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本
最
一
日
が
最
初
に
世
に
問
わ
れ
た
一
九
四

0
年
代
は
、
社
会
主
義
は
実
現
可
能
か
否
か
と
い
う
開
題
を
巡
っ
て
、
多
く
の
経

済
学
者
が
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
他
の
経
済
学
者
は
、
市
場
の
な
い
社
会
主
義
国
家
で
経
済
計
算
の
基
礎

と
な
る
べ
き
儒
格
を
決
定
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
議
論
を
集
中
し
た
が
、
シ
ュ
ン
ペ

1
タ
ー
は
こ
の
論
争
に
対
し
て
異

な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
国
家
の
成
立
は
、
そ
れ
が
資
本
主
義
国
家
を
動
か
し
て
い
る
重
要
な
「
エ

ン
ジ
ン
」
を
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
だ
。
資
本
主
義
の
エ
ン
ジ
ン
と
は

何
か
。
シ
ュ
ン
ペ

l
タ
ー
は
そ
れ
を
「
企
業
家
精
神
」
で
あ
る
と
し
た
。
前
作
「
経
済
発
展
の
理
論
』
(
一
九
一
一
一
)
で
一
本
さ
れ

た
こ
の
概
念
は
、
既
存
の
資
源
を
再
結
合
し
て
新
し
い
利
潤
機
会
を
作
り
だ
す
能
力
と
気
質
の
こ
と
を
指
す
。
企
業
家
精
神

は
一
般
的
に
は
、
市
場
競
争
が
あ
る
資
本
主
義
社
会
特
有
の
属
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ン
ペ
!
タ
i

は
、
こ
の
機
能
が
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
組
織
内
部
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
官
僚
的
機
能
に
よ
っ
て
代
替
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
独
占
経
済
に
お
い
て
、
成
功
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
は
、
自
分
た
ち
の
利
益
保
護

の
た
め
に
国
家
の
政
治
的
介
入
を
、
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
官
僚
化
さ
れ
た
独
占
企
業
と
国
家
の
結
び
つ
き
は
、
必
然
的

に
資
本
主
義
的
性
格
を
衰
退
さ
せ
社
会
主
義
へ
と
変
質
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
シ
ュ
ン
ペ

1
タ
ー
は
社
会
主
義
国
家
で
民
主
主
義
が
実
現
可
能
か
と
い
う
問
題
に
進
む
。
彼
は
、
こ
れ
を
と
り
あ

え
ず
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
同
時
に
、
民
主
主
義
の
理
想
を
達
成
す
る
た
め
の
政
治
制
度
は
、
必
ず
し
も
民
主
的
で
あ

る
必
要
は
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
突
き
つ
け
る
。
む
し
ろ
、
民
主
的
で
な
い
政
治
制
度
の
方
が
人
民
の
幸
福
に
貢
献

し
得
た
と
い
う
歴
史
的
実
例
す
ら
存
在
す
る
と
一
一
一
日
う
。
シ
ュ
ン
ペ

i
タ
ー
は
民
主
主
義
は
目
的
で
は
な
く
意
志
決
定
の
手
段
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で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
も
数
あ
る
政
治
制
度
の
中
の
一
つ
に
過
、
ぎ
な
い
の
だ
。
実
際
の
政
治
過
程
の
中
で
、

民
主
的
と
言
え
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
自
分
た
ち
の
支
配
者
を
自
分
た
ち
の
手
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な

い
。
選
び
出
さ
れ
た
政
府
が
「
人
民
の
幸
福
の
た
め
」
に
非
民
主
主
義
的
方
法
を
採
る
こ
と
は
む
し
ろ
、
必
然
で
あ
る
と
も
言

え
る
。
社
会
主
義
が
実
現
可
能
で
あ
る
の
は
、
こ
の
限
り
で
の
民
主
主
義
で
あ
る
(
こ
れ
は
資
本
主
義
国
家
で
も
同
じ
で
あ
ろ

う
)
。
し
か
し
、
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
逆
に
民
主
的
な
方
法
で
選
ば
れ
た
政
府
が
、
必
ず
し
も
民
主

的
な
目
的
の
た
め
に
働
く
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
命
題
も
成
り
立
ち
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
@
ド
イ
ツ
が
民
主
憲
法
の

下
で
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ン
ベ
ー
タ
ー
は
、
資
本
主
義
や
社
会
主
義
と

い
う
現
代
の
経
済
シ
ス
テ
ム
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
と
い
う
わ
れ
わ
れ
が
日
頃
、
金
科
玉
条
の
よ
う
に
あ

が
め
て
い
る
政
治
制
度
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

本
書
は
一
九
五

O
年
に
第
三
版
が
出
版
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
出
さ
れ
た
初
版
と
比
べ
て
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
世
界
の
観
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
急
速
な
ソ
連
の
成
長
、
東
欧
圏
や
旧
植
民
地
国
の
社
会
主
義
化
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本

主
義
の
繁
栄
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ュ
ン
ペ

l
タ
1
の
主
張
を
確
国
た
る
も
の
に
し
た
。

資
本
主
義
が
社
会
主
義
に
変
質
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
決
し
て
社
会
主
義
に
共
感

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
を
通
貫
し
て
い
る
の
は
、
冷
静
で
論
理
的
な
経
済
学
者
の
視
点
で
あ
る
。
彼
は
資
本
主
義

の
も
つ
多
く
の
問
題
点
を
批
判
す
る
が
、
多
く
の
社
会
主
義
者
の
よ
う
に
社
会
主
義
国
家
に
幻
想
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
彼
の
予
言
は
、
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
実
現
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
が
指
摘
し
た
企
業
家
精
神
の
制
度
化
、

国
家
と
結
び
つ
く
企
業
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
ま
さ
に
法
人
資
本
主
義
と
い
う
現
代
社
会
の
描
写
と
し
て
正
鵠
を
射
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、
彼
が
理
論
的
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
近
代
経
済
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ヒ
ル
ブ
ァ

l
デ
ィ
ン

グ
な
ど
の
オ
l
ス
ト
ロ
@
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
近
い
。
時
代
の
流
れ
は
必
ず
し
も
シ
ュ
ン
ペ

1
タ
l
の
考
え
た
よ
う
に
は
な
ら

な
か
っ
た
が
、
彼
が
超
長
期
的
視
点
か
ら
描
き
出
し
た
経
済
と
政
治
の
関
係
は
、
半
世
紀
を
経
て
な
お
わ
れ
わ
れ
に
社
会
理

解

の

た

め

の

雛

形

を

与

え

て

く

れ

る

の

で

あ

る

。
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