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今
の
世
を
覆
う
「
覇
権
主
義
」

　

今
回
「
華
厳
と
い
う
見
方
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
今
の
世
の
中
を
眺
め
て
い

て
、終
戦
直
後
に
鈴
木
大
拙
先
生
が
華
厳
の
教
え
に
特
に
注
意
を
喚
起
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
す
。

　

今
の
状
況
は
戦
中
や
終
戦
直
後
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
北
朝
鮮
の
暴
走
が
あ
り

ま
す
し
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
が
睨に

ら

み
合
っ
て
い
る
。
日
韓
関
係
も
過
去
最
悪
と
思
え
ま
す
（
当
時
は
菅す

が
よ
し
ひ
で

義
偉
政

権
と
文ム

ン
ジ
ェ
イ
ン

在
寅
政
権
）。
ま
た
国
内
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行
に
よ
る
自
粛
と
、
そ
れ
を
見
張
る
自
粛

警
察
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
時
中
の
翼
賛
会
と
い
う
組
織
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
日
中
戦
争
が
長
引
き
日
米
関
係
も
悪
化
し
て
い
く

中
で
、
第
二
次
近
衛
内
閣
が
「
大
政
翼
賛
会
」
と
い
う
組
織
を
つ
く
る
の
で
す
が
、
要
は
権
力
の
意
思
を
自
主

的
に
忖そ

ん
た
く度
し
て
応
援
す
る
集
団
で
す
。
自
粛
警
察
も
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
政
府
も
そ
れ
を
当
て
に
で

き
る
か
ら
、
欧
米
の
よ
う
に
「
都
市
封
鎖
」
し
な
く
と
も
、
こ
の
国
で
は
い
わ
ゆ
る
「
自
粛
」
で
済
ん
で
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」
と
か
「
新
し
い
生
活
様
式
」
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
岸き

し

田だ

國く
に

士お

賞
で
知
ら
れ
る
戯
曲
作
家
の
岸
田
國
士
を
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
当
時
こ
の
方
が
大
政
翼
賛
会
の
文
化
部
長

だ
っ
た
の
で
、「
生
活
の
黎れ

い
め
い明

」
と
題
す
る
文
章
を
書
き
、「
物
が
な
く
て
貧
し
い
生
活
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
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れ
は
新
し
い
生
活
の
黎
明
だ
」
と
国
民
の
間
に
窮
乏
生
活
に
耐
え
る
心
構
え
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

今
は
そ
れ
か
ら
日
本
学
術
会
議
で
す
か
。
学
術
会
議
の
推
薦
名
簿
か
ら
六
人
を
外
し
た
問
題
で
も
、
な
ぜ
外

し
た
の
か
を
政
府
は
一
向
に
説
明
し
よ
う
と
し
な
い
。
理
由
を
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
忖
度
し
ろ

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
国
民
に
忖
度
を
迫
る
。
今
は
そ
う
い
う
時
代
な
の
で
す
か
ね
。
第
二
次
大
戦
中
、
あ

る
い
は
終
戦
後
の
雰
囲
気
と
酷
似
し
て
い
る
気
が
し
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
ん
な
世
の
中
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
大
拙
先
生
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
の
で
す
。

 

「
今
日
の
世
界
が
、
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
力
と
い
う
も
の
を
、
重
ん
じ
す
ぎ
た
か
ら

で
あ
る
。
第
一
、
第
二
の
世
界
戦
争
の
も
と
は
力
の
争
い
で
あ
る
。
自
分
の
力
で
他
を
圧
し
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
自
分
さ
え
勝
手
が
で
き
れ
ば
他
は
か
ま
わ
ぬ
と
考
え
る
の
は
昔
か
ら
あ
る
が
、
近
代
で
は
、
そ
れ
が

集
団
に
な
っ
た
。
自
国
他
国
と
む
や
み
に
区
別
を
つ
け
る
。
近
ご
ろ
は
主
義
の
上
に
区
別
を
つ
け
、
そ
れ
を
暴

力
で
実
行
せ
ん
と
す
る
」（『
東
洋
的
な
見
方
』）

　

な
ん
と
な
く
、
今
の
時
代
の
話
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
？　

今
の
世
の
中
を
覆
っ
て
い
る
の
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
の
時
と
同
じ
「
覇
権
主
義
」
の
考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
覇
権
主
義
の
考
え
方
を

溶
か
す
一
番
の
特
効
薬
が
、
華
厳
の
思
想
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
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聖
武
天
皇
が
深
く
傾
倒
し
た
華
厳
の
教
え

　

大
拙
先
生
は
昭
和
二
十
一
年
四
月
に
、
昭
和
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
前
で
ご
進
講
を
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
後
に

加
筆
修
正
さ
れ
て
、『
仏
教
の
大
意
』
と
い
う
本
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
両
陛
下
に

ご
進
講
し
た
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
ま
さ
に
華
厳
な
の
で
す
。

 

「
華
厳
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
紀
元
前
後
か
ら
イ
ン
ド
で
大
乗
仏
教
が

興
隆
す
る
中
で
、
四
世
紀
頃
に
中
央
ア
ジ
ア
で
『
華
厳
経
』
と
い
う
お
経
が
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
中
国

に
伝
わ
っ
て
漢
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
、
唐
の
時
代
に
法
蔵
と
い
う
方
が
「
華
厳
宗
」
と
い
う
宗
派

を
打
ち
立
て
ま
す
。

　

そ
れ
が
聖
武
天
皇
の
時
代
の
日
本
に
伝
わ
り
、
法
蔵
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
新
羅
の
審し

ん

祥し
ょ
うと

い
う
お
坊
さ

ん
が
招
か
れ
ま
す
。
聖
武
天
皇
は
三
年
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
方
の
華
厳
の
講
義
を
聴
く
。
天
皇
家
は
新
し
い
思

想
の
摂
取
に
非
常
に
熱
心
だ
っ
た
の
で
す
ね
。日
本
の
お
坊
さ
ん
で
は
良ろ

う
べ
ん弁
が
華
厳
の
教
え
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、

東
大
寺
が
華
厳
宗
の
中
心
に
な
り
ま
す
。

　

当
時
、
な
ぜ
『
華
厳
経
』
が
渇
望
さ
れ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
時
代
は
外
国
と
の
交
流
が
非
常
に
盛

ん
で
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
病
気
も
一
緒
に
渡
っ
て
き
ま

す
。
も
と
も
と
は
人
間
が
動
物
を
飼
育
す
る
こ
と
で
、
そ
の
動
物
の
持
っ
て
い
る
病
気
（
ウ
ィ
ル
ス
）
が
、
人

間
に
も
感
染
で
き
る
よ
う
に
進
化
し
た
わ
け
で
す
。
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例
え
ば
麻は

し
か疹

は
、
犬
か
ら
来
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
天
然
痘
は
牛
か
ら
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
人
間
に
直
接
媒
介
し
た
の
は
ア
ヒ
ル
だ
と
言
い
ま
す
。

　

聖
武
天
皇
の
時
代
に
は
天
然
痘
が
大
流
行
し
ま
し
た
。
し
か
も
飢
饉
が
続
い
て
、
人
々
が
た
い
へ
ん
に
苦
し

ん
で
い
た
。
し
か
も
今
で
は
「
新
型
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
せ
い
だ
」
と
わ
か
り
ま
す
が
、
ウ
ィ
ル
ス
が
発
見

さ
れ
た
の
は
十
九
世
紀
で
す
か
ら
、
当
時
は
原
因
が
ぜ
ん
ぜ
ん
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
人
が
バ
タ
バ
タ
と
倒
れ
て
死
ん
で
い
く
。

　

当
時
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
誰
か
恨
み
を
も
っ
て
死
ん
だ
人
の
怨
霊
の
せ
い
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
神

仏
の
罰
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
新
し
い
教
え
を
求
め
、
新

し
い
お
経
を
唱
え
れ
ば
疫
病
の
流
行
も
収
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
お
経
に
注
目
し
て
い

く
わ
け
で
す
。

　

聖
武
天
皇
は
飢
饉
が
頻
発
し
、
国
民
の
間
で
疫
病
が
流
行
る
状
況
に
対
し
て
、
驚
く
ほ
ど
深
い
反
省
を
示
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
聖
武
天
皇
が
実
際
に
書
い
た
文
章
を
訳
し
た
も
の
で
す
が
、「
ま
こ
と
に
朕ち

ん

の
不
徳
に
よ
っ

て
こ
の
災
厄
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
天
を
仰
い
で
慙は

じ
、
恐
れ
て
い
る
」「
少
し
も
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
れ

な
い
」。
そ
う
記
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
政
府
は
消
費
税
を
上
げ
た
ば
か
り
で
す
け
れ
ど
も
―
―
聖
武

天
皇
は
民
の
窮
状
を
想
っ
て
免
税
に
し
た
の
で
す
。

　

ま
た
聖
武
天
皇
の
奥
さ
ん
は
光
明
皇
后
で
す
が
、
こ
の
方
は
国
と
は
ま
た
別
に
施
薬
院
、
悲
田
院
と
い
う
福
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祉
施
設
を
生
家
で
あ
る
藤
原
家
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
つ
く
り
ま
す
。
施
薬
院
と
い
う
の
は
薬
草
を
作
っ
て
施ほ

ど
こす

場
所
、
悲
田
院
は
生
活
困
窮
者
に
寝
る
場
所
と
食
べ
物
を
与
え
る
施
設
で
す
。
こ
う
い
う
福
祉
施
設
を
天
皇
家

自
ら
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。

　

華
厳
の
教
え
を
聞
い
た
聖
武
天
皇
は
、
そ
の
教
え
を
学
ぶ
道
場
と
し
て
東
大
寺
を
建
て
、
華
厳
の
世
界
の
象

徴
で
あ
る
「
毘び

る盧
遮し

ゃ

那な

仏ぶ
つ

（
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
ブ
ッ
ダ
）」（
東
大
寺
で
は
「
盧
舎
那
仏
」
と
呼
ぶ
）
を
造
ろ

う
、
そ
れ
に
よ
っ
て
疫
病
も
退
散
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
建
立
さ
れ
た
の
が
東
大

寺
の
盧
舎
那
仏
、
奈
良
の
大
仏
で
す
。

　

大
仏
建
立
は
、
天
然
痘
と
飢
饉
で
本
当
に
わ
け
も
わ
か
ら
ず
、
大
勢
の
人
が
死
ん
で
い
く
中
で
、
な
ん
と
か

天
皇
の
思
い
が
天
に
届
か
な
い
か
と
い
う
祈
り
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
仏
を
つ
く
る
に

は
人
々
の
雑
役
が
必
要
で
す
し
、
た
く
さ
ん
お
金
も
か
か
る
。
聖
武
天
皇
も
相
当
悩
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、や
は
り
毘
盧
遮
那
仏
を
つ
く
る
こ
と
で
人
々
の
苦
し
み
を
救
い
た
い
。そ
う
い
う
欲
求
が
勝
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
幸
い
行
基
と
い
う
絶
大
な
協
力
者
を
得
て
、
な
ん
と
か
こ
の
偉
業
は
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

大
拙
博
士
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
も
踏
ま
え
た
上
で
、
昭
和
天
皇
に
『
華
厳
経
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
お
話
し
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
、天
皇
陛
下
も
責
任
を
感
じ
て
い
ら
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

戦
後
は
い
わ
ゆ
る
闇
市
の
時
代
で
、
国
民
は
日
々
の
食
べ
も
の
に
も
困
る
窮
乏
状
態
で
し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く

「
朕
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
」
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
ん
な
時
に
、
華
厳
の
教
え
を
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ぜ
ひ
天
皇
陛
下
御
夫
妻
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
、
大
拙
先
生
は
ご
進
講
を
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め

た
『
仏
教
の
大
意
』
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

 

「『
華
厳
経
』
に
盛
ら
れ
て
あ
る
思
想
は
、
実
に
東
洋
―
―
イ
ン
ド
・
シ
ナ
・
日
本
に
て
発
展
し
温
存
せ
ら
れ

て
あ
る
も
の
の
最
高
頂
で
す
。
般
若
的
空
思
想
が
こ
こ
ま
で
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
は
実
に
驚
く
べ
き
歴
史
的

事
実
で
す
。
も
し
日
本
に
何
か
世
界
宗
教
思
想
上
に
貢
献
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
華
厳
の
教

説
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
」

　

東
洋
の
宗
教
思
想
の
中
で
も
、
最
も
誇
る
べ
き
考
え
方
が
こ
の
『
華
厳
経
』
に
あ
る
と
仰

お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
の
後
、
大
拙
先
生
は
華
厳
の
研
究
を
推
し
進
め
て
、
昭
和
三
十
年
に
法
蔵
館
か
ら
『
華
厳
の
研
究
』

と
い
う
本
を
出
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
『
華
厳
経
』
へ
の
情
熱
は
す
で
に
戦
前
か
ら
涵か

ん
よ
う養

さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
毘
盧
遮
那
仏
の
光
が
遍
く
一
切
を
照
ら
す

　

今
日
は
ど
こ
ま
で
話
せ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
華
厳
経
』
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
お
話
し
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

 

『
華
厳
経
』
は
「
六
十
華
厳
」
や
「
八
十
華
厳
」
な
ど
何
種
類
か
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
単
独
の

お
経
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
た
も
の
で
す
。
お
経
に
は
こ
う
い
う
も
の
が
多
い
の
で
す
ね
。
は
じ
め
か
ら
誰
か
が


