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芥
川
龍
之
介
と
第
一
高
等
学
校
生
活
を
共
に
し
、
戦
前
の
東
大
経
済
学

部
に
て
植
民
地
政
策
に
関
す
る
講
座
を
担
当
、
戦
後
に
第
十
六
代
東
大
総

長
に
就
い
た
矢
内
原
忠
雄
。
そ
の
詳
細
な
評
伝
が
、
芥
川
龍
之
介
研
究
で

知
ら
れ
る
関
口
安
義
氏
に
よ
っ
て
今
年
の
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
タ
イ
ト

ル
は
『
評
伝
矢
内
原
忠
雄
』（
以
下
、
本
書
と
す
る
）
。
全
十
二
章
か
ら
な
り
、

「
は
じ
め
に

―
い
ま
、
な
ぜ
矢
内
原
忠
雄
か
」
、
「
あ
と
が
き
」
が
最
初
と

最
後
に
配
さ
れ
、
巻
末
に
は
人
名
索
引
、
事
項
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
「
第
六
章

大
学
転
出
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
研
修
」
は
、
「
一

東
大
経
済
学
部
助
教
授
と
な
る
」
、「
二

イ
ギ
リ
ス
行
き
」
、「
三

ド
イ

ツ
で
の
日
々
」
、
「
四

パ
レ
ス
チ
ナ
旅
行
と
フ
ラ
ン
ス
生
活
」
か
ら
な
る

ご
と
く
、
各
章
は
さ
ら
に
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
巻
末
の
索
引
ま
で

含
め
る
と
六
九
一
頁
。
か
な
り
の
分
量
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
文

を
基
調
と
し
た
文
章
で
読
み
や
す
く
、
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。

本
書
に
見
ら
れ
る
矢
内
原
忠
雄
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
。
氏
の
描
く
後

年
の
矢
内
原
に
は
、
家
族
や
他
人
に
対
し
厳
格
で
、
許
容
す
る
こ
と
の
少

な
い
側
面
が
あ
る
。
氏
は
「
は
じ
め
に

―
い
ま
、
な
ぜ
矢
内
原
忠
雄
か
」

で
、
「
五
〇
数
年
前
に
没
し
た
人
物
の
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
近
代
日

本
の
歴
史
が
ど
う
投
影
し
、
そ
の
時
代
を
彼
が
い
か
に
生
き
、
闘
い
、
傷

つ
い
た
か
を
見
極
め
た
い
と
思
い
立
っ
た
。
そ
れ
は
対
象
人
物
を
神
格
化

関
口
安
義
著
『
評
伝
矢
内
原
忠
雄
』

河

内

重

雄
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し
、
崇
め
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
的
魅
力

と
い
う
点
で
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
が
あ
え
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
対
象
を

フ
ェ
ア
に
語
る
意
図
と
無
関
係
で
は
な
い
。
無
論
、
た
だ
厳
し
い
だ
け
の

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
戦
中
・
戦
後
に
ハ
ン

セ
ン
病
施
設
を
訪
れ
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
を
励
ま
し
、
深
い
関
心
と
同
情
を

示
す
矢
内
原
の
姿
な
ど
も
読
者
は
本
書
に
見
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
理
想
に

向
か
っ
て
邁
進
し
、
様
々
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
一
方
で
、
周
囲
の
無
理

解
に
傷
つ
き
、
家
族
な
ど
に
き
つ
く
あ
た
っ
て
し
ま
う
弱
い
側
面
も
も
っ

て
い
る
。
本
書
で
語
ら
れ
る
矢
内
原
忠
雄
は
こ
の
よ
う
な
人
間
く
さ
い
人

物
と
言
え
よ
う
か
。

七
〇
〇
頁
近
い
本
書
に
お
け
る
矢
内
原
の
特
徴
を
、
気
付
い
た
範
囲
で

こ
の
よ
う
に
悉
く
紹
介
し
て
い
く
訳
に
も
い
く
ま
い
。
本
稿
で
は
以
下
、

三
つ
に
絞
っ
て
特
徴
を
紹
介
し
た
い
。
キ
リ
ス
ト
者
の
側
面
、
旅
好
き
の

側
面
、
言
論
弾
圧
と
の
闘
い
の
三
つ
で
あ
る
。

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
者
の
側
面
に
つ
い
て
。
矢
内
原
は
、
洗
礼
は
じ
め
教

会
の
諸
典
礼
に
重
き
を
お
か
ず
、
神
へ
の
信
仰
だ
け
を
尊
ぶ
無
教
会
主
義

で
あ
っ
た
が
、
大
学
卒
業
後
の
一
九
一
九
年
に
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
氏

に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
は
な
い
よ
う
で
、
矢
内
原
の

場
合
は
周
囲
の
人
々
に
つ
ま
ず
き
を
与
え
な
い
た
め
の
受
洗
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
受
洗
か
ら
約
二
年
後
に
『
基
督
者
の
信
仰
』
を
刊
行
。
そ
の
な
か

で
矢
内
原
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
歴
史
的
に
は
西
洋
の
宗
教
と
い
う
よ
り
も

ア
ジ
ア
の
宗
教
と
言
う
べ
き
で
、
日
本
の
国
体
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い

と
主
張
し
て
い
る
。
『
基
督
者
の
信
仰
』
は
初
め
て
の
著
書
と
は
い
う
も

の
の
、
矢
内
原
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
で
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あ
る
。
矢
内
原
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
東
西
を
結

ぶ
普
遍
的
な
判
断
基
準
で
あ
り
、
思
考
の
基
盤
と
し
て
最
も
妥
当
か
つ
信

頼
で
き
る
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
大
経
済
学
部
着
任
後
、
矢

内
原
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
的
思
考
に
理
解
を
示
し
つ
つ
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
唯
物
史
観

―
物
質
的
・
経
済
的
生
活
関
係
を
歴
史
発
展
の
究
極

の
原
動
力
と
す
る

―
に
つ
い
て
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト

者
に
と
っ
て
、
歴
史
は
個
々
人
を
超
え
る
力
が
作
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
が
矢
内
原
の
思
考
の
中
心
に
あ
る
か
ら

だ
。
矢
内
原
の
唯
物
論
批
判
は
師
で
あ
る
内
村
鑑
三
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が

少
な
く
な
い
。
本
書
で
は
、
矢
内
原
が
内
村
鑑
三
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
ど

の
よ
う
に
受
け
継
い
だ
か
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内
村
鑑
三
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
上
で
も
、
本
書
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
多
い
。

先
に
矢
内
原
は
無
教
会
主
義
だ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
終
始
一
貫

し
た
態
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
無
教
会
主
義
で
は
聖
書
と
キ
リ
ス
ト

の
贖
罪
に
よ
る
信
仰
の
み
を
大
事
と
し
、
教
派
の
組
織
な
ど
を
必
要
不
可

欠
な
も
の
と
は
考
え
な
い
。
つ
ま
り
、
幅
を
利
か
す
堕
落
し
た
組
織
、
権

威
に
追
随
し
て
既
得
権
益
を
守
る
こ
と
の
み
に
あ
く
せ
く
す
る
よ
う
な
組

織
に
従
わ
な
く
て
す
む
と
い
う
こ
と
だ
。
一
九
四
〇
年
、
宗
教
団
体
の
国

家
統
制
を
目
的
と
し
た
宗
教
団
体
法
が
施
行
さ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

三
十
余
の
教
派
が
合
流
し
て
日
本
基
督
教
団
が
結
成
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
各
派
の
合
同
は
以
後
、
皇
国
日
本
の
戦
争
と
大
東
亜
共
栄
圏
を
支
持
す

る
こ
と
に
な
る
。
矢
内
原
が
日
本
基
督
教
団
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
批
判

し
得
た
の
は
、
無
教
会
主
義
の
立
場
故
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
は
本
書
の
「
あ

と
が
き
」
で
、
「
わ
た
し
の
研
究
は
、
狭
い
意
味
で
は
芥
川
龍
之
介
の
研

究
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
近
代
日
本
の
知
識
人
の
精
神
史
・
思
想
史
を

究
明
す
る
も
の
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
組
織
を
守
る
べ
く
国
家
宗
教
（
神

道
）
と
し
て
の
神
社
参
拝
を
推
進
し
た
日
本
基
督
教
団
と
の
対
比
に
お
い

て
、
矢
内
原
の
無
教
会
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
史
的
位
置
は
明
確

に
な
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
旅
行
好
き
の
側
面
に
つ
い
て
。
氏
の
述
べ
る
ご
と
く
矢
内
原
は

旅
行
が
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
、
国
内
、
国
外
と
何
度
も
旅
行
を
し
て
い
る
。

第
一
高
等
学
校
時
代
の
河
合
榮
治
郎
と
の
赤
城
山
へ
の
旅
や
、
一
高
興
風

会
主
催
の
中
国
東
北
部
（
満
洲
）
及
び
朝
鮮
へ
の
旅
行
へ
の
参
加
、
卒
業

前
の
房
総
方
面
へ
の
旅
。
東
大
経
済
学
部
に
着
任
し
て
す
ぐ
の
約
二
年
間

の
欧
米
留
学
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、

フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
の
一
九
二
四
年

に
は
約
一
ヶ
月
の
朝
鮮
・
満
洲
へ
の
調
査
旅
行
。
一
九
二
七
年
に
は
台
湾

へ
取
材
旅
行
を
し
て
い
る
。
翌
一
九
二
八
年
に
は
夏
休
み
を
利
用
し
樺
太

へ
調
査
旅
行
、
一
九
三
二
年
に
は
約
一
ヶ
月
の
満
洲
国
視
察
旅
行
、
翌
一

九
三
三
年
に
は
南
洋
群
島
調
査
旅
行
に
出
か
け
て
い
る
。
東
大
教
授
辞
任

後
の
国
内
外
の
伝
道
旅
行
、
東
大
復
帰
後
の
各
地
へ
の
伝
道
旅
行
な
ど
、

矢
内
原
を
理
解
す
る
上
で
旅
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

矢
内
原
は
戦
前
の
東
大
経
済
学
部
で
、
植
民
地
を
い
か
に
統
治
し
て
い

く
か
を
考
え
る
植
民
政
策
の
講
座
を
担
当
し
て
い
る
。
数
々
の
調
査
や
取

材
の
旅
行
が
こ
の
講
座
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
統
計
や
政
府
の
発
表
だ
け
を
基
に
い
か
に
統
治
す
る
か
を
考
え
る
の

で
は
な
く
、
直
接
現
地
に
行
っ
て
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
声
を
聞
き
、
現

地
調
査
を
し
た
上
で
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
る
。
氏
に
よ
る
と
、
矢
内
原
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の
こ
の
よ
う
な
研
究
態
度
は
吉
野
作
造
や
新
渡
戸
稲
造
に
学
ん
だ
も
の
だ

と
い
う
。
統
治
す
る
側
と
さ
れ
る
側
、
両
方
の
立
場
に
ま
ず
は
立
っ
て
み

て
、
し
か
る
後
に
両
者
の
間
で
考
え
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
両
者
の
間
に
立
っ
て
考
え
る
時
、
基
と
な
る
の
は
前
述
の
キ
リ
ス
ト

教
の
精
神
で
あ
る
。
「
僕
は
日
本
人
に
対
し
て
も
朝
鮮
人
に
対
し
て
も
最

も
そ
の
為
に
尽
す
道
は
基
督
教
だ
と
思
つ
て
居
る
。
」
と
は
矢
内
原
忠
雄

「
十
字
架
を
負
ふ
の
決
心
」
の
一
節
だ
。
矢
内
原
は
植
民
地
統
治
に
つ
い

て
、
一
方
的
な
収
奪
を
排
し
、
現
地
の
人
々
の
政
治
的
権
利
に
も
応
ず
る

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

統
治
す
る
こ
と
自
体
を
認
め
て
い
る
で
は
な
い
か
と
思
う
読
者
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
矢
内
原
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
が
原
因

で
起
こ
っ
た
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
郷
土
建
設
の
運
動
」（
シ
オ
ン
運
動
）
に
、
在

来
の
資
本
主
義
経
済
を
超
え
る
可
能
性
を
見
て
、
「
正
に
一
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
背
景
に
は
前
年
一
九
二
二

年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
旅
行
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
や
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
に
移
住
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
青
年
が
、
荒
れ
地
を
緑
の

野
に
変
え
て
い
る
の
を
そ
の
旅
行
で
見
て
い
る
の
だ
。
他
か
ら
入
っ
て
き

た
人
た
ち
が
土
地
を
開
墾
し
て
所
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
二
論
』
を
思
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
ッ

ク
は
所
有
権
の
起
源
を
労
働
に
求
め
る
。
そ
れ
故
、
現
地
民
に
は
未
開
の

地
を
耕
す
力
が
な
い
の
で
そ
の
地
に
入
っ
て
い
っ
て
耕
し
、
そ
の
耕
す
と

い
う
労
働
に
よ
っ
て
そ
の
地
を
所
有
す
る
権
利
が
生
じ
る
、
つ
ま
り
、
植

民
地
支
配
を
肯
定
し
て
し
ま
う
危
う
さ
が
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
は
あ
る
。
矢

内
原
に
そ
の
つ
も
り
は
な
く
と
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
か
ね
な
い

危
う
さ
が
矢
内
原
の
主
張
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
と
し
て
は
、
矢
内
原
は
能
う
限
り
現
地
の
人
た

ち
の
立
場
も
考
え
、
誠
実
に
事
に
当
た
っ
た
と
し
た
い
。
例
え
ば
矢
内
原

が
植
民
政
策
の
講
座
を
受
け
持
ち
（
一
九
二
三
年
）
、
朝
鮮
を
再
度
訪
れ
た

時
（
一
九
二
四
年
）
に
は
、
す
で
に
日
本
に
よ
る
同
化
主
義
的
な
統
治
が
定

着
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
「
朝
鮮
に
社
会
上
及
び
政
治

上
自
主
的
発
展
を
遂
げ
し
め
、
自
主
的
地
位
を
容
認
す
る
」（
「
朝
鮮
統
治
の

方
針
」
）
よ
う
矢
内
原
は
提
言
し
て
い
る
。
日
本
が
朝
鮮
に
入
り
込
ん
で
い

る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
そ
の

上
で
朝
鮮
の
政
治
的
自
主
性
を
ま
ず
は
認
め
る
地
点
を
目
指
す
と
い
う
の

は
、
現
実
的
な
提
言
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
言
論
弾
圧
と
の
闘
い
に
つ
い
て
。
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、

表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
な
い
時
に
は
沈
黙
を
守
る
こ
と
も
抵
抗
の
一
つ

だ
が
、
矢
内
原
は
沈
黙
す
る
こ
と
な
く
書
き
続
け
て
い
る
。
世
の
雑
誌
や

新
聞
へ
の
発
表
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
個
人
誌
『
嘉
信
』
に
て
戦
争

が
終
わ
る
ま
で
政
府
批
判
を
展
開
。
「
彼
（
矢
内
原

―
河
内
注
）
は
検
閲

を
意
識
し
、
慎
重
に
筆
を
運
ぶ
。
そ
れ
故
、
例
を
日
本
の
軍
部
に
は
直
接

向
け
ず
、
「
現
今
軍
国
主
義
が
政
治
権
力
に
対
し
最
も
重
要
な
る
決
定
的

勢
力
を
振
へ
る
こ
と
は
、
ナ
チ
ス
独
逸
を
始
め
と
し
て
殆
ん
ど
世
界
的
現

象
と
も
言
ふ
を
得
る
で
あ
ら
う
」
と
書
く
よ
う
に
、
一
般
化
・
普
遍
化
し

た
方
法
を
と
」
っ
た
と
い
う
。
検
閲
に
よ
っ
て
表
現
の
自
由
が
脅
か
さ
れ

る
中
、
筆
に
よ
る
闘
い
を
粘
り
強
く
続
け
た
と
言
え
よ
う
か
。

氏
は
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
本
書
を
読
ん
で
い
て
思

う
の
は
、
あ
る
い
は
旅
先
で
の
講
演
な
ど
に
も
言
論
弾
圧
へ
の
抵
抗
と
い
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っ
た
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
氏
は
「
書
物
は

刊
行
さ
れ
た
限
り
、
ど
こ
か
に
残
る
も
の
だ
。
官
憲
が
い
く
ら
躍
起
に
な

っ
て
も
、
完
全
に
消
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

講
演
で
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
矢
内
原
が
第
一

高
等
学
校
在
学
中
に
聞
い
た
徳
冨
蘆
花
の
演
説
「
謀
叛
論
」
も
、
文
部
省

役
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
問
題
と
さ
れ
た
が
、
聞
い
た
人
た
ち
の
記
憶

や
日
記
に
残
り
続
け
て
い
る
。
矢
内
原
は
大
学
を
辞
め
た
後
、
『
嘉
信
』

に
自
ら
の
考
え
を
載
せ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
各
地
へ
の
伝
道
旅
行
に
も

力
を
注
い
で
い
る
。
参
加
者
に
よ
る
と
、
若
者
た
ち
と
の
家
庭
集
会
が
「
戦

闘
の
小
集
団
」
形
成
の
機
会
と
な
っ
て
い
た
こ
と
。
あ
る
い
は
、
「
時
局

キ
リ
ス
ト
教
講
演
会
」
に
警
視
庁
刑
事
が
来
た
こ
と
。
こ
う
い
っ
た
こ
と

か
ら
も
、
大
学
辞
職
後
も
筆
と
口
の
両
方
で
、
反
戦
的
な
活
動
を
続
け
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

言
論
弾
圧
と
の
闘
い
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
矢
内
原
事
件

に
つ
い
て
も
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
矢
内
原
事
件
と
は
、
東
大
経
済
学

部
を
矢
内
原
が
一
九
三
七
年
に
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
一
連
の
出
来
事

の
こ
と
。
同
年
九
月
号
の
『
中
央
公
論
』
に
矢
内
原
は
「
国
家
の
理
想
」

と
い
う
論
文
を
発
表
。
検
閲
を
十
分
意
識
し
て
書
い
た
も
の
の
、
「
安
寧

秩
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
」
と
の
理
由
で
一
部
削
除
処
分
、
伏
せ
字
の
多
い
論
と

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雑
誌
の
発
売
と
同
時
に
全

文
削
除
に
な
り
、
以
後
、
矢
内
原
は
官
憲
に
よ
る
要
注
意
人
物
と
し
て
当

局
の
監
視
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
経
済
学
部
で
も
問
題
と
な
り
、

右
翼
の
学
者
蓑
田
胸
喜
ら
の
工
作
も
あ
っ
て
、
同
年
の
十
二
月
に
矢
内
原

は
東
大
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
矢
内
原
の
辞
任
を
大
学
内
の
派
閥
抗
争
の
結
果
と

解
し
て
い
る
。
い
か
に
も
大
学
内
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
す

る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
に
お
い
て
氏
は
こ
の
事
件
を
大
局

的
な
観
点
、
も
っ
と
言
え
ば
世
界
史
的
な
観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
る
。

第
一
次
大
戦
後
に
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
、
南
米
諸
国
・
東
欧

諸
国
に
現
れ
た
全
体
主
義
的
・
国
家
主
義
的
独
裁
、
つ
ま
り
フ
ァ
シ
ズ
ム

は
、
日
本
に
お
い
て
も
猛
威
を
振
る
っ
た
。
そ
れ
が
第
一
の
要
因
と
な
っ

て
矢
内
原
事
件
が
生
じ
た
と
氏
は
指
摘
す
る
。
本
書
に
お
け
る
矢
内
原
は

派
閥
闘
争
の
哀
れ
な
犠
牲
者
で
は
な
い
。
侵
略
戦
争
を
進
め
る
国
家
と
そ

の
手
先
に
よ
る
弾
圧
や
画
策
と
闘
い
続
け
る
者
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点

に
、
本
書
の
個
性
が
あ
る
。

以
上
、
本
書
に
お
け
る
矢
内
原
の
特
徴
を
三
点
に
絞
っ
て
紹
介
し
た
。

氏
は
「
は
じ
め
に

―
い
ま
、
な
ぜ
矢
内
原
忠
雄
か
」
で
、
戦
争
の
時
代
を

生
き
た
矢
内
原
の
生
涯
を
た
ど
る
こ
と
に
は
今
日
的
な
意
義
が
あ
る
と
し

て
、
憲
法
九
条
改
正
を
め
ぐ
る
論
議
が
現
在
盛
ん
で
あ
る
こ
と
や
、
共
謀

罪
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
に
加
え
、
悪
化

す
る
日
韓
関
係
に
つ
い
て
理
解
し
、
考
え
る
上
で
、
植
民
地
・
朝
鮮
に
関

す
る
矢
内
原
の
調
査
や
態
度
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
本
書
は
単
に
矢
内
原
忠
雄
の
評
伝
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
で
優
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
今
日
の
国
際
的
な
問
題
を
解
決
す
る
上
で
も
示
唆
的
な
、

重
要
な
一
冊
と
言
え
る
。

（
二
〇
一
九
年
四
月

新
教
出
版
社

六
九
一
頁

八
〇
〇
〇
円
＋
税
）

（
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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