
和
解

ム
ー
ド
と
昨
今
に
お
け

る
東
欧
民
主
化
の
潮
流

に
よ
り
、
国

際
的
な

自
主
連
帯
が
か
な
り
の
見
通
し
を
も

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と

っ
て
国

際
性
と
か
国
際
化

の
資
格
と
は

何
で

あ
ろ
う
か
。
利
己
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
も
は
や
通
用

し
な
い
。
外
国

語

が
で
き

る
と
か
、
海
外
に
出
か
け

る
こ
と

が
必
ず
し
も
国

際
化
で
は
な
い
。

国
内
で
あ
ろ
う
と
国
外
で
あ
ろ
う
と

、
そ
れ
は
思
想
と
行
動
と

の
原
理
の
問

題
で
あ

る
。

た
と
え
ば
西
欧
共
同
体

の
形
成
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
実
験
で

あ

ろ
う
。
そ

れ
と
第
二
次
大
戦
中

の
大
東
亜
共
栄
圈
と
今
日
要
請
さ
れ
て

い

る
、
例
え
ば
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
よ
う

な
も

の
と
は
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
、

第
二

次
大
戦

の
あ
れ
だ
け
の
犠
牲
を
経
て
、

な
お
か
つ
日
本
人

は
ど
れ
だ
け

そ

れ
を
今
日

に
生
か
そ
う
と
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
こ
の
宇
宙

の
構
造

に
は
、
ミ

ク
ロ
の
世
界
と

マ
ク
ロ
の
世
界
は
対
応
し
て
い
る
と
い
わ

れ

る
が
、
国
家
の
在
り
方
も
、
国
際
的
な
在
り
方
と

国
内
的

な
在
り
方
は
正

し
く
対
応
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
日
本
社
会

の
過
疎
と
過
密

、
中
央
集
権
と

地
方
の
疲
弊
、
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
生
活

自
身

を
根
本
的
に
反
省
す

る



こ
と

な
し

に
、
到
底
国
際
化

な
ど
あ
り
え

な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

議

員

定

数

格

差

是
正

論

議

へ

の

一
つ

の
疑

問

国
会
議
員

の
定
数
是
正
問
題

は
、
昭
和

六
〇
年
度
年
の
国

勢
調
査

に
お
け

る
人
口
・
有

権
者
そ

の
他

の
第
一
次
基
本
集
計
結
果
の
公
表

さ
れ
た
こ
と

に

よ
り
、
い
ず

れ
本
格
的
論
議

の
行
な
わ
れ
る
日
程
と
な
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
れ
に
つ
い
て
一
つ
の
意
見
を
提
出
し
た
い
。
そ

れ
は
こ
れ
ま
で

の
議
論

の
ほ
と

ん
ど
が
、
い
わ
ゆ
る
一
票
の
重
み
の
格
差
問
題
、
す
な
わ
ち
議
員
一

人
当
り
の
人
口
・
有
権
者
数

の
選

挙
区

間
格

差
の
み
を
問
題
と
し
、
そ
の
前

提
そ

の
も
の
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
き

た
こ
と

へ
の

疑
問
で

あ
る
。
民
主
政
治

の
原
点

は
も
ち
ろ
ん
個
人

の
参
政
で
あ

る
か
ら
、

選
挙
が
人
口
比
率

に
基
づ
い
て
行
な

わ
れ
る
こ
と
は
当
然
重
要
で
あ

る
が
、

今
日
の
日
本

の
ご
と
き
急
激
な
社
会
変
動
期

に
お
い
て

は
、
国
家

の
将
来
へ

の
長
期
の
展
望
と
広
い
視
野

の
下

に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

、
議
員
定
数

問
題
も
人
口
比
率
と
と
も
に
別

の
視
点
も
是
非
必
要
で

は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

は
た
し
て
今
日

ま
で

の
よ
う
な
議
論

の
み
で

、
国
会
と
く
に
衆
議
院

の
定

数
が
決
定
さ
れ
て

い
く

な
ら
ば

、
二
十
一
世
紀

の
日
本
は
ど
う
な
っ
て

い
く

で

あ
ろ
う
か
。
日
本

の
政
治

の
今
日
的
課
題
の
最

も
重
要

な
も

の
の
一
つ

が

過
疎
過
密
、
人

口
の
異
常
な
大
都
市
集
中
と
地
方

の
極
端

な
過
疎
化

の
問
題

で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
の
地
方
自
治

は
三
割
ど
こ
ろ
か
、

全
く
形

骸
化

さ
れ
て

い
る
の
に
、
地
方

の
時
代
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
選

挙

の
時

だ

け

の

そ

の
場

凌

ぎ

の

お
世

辞

と

い

わ

れ

て

も
や

む

を

え

ま

い

。

端

的

な

話

が

、

人

口

や

有
権

者

数

の
み

に
基

づ
く

な
ら

ば

、

都

道

府
県

別

人

口
を

一

目

す

れ

ば

、

た
と

え

ば

北

海

道
（
五
六
八
万
人
）
は

埼

玉
（
五
八

六
万

人
）
一
県

に
及

ば

ず

、

鳥

取

県
（
六
二
万

人
）
は

そ

の
一

〇

分

の

一

程
度

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

首
都

圏

の
人

口

は
今

や

三

、

八
〇
〇

万

人

、

全
国

の
三

分

の

一

に
及

ん
で

い

る

か
ら

、
国

会

の

議

席
総

数

の
三

分

の

一

を

占

め
う

る
議

論

で

あ

る

。
こ

こ

で

は
紙

数

の

制

限

が

あ

る

の
で

、

ア

メ
リ

カ
連

邦

議

会

の
上

院

・
下

院

の
制

度

を

例

に
と

る

に

止

め

れ
ば

、

こ

れ

は
そ

の
成

立

の

歴

史
的

事

情

に
基

づ

く

と

し

て

も

、

今
日

の
こ

の
問

題

に

つ

い
て

恰

好

の

模
範

と

な

り
え

よ

う

。
下

院

で

は

各
州

の
人

口
比

例

に

よ

っ
て

定

数

が
配

分

さ

れ

る
か

ら

、

多

い

と

こ

ろ

で

は

三
〇

数

名

の
州

が

あ

る
一

方

、

少

な

い
と

こ

ろ
で

は

一

名

の

と

こ

ろ

さ

え

生
じ

る

。
け

れ

ど

も

上
院

で

は

全

て

の
州

は
等

し

く

二

名

の

上
院

議

員

を
選

出

で

き

る

の

で

あ

る

。
も

と

よ

り

上
院

を
優

位

と

す

る

か

ら

、
連

邦

の
問

題

に
つ

い

て

は

、

い

か
な

る
州

も
対

等

の
発

言

権

が

確

保

さ

れ

て

い

る
わ

け

で

あ

る

。

こ

の
よ

う

に
み

て

く

る

と

、

わ

れ

わ
れ

の
国

家

の
在

り

方

が

、

い

か

に
国

家

正

義

に
無

神

経

で

あ

る

か

に
気

づ

か
れ

る

の

で

な

か
ろ

う

か

。
　
　

以

上

註
　
こ

の
小
論

に
つ

い
て

は
拙
著
『
日
本
道
州
制
国
家
論
』
（
世
界
思

想

社
・
平
成

二
年
一
月
刊
）

を
参
照
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
し

ば

・

す

す
む

、
哲

学

・

倫

理
学

、
花

園

大

学

教

授
）
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