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ア
メ
リ
カ
と
い
え
ば
、
自
由
と
民
主
主

義
を
標
榜
す
る
国
と
い
う
印
象
が
強
い
。

だ
が
、
本
書
は
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
戦
慄

す
べ
き
暴
力
と
殺
戮
に
満
ち
た
帝
国
史
を

浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
虚
像
を
は
が
す
。

こ
れ
が
有
名
な
映
画
監
督
と
若
手
歴
史
学

者
の
共
同
作
業
だ
と
い
う
こ
と
に
、
新
鮮

な
驚
き
を
覚
え
る
。

　

１
９
４
５
年
８
月
、
投
降
寸
前
だ
っ
た

日
本
に
２
発
の
原
爆
は
な
ぜ
投
下
さ
れ
た

の
か
。
そ
れ
は
、
ソ
連
を
牽
制
し
、
戦
後

の
国
際
政
治
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

握
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
パ
ワ
ー
を
世
界

に
誇
示
す
る
壮
大
な
見
せ
物
だ
っ
た
、と
。

さ
ら
に
日
本
人
へ
の
人
種
差
別
も
理
由
に

挙
が
る
。
原
爆
投
下
の
正
当
性
に
つ
い
て

は
、
軍
ト
ッ
プ
の
人
々
で
す
ら
疑
問
視
し

て
い
た
。
さ
ら
に
、
原
爆
の
み
な
ら
ず
民

間
人
へ
の
大
量
空
爆
は
、「
人
類
史
上
最
も

残
忍
で
野
蛮
な
非
戦
闘
員
殺
戮
」
だ
っ
た

と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
無

関
心
ぶ
り
を
、「
人
間
性
の
喪
失
」
だ
っ
た

　

近
年
、
日
本
で
は
「
若
者
を
め
ぐ
る
社

会
問
題
」
が
メ
デ
ィ
ア
で
頻
繁
に
取
り
上

げ
ら
れ
、
時
に
は
政
府
が
対
応
を
迫
ら
れ

る
ま
で
に
拡
大
す
る
。
本
書
は
過
去
30
年

間
に
わ
た
っ
て
日
本
で
注
目
を
集
め
て
き

た
帰
国
子
女
、
援
助
交
際
、
体
罰
、
児
童

虐
待
、
引
き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
と
い
っ
た

若
者
問
題
を
年
代
順
に
取
り
上
げ
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
統
計

に
基
づ
き
、
社
会
構
造
主
義
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
を
使
っ
て
、
問
題
の
核
心
に
迫
る
。

　

本
書
の
主
た
る
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
問

題
が
実
在
し
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
は
な
い
。
少
子
高
齢
化
が
進
展

し
、
経
済
成
長
が
停
滞
す
る
中
、
数
多
く

の
若
者
を
め
ぐ
る
問
題
が
実
在
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

中
に
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
「
問
題
」
は

集
合
的
関
心
の
高
ま
り
と
し
て
急
激
に
社

会
問
題
化
し
、
比
較
的
短
い
モ
ラ
ル
パ
ニ

ッ
ク
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
経
て
、
一
連
の
論

議
を
通
じ
政
策
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
に
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と
断
言
。
し
か
し
、
日
本
が
降
伏
し
た
の

は
、
原
爆
よ
り
も
ソ
連
軍
参
戦
に
よ
る
恐

怖
の
方
が
大
き
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
日

本
側
は
、
天
皇
制
（
国
体
）
存
続
に
、
よ

り
理
解
を
示
す
と
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
へ

の
降
伏
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　

１
９
６
０
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で

は
、
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
の
よ
う
な
謀
略
を

仕
組
み
、
枯
葉
剤
な
ど
の
残
虐
な
爆
撃
を

繰
り
返
す
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
は
敗
退
に

追
い
込
ま
れ
た
。
同
時
期
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
「
20
世
紀
最
悪
の
大
量
殺
戮
の
一

つ
」
で
誕
生
し
た
ス
ハ
ル
ト
軍
事
独
裁
の

後
ろ
盾
と
な
り
、
70
年
代
の
チ
リ
で
は
ア

ジ
ェ
ン
デ
政
権
を
転
覆
さ
せ
、
ピ
ノ
チ
ェ

ト
軍
事
独
裁
政
権
誕
生
に
手
を
貸
し
た
。

　

21
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ク
戦
争
で
は
、
当

初
の
開
戦
理
由
（
大
量
殺
戮
兵
器
隠
匿
）

は
デ
ッ
チ
上
げ
だ
っ
た
。
し
か
も
、
衝
撃

の
９
・
11
直
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
攻
撃
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
し
て
、
実
は
、
当
初
か
ら
照
準
は
サ

ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
イ
ラ
ク
に
向
け
て
い

た
。そ
の
目
的
は
イ
ラ
ク
の
石
油
だ
っ
た
。

さ
ら
に
米
軍
や
Ｃ
Ｉ
Ａ
に
よ
る
テ
ロ
リ
ス

ト
へ
の
拷
問
の
実
態
も
暴
露
さ
れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
が
覇
権
確
立
の
た
め
に
か
か

わ
っ
た
不
条
理
に
満
ち
た
歴
史
が
、
数
々

の
証
拠
や
証
言
を
も
と
に
つ
づ
ら
れ
て
い

る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
─
Ｂ
Ｓ
で
も
放
映
さ
れ
た
本

書
は
、
日
本
人
と
し
て
は
必
読
か
も
し
れ

な
い
。
日
米
同
盟
の
重
要
性
し
か
見
な
い

政
治
家
、
情
報
空
間
を
支
配
す
る
大
手
メ

デ
ィ
ア
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
ア
メ

リ
カ
び
い
き
に
な
っ
て
い
る
若
者
、
さ
ら

に
、
ア
メ
リ
カ
と
い
え
ば
、
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
よ
る
理
論
的
均
衡
し
か
語
ら
な
い

経
済
学
者
も
、
こ
う
し
た
政
治
経
済
の
カ

ラ
ク
リ
を
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ

カ
の
深
層
に
真
摯
に
向
き
合
お
う
と
す
る

著
者
た
ち
の
勇
気
と
良
心
に
、
一い
ち
る縷

の
希

望
を
見
い
だ
す
思
い
が
し
た
。

消
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
再
浮
上
す
る
も

の
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
問
題
が
「
社
会

的
ブ
ー
ム
」
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
問
題

が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
モ
ラ
ル
パ
ニ
ッ
ク

に
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
ど

の
よ
う
な
キ
ー
ア
ク
タ
ー
が
行
動
し
た
か

を
明
ら
か
に
し
、日
本
社
会
の
抱
え
る「
問

題
」
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

常
に
「
社
会
問
題
」
は
何
も
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
突
然
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
主
た
る
「
若
者

問
題
」
も
、
若
者
自
身
に
よ
っ
て
単
純
に

「
引
き
起
こ
さ
れ
た
」も
の
で
は
な
い
。
実

在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
柄
が
、
特
定
の

研
究
者
や
評
論
家
ら
の
ク
レ
ー
ム
メ
ー
カ

ー
に
よ
っ
て「
問
題
」と
し
て
発
見
さ
れ
、

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
そ
の
認
識
が
社
会
に

深
く
広
ま
る
。

　

若
者
は
弱
者
で
あ
り
、
問
題
は
個
々
人

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
若
者
を
支
援
す
る

民
間
団
体
や
政
治
家
、
政
府
な
ど
の
キ
ー

ア
ク
タ
ー
が
行
動
す
る
こ
と
で
「
社
会
問

題
化
」
が
出
来
上
が
る
。
し
ば
し
ば
、
拡

大
さ
れ
た
定
義
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
統

計
な
ど
を
使
っ
て
利
害
が
表
立
っ
た
も
の

に
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
若
者
問
題
の
周

囲
に
は
「
産
業
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の

が
出
現
す
る
。「
問
題
」は
客
観
的
状
況
に

単
純
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て

や
政
治
的
に
中
立
な
「
事
実
」
や
静
的
な

「
真
実
」
で
も
な
く
、終
わ
り
の
な
い
社
会

的
相
互
作
用
の
産
物
で
あ
る
と
著
者
ら
は

主
張
す
る
。

　

果
た
し
て
各
ア
ク
タ
ー
が
ど
こ
ま
で
自

分
の
属
す
る
組
織
の
利
益
を
意
図
し
て
行

動
し
た
か
は
計
り
知
れ
な
い
が
、
本
書
に

示
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
を
リ
ー
ダ

ー
と
す
る
研
究
者
ら
の
日
本
社
会
を
外
か

ら
見
た
ク
ー
ル
な
視
線
は
、
問
題
の
複
雑

さ
と
解
決
の
難
し
さ
を
改
め
て
気
づ
か
せ

て
く
れ
る
。


