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σ

騎

論

満

蒙

争

議

の

實

相

作

田

㌦b

胤

鏑

今

や
満
蒙
問
題
は

日
を
追

ふ
て
益

々
重
大

親
さ

れ
て
来

た
。
最
近

に
は
上
海

の
反

日
會

が
官
憲

の
黙
許

の
下

に

兵
力

行
使

と
同
様

な

る
直
接
行
動
を
執

り
、
・こ
れ

に
饗

し

て
日
本

の
海
軍
陸
戦
隊
も
ま

た
直
接
行

動
を
以

て
慮
酬

し
た
。
中

村
大
尉
虐

殺
事

件
は
、
支
那

側
の
爲

せ

る
多

年
累
積

の
不
法
露
置

を
こ
の
機
會

に
清
算

し
よ
う
と

す

る

日
本

側
の
決
意

を
促
が

す
か

に
見

え

る
。
人

々
は
幾
多

の
紛
争

の
積
出

が
逡

に
日
支

の
大

衝
突
を
惹
起

こ
す

で
あ

ら
う

こ
と

を
憂

へ
る
。
し

か
し
實

は

そ
の
反
射

で
あ

り
、
雨
風
間

に
避
け
難

い
抗
争
原

因
が
先

づ
存
し
内
そ

れ

か

ら
限
り

な
く
種

々
の
紛
争
が
頻
登
す

る
の
で
あ

る
。
而

か
も
そ

の
原

因
た
る
や

、
輩

に
日
支

雨
國

民

の
間

の
み

で
、

は
な

く

、
世

界
経
済
を

根
底

と
す

る
世
界

政
治

の
全

面

に
内

在
す

る
も
の
で
あ
b

、
そ

れ
が
爾
國

民

の
間

に
満
蒙

争
奪

の
現
象

を
生
ぜ

し
め
た

の
で
あ

る
。
そ

の
實

相
は
正

し
く
世
界
経
済
問
題

に
属

す

る
。

満
蒙
争
議
の
實
相

第
三
+
三
巻

五
二
七

第
四
號

芒



咽

滞
蒙
争
議

の
賢
相

第
三
十
三
巻

五
二
八

第
四
號

五
二

藝

喬

題

の
取
扱

は
.
我
等

日
本
国

民
と
し

て
は
、
日
本

の
立
場

か
ら

日
本

の
要

求
と
政
策
と
を
考
究

す
る
に

あ

る
。
さ

れ
ど

現
代

に
於

け

る
国

民

の
行
動

は
、
そ
れ
自

ら

の
孤

立

せ

る
行
動

で
は
な

く
、
世
界
経

濟
及

び
世
界

政
治

の
行
動

艦
系

の
中

に
立

つ

一
部

の
行

動
と
な

っ
て
み

る
か
ら
、

こ
の
世
界

杜
會

現
象

を
理
解

し
な

い
で
国
民

の
政
策

を
考
究

す

る
は
、
地
盤

を
離

れ

た
塞
想

に
過
ぎ
な

い
。
吾
人

は
今

、
日
本

の
立
場

よ
り
見

る
國

策
如
何
を

差
措

き
、

こ
の
立
場
を
超
え

た

る
世
界

團
騰

の
立
場

か
ら
満
蒙
問
題

を
考
察

す

る
で
あ
ら
う
。

こ
の
問
題

に
就

て

は
世
界

政
治

の
観
察
も
重
要

で
あ

る
が
、
そ

の
根
底
と
な

る
も

の
は
世
界
経
済

で
あ

る
か
ら

、
こ
こ
で
は
專

ら
世

界
経

済
上

の

一
題

目
と
し

て
満
繋
陶

題

の
解
繹
を
試

み
る
。

世

界
的

見
地

よ
り
見

た

る
満
蒙
問
題

は
正
し

く
世
界

経
済
上

の

一
大
争
議

で
あ

る
。
そ
れ
は
目
支

間

の
孚
議

で

あ

る
が

、
深

く
察
す

れ
ば

、
そ
れ
は
世
界
経
濟
が
現
代

に
於

て
遭
遇

す

る
所

の
生
産

組
織
憂
革

の
箏

議

一
般

が
特

に
満
蒙

を
封
境
と
し

て
日
支

間

に
出

現

し
た
も

の

で
あ

る
。
人

々
は
世
界
生
産
組
織

の
鍵
革

を
直

に
資
本
主
義
制

の
鍵
革

と
蓬
断

ず

る
か
も
知

れ
な

い
。
そ
れ
も
あ

る
が
、
そ

れ
と
同
等

に
概

か

る
ベ
シビ
、
若

く
は
そ
れ
よ
り
も

}

層
根

本
的
な

る
物
質

的
生
産
力
支

配

の
塗
革

が
世
界
経
濟

に
課

せ
ら

れ
で

る

る
。

こ
の
憂
革

の
気
運

が
生

む
所

の

箏
議

が
満
蒙
問
題

に
於

て
特

に
鮮

明

に
現
は
れ
て

る
る
。
満
蒙
争
議

の
眞
相

は
、
か
か

る
見
地

よ
り
見

る
と

き
、

始

め

て
正
し

く
理
解

さ
れ
得

る
。

最
近

時
代

に
於

て
始

め
て
世
界
経

濟

の
成
立
を
見

た
が

、
そ
れ

に
よ

っ
て
薔
來

の
経
済

法
則

の
上

に
新
し

い
法

則
が
働

く
や

う

に
な

っ
た
。
満
蒙
箏

議

は
そ
の
世
界
経
済

法
則

に
擦

っ
て
登
生

し
、
ま

た
そ

れ

に
擦

っ
て
解

決

さ

れ

る
。
世
界

團
燈

の
立
場

に
居
り
世
界
経
済
法
則

の
動

き
を
日
常
と

し

て
見

る
と
き
、
そ
こ

に
満
蒙
孚
議

の
實

相



が
謬
り
な
く
看
取
さ
れ
得
る
の
で
あ
る

J

二

、

畢

議

の

重

罰

満
蒙
争
議
は
・
次
第
に
錯
綜
し
、
最
近
に
は
周
知
の
加
〈
特
に
日
支
南
国
民
の
相
互
反
戚
を
唆
る
事
件
が
績
殺
し

唱

】

O

J
i
 

一
方
か
ら
は
保
約
違
反
・
利
益
侵
害
'
ゲ
長
干
の
る
に
針
し
、
他
方
で
は
魅
迫
・
侵
略
の
不
嘗
を
鳴
ら
し
、

一
方
の

殿
重
な
る
抗
議
は
他
方
の
故
意
の
遷
延
に
よ
っ
て
報
ゐ
ら
れ
、
今
日
ま
で
満
蒙
の
懸
案
三
百
件
若
〈
は
五
百
件
に

上
る
と
一
五
は
れ
、

そ
の
件
数
々
己
へ
帥
怖
か
に
知
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
新
の
如
き
は
、

も
と
雨
国
間
に
容
易
に
解

日机

3
れ
叫
刊
h
w
い
放
火
山
市
議
出
，
か
あ
っ
亡
、
群
小
川
円
紛
争
事
件
が
そ
の

k
ド
累
積
す
る
の
で
あ
る
。
今
雨
倒
問
に

J

宇
は
れ
る
重
要
の
題
目
を
翠
ぐ
れ
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
聞
東
州
の
租
情
並
に
満
錨
附
属
地
の
守
備
良
び
行
政
。
こ
れ
は
蕗
西
京
か
ら
獲
得
し
支
那
が
承
諾
し
に
る

特
殊
権
利
で
あ
る
か
ら
、
支
那
は
常
然
の
返
還
を
求
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
れ

E
こ
の
樺
刺
は
大
正
四
年

(
氏
同
四
年
)
の
日
支
僚
約
仁
よ
り
抗
告
約
庄
の
期
限
二
十
五
年
及
び
三
十
三
年
を
九
十
九
年
に
延
長
し
、
期
限
だ
け
は

雨
闘
の
開
係
に
移
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
支
那
は
、
奮
期
限
満
期
の
際
に
還
附
を
要
求
し
、
次
で
こ
の
僚
約
否
定
の

務
明
を
な
し
、
近
頃
は
一
切
の
国
権
を
回
復
す
る
一
般
要
求
の
中
に
こ
の
特
殊
樺
利
の
岡
牧
を
も
包
合
せ
し
め
、

機
舎
を
得
て
返
迭
を
求
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
日
本
は
こ
の
権
利
の
特
殊
性
を
主
張
し
』
に
と
へ
列
国
に

共
通
な
る
凶
樺
回
復
に
臆
や
る
と
も
、
こ
の
特
殊
擢
利
の
還
附
だ
り
は
肯
じ
な
い
。

二
、
満
蒙
の
錨
準
。
南
満
州
錨
遁
も
ま
た
日
本
一
か
露
西
亜
か
ら
獲
得
し
支
那
の
承
諾
を
得
に
後
に
悲
し
く
改
修

満
蒙
字
誌
の
貰
相

第
三
十
=
一
巻

五
二
九

第
四
就

11~ 



満
粟
争
議
の
賀
相

第

三
+
三
巻

五
三
〇

第
四
號

五
四

し

、
次

で
三

十

三

年

の
期

限

を

九

十

九

年

に
延

ば

し

た

も

の

で
あ

る
。

昭
和

十

三
年

の
奮
期

限

満

期

に
際

し

て

は

或

は
支

那

か

ら

引

渡

の
要

求

が
來

る

か
も

知

れ
な

い
。

日
支
協

定

に
よ

る
安

泰

鐵

道

も
満

鐵

と
同

じ
期

限

と

な

っ

て

み

る
。

吉

會

鐵

遣

に
就

て

は
今

齢

す

所

の
軟

化

國

境

間

の
敷

設

が

進

行

せ
す

、

目

下

緊
急

の
案

件

と

な

っ
て

み

る

。

こ

の
鐵

道

は
満

銀

線

に
登

し

て
満

洲

を

横

断

し

日
本

の
内

地

に
通

す

る
重

要
線

で
あ

る
。

満

蒙

五

鐵

道

の
敷

設
協

定
(
大
正
二
年
+
月
)
及

び

四

鐵

道
借

款

契

約

(大
正
七
年
九
月
)
.は

、
東

北

交

通

委

員

會

(大
正
+
三
年
四
月
創
設
)
の
東

北

鐵

追

綱

計

書

に
よ

っ

て
次
第

に

破

棄

さ

れ

よ

う

と

し

、

そ

の
上

に

満

鐵

並

行

競

争

の

紛

争

を

生

す

る

に
至

っ

九

。
今

そ

れ

に
就

て

一
々
指

摘

す

る

こ

と

を
省

略

す

る
が

、
要

す

る

に
支

那

側

の
計

書

は

、
奉

天

以

北

に

て
瀟

鐵

を

東

西

か

ら

包

園

し

、

更

に
東

西

爾
幹

線

の
海

港

を
一朝
盧
.島

に
設

け

て

大

連

港

を

持

つ

満

鐵

を

抑

魅

す

る

に
あ

る

。
已

に
東

部

に
は
吉

海

及

落

海

練

成

b

、

西
部

に
は
打

通

線

成

り

て

挑
南

以

北

ま

で
連
続

し

、

共

に
満

鐵

の
並

行

競

争

線

と

し

て
働

き

、

そ

の
上

に
満
鐵

を

座

す

る
種

々

の
運

途

政
策

が
行

は

れ

て

る

る
。

こ

れ

に
就

て

は
尚

ほ

セ
コ
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ド

丁
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線

問

題

は
慶

大

な

る
満

蒙

の
地

域

に
於

て
数

個

の
南

北
幹

線

の
敷

設

を

拒
否

す

る
と

云

ふ

の

で
は

な

ぺ

、

そ

れ

が

故

意

に
満

鐵

の
利

益

を

削

減

す

る
爲

に
行

は

れ

る

こ
と

を
制

止

す

る

に
あ

る
。
今

の
所

で
は
支

那

側

の
鐵

道

政

策

が

満
鐡

を
窮

地

に
陥

れ

よ

う
と

す

る
方

略

な

る

こ

と
明

か

な

ろ
も

、

し

か

し
慶

大

な

る
満

蒙

の
地

域

が
開

登

き

れ

行

く

に

つ
れ

て
、

満

鐵

の
勢

力

以

外

に
鐵

道

網

が

伸

張

さ

れ

る

こ
と

も

否

み
難

い
。

か

く

て
満

鐵

へ
の
歴

追

と

満

鐵

の
自

衛

と

の
対

立

は

、
今

後

幾

多

の
鐵

道

争
議

を

惹

起

こ
す

で
あ

ら

う

。

三

、
満

洲

の
鑛

山

採

掘

。

日
本

は

ポ
ー

ツ

マ
ス
條

約

及

び

満

洲

五
案

件

に
聞

す

る
協

約

萌

治
四
+
二
年
九
月
)
に
よ



つ
て
、
撫
順

・
姻
憂
炭
坑

の
軍
濁
経
螢

に
當

り
、
並

に
満
鐵

沿
線

両
側
三
十

清
里
内

に
あ

る
鑛
山

の
合
辮
経
螢

を
な

す

こ
と
が
出

来

る
。

こ
れ

に
就

て
は
支
那
側

が
最
近

に
最
悪

税
率

以
上

に
石
炭
輸
出
税

を
課
し

て
協

約
違

反

の
問

題

を
生

じ
、
ま

た
合
辮
と

す

べ
き
場
合

に
日
本

人
を
退

け
て
経
螢

を
許
可

し
、
又

は
已

に
許
可

せ
る
合
辮

企
業
を

回
牧

す

る
な

ど
幾
多

の
争
議
事
件

を
惹
起

し
て
み
る
。

そ

の
外

に
日
本

は
合
辮

に
て
鞍

山
.
弓
張
嶺

.
本
漢
湖

の
鐵

鑛
採
掘

を
な
し
、
更

に
近

く
は
撫
順

の
オ
イ

ル
シ

ェ
ー

ル
採
掘

を
始

め
た
が

、
支
那
側

は
前
者

に
就

て
は
最
近

に

種

々
の
術
策

を
以

て
経
螢

を
破
壊

し
よ
　
と
す

る
運
動

を
始

め
、
後

者

に
就

て
は
石
炭
以
外

の
も

の
の
採
掘

を
許

さ
な

い
と
抗
議

し
て
来

た
。
満
蒙

の
鑛
山

は

日
本

に
と

っ
て
極

め

て
重
要

な
る
資
源

と
な

る
が
、
支

那
も
ま
た
そ

ニ
ゴ

い
コ

ヒド
ロコ　
ノ

ウ
ヒ

ロし
ロユ
画塾

　
ナヒ
ず
ピ
ぎ

レ
ら
陶
画ぼ

ウ

タ
　
　

の
利
益

を
溜

め
て
来

た

か
.ら

、
鑛
山
事

議

は
ム
τ
後

一
層

甚
し
く
な
り

鐘
濯
踏

罎

に
夢

く
麹
廼

と
匹
。
ξ

て
茄
p
ド'.囲・

四

、
南
満
…の
土
地
藺

相
擁

。
四
年
條

約

は
日
本

に
南

満
洲

の
土
地
商
租
を
な
し
得

る
権
利
を
與

へ
て
居

る
が

、

支

那
側

は
そ

の
翌
年

に
懲
辮
國
賊

條
例

を
出

し

て
こ
の
権
利
を
事

質
的

に
否
定
し

且

つ
商

相
手
績

協

定
を
遷
延

し

て
権

利

の
實
質

を
喪
失

せ
し
め
、
ま

た
時

々
行
は

る
る
商
租

に
射

し

て
は
甚

し

い
歴
迫

を
加

へ
て
る
る
。

こ
の
権

利

は
日
本

が
満
洲

に
於

て
農

工
業

を
経
螢

す

る
爲

め

に
極

め
て
重

要
な
條

件
と
な

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
支
那

の

條

約
無

規

の
態
度

に
濁

し
日
本
が

何
威
ま

で
権

利
を
士
⊥張

す

る
か
が
注

目
さ
れ
、
重
大
な
争
議
事
項

と
な

っ
て
み

る

。五
、
満

蒙

の
企
業

経
管

。
同
じ

く
四
年
條
約

は
南
満
洲

に
於

て
商

工
業
其
他

の
業
務

に
従
事

す

る
こ
と
並

に
東

内

蒙
古

に
於

て
合
辮

に
て
農
業
及

び
附
属
工
業

を
経
管
す

る

こ
と
を

日
本

に
許
容

し
て
み

る
。

こ
れ
ま
た
支
那
官

憲

が
支

那
人

側
を
牽
制

し

て
日
本
人

の
経
螢

を
困
難

な
ら

し

め
或

は
條
約
が
許

さ
な

い
課

税

に
よ

っ
て
日
本
人

の

満
蒙
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巷

五
三
一

第
四
號

五
五



満
蒙
争
議
の
實
柑

第
三
十
三
巻

五
三
二

第
四
號

五
六

経
螢

を
座
近

し

て
る

る
の
で
、
煩

は
し

い
争
議
が
頻

々
と

起

っ
て
る
る
。

こ
の
権
利
は
満
蒙

に
於

け

る
日
本

人

の

経
濟
活
動

を
廣

く
保
障
す

る
も
の
で
あ
り

、
特

に
蒙
古

方
面

の
農
業

経
螢

は

日
本

の
原

料
供
給

に
と

っ
て
大
切

で

め

る
か
ら
、
ム
ー後

は
更

に
重
大

な

る
幾
多

の
争
議
が

こ

こ
に
登
生

す

る
か
と
考

へ
ら
れ

る
。

六

、
朝

鮮
人

の
農

業
趣
螢
。
間
島

を
主

と
し

て

東
内
蒙
古

に
も

及

べ
る

朝
鮮

人

は

概

数
八
十
萬
と

云
は
れ

る

が

、
そ
れ
ら
は
殆

ど
農

耕

に
従

事

し
て
み
る
。
こ
の
農
業

維
螢

は
間
島

に
關
す

る
協
約

(明
治
四
+
二
年
九
月
)
其

他

の

諒
解

に
よ
り

て
承

認
さ

れ
て
る
る
が
、

こ
れ
ま

で
も
朝
鮮

人
が
苦

心
し

て
開

墾

せ
る
耕
地

が
支
那

の
地

士
ユ
か
ら
数

々
不
當

に
取
上
げ
ら
れ

た
。
近
頃

、
支

那
入
移
民
が
層
加

す
る

に
及

ん

で
、
鮮
人
退
去
命
令
其
他

の
支

那
官
憲

の

墜
迫
が
苛

烈
と
な

っ
た
。

こ
こ

に
も
争
議

が
積

出
す

る
。
最
近

の
萬
寳

山
事

件
及
び
在
鮮
支

那
人
殺
傷

事
件

の
如

き

は
そ

の

一
表

現

で
あ

る
。

以
上
は
條
約
や
協

定

に
基

く
日
本

の
特

殊
権
益

に
関

す
る
直
接

の
争
議

を
擧
げ

た
の

で
あ

る
が
、

こ
の
権

益

を

巡

っ
て
派
生

す

る
所

の
争
議

は
極

め
て
多
敷

に
上

ぼ

っ
て
み
る
。
要
あー-
る

に
満
蒙

に
於

け

る
日
本

の
特
殊
権
益

は
、

租
借
地
及

び
鐵
道
附
属
地

の
支
配

に
よ
り

て
國
防

、
秩
序
維
持

、
及
び
事
業
経
管

の
根
糠

を
設
定

し
、
鐡
道
を
以

て
富
源
開

登

の
地
盤

と
な

し
、
鑛
山
採
掘

に
よ
り
て
燃

料

・原

料

の
不

足
を
補
ひ
、
土
地
商

租
及
び
企
業
経
螢

に
よ

っ
て
原

料
供
給
を
計

り
、
鮮

人
農
業

に
よ

っ
て
人

口
及
食
糧
問

題

の
解
決

の

一
端

た
ら

し
め
よ
う
と
す

る
の
で
あ

る
。
然

る

に
支

那
側

に
あ

っ
て
は
魯
清
朝

時
代

と
最
近

の
中
華

民
国

と

で
は
殆
ど
國
情

を

一
憂
し

て
る

る
。
曾

て

は
満
蒙

を
意

に
介

し
な

か

っ
た
支

那
が
今

は

こ
こ
に
非

常

の
關
心
を
持

っ
て
来

た
が
、

そ
れ
は
支
那

の
國
権

回
復

の
要
求
と
満
蒙

の
経
済

的
償

値

の
認
識
と

か
ら
来

て
み

る
。
初

め
支

那
は
満
蒙

の
経
濟

的
慣
値

に
裁

て
殆
ど
開

心



を
持

た
な
か

っ
た
。
そ
れ

で
清

朝

は
さ
ま

で
強

い
昼
疸
を
受

け
た
と
も
見

え
な
か

つ
允
が

、
そ

の
磯
鮮

の
地
を

す

ら

露
西
亜

の
支

配

に
委

ね

た
。
次

で
日
本

が
戦

勝

に
よ

っ
て
露
西
亜

か
ら
特
殊
権
益

を
承
縫

し
た
後

、
豊

か
な
ら

ぬ
財
力
を
割

き
外
債

ま

で
起

こ
し
て
、
秩
序

を
維
持

し
鐵
道

港
灘

を
改
修

し
増
築

し
富
源

を
開

登
し
産
業

を
起
.」

し
貿
易
を
進

め

て
満
蒙

の
経
済

状
態

を

一
鍵

せ
し

め
た
。

か
く
て
満
…蒙
が
安
全
と
所
得
と

を
提
供

す

る
優
良

の
植

民
地

た

る
に
及

ん

で
支

那
本
部

か
ら
移

民
が
殺
到
し
、
大
富

源

の
開
登

は
益

々
有
望
と
な

っ
た
。
過

去

二
十
除
年

の
間

に
如

何

に
満
蒙

の
経
済

的
畿
展

が
著
大

で
あ

っ
た
か

を
示

す
統
計

的
数

字
は
周
知

の
事

で
あ

る
。
恰

も
こ
の

時
支
那

は
近
代
国
家

の
建

設

に
歩

を
進

め

、
國

権
回
復

を
第

一
使
命

と
し

て
み
た
が
、
以

前
と
比

べ
て
面
目
を

一

新

し
穿

結

蒙

を
見

る
に
及

ん

で
は
、
園

権
回
復

の
名

の
下

に
こ
の
質
庫

を
完
全

に
自
己

の
手

に
牧

め
よ
　
と
す

る
欲

望
を
強

め
來

つ
た
の

で
あ

る
。
外
蒙

古

に
は
未
だ
牧
得

す

る
に
足

る
経
済
的
利
益

が
齎

ら
さ

れ
て

み
な

い
か

ら
、
支
那
も
露

西
亜

の
進
出

に
濁

し

て
は
卒
然

と

し
て
居

る
。
そ

の
支
那

も
日
本
が
愛
惜

し
て
譲

ら
な

い
ほ
ど

に

實

利
益

が
多

く
現
は
れ
て
来

た
満
蒙

に
射

し
て
は
.
あ
ら

ゆ

る
術
策

を
施

こ
し
て
孚

ふ
と
も
犠
牲

の
多

き
を
畳
え

な

い
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ど
醗

っ
て
日
本

の
側
よ
り
見

る
と
き
は
利
害
は

正
し
く
逆

で
あ

る
。
支
那
が
満
蒙

に
切
實

な

る
欲
望
を
懐

く
に
至

っ
た

の
は
、
主
と

し
て
日
本

の
満
蒙
経
管

の
結

果

か
ら
来

て
み
る
。
日
本

は
支

那

の
主
権

を
奪

重
し
軍
港

を
壊
ち
最

少
限
度

の
政
治

的
手
段
を
用

み
る
に
止

め
た
が

、
し
か
し
秩
序

の
維
持

に
は
多
大

の
力

を
盤

く
し
、
経

濟

・
衛
生

・文
化

の
諸
般

の
施

設
を
試

み
、
満
蒙

を

一
大

柘
植
地

と
な

す

べ
く
努
力

し
來

つ
た
。
年

々
百

萬

の
支
那

本
部
移

民
を
牧

容
す

6
満
蒙

は
明

か

に
成

功
し

つ
つ
あ

る
植

民
地

で
あ

る
。
從

っ
て
日
本

と
し
て
は
己

得

の
特
殊

満
蒙
争
議
り
實
相

第
三
+
三
巻

五
三
一=

第
四
號

五
七



満
豪
華
評議
の
實
相

第
=
二
十
三
春

五
三
四

第
　四
號

五
八

権

益

を
放
棄

す
る

こ
乏
は
、
過
去

の
努
力

を
水
泡

に
蹄

せ

し
め

る
の
み
で
な
く

、
將
來

の
生
存
を
脅

か
さ
れ
る
こ

と

に
な

る
。
さ
れ
ど
支

那
と

い

へ
ど
も

こ
れ
ほ
ど
有
利

な

る
牧
獲

を
容
易

に
断
念

す

る
と

も
考

へ
ら

れ
な

い
。
争

議

は
必
然

に
進
行

す

る
。

今
や
新
興
支

那
は
固

く
國

権
回
復

を
主
張

し
、
東
北
易
幟
(昭
和
三
年
+
二
刀
)と
共

に
全
支

那

の
實
力

を
以

て
満

蒙

似
抗
争

に
當

る
態
度

を
示

し
て
来

た
。

こ
れ

に
謝
し

日
本

は
国

民
生

存
権

を
主

張
し
、
政
治

方
面
は
最

少
限
度

に

止

め

て
も
纒
濟
方
面

で
は
實
力

に
訴

へ
て
も
飽

く
ま

で
素
志
を
貫
徹

し
よ
う

と
す

る
決
意

を
示

し

て
み
る
。
双

方

些

こ
旺
澆

D
虞
を
渇
ボ

て
黄
.力

に
訴

ふ
る
を
辞

し
な

い
。
静
養

は
必
然

に
硬
化

す
る
。

三
、
日

本

の

要

求

満
蒙
争
議

に
於

て
日
本
は
如
何

な
る
要
求
を
爲

す
か
。
そ

れ

に
は
種

々
の
主
張
が
唱

へ
ら

れ

る
。

日
本

側
の
唱

(、
る
箪
純
な

る
主
張

は
、
満
豪

の
特

殊
権

益
が

日
本

の
犠
牲

に
鋤
す

る
當
然

の
牧
獲

で
あ

り
、
且

つ
國

防

上
必
要

の
保
障

で
あ

る
と
見

る
に
あ

る
。
支
那
が
支

へ
得
な

か

っ
た
露

西
亜

の
侵
略

に
謝

し
、
日
本
は
十

萬

の
生
霊

と

二
十

億
圓

の
亘
費

と

を
犠
牲
と

し

て
満
蒙

を
守

っ
た
。
露
西
亜

は
今

の

ソ
ヴ

イ

エ
ッ
ト
政
府

に
な

っ

て
も
曾

て
口
舌

に
よ

っ
て
得

た

る
支
那

の
領
土

さ

へ
返
還

し
な

い
ほ
ど

で
あ

る
か
ら
、
若

し

日
本
が
先

き

に
露

西

亜

を
牽
制

し
な

か

っ
た
な
ら
ば

、
満
蒙

の
運
命

は
支
那
側

か
ら
今

日
争
議
を
惹
起

こ
す
素

地

す
ら
存

し
な

い
状
態

に
な

っ
て
み
る
だ
ら
う
。

こ
れ
と
同
時

に
日
本

は
朝
鮮

ま

で
進

入

せ
る
露
西
亜

に
濁

し
て
は
國
防

の
第

一
線
を

満

蒙

に
置

か
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
。

日
本

が
濁
力

に
て
こ
れ

に
當

る

に
就

て
は
、
自
己

の
領
土
を
防

衛
し
得

な

い
支

那



に
も
責
任

が
あ

る
。

以
上

の
主
張

は

、
日
露
戦
争

の
意
義

を
没

却
す

る
な
と

云

ふ
表

現

に
よ

っ
て
、
深

く
國

民

の
胎

裡

に
浸
潤

し
て

み
る
・

こ
の
主
張

に
も
道

理
が
あ

る
が
、

そ
れ
は
言
は
ば

緒
論

で
あ

る
。
若

し
こ
の
主
張
を
重

く
見

る
な
ら
ば

、

今
後
支

那
が
国
力

を
充
質

し
濁
力

に
て
露

西
亜

の
侵
入
を
防
止

し
得

る
や
う

に
な
り
、
且

つ
ま
た
日
本

が
供

へ
た

る
犠

牲
を
相
當
と
思
は

れ

る
程
度

に
補

償
す

る
な
ら
ば

、
日
本

の
特
殊
灌
釜

を
支
那

に
還
附

し
て
も
差
支
な

い
と

云

ふ
こ
と

に
な

る
。
ま

た
日
本
人

の
中

で
も
然

う
考

へ
て
る
る
も

の
も
あ

る
と
聞

く
。
そ
れ
な
ら
ば
幣

束

に
於

て

露
西

亜

の
政
策

に
蜀
慮

す

る
だ
け
支
那

の
国
防
.刀
が
整

ひ
、
ま

た
満
蒙

の
富

源
と
市
場
と
を
引
當

と
し
て
米
國

か

ら
資

金
を
仰
ぎ
日
本

に
補
償

す
る
と
云

ふ
や
う
な
場
合

が
起

つ
亨

、
し
た
な
ら
ば

.
♪
、
の
時

に
日
本

は
満
蒙

か
ら

退

去

す

る
こ

と
を

納

得

す

る

で
あ

ら

う

か
。

否

、

日
本

が
眞

に
満

蒙

に
求

め

る
所

は
、

犠

牲

の
補

償

で
ぱ
な

く

、

今

後

術

ほ
幾

多

の
犠

牲

を

も
僻

し

な

い
で

是

非

と

も

獲

得

し

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ

目
的

物

に

存

す

る

の

で
は

な

い

か

。
国

防

の
第

一
線

を

浦

蒙

に
置

く
と

云

ふ

こ
と

も

、

よ

し
今

後

兵

略

上

の
必

要

は
減

じ

て
も
国

防

の
實

を
擧

げ

ノ
リ
昇

る

可
勿

p
戸

萌

麦

こ
年

ず

る
と

児

る

D

で
ま

な

、ピ
加

。

そ

托

で
な

け

紅
ば

支

那

の
困

惑

を

推

し
切

っ
て
要

ミ

コご
そ

ノ
　う

べ

ヌ

ヌ

して
　よロヨ
く

　イ

　
　
　

ノ

く

と

　
　

ロコ

　
　

コ
　

ロ

ロロ

求

さ

れ

た

四
年

條

約

の
趣

意

が

解

ら

な

く

な

る
。

又

支

那

側

の
烈

し

い
反
抗

も

ポ

ー

ツ

マ
ス
倹

約

に
封

ず

る
も

の

で

ば

な

く
、

こ

の

四
年

條

約

に
封

ず

る

の

で
あ

る
。

そ

こ

に
日
本

の
眞

の
要

求

が
看

取

さ

れ

る
。

日

本

が

浦

豪

か
ら

露

西

亜

を

排

撃

し

た

の
ば

、
先

づ

国

防

の
見
地

か
ら

で
あ

っ
た

が

、

そ

の
時

已

に
日
本

は
國

民

経

済

生

活

に
就

て
満

蒙

の
生

産

力

に
依
頼

す

る
素

願

を

も
懐

き

、

そ

れ
を

永
久

に
露

西

亜

か
ら
遮

漸

さ

れ

る

こ

と

を

恐

れ

た

に
違

び

な

い
。

こ

の
富

源

生

産

力

に
謁

す

る
要

求

は
、

海

外

移

住

が
拒

否

さ

れ
国

民

経

濟

の
缺

陥

、?

満
蒙
争
議

の
實
相

第
三
十
三
巻

五
三
五

第
四
號

五
九



満
蒙
争
議

の
中貫
相

第
三
十
三
巻

五
三
六

第
四
號

六
〇

甚

し
く
見
え
出

す

に
つ
れ

て
次
第

に
強
烈

に
な

っ
て
来
た
。

四
年
條
約

は

こ
の
要
求

か
ら
来

て
み

る
。

こ
の
時

日

本

は
満
蒙

の
特
殊
権

益
を
旗
張

し
た
上

に
こ
れ
を
永
久
(
九
+
九
年
は
國
際
法
慣
習
に
て
永
久
を
意
味
す
る
)

に
固
執
す

る
決

心

を
爲

し
た

の
で
あ

る
。

こ

の
決

心
は
支

那
側

の
心
謄

に
或

る
衝
動
を
與

へ
す

に
は
置

か
な

い
。
日
本

は
そ

の
反

動

に
揚

し
て
も
充

分

の
覚

悟
を

し
て
居

る
筈

で
あ

る
。

満
蒙

の
人

口
が
激
培

す

る

に
つ
れ
て
こ
の
地
域
が
商
品
需
要

の
好
市
場

と
な

っ
て
來

た

こ
と
は
、

日
本

に
と

っ

て

一
層
満
蒙

の
重

要
を
蔵

ぜ
し

め
た
。
特

に
日
本

は
支

那
が
そ

の

本
部

に
於

て

工
業
保
護
政
策

を

進

め
て

来

れ

ば

、
原

料
品
と
加

工
品
と
を
交
換

す

る
最
良

の
市
場
を
瀧
蒙

に
見
出
す

で
あ
ら
う
。
但
し

日
本

で
も
支
那
本
部
一

難

に
長
江
筋
i

に
封
ず

る
貿
易

及
び
企
業

に
深

い
利
害
關
係

を
有
す
る
質
業
家

の
間

に
は

、
そ
の
貿
易

及
び
企
業

を
支
持
す

る
爲

に
は
満

蒙

に
於

て
多
大

の
譲

歩

を
な
す
を
却

っ
て
得
策

と
す

る
見
解
も
あ

る
。
こ
の
人

々
は
支

那

の
排

日
運
動
が
多

く
は
満
蒙
争
議

か
ら
来

る
を
見

て
、
今
後

は
満
蒙

の
政
治
的
紛
争
を
清
算

し
純
然

た
る
経
済

關

係

に
立
臨

っ
て
、
爾
國
民
間

に
長

短
相
補

ふ
共
存
共
榮

を
計

る
こ
と
が
賢

明

の
方
策

で
あ

る
と
考

へ
る
。
併

し

こ

れ

は

一
時

の
利
害

に
迷

へ
る
商

人

的
打
算

に
過

ぎ
な

い
。
本
部

に
於

け
る
在
支

企
業

の
運
命

は
槿
花

一
朝

の
榮

た

る
を
免

れ
ま

い
。
国
権

回
復

後

に
於

け
る
支

那

の
小
児
病

的
保
護

政
策

の
下

に
ど
う
し

て
日
本

の
企
業

が
榮

え
得

よ
う
。
樹
支
貿
易
と

て
も
、
こ
れ
ま

で
の
や
う

に
政
治
的
事
情

か
ら
非

合
法
的

に
排

斥

さ
れ
る
間

は

、
尚

ほ
入
込

む
鯨
地
が
あ

る
が
、
今
後

工
業
保
護

政
策

か
ら
来

る
合

法
的
な

日
貨
排

斥
は
恐
ら

く
日
本

の
貿
易

に
重
傷

を
加

へ

る
で
あ
ら

う
。
そ

の
時

に
な

っ
て
満
蒙
も
已

に
本
部
と
同

じ
保
護

政
策

の
下

に
あ

っ
て
、加

工
品

の
供
給

は
愚

か
、

原

料
品

の
需
要

さ

へ
も
充
た
し
難

い
こ
と
を
登
見

し
た
の
で
は
、
そ
れ
こ
そ
膀

を
噛

む
も
及
ば
な

い
で
あ
ら

う
。



満
蒙
争
議

に
就

て
最

も
強

く
日
本

の
要

求
を
固
執
す

る
も

の
は

日
本

の
軍
部

で
あ

る
。
そ
れ
は

日
露
職
事

の
直

接

の
騰
瞼
着

た

る
故

で
も
あ
ら

う
が

、
そ
れ
よ
り
も
省

ほ
深

い
鐸
が
あ

る
。
日
本

の
産
業

の
今

日
あ

る
に
至

っ
た

の
は
軍
部

の
貢

献
が
與

っ
て
力

あ

る
こ
と
を
否
め
な

い
。
明
治

時
代

の
産
業

進
歩

は
政
府

の

一
般
的
指
導

に
負

ふ

て
る
る
が

、
特

に
高
級

工
業

叉

は
重
工
業

は
多

く
は
國
防

的

軍
事
産
業

か
ら
登
屈

し
て
み

る
。
軽

工
業

の
進
歩

を

促

が
し

た
銀
債

の
下
落
は
、
そ

の
恵

み
を
重

工
業

に
は
及

ぼ
し
得

な
か

っ
た
。

こ
の
方
面

の
進
歩
は
圭
と

し
て

一

時

の
採
算

を
超
越

せ
る
非

資
本
主
義
的
産
業
経
螢

叉
は
そ

の
直
接
保
護

が
国
防

の
見
地

か
ら
貴

行
さ
れ
た

か
ら

で

あ

る
。
内

地
及
び
鱒
浦

の
鐵

道

で
さ

へ
宇
ば
そ

の
意
味

で
登
達

し
た
。

日
本

の
資
本
企
業

は
、
経
誉
組

織
と
云
ひ

資

金
融
通
と
云
ひ

、
政
府

の
厚

き
保
護

の
下

に
襲
展

し
た
。
而

か
も
保
護

の
下

に
於

て
さ

へ
高
級

工
業

の
多

く
は

資
本

主
義

に
よ

っ
て
は
始
ま

り
得

な
か

っ
た
。

日
本

の
産

業

の
進
歩
は

、
資
本
家

に
負

ふ
所
寧

ろ
尠

少
な

る
と
反

鍬

に
、
却

っ
て
非

資
本
主
義

的
な

る
軍

事
工
業

に
よ

っ
て
基
礎

を
据

へ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
今

日
露

西
亜
が
行

へ

る
五
年
計
書
中

の
重
工
業
経
管

は
、
事

實

に

於

て
明
治

日
本

の

非
資
本
主
義

的
経
管

を

模
微

し
て

居

る

の
で
あ

る
。

落
亙
亜

D
工
裟

汁
薔

ま
宅

ま
渕
方
汁
薔

㌻
り
と
冠
ら

光
る
D
も
、

ヨ
馨
。p
寺

セ
甦

こ

,き

垂

f
可

気
鋭

〃も

.̀-
・1
・1
・
一
・
・、h
.
.二
明一一i
、=-
一
≦
ー
ー

『
一一】・一
.P.-
一」

1
!
-
月

、
(

1
一炉丘
ヌ

日
二
』̀
'
壱
ー

ワ
養
え
(匠

,♂
「

イ

唯

だ
富

源
生
産
力

に
至

っ
て
は

日
露
は
甚

し
く
相
違

す

る
。
露
西
亜

は
そ

の
豊

か
な
富

源
を
開
登

す
る
を
以
て
足

る
が

、

日
本
は
原

料
.
燃
料
を
調
達

す
る

爲

に

物

的
生
産
力

を

何
庭

に
求

め
る
か

に
就

て
多
大

の
苦

心
を
費
や

さ

ざ

る
を
得

な

い
。

こ
の
重
要

の
任
務

に
就

て
最

も
熱

心

に
努
力

し
居
れ

る
も

の
は
、

こ
れ
ま

た
軍
部

で
あ

る
。
富

源
問

題

に
就

て
調
査

.
計
書

・賓

現

に
亘
り
軍
部
が
如
何
な

る
仕
事

を
爲

し
來

つ
た

か
は
知

る
人
ぞ
知

る
と
言

っ
て

よ

か
ら
う
。
国
民
纒

濟
-
殊

に
世
界
経
濟

の
中

に
立

つ
国

民
経
済
一

に
と

っ
て
極

め
て
重
要

な

る
富

源
生
産
力

を

満
蒙
争
議

の
管
八相

第
三
十
三
巻

五
三
七

第
四
號

六

一



満
蒙
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巻

五
三
八

第
四
號

六
二

確
保

す

る
と
云

ふ
任
務

は
、
恐
ら

く
軍
部

の
當
然

の
責
務

で
は
な

い
で
あ
む
う
。
し
か
し
経
濟
塞
謀
本

部
を
持

た

ぬ
國

、
否

な
重

大
な

る
経

濟
國
策
を
澹
任

す

る

機
關
が

何
庭

に
在

る
か
さ

へ
不
明
な

る

近
時

の
日
本

に
あ

っ
て

は
、
陸

軍
参
謀
本

部
が
如

上

の
任
務

を
引

受
け

て
み

る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
露
西
亜

の
如

き
富

源
生
産
力

の
豊

か
な
國

で
は
、
産
業

を
資
本
家

の
手

に
委

ね

て
も
米
國

に
次
ぐ
大
富

裕
国
民

と
な
り
得

る
で
あ
ら

う
。
富
源

生
産

力

の
乏

し

い
日
本

に
於

て
、
若

し
初

め
か
ら
國

民
経
済

を
資
本
企
業

に
任

せ
居

っ
た
な
ら
ば

、
到
底
今

日
の
産
業

進
歩

を
見

る
こ
と

は
出
来

な
か

っ
た

で
あ
ら
う
。
今
後

に
於

て
も
大
切

な
る
富

源
問
題

を
ば
資
木
家

及
び

そ
れ

に

疸
隠

す

る
人

々

に
任

せ
て
澄
く
な
ら
ば

、

書
本
国
民
纒

濟

の
前
途

は
決

、)
τ
楽
観

を
許
さ
ぼ

い
で
あ

ら
.う
。
半
ば

は
國
尿

機
關
と
呼
ば

れ

る
満
鐵
會
肚

で
さ

へ
多

く
の
配
當

金

に
代

へ
て
今

日
の
窮

境
を
買

っ
た
と
評

判

さ
れ

る
ほ

ど

で
あ

る
。
経
済

を
知
ら

ぬ
筈

の
軍
部

が
満
蒙

争
議

に
於

て
極

め

て
強
硬

の
態
度

を
執

る
を
見

る
と
き

、
人
或

は
、

日
本
国
民

の
経
済

眼
は
近

時

の
政
府

に
具
は
ら
す
、
却

っ
て
軍
部

に
在

る
の
で
は
な

い
か
と
疑

ふ

か
も
知
れ
な

い
。

満
蒙

は
今

や

日
本
國

民

の
生
活
圏

の
中

に
入

っ
て
み
る
。

}
亡
び
是

慮

に
根

を
下
ろ
し
た

日
本
が
是

庭

で
特
殊

権
益

を
失

ふ
こ
と
は
,
そ

の
生
活
圏
を
縮

少

し
そ
の
生
命
・力

を
衰
弱

せ
し
め

る
。

こ
の
特
殊
権
益

は
永
久

に
抛
棄

し
な

い
と

云

ふ
こ
と
が
日
本

の
眞

の
要
求

で
あ

る
。

四
、
支

那

の

要

求

日
本

に
於

て
も
、

・
日
露
戦
争
及
び

こ
れ

に
先

立

つ
臥
薪

嘗
謄

の
十

年
間
を
艦
験
し
な

い
若

い
人

々
の
中

に
は
、

恰

も
父
祀

の
苦

心
を
知
ら

ぬ
息
子

の
や
う

に
満
蒙

の
権
益

を

還

へ
す
も

已
む

を

得

ま

い
と

考

ふ
る
も

の
も
あ
ら



う
。
問

題

の
経
緯

を
知
ら

遺
支
那

の
若

い
人

々
は
、
父
祀

の
隠
忍

を
嘲
り

つ

つ
、
國
椹

一
般

の
回
復

の
や

う

に
満

蒙

の
特
殊

権
益

の
回
牧

を
も
當
然

且

つ
容

易

の
事
と
思

ふ
で
あ
ら

う
。
前
者

の
放

心
と
後
者

の
無

知
と

は
好

一
樹

の
取
組

で
あ

る
。
支
那

の
要
求

は
さ
や
う

な
盟
・純

な

こ
と

で
な

く
、
從

っ

て
ま
た
要

求

の
貫
徹
も
決
し

て
容
易

で

}
よ

轟
よ

「

o

壱

ナ
～

し

浦
蒙

に
關
す

る
支

那

の
要
求

は

一
膳

は
国
権

の
回
復

に
あ

る
と
言

へ
る
。
國
権
回
復

は
支

那

に
と

っ
て
近

代
国

家

建
設

の
第

【
使
命

で
あ

一5
。
清
朝
時
代

ま

で
支

那
は
ま
だ
古
代
國
家

で
あ

っ
た
。
支

那

に
は
そ
れ
ま

で
国
家
意

識
が
極
め

て
稀
薄

で
あ

っ
た
が

、
民
族

意
識

は
初

め
よ

り
濃
厚

で
あ

っ
た
。
倒
満
興
漢

の
革
命

は
主

と
し
て
民
族

主
義

に
よ

っ
て
導

か
れ

鴬
。
革

命
が
成
功
.レ
民
族
國
撮

が
成
立

し
九
後

、
支

那
の
国

民
意

識

は
内

よ
』
も
寧

ろ
外

に
饗

し
て
現

は
れ
、
不

昂
等

條
約

を
改

め
國
権

を
回
復

す

る
を
急

務
と
感

じ
た
。

日
本

の
満
蒙

に
於

け
る
特
殊
権

利
も
ま

た
無
差
別

に
回
復

さ

る
べ
き
国
権

の
中

に
取

入

れ
ら

れ
た
。
但
だ

こ
れ
ま

で
事

賃
上
東
北
政
権
が
凋

立

せ

る
間
は
や

や
李
穏

で
あ

っ
た
が

、
そ
れ
が
中
央

政
権

に
追
随
す

る

に
至

っ
て
、
支
那
本
部

に
於

け

る
と
同
系
統

の

排

日
行
動

が
満
蒙

に
も
行

は
れ
る
や
う

に
な

っ
た
。

然

る
に
斯

の
如

き
國
権

回
復

は
支
那

の

一
慮

の
要
求

に
過

ぎ
な

い
。
若

し
日
本

が
現
在

に
有

す

る
政
治

的
権
利

を
還
附

し
、
そ

の
代
り

に
満
蒙

に
於

け

る
土

地
其
他

の
富

源
生
産

力

の
廣

汎

な

る
利
用

を
許
興

せ
よ
と
、求
め
た
ら

ば
如

何

に
す

る
か
。
政
治

上

の
権

利
を
還

附
す

れ
ば
国

構
回
復

の
目
的

は
達

せ
ら

れ

る
。
又
物
的
生
産
・カ

の
利
用

に
就

て
支

那
國
民
と
同
様

の
監
督
及

び
課
税

に
服
す

る
な
ら
ば
、

そ

の
利
用

者
が
た
と

へ
日
本
人

で
あ

っ
て
も
支

那

の
国
権

を
制
限

す
る

こ
と

に
な
ら

ぬ
。

か

か
る
實

例

は
廣

く
諸
因

に
も
あ

る
。
し
か
し
支
那
は
恐
ら

く
か
か
る

満
…蒙
争
議
の
　頁
相

第
三
十
三
巻

五
三
九

第
四
號

六
三



満
蒙
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巻

五
四
〇

第
四
號

六
四

利
益
を

日
本

に
與

ふ
る
こ
と
を
肯

ん
じ
な

い
で
あ
ら
う
。
叉

た
と

へ
許
興
す

る
と

し
て
も
必
ず
や
名
義

の
み
を
與

へ
て
實
質

的

に
は
内

外
國
人

に
差

別
を
設
け

、
日
本
人

の
生
産
力

利
用
を
直
接
間
接

に
妨
害

し
利
用

の
實

を
失

は

し
め
な
け
れ
ば
巳
ま
な

い
で
あ

ら
う
。
そ

の
鮎

は
こ
れ
ま

で
の
事
例

に
徴
し

て
略

ぽ
確
め
得

ら

れ

る
。
然

ら
ば
支

那
は
何
故

か
く
爲
す

で
あ
ら
う

か
。
そ

れ
は
支
那
が

満
蒙

に
關
し

て
眞

に
要
求

す
る
所

は
、
決

し

て
軍
純

な

る
国

権

回
復

で
は
な

く
、
寧

ろ
満
蒙

の
物
的
生
産
力

を
自

己

の
み
利
用

し
て
大
國
民
経
済
を
建
設

し
よ
う
と
す

る
意
圖

が
存
す

る
か
ら

で
あ

る
。
而

か
も

こ
の
意

圖

は
初

め
か
ら
存
し
た

の
で
は
な

く
、
二
十

五
年
間

に
亘

る
日
本

の
満

蒙

縄
螢

の
成
績

が
支

那
を
か
か

る
方
向

に
誘
導

し
た

の

で
あ

る
。

日
本
は
頻

り

に
満
蒙

に
於

て
支
那
と

の
共

存
土
ハ榮
を
唱

へ
る
。
併

し
支

那
よ
り
見
れ
ば
、
猫

り
末
永

く
満
蒙
を
利

用

し
て
利
益
を
全
敗

す

る
の
が
得
策

で
あ

る
。
支
那
は
大
富

源
國
民

の

一
つ
で
あ

る
。
大
富

源

を
擁
し
第

一
に
大

富

裕
國

民
と
な

っ
た

の
は
米
国

で
あ

る
.一
均
し

く
大
富

源
国

民

た

る
露
西

亜
は

、
立
後

れ
た
だ
け

に
今
経

螢
統
制

組
織

を
採

っ
て
米
国

の
先
蹤
を
追

ふ
て
る

る
。
支
那
は
正

し
く
こ
の

二
国

民

に
傲

っ
て
出
来

る
だ

け
自
給
自

足
を

螢

み
得

る
大
國

民
経
済

を
建

設
し
よ
う
と
し

て
み
る
。
殊

に
極
端

に
海

外
移

住
を
拒
否

さ
れ

る
支

那
國
民

に
と

っ

て
は
こ
の
企
圖

は

一
層

強
固

な
ら
ざ

る
を
得

な

い
。
か

か
る
意
圖

を
懐

い
て
近
時
著
し

く
経
濟
的
費
展
を
爲

し

つ

つ
あ

る
満
蒙

を
眺
め

る
な
ら
ば

、
軍

に
國

権

回
復

を
以

て
満

足
し
得
ら

れ

る
筈

は
な

い
。
満
蒙

は
も
と
支

那

に
と

っ
て
有
名
無
實

の
領
土

で
あ

り
、
国

民
経

済

に
と

っ
て
も
生
活

圏
外

に
放

置
さ

れ
て
る
た
。
然

る

に
こ
の
地

域
が

先

づ
露

西
亜

に
牧

め
ら

れ
、
次

で
日
本

の
生
活

圏
が
是

庭

に
延
長

さ
れ
、

そ
の
基
礎

の
上

に
支
那
勢

働
者

が
踵

を

接

し
て
移
住

す

る
に
至

っ
た
と

き
、
支
那
國
民

は
こ
の
憂
化

せ
る
満
蒙

に
生
活
圏
が
擬
大

さ
れ
た

こ
と

を
自
麗

し



た

の
で
あ

る
。
支

那
は
政
治
的
建
設

に
於

て
、
内

に
基
礎

を
固

め
る
よ
り
も
先

き

に
外
國

の
政
治

的
勢
力

を
排
除

す

る
を
急
務

と

し
て
み

る
。
そ
の
如

く
に
経

濟
的
建
設

に
於

て
も
技

術
及
び
施

設
を
進

め

る
よ
り

も
先
づ
外
国

の

経
済
的
勢
力

を
駆
逐

す

る
を
急
務

と
す

る
。
支
那

の
識
者

は
そ

の
先
後
逆
施

に
心
付
か
な

い
こ
と

は
あ

る
ま

い
。

唯

だ
除

り

に
も
立
後

れ

た
支
那
と

し

て
は
常
道
を
進
む
蘇
裕
が
な

い
の
で
あ
ら
う
。

支

那

の
國

民
生
産
・カ

の
構
成

よ
り
考

へ
れ
ば

、

こ
の
國
民

が
米
國

又

は
露
西
亜

に
傲

っ
て
大
國

民
経

済
を
建

設

し

よ
う

と
す

る
意
圖

を
懐

く
こ
と

は
蓋

し
當
然

の
こ
と

で
あ
ら
う

。
こ
の
意
圃
が
近
時

、
東
北
及
び
中
央
政
権
を

通

じ

て
満
蒙

に
現
は
れ

て
來

た
。
争
議

に
於

け

る
支

那

の
興

の
要

求

は
、
正
し

色

本

の
眞

の
要

求

に
向

っ
て
反

ま

　ロ
らた
レけし

ロ
　

ラ

コ

ト

ラ

坐

要

才

と

為

て

て

遺

る

,

五
、
事

議

の

現

象

満
豪

争
議

に
關
す

る
日
支
爾
困
民

の
要

求
を
対
照

す

る
な
ら
ば

、

こ
の
争
議

の
現
象

が
如
何

に
あ

る
か
が
容
易

に
知

り
得

ら

れ
る
。
日
本

は
初

め
國
防

の
爲

に
國

蓮
を
賭

し
て
、
先

づ
支

那
と
戦

ひ
、
次

で
露

西
亜
と
戦

っ
た
が
、

そ

の
頃
支

那

は
古
代
國
家

の
有
様

で
あ

っ
た
。
次

で
支

那

は
近
代
國
家

と
な

っ
て
国
権

の
回
復
を
試

み
、
次
第

に

満
蒙

の
特

殊
権

利

に
ま

で
疸

っ
て
来

た
が
、
そ

の
頃

は
巳

に
日
本

の
國
民
生
活
圏
が
満
蒙

に
延
長

さ
れ

て
る
た
。

そ

こ
で
日
本

は
断
乎

と

し
て
こ
の
特
殊
権

益

を
固
執
す

る
。
支

那
は
已

む
な

く
正
面
衝
突

を
避

け
白
蟻

式

に
そ
の

権

益
を
崩
壊

せ
し
め
よ
う
と
す

る
。
そ

こ
か
ら
敷

百

の
争

議
事
件

が
簇
生

し
、
雨
国
民

の
相
互
反
戚

は

日
に
加

は

る
。
日
華

親
善

の
聲

は

日
本
側

か
ら
も
聞

え
な
く
な

っ
た
。

滞
蒙
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巻

五
四

一

第
四
號

六
五



■

満
蒙
争
議

の
庸頁
相

第
三
十
三
巻

五
四
二

牌弟
四
號

六
⊥
ハ

事
情

が
鍵

更

さ
れ
る
と

き
、
要

求
は
新

し

い
修
理

に
擦

る
。
日
本

は
幾
度

か
政
治

的
野
心
な
き

こ
と
を
聲
明
し

約
束

し
、
そ
れ
を
捨

て
て
次
第

に
露
骨

な

る
物
質
的
欲
望

の
充
足

に
移

っ
た
。
支
那
も
国

権
回
復

は
未
解
決

の
ま

ま

に
し

て
遣

い
て
、
鐵
道

及
び
鋸
山

の
特

殊
利
益
を
排
撃

し
て
来

た
。
事
態

は
可
な
b
鮮

明

に
現
は
れ

て
る
る
。

但

し
双
方
共

に

一
慮

の
曲

直

論
を
試

み
る
こ
と
だ
け
は
怠

ら

な

い
。

日
本

の
側

か
ら
は

、
條
約

に
よ

っ
て
正
當

に
獲
得

せ
る
椹
盆

に
謝

し
支

那
が
不
法
不
當

に
排
撃

す

る
暴
暴

を
詰

責
す

る
。
支

那
側

で
は
、

日
本
が
自

國

の
微
力

に
乗

じ

て
條
約
を
強
要

し
た
と
見
做

し
、
今

は
国
力

を
強

め

つ
つ

訳リ
ツつ
P
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支

那
側

は
不

孕
等
條

約

を
廃
棄

し
て
國
樫

を
回
復

す

る
は
正
當

の
要

求

で
あ

る
と
言

ふ
。

日
本
側
は

、
自

国
が

最

も
不
利
益
を
蒙

る
關

税
灌

の
回
復

さ

へ
進

ん

で
賛

同

し
、
領
事
裁

判
権

に
就

て
も
考
慮

し
居

る
は

、
支
那

の
國

槽
回
復

に
同
情

す

る
所
以

で
あ

る
が
、
浦

蒙

の
特
殊
権
益

は
債
樺

の
如

く
爾
國

間

の
み

に
成
立
す

る
も

の
な
れ
ば
、

國
際
法

上
の
通
義

に
よ

っ
て
當
然

に
解
除

を
要
求

し
得

る
性

蜜

の
も

の

で
は
な

い
と
抗
辯

す

る
。

更

に
日
本
側

は
満
蒙

を
以

て
国
防

の
第

一
線

叉

は
生
命
線

で
あ

る
と
主
張
す

る
が

、
支

那
側
は

こ
れ

に
謝

し
国

防

の
鮎

に
於

て
は
支
那

こ
そ
満
蒙

の
完
全

な

る
支
配
を
必
要

と
す

る
と
答

へ
る
。
支

那
は
更

に
そ
れ
よ

り

一
歩

を

進

め

,
も
と

満
蒙

に
於

け

る
日
本

の
進
出

は

一
に
そ

の
帝
国

主
義
的
侵
略

で
あ

り
、
こ
れ
を
排
撃

す

る
は
濁
り
自

國

を
防
衛

す

る

に
止
ま
ら
ず
欧
米
列
強
並

に
日
本

に
共
通

す

る
帝
國
主
義

を
否
定

す
る
所

以
な
b
と

な

し
、
打
倒

日
本
帝
國
主
義

の
膣

は
支

那
全

土

に
廣

ま

っ
て
来

た
。

こ

の
叫

馨
は
支
那
側

の
標
語
と
し

て
は
適
切
と

思
は
れ

る

が

、
そ
れ
の
み

で
な
く
日
本
側

に
敢

て
す
ら
も

こ
れ

に
共
鳴

す

る
人

々
さ

へ
あ

る
。

日
本

の
内

に
於

て
も
萬

民
共



産
生
義
者

が

日
本

の
満
蒙
進
出

を
否

定

す
る
は
當
然

の
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
主
義

は
原

則
的

に
国
民
生

活
及
び
意

識

の
解
消

に
・カ

め
る
萬
民
主
義

で
あ

る
か
ら
、
日
本

の
利
害

な
ど
ば
始

め
よ
り
問
題
と

し
な

い
、
却

っ
て
そ
れ
が

問

題

と
さ
れ

、
そ

れ

に
よ

っ
て
国
民
意

識
を
強
め

る
こ
と
を
憂

へ
て
る

る
。
肚
會
民
主
義

者

は
國
民

の
利
害
を
忘

れ
な

い
が

、

日
本

の
満
蒙
進
出

は
無
産

者

の
犠

牲

に
於

て
有
産
者

の
利
益
を
計

る
も
の
と
見

て
反
劉
す

る
。
そ

こ

に
は
対

外
登
展
と
生
産
組

織
改
造
と

の
密
接
な

る
關
聯

が
暗

示
さ
れ

る
。
若
し
日
本

が
生
産
組
織
改

造

の
問
題
を

顧

み
な

い
で
軍

に
勤

外
方
面

に
の
み
民

心
を
向

け
よ
う
乏
す

る
な
ら
ば

、
鍋
は
却

っ
て
糖
壌

の
内

に
起

る
か
も
計

ら
れ
な

い
。
そ

の
外

に
日
本

に
は
自

由
主
義

の
立
場

か
ら
帝
國
主
義

に
反
罰

す
る
も

の
も
あ

る
で
あ
ら

う
。
こ
の

人

々
ば
世
界
大

戦
後

に
盛

ん

に
な

っ
た
披
歴

疸
國
民

の
解
放
要
飛

に
同
情

し
、
そ

の
見
地

か
ら
溝
蓑
常

識
を
も
見

る
の

で
あ

る
。
從

っ
て
彼

等

は
、
満
蒙

が
支
那

の
領
土

で
あ

り
、
支

那
が
國
櫻
回
復

を
要
求
す

る
以

上
は
、
満
蒙

の
特

殊
権

益
が
否

定
さ

れ
る
も
已
む

を
得
な

い
と
考

へ
る
。

日
本

の
自
由
主
義
者

の
見
解
は
支
那
側

の
主
張
と

一

致

す

る
が
、
却

っ
て
欧
米

の
識
者

は
、

か
か
る
抽
象

論
を
退

け
、
具
膿

的

に
考
察

し
て
日
本

の
要
求

を
無

理
か
ら

へよ

ロが
ラ
　
ユ
コ
し
む

し
セ
へ
日電
う

し
　

こ
う
ニじ
オ
る
コ二
二さ
あ

ラ

ラ
　モ
け

サ
ニ
　
ド

ノ

ト

あ

　

ラ

額

こ
と

と

融

と

て
拒

Z

そ

声

に
誹

蝦

ぞ

F
オ

σ
・詫

匝

ゴ

毒

な

る

も

¢

¢
指
'恭

を

奪

免

し

て

み

る
カ

ら

で
あ
.る
、

日
支

雨
国

民

は

満

蒙
孚

議

に
於

て
種

々

の
主

張

を

以

て
蜀

抗

し

て

み

る
が

、

そ

れ

ら

は

要

す

る

に

一
面

の
要

求

を

語

る
も

の
で
あ

り

、
中

に
は

扮

装

に
過

ぎ
な

い
も

の
も

あ

る
。

こ

の
争

議

の
現
象

を

全

面

的

に
見

る
な
ら

ば

、

そ

れ

は
爾

国

民

が

各

々
満

蒙

の
物

的

生
産

力

を

争

奪

し

よ

う

と

す

る
圃

孚

の
場

面

に
外

な

ら

な

い
。

こ

れ
を
國

民

生

産

力

の
構

成

よ

り
見

る
と

き
は

、
謂

ゆ

る
日
本

の
帝

國

主
義

的
進

出

は

、

次
第

に
甚

し

く

な

る
所

の
生
産

力

構

成

の
不

具

を
整

へ
よ
う

と

す

る
も

の

で
あ

り

、
謂

ゆ

る
支

那

の
防

衛

戦

は
大

國

民
経

済

を
建

設

し

よ

う

と

す

る
の

滞
蒙
争
議
の
貧
相

第
三
+
三
谷

五
四
三

第
四
號

六
七



満
票
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巻

五
四
四

第
四
號

六
八

で
あ

る
。
支

那
は
古

代
帝
国

主
義

に
よ

っ
て
名
義

上
満
蒙
を

領
土

に
加

へ
て
る

た
か
ら
、
今

は

日
本
帝
国
主
義

を

排
撃

す

る
と
云

ふ
外
観

を
呈
し
て

み
る
が

、
實

質
的

に
は
支
那

の
方
が
却

っ
て
近

代
帝
国
主
義

の
賓

行
者
と
な

っ

て
み

る
。
.こ
れ

に
反

し
古
代
帝
国
主
義

を
執
ら
な

か

っ
た
日
本

は
、
ム
ー
日

に
至

っ
て
世
界

屈
指

の
近
代
帝
国
主
義

國

と
見
ら

れ
る

に
至

っ
た
。
そ
は
と
も
あ

れ
孰

れ

に
し
て
も
満
蒙
争
議

の
今

日

の
現
象

は
、

二

つ
の
帝

国
主
義
國

が
虚

々
實

々
の
圖
箏

手
段
を
用
み

て
物
的
生
産
力

を
獲
得

し
よ
う

と
す

る
経
濟
戦

で
あ

る
と
云

ふ

に
蹄

着
す

る
。

唯

だ
今

の
時
、
支
那

は
漸

く
近
代
国
家

の
建

設

に
努
力

し
始

め
た

る
に
當

b
、

日
本

は
早

く
も
国

民
生
活
圏
籏
大

の
必
要

に
疸
ら

れ
居

る
有
機

に
て
、

二
者

の
立
場

が
喰
違

っ
て
み
る
所

か
ら
、

こ
の
争
議

を
甚

し
く
混
馴

せ
し
め

て
み
る
の
で
あ

る
。六

、
孚

議

の

實

相

ヨ
乞

劉

D
一穂
監
に
醤

箋

干
鳶

詩

鋭

,)
斤

よ
茜

堕

乾

)
膏

唖

ヒ
」轄

勺

・ヂ
字
ヨ
蓑
一匡
豪

曳

『
.う
')
。

=
己
匡「

t̀
.冥
目
ヨ百
⊇丈
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σ
}存
距
易.だ=
き副
砲

畠
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叡
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匡
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だ
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匡
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謹

白
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の一
⊆犀r日
切
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葺
単
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一
Fタ
て
矛

戟
日
F
是

に

二
國

民

間

に
限

ら

れ

る
や

う

で
あ

る
が

、
實

は
然

う

で
な

い
。

日
本

が

原

動

的

に
満
蒙

に
進

出

し

た

こ
と

は
そ

の

國

民

意

志

の
活

動

で
あ

る
が

、

そ

の
活

動

を
導

き
來

つ
た

も

の

は
實

に
世

界

経

済

の
自

動

作

用

で
あ

る

。

日
本

を

動

か

す
原

因

は

、

部

分

的

に
は

日
本

に
存

す

る
も

、

同

時

に
全

艦

的

に
は
世

界

経

済

に
在

る
。

マ
川
ク

ス
の
見
解

を

適

用

す

る
な

ら

ば

、
個

々
の
国

民

意

志

が
世

界

経

済

的

存

在

を
決

定

す

る

の

で
は
な

く

、
逆

に
世

界

経

済

の
自

動

作

用

が

個

々
国

民

の
意

志

活

動

を

決
定

す

る

の

で
あ

る
。

日

支

爾

国

民

は
世

界

社

倉
意

識

を

有

し
な

い
か
も

知

れ

な

い
が

、

そ

れ
は

ど
う

あ

ら

う

と

も

二
者

の
上

に
は
世

界

経
済

の
大

法

が

指
令

を

下

し

て
居

る

の
で

あ

る
。



古

代
的
村

落
繧
濟

に
於

て
は
村
落

が
供
給

す

る
物
資

に
よ

っ
て
人

口

の
増
加
が
決

せ
ら

れ
る
。
然

る

に
そ
れ
が

一
且
廣

い
肚
會
交
換
経
濟

に
入
る
と

き
は
、

一
村
落

の
人

口
を
決
す

る
も
の
は
、
も
は
や

一
村
落

の
物
資

で
は
な

く
廣

い
交
換
肚
會

の
物

資

で
あ

る
。
そ

の
如

く

に
國

民
が
世
界
経
済

に
入

る
前
ま

で
は
、

そ
の
人

口
は

そ
の
國
土

限

り

の
物
資

で
決

め
ら
れ

た
。
世
界
経
済

に
加

つ
た
後

に
は
、
国
民

の
人

口
を
養

ふ
物
資

は
世
界
経
済

の
中

に
求

め
ら

れ
る
。

日
本
が
そ

の
人

口
を
養

ふ
爲

に
要

す

る
物
資

を
ば

、
世
界
経
済

の
中

に
て
最

も
確
實

に
成

功
し
得

る

方
面

に
求

め
る
と
云

ふ
こ
と

は
、
何

の
奇

も
な

い
李

凡

の
出
来
事

で
あ

る
。
但
だ
そ

の
李

兄
事

を
李

兄
事

と
知

る

に
は
、
前
以

て
や
や
複
難

な

る
世
界
経
済

の
生
産
組

織
を

理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら

囎
。

国

民
経
済
が
全
閣

一
面

の
流
通
纒
済

と
な

っ
た
畔

か
ら

近
代
国
民
経
済

に
礎

つ

に
。

こ
の
流
通
経

済

の
生
産

組

織

は
全
國

の
生
産
・力

(生
産

要
素

・生
産
要

件

の
能
力

)
を
擧
げ

て

一
腿
的

に
利
用
す

る
所

の
國

民

一
鰐

の
生
産

分

業

で
あ

る
。
國

内

に
あ

っ
て
は
、
物
的
及

び
人

的
生
産
力

が
自

由

に
移
轄

さ
れ
得

て
、
諸
生
産
力

の
最

も
適
切
な

る
結
合
を
可
能

な
ら
し
め

る
。
然

る

に
最
近

に
成

立

せ
る
世
界
縄
濟

は
、
已

に
商
品
及
び
資
本

の
世
界

的
流
通

を

略

ぼ

一
般
化

せ
る
流
連
経
済

し
し
な
り
居

る
に
も
拘

ら
す
、

そ
の
生
産

組
織

は
世
界
二

膿

の
生
産

分
業

に
は
爾

ほ
蓬

か
の
距
離

に
置

か
れ

て
み

る
。
世
界
純
濟

の
中

で
も
、
萬
民
経
済
屈

に
は
困
民
縄
濟

と
同
様
な

る

一
膿

的
萬
民
生

産

分
業
を
生

じ
居

る
も

、
そ
の
範
囲

は
術

ほ
狭

小

で
あ
b

、
世
界
生
産
組

織
と
し

て
は
國

際
経
済
暦

に
於

け

る
特

色
あ

る
翻
『際
生
産
分
業
が
支

配
的
地
位

に
あ

る
。
こ
れ
は
世
界
経
済

で
は
統
制

上
濁
立

せ
る
國
家

が
並

立
す

る
か

ら

で
あ
b

、
近
代
国
民
経
済

に
は
已

に
こ
れ
と
同
様
な

る
生
産
組
織

を
見

な

い
。

こ
の
国
際
生
産

分
業

に
は
、
國

民
間

に
生
産
力

が
自
由

に
移

轄
し
得

な

い
に
由

っ
て
成
立

す
る
各
別
生
産

分
業

と
そ
の
移
轄
が
自

由
な

る
限
り
成

満
蒙

の
争
議
賢
相

'
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満
蒙
争
議
白
貧
相

第
三
十
三
谷

五
四
六

第
四
披

b 
O 

立
す
る
共
通
生
産
分
業
と
が
匝
別
さ
れ
る
が
、
生
産
力
の
自
由
移
輔
は
寧
ろ
例
外
に
麗
し
、
且
つ
近
頃
は
盆
々
岡

境
を
最
守
し
移
轄
を
妨
げ
る
傾
向
い
か
甚
し
く
な
っ
て
来
だ
か
ら
、
国
際
生
産
分
業
と
し
て
は
寧
ろ
各
別
生
産
分
業

が
主
要
芯
る
地
位
に
あ
る
。
こ
の
生
産
分
業
の
下
で
は
.
各
国
民
は
自
ら
固
有
す
る
生
産
ガ
を
用
ゐ
て
生
産
会
行

ひ
、
国
民
間
に
産
物
を
交
換
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
各
別
生
産
分
業
の
下
に
て
闘
民
生
活
必
全
ふ
せ
し
め
る
に

は
、
第
一
に
通
商
の
圃
際
的
自
由
が
な
る
べ
く
廃
く
許
さ
れ
る
こ
と
が
必
須
の
仲
間
件
で
あ
り
、
第
二
に
剛
氏
の
回

告
す
る
生
産
刀
が
消
費
欲
求
の
増
加
に
世
躍
し
て
増
進
す
る
こ
と
が
必
要
の
基
礎
で
あ
る
。
通
商
の
自
由
に
よ
り

て
各
幽
民
ば
自
足
に
駄
ぐ
る
所
を
交
換
に
よ
っ
て
補
足
し
侍
る
。
団

h

円
乍
定
刀
の
晴
涯
に
よ
っ
て
岬
火
に
府
地
J
H

る
消
費
欲
求
に
湖
底
ず
る
生
志
肢
を
行
ひ
一
は
自
足
に
他
は
補
足
仁
供
し
得
る
ο

そ
の
中
で
も
、
根
底
と
な
る
も
の

は
圃
民
生
産
刀
で
あ
る
。

園
民
生
産
力
は
人
的
生
産
刀
と
物
的
生
産
刀
と
が
調
和
す
る
限
度
に
於
て
賓
裂
を
牧
め
得
る
。
前
者
の
中
に
て

勢
力
ほ
人
日
に
伴
ふ
て
増
し
技
術
は
究
第
に
練
贈
さ
れ
得
る
が
、
後
者
で
は
富
源
の
増
加
が
極
め
て
制
限
的
で
あ

り
費
財
の
増
加
は
富
源
に
依
る
が
故
に
こ
れ
と
運
命
を
同
ふ
す
る
c

人
口
の
増
加
は
消
費
欲
求
念
増
し
同
時
に
人

的
生
産
刀
を
増
す
が
、
そ
れ
に
伴
ふ
て
物
的
生
産
力
が
増
し
得
ら
れ
又
は
保
燕
き
れ
て
居
な
い
な
ら
ば
、
国
民
生

産
力
の
構
成
は
不
具
と
な
り
生
産
は
行
詰
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
人
口
の
園
外
移
住
と
な
る
が
、
こ
れ
が
岡
難
と
な

る
と
き
に
は
勢
ひ
原
料
品
を
轍
入
し
加
工
品
全
轍
出
す
る
工
業
園
民
に
進
み
、
そ
の
反
封
に
立
つ
農
業
国
民
と
の

貿
易
に
依
頼
し
広
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
農
業
幽
民
と
工
業
国
民
と
の
封
立
は
歳
を
経
る
に
従
っ
て
比
鞭
的
に

国
富
の
懸
隔
を
大
な
ら
し
め
る
υ

そ
の
揮
は
、
農
業
は
富
源
生
産
力
に
依
頼
す
る
こ
主
多
く
、
ぞ
の
生
産
剰
蹄
の



中

に
は
勢

働
剰
鯨

の
外

に
多

く
の
富

源
剰
絵

を
含
む

も
、
工
業

は
専
ら
勢
働
生
産
力

に
依
頼

し
勢
働
剰
絵

を
産
出

す

る
に
止
ま

る
か
ら
で
あ

る
。
從

っ
て
原
料
品
(食
物
原
料
を
含
む
)
を
多

く
輸
出
す

る
國

民

は
加

工
品
を
主

と
し
て
輸

出

す
る
國

民

よ
り

も
富

の
蓄
積

を
人

な
ら

し
め
、
続

い
て
そ

の
富

を
以

て
工
業

を
併

せ
盛

ん
な
ら
し
め

る
。
こ
れ

に
反
し
加

工
品
輸
出
国

は
富

の
蓄
積

に
於

て
劣

る
の

み
で
な
く
、
相

手
方

に
農

工
兼
備

の
国
民

を
見
出

す
と
き

に

は
加

工
品
輸
出
を
拒
ま

れ
る
や
う

に
な

る
。
こ
の
傾
向

は
必
定

的

に
生

す

る
が

、
相
手
国

民
が

工
業
保
護

の
關
税

政
策

を
と
れ
ば
殊

更

に
早

く
現
は
れ
る
。
商

工
立
国

は
生
産
・力

の
上

か
ら
早
晩
行

き
詰

ら
ざ

る
を
得
な

い
が
、
そ

れ

に
通
商

の
自
由

が
縮

少

さ
る
れ
ば

工
業
國

民

は
早

く
生
活

を
脅

か
さ
れ

る
。
氷
霧

と
英
猫

と

の
劉
立
は

こ
の
傾

向

帝
示

す

。興

吉

利

は
鐵

と
石
炭
と
臨
民

地

の
原
料

と

に
よ

っ
て
工
業
鯛

と
し

て
つ
生
命

ゲ
匿

い

つ
に
拶
、
そ
㌦

が
ム
,
不
安

に
陥

っ
た

の
は
長

命

の
基

礎
が
失

は
れ

つ

つ
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
特

に
工
業
國

民

の
悲
哀

を
示

す
も
の

は
猫
逸

で
あ

る
。
猫
逸

が
人

的
生
産
力

た
る
技
術

の
進
歩

に
苦
心

せ
る
こ
と
は
鯨
り
も

よ
く
知
ら

れ
て
み

る
が
、

そ
れ
で
は
到
底

、
物
的
生
産
力

の
豊

か
な
國

民
と
劉
抗

し
難

い
。

現
在

の
世
界
経
濟

を
見

る

に
、
各
國

民

の
生
産
.力

に
は
初

め

か
ら
順
勢

と
逆
勢

と

の
差

別
が
あ

る
。

そ
れ

に
.通

商

の
制
限

が
甚

し

く
な
れ
ば

、
順
逆

の
情
勢

が
盆

々
懸
隔

を
大

な
ら
し

め
る
。
農

工
兼
備

の
米
国

が
最

も
集
え
、

露
支

は
こ
れ

に
傲
は

ふ
と
し

て
る
る
。
反
射

に
日
本

は
人

口

の
増
加

に
つ
れ
て
人
的

生
産
・力

と
物
的
生
産
力

と

の

偏
差

が
益

々
甚

し

く
な
り
、
そ

の
上

に
加

工
品
輸
出

の
相

手
國

か
ら
輸

入
を
制

限

せ
ら

れ
る
の
で
、
国

民
需
要

の

充
足
難

が
愈

々
甚

し
く
な

っ
た
。
今

日
世
界
不
況

の
封
策

と

し
て
通
商

の
自
由

が
強
調

さ
れ
て
来

た
が

、
そ
れ
は

疲
弊
産
業

保
全

の
爲

の
楡

入
制

限
を
緩

和
す

る
可
能
性

は
あ

る
と
し

て
も

、
未
熟
産
業
振
興

の
爲

の
輸
入
制

限
を

満
蒙
争
議

の
實
相

第
三
十
三
巻

五
四
七

第
四
號

七

一



満
蒙
争
議
の
貫
相

第
三
十
三
巻

五
四
八

等
四
時
制

七

撤
底
き
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
後
遺
圃
民
の
工
業
振
興
は
営
然
且
つ
必
然
の
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
日
本
の
重

要
な
る
轍
出
先
た
る
支
那
は
、
国
家
組
織
が
未
熟
な
る
に
よ
っ
て
国
庫
牧
入
を
開
税
に
多
く
依
頼
す
る
か
ら
、
関

税
協
定
の
満
期
後
に
於
け
る
日
本
の
苦
悩
は
今
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
通
商
自
由
が
出
来
る

rけ
貰
現
S
れ
て
色
目

本
は
傍
り
救
は
れ
得
な
い
。

然
ら
ぱ
国
民
生
産
力
よ
り
見
た
る
同
勢
上
の
順
逆
の
相
違
は
如
何
に
し
て
生
じ
に
の
で
あ
る
が
。
ぞ
れ
は
自
然

の
思
恵
に
る
宮
源
の
圃
民
所
有
量
と
自
然
に
増
加
す
る
同
民
人
口
と
の
封
躍
如
何
に
よ
る
c

闘
際
世
舎
に
於
て
は

寓
源
の
闘
茂
一
所
有
の
畑
何
J
P
ー
と
し
ご
同
情
j
h
m

正
有
す
み
決
定
力
し
に
行
ゐ
コ
生
理
子
政
の
所
有
L
L
生
産
の
後
誌
と

の
関
係
は
岡
民
経
掛
と
世
界
経
掛
と
に
於
て
著
し
く
趣
を
具
に
す
る
。
国
民
鮭
慣
に
め
つ
て
は
物
的
生
産
力
に
通

揺
す
る
融
合
的
生
産
組
織
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
組
織
内
容
は
近
代
国
家
の
統
制
の
下
に
於
て
は
幽
民
一
瞳
的
生
産

分
業
と
な
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
物
的
生
産
手
段
の
所
有
制
度
は
こ
の
生
産
組
織
の
上
に
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

の
所
有
制
度
は
や
が
て
偏
向
し
同
定
し
て
生
産
組
織
を
通
じ
て
行
は
れ
る
生
産
力
の
費
動
を
妨
げ
る
や
う
に
な
っ

た
の
で
、
最
近
で
は
生
産
組
織
の
麗
革
が
要
求
さ
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
所
有
制
度
の
擾
草
が
期
待
さ
れ
て
来
た

0

・
ま
た
そ
の
物
的
生
産
手
段
の
中
で
も
宮
源
は
圃
有
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
問
題
は
主
と
し
て
費
財
の
所
有
制

度
を
如
何
に
す
る
か
に
あ
る
。
然
る
に
世
界
経
済
に
め
つ
て
は
、
第
一
究
の
物
的
生
産
手
段
だ
る
宮
源
が
専
ら
国

民
所
有
と
な
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
費
財
の
所
有
に
就
て
は
ま
だ
問
題
に
上
ぽ
っ
て
ゐ
な
い
。
而
か
も
こ

の
世
界
富
源
の
圃
民
所
有
は
生
産
組
織
や
生
産
刀
ゃ
に
由
来
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
会
く
別
の
事
情
に
由
h
ノ
謂
は

ぱ
先
天
的
に
決
っ
た
も
の
で
あ
る
。
国
民
経
掛
は
初
め
か
ら
一
鶴
性
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
始
共
産
制
の
跡
を



承

け

て
漸
次

に
生
産
力

や
生
産
組

織

に
癒

じ
て
所
有
制
度

が
起
b
叉
時

々
憂
革

さ
れ
て
来

た
。
然

る
に
世
界
経
濟

に
於

け

る
富
源

の
國
民
所
有

は
、
世
界
経
済

成
立
以
前

に
行

は
れ
た
る
事

質

的
占
有
を
ば

、
極

め
て
厳
重

に
保
護

さ
れ
て
る

る
近

代
國
法
的
所
有
制
度

の
移

入

に
よ

っ
て
、
國

際
法
的
所
有

に
愛

は
ら

し
め
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ

ば

か
り

で
な

く
国
際
肚
會

に
於

け
る
土
地
等

の
富

源
所

有
権

は
國
家

の
領
有
権

と
殆

ど
不

可
分

に
結

び
付

い
て
み

る
か
ら
、
富
源

の
国
民
所
有

を
攣
更

す

る
こ
と

は
國
家

主
権

の
行
動
地
域

を
愛
更

す
る
も

の
と
考

へ
ら
れ
、
國
家

主
権

の
尊
重

は
や
が

て
富
源

の
國

民
所
有
を
ば
個
人
の

國

法
的
所
有
権
よ

b
も
遙

か

に
嚴

重

に
保
護

す

る
こ
と
と

な

っ
て
み
る
。
勿

論
土
地
所
有

樫
と
国
土
領
有
権
と

は
国

別
さ
れ

て
る
る
が
、
外
國
人

の
土
地
所
有

は
國
家

の
領

有
擢

に
よ

っ
て
容

易

に
制

限
さ
れ
得

る
加
ら

,
實
際

に
於

で
ば
二
者

の
隈

別
6
實
致
を
見

ぱ

い
。

世
界
富

源

の
国
民
所
有

は
、
生
産

事
情

と
關
係

な
く
、
少

く
と
も
國

民
経

済
と

は
事
情

を
異

に
し
て
決

め
ら

れ

て
み

る
が
、
そ

の
決
め
方

は
今

日
よ
り
見

れ
ば
不
合

理
以
上

に
寧

ろ
不

可
解

の
も

の
と
言

っ
て
も

よ

い
。

そ
の
決

定

は
古
代
的
領
土
占
有

及
び
近

代
的
領
土
分
割

に
よ

っ
た

の
で
あ

る
。
支

那
の
領
土

の
如

き
は
古
代
的
準
天
下
主

義
.に
基

き
、
何
等

か
の
攻
合

の
及

ぶ
所

は
皆
領
土

と
見
做

さ
れ
た
。
明
治

七
年

の
壷

澱
事

件

の
際

、
壷

溝

は
支

那

の
領

土

で
な

い
と
云
ひ
次

で
領
土

で
あ

る
と
改

め
た
な
ど

は
そ

の

一
例

で
あ

る
。
そ

の
意
味

で
西
藏

・新
彊

・
蒙
古

・

満

洲

か
ら
、
以
前

は
朝
鮮

ま

で
も
領
土

に
加

っ
て
み
る
と
見
倣

さ
れ
た
。
奮

知
識

の
支
那
人

の
中

に
は
日
本

も
曾

て
支

那

の
領
土

で
あ

っ
た
と
思

っ
て
み
る
も

の
さ

へ
あ

る
。
そ
れ
ほ
ど
支

那

の
領
土

は
廣

め
ら
れ

て
る
た
。
露

西

亜

の
領
土
櫃
張

が
国

民
生
産
力

の
缺
陥

か
ら
来

た
と
言

ふ
こ
と
は
全

く
考

へ
得

ら
れ
な

い
。

こ

の
國

が
北
亜
細

亜

に
縄
張
を
な

し
、

一
兵

に
血

ぬ
ら
す

し
て
支
那

の
東
北
領

を
牧

め
、
更

に
蒙

古
・
満
洲

に
入
り

果

て
は

朝
鮮

に
ま

満
蒙
争
議
の
實
相

第
三
十
三
巷

五
四
九

第
四
號

七
三



鍵

霧

の
實
相

第
三
+
三
巻

丑

○

第
四
號

七
四

で
手
を
伸
ば
す

に
及

ん
で
途

に
日
本

の
蹶
起
を
誘

致

し
た
が

.
か
か
る
領

土
籏
張
欲

は
こ
れ
を
古
代
的
大
國
主
義

と
言

へ
ば
そ
れ
ま

で
な

る
が

、
そ

の
外

に
こ
れ
を
経
済

上
よ
り
説

明
す

る
こ
と

は
至
難

で
あ

る
。
西

・葡

・蘭

・英

・

佛

な
ど
が
行

へ
る
近
代
的
領

土
分
割

の
馨

戦

と
な

っ
て
は
、
も
は
や
纒
濟
事
情

と
無
關
係

で
は
な

い
が

・
し
か

し
そ
の
現
象

を
各
困
民

の
生
産
"力
か
ら
來

・
必
然

の
震

行

動
と
解

繹

し
説
明

す
・
こ
と

は
容
易

で
な

い
・
米
国

が
大

陸

の
西
南

へ
領

土

を
演

躾

し

た

こ
と

に
も

、
生

産

・力

以

外

に
張
、
い
理
由

が

あ

る
。

斯
の
如
在

界
富
源
の
国
民
所
有
は
、
概
し
て
国
民
生
産
力

の
推
進

に
よ
急

い
で
・
先
天
的
に
決
定
し
た

も

の
で
脅

⇔
。
.」
の
避
置

界
煙
肇

取

入
れ
芋

つ、
に
蕩

・三

農

惚

槻
で
箋

萌
出
來
な
い
・
最
近

に
成

立
し
穿

。
世
羅

饗

、
国
民
舞

の
場
合
と
趣
を
異

・
し
、
成
立
以
前
に
決
っ
て
み
た
所
有
叢

集

礎
と
し

て
そ

の
上

に
国

際
生
産
分
業

組
織
を
建

て
、
そ

の
組
織

の
内

に
て
国

民
生
産
力

を
世
界

的

に
働

か

せ
る
こ
と

と

な

っ
た
。
而

し
て
こ

の
国
際
生
産

分
業

は
前
述

の
如

く
國

瓦
経
濟
と

は
異

る
所

の
各
別
生
産
分
業

を
主

と
し

て
み

る

か
ら
、
先
天
的
に
決
め
ら
れ
た
る
第

茨

の
物
的
生
産
手
段
の
所
有
制
度
が
最
初
か
ら
世
界
生
産
力
の
霧

を
束

縛

し

て
み
る
。

こ
こ
か
ら

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史

観
が
通
用

す
る
。
世
界
共
産
主
義

の
信
奉
者
と
自
稽

す

る
露
西
亜

の
経
済
學

者
は

、
自
国

の
古
代
的
大
國
主
義

の
結

果
が
唯

物
史
観

に
糠

っ
て
如
何

に
批

判
さ

る
べ
き

か
を
研
究

し

た
こ
と
が
あ

る
だ
ら
う

か
。

マ
ル
ク

ス
學
説
を
現
代
的

に
解
繹

し
た
と
自

任
す
を

レ
ー

ニ
ン
の
日
本

帝
国
主
義
批

判
は
何
塵

に
唯
物
史

観

的

論

理
が
存
す

る
だ
ら
う

か
。
將

た
ま
た

マ
ル
キ

シ
ズ

ム
を
學

べ
る
支

那

の
新
人
達
は

そ

の
打
倒

し
よ
う
と

す

る
日
本
帝
國
主
義

な

る
も

の
が
支

那

の
李
天
下
主
義
と
如
何
な

る
關
係
あ

る
か
を
研
究

し

た
こ
と
が
あ

る
因
ら
う
か

。
若

し
そ

れ
日
本

の
樹
支
貿
易

を
さ

へ
日
本
帝
國

主
義

の
進
出

な
り
と
唱

へ
る
日
本

の



マ
ル
キ

シ

ス
ト
・。
あ

る
と
聞

い
た
な
ら
ば

、
恐
ら

・＼
マ
ル
ク

ス
は
、
自

分

の
言
葉

を
學

ぶ
な
、
汝

の
時
代

に
就

て

學

べ
と
叱
責
す

る
で
蕊

ら
う
。
唯
物
史

観

に
も
現
代

の
世
界
経
済

現
象

を

も
説
明

し
得

る
通
用
力

を
持

た
せ
な
け

れ
ば

、
現
代
的

理
論

の
任
務

を
果
た
し
得

な

い
。

生
産
力

と
必
然

の
關
係

な
く
決
定

せ
ら
れ
た

る
国
際
所
有
制
度

は
、
富

源
國
民

に
は
現
在
叉

は
將

來

の
繁
榮

を

約
束

す

る
も
、
勢
働
困

民

に
と

っ
て
は
そ

の
逆

と
な

る
。

し
か
し

こ

、
で
問

題
と
す

る
の
は
決
し

て
國
民

の
幸
.不

幸

を
問

ふ
の
で
は
な
く

、
斯

の
如

き
國

際
所
有
制
度

は
必
然

に
世
界
生
産
力

に
封

ず

る
桎
梏
と
な

る
か
ら
、

こ
れ

を
解
除

し

よ
う

と
す

る
世
界
経
済

運
動

が
螢
生

す

る
こ
と
を
指
示
す

る

に
あ

る
。
而

し
て
そ

の
運
動

は
世
界
富
源

の
国

民
所
有
を

…愛
挺
し

よ
う
と

す
る
も

の
で
あ

る
。

こ
の

攣
更

は
必
し
も
領
土

の

再

分
割

を

要

す

る
の
で
よ
な

い
。
國

民
間

に
生
産
力

の
自

由
移
轄

國
籍

に
差

別
な
き
勢
働

者

の
自

由
移
住
及
び
富

源

の
自

由
利
用
一
が
行

は

れ

る
な
ら
ば

、
國
際
生
産
分
業

も
各
別
分
業

よ
り
共
通
分
業

に
憂

じ
、
略

ぼ
國
内

の
生
産
組
織

に
近
づ

い
て
来

る
。

そ
の
時

に
は
寧

ろ
偶
然

に
決

め
ら
れ

た
る
所
有
制
度

か
ら

の
桎
梏
が
著

し
く
解
除

さ
れ
、
各
国

民
纒
濟

の
盛
衰

は

圭

と
し

て
國

民

の
勤
勉
努
力

に
依

る
こ
と

㌧
な

る
だ
ら
う

。
但
し

こ
の
場
合

に
、
富
源
生
産
力

の
自

由
利
用

に
於

て
果
し

て
内

外
国
人
を
眞

に
牟
等

に
待

遇
す

る
實
致
が
擧
げ
得

ら
れ

る
か
否
か
は
疑
問

で
あ
ら
う
。
又
生
産
力

の

自
由

移
轄

に
は
遙

か

に
劣

る
け
れ
と
も

、
適
切

に
富

源

利
用
を
按
排

す

る
所

の
経
濟
聯

盟
が
敷

困
民

の
間

に
成
立

す

る
な
ら
ば

、
そ

れ
で
も

或
程
度

ま

で
は
国
際

所
有
制
度

の
缺
陥

を
補

ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
大

英
経
済

同
盟
や
欧

羅

巴
経
済
聯

盟
が
企
圖

さ

れ
る

の
は
そ

の
故

で
あ

る
。
亜
細

亜
経
済
聯

盟
も
噂

に
上

ぼ
る
。

日
本

の
側

か
ら

は
支

那
と

の
経
濟
聯

盟
を
有

利
と
見

る
で
あ
ら
う
。

し
か
し

こ
れ
か
ら
工
業

を
進

め
よ
う

と
す

る
大
富

源

国

民
.の
側

で

浦
蒙
争
議
の
實
相

舞
三
十
三
巻

五
五
一

第
四
號

七
五



滞
蒙
争
議
の
實
相

第
三
+
三
巻

五
五
二

第

四
號

七
六

は
全

く
問

題
と
な

ら
な

い
。

日
本
は
今

の
所

ぱ
如
何
な

る
経
濟
聯

盟

に
も
参
加

し
得
な

い
孤

立

せ
る
勢
働
国

民

で

あ

る
。

世
界
富

源

の
國

民
所
有
が
嚴
重

に
保
持

さ
れ

る
限

り
は
、
富

源
生
産
力

の
乏
し

い
国
民

は
ど
う
な

る
で
あ

ら
う

か
。
経
済
聯
盟
を

建

て
得

る
も

の
は
先

づ
そ
れ

に
向

ふ
で
あ

ら

・
。
そ
れ
が
出
来

な

い
國
民

は
生
産
力

の
自
由
移

轄

を
叫

ぶ
で
あ
ら

う
。
そ
れ
も
實

現

の
見
込
が
な

い
今

日
で

ば
、
せ
め
て
通
商

自
由

で
も
望

、3伍
し

い
と
思

ふ
で
あ

ら

う
が
、
そ

れ
は
頼

み
と
す

る
工
業
未
熟

の
國
が

同
意

す
ま

い
。

か
く
て
は
.勢
働
を
責

っ
て
生
活

す

る
国

民

は
労

働

を
費

.9

.篇
と
さ

へ
不

充
分

に
な

っ
て
来

る
だ
ら
か
。
實
勢

ば
そ
∴

鼠
で
差
油
5

て
は
み
な

い
。
し
か

し
明

麗

へ

の
認

識
を
訣

ぐ
も

の
は
今

日

の
保
障
し

か
な

い
。
か
く
て
長

く
生
き
よ
う
と

す
る
国
民

は
、
最
後

の
方
策
と

し
て

は
、
国
力

を
賭
し

て
ま

で
も
何
虜

か
に
富
源
生
産

・カ

の
獲
得

を
敢
行
す

る
や
う

に
な

っ
て
來

る
。

困

民
経
済
が
ま

だ
世
界
経
済

に
結
び
付
け
ら

れ

て
ゐ
73
σ
い
間

は
、
そ

の
場
外
行
動

は
多

く
は
国

民
自

燈

の
自
動

作
用

と
見
ら
れ
得

る
。
然

る

に
国
民
が

一
た
び
世

界
経
済

の
成

立

に
よ

っ
て
そ

の
組
織

の
中

に
入
込

ん
だ
後

は
、

國

民

の
行
動

の
上

に
新
た

に
世
界

の
行
動

が
登
生

す

る
。

こ

＼
で
は
国

民

の
富

と
錐
も
世
界
生
産

組
織

の
中

に
て

生

成
す

る
。
そ

こ

に
は
世
界
経
済
運

動

の
根
撮
と

な

る
所

の
世
界

経
済
法
則
が
働

き
、
生
産
力

及
び
生

産
組
織

を

通

じ

て
国

民
生
活

の
安
危

を
決
定

す

る
。
但
し
国
民
生
活

に
は
自

足
範

園
が
あ

る
か
ら
、
個
人

が
肚
會

よ
り
制

せ

ら
れ

る
ほ
ど
上
位
制
御
者

の
下

に
立

つ
の
で
は
な

い
が
、
世
界
経
済

の
組
織
が
緊
密

に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
諸

因

民

の
運
命

は
見

え
ざ

る
手

の
指
圖

に
委

ね
ら
れ

る
。
是

に
於

て
か
苦

し

い
運
命

の
下

に
立

て

る
国

民
は
如

何

に
し

て
か
現
状
打
破

を
企

て

る
。
国
民
自
身

の
意
識

で
は
他
国

へ
の
侵
略

と

か
他
國

か
ら

の
侵

略
と
か

考

へ
る
で
あ
ら



う
。
さ
れ
ど

国

民
を
超
え

て

世
界

肚
會

の

見
地
よ
り
見

る
な
ら

ば
、
そ
れ

は
唯

だ
世
界
生
産
力

を
生

か
し
世
界

の
富

の
生

成
を
増
進

す

る
所

の
自
然

法
則

の

一
つ
の
顕

現

で
あ

る
。

日
支
間

の
争
議

と
な
れ

る
満

蒙
問
題

は
上

の
如

き
見
地

か
ら
新
し

い
解

繹

を
與

へ
ら
れ

る
で
あ
ら

う
。

こ
れ
は

雨
國
民
間

の
争
議

と
云

ふ
現
象

の
奥

に
見
ら

れ
る
所

の
世
界
経
済

法
則

の
運
動

で
あ

る
。
園
内

の
工
場
争
議

で
あ

っ
て
も
、
軍

に
或
工
場

だ
け

の
問
題

で
は
な

く
、
贋

く
国

民
経
濟

の
生
産
組

織
そ

の
も

の
が
持

つ
問
題

で
あ

る
。

こ
れ
と
同
様

に
満
蒙
争
議

も

、
そ
れ
だ
け
孤

立
的

に
起

つ
た

の
で
は
な

く

、
廣

く
世
界
経
済

の
生
産
組
織

そ

の
も

の

～
中

に
起

る
べ
く
し

て
起

る
所

の
孚
議

の

一
つ
で
あ

る
。
但
だ

こ
の
争
議

は
、
今
や
世
界
経
済

に
於

て
世
界
富

源

の
調
整
分
割

(領
土

の
再
分
割

と

は
異

る
)

が
行

は
れ

る
と
言

ふ
實
相

を
現

は
す
典
型
的

の
も
の
と

し
て
、
最

も
溢

目
す

べ
き
大
事

件

で
あ

る
。

七
、
孚

議

の

解

決

蓮

拳

議

は
如
何

な

る
解
決

に
到
達

す

.。
で
あ
ら

う
か
。

そ
れ
は
時
間

が
解
決

す

る
。
唯

だ

こ
の
際

・
何
者
が

可
,
こ
粟

つ

τ

犀

.是
許

7)

P
こ
尤

〔
レ

ノ
'
」
〒

己

2
b
マ
「、
二

、
。

め

く
　

ノ

ロ
タ

ちナ
レ
リ
　ロく
え

く
ユお

ド
　え
ノし

く

お

にタ
テ
つ
　

の
ナ
　
し

日

本

が

満

蒙

に

進

出

し

た

の

は

、
唯

だ

そ

の
國

民

の

要

求

で

あ

っ
て

、

何

に
も

正

義

の
實

現

で

は

な

い
。

同

時

に
支

那

が

こ

れ

を

反

撃

す

る

こ

と

も

唯

だ

そ

の
国

民

の

要

求

で

あ

っ

て

、

均

し

く

正

義

を

行

ふ

も

の

で

は

な

い
。

國
際

法

は
、
個

々
の
所

爲

に
就

て
は
と
も

穿

、
要

求
そ

の
も

の
に
就

て
は
双
方
を
共

に
歪

と

は
認

め
な

い
・

殊
に
日
本
が
國
際
法
の
遵
守
に
忠
實
な
る
こ
と
は
欧
羅
巴
的
国
際
法
を
世
界
的
国
際
法
に
改
め
し
め
た
ほ
ど
で
あ

る
。
若
し
叉
.、
の
霰

に
就
て
謂
ゆ
る
自
然
法
を
持
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
場
倉

は
善
垂

界
生
産

力
を
男

て

世
界

の
富

を
生
成
す

る
方
向

を
執

る
も

の
が
正
義

に
適

ふ
と
見
ら

れ

る
で
あ
ら
う
。
日
本
人

は
数

々

「
大
義
を

四

満
審

議
の
籍

第
三
+
三
巻

五
五
=…

第
四
號

七
七
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海

に
布

ぐ

の
み
」
と

唱

へ
る
・

そ
の
志

は
雄
大

で
あ

る
が
、
そ

の
見
方

観

念

的

に
自

ら
を
励
ま
す

に
焦

る
・

現
實

に
大
義

を
四
海

に
布

く
任
務

を
負

ふ
者

は
、
個

々
の
困
民

で
は
な

く
其
筈

の
結
合

せ
る
土
ハ回
鶻

で
あ

る
。
さ

れ
ど
そ
の
共

同
艦

は
今
尚

ほ
微
力

に
し

て
こ

の
大
任

に
堪

え
な

い
。

か
く
て
満
豪
雪
議

は
理
責

に
は
正
義

の
法
則

に
擦

っ
て
解
決

さ
れ
な

い
と
す

る
な
ら
ば

、
結
局

は
日
麦

雨
國

の
實
力

に
よ

っ
て
決

せ
ら

れ
る
で
め
ら

う
か
。「
張

力

は
櫻

利
」

と

云
ふ
格
言

に
謝
し
不
快

の
念
を
懐

く
ほ
ど

に
正
義

戚

の
強

い
人

々
は
、

こ
の
争
議

が
實
力

叉

ば
武

.力

に
よ

つ
ば、-解

決
さ
れ

る
で
あ
ら

う
と
聞

い
て
は
、
或

は
憤

り
或

は
不
満

を
・覧

ゆ
る
で
あ
ら
う
。
し

か
し
こ
れ
ら

の
人

々
も
意

を
安

ん

じ
て
よ

い
。
争
議

の
裁
断
者

は
常
事

者

の
耽

れ
の

一
方

で
も
な
く
、
た
と

へ
正
邪
を
別

た
な

い
自
然
性

の
も

の
で
あ

っ
て
も

、
と
も

か
く
常
事
者

の
上

に
立

つ
司
、法
者

で
あ

る
。
但

し
常
事
者

が
主
張

す

べ
き

こ
と
を
主

張
し
な

い
と
き

は
、
裁
断
者
も
決
定

に
迷

ふ
こ
と
が
あ

る
。
唯

だ
そ

の
意
味

に
於

て
は
當
事

者

の
抗
争

力

も
ま
た
解

決

に
参
加

す
る
。

満

蒙
争

議

は
世
界
経
済

に
於

け
る
創

造

と
所
有
と

の
矛

盾

か
ら
登
生

し
た
。

こ
の
矛

盾

の
解

決
が
争
議

の
解
決

と
な

る
。
創
造

と
所
有
と

の
矛

盾

の
問
題

は

こ
れ
ま

で
困

民
経
済

に
就

て
説

か
れ

て
み

る
が
、
そ
れ
は
圭

と

し
て

き

ロヒ
ユ
ココ
ア
コセ

レ

　

サ

ド

レ

コ

葺
本

署
話

て
あ

る
,
世
界
維
濟

土

の
問
題

と
し

て
は
富

源

理
論

が
主
役
を
勤

め
る
。
満
蒙
争
議

の
解
決

に
適

用

せ

ら
れ
る
法

則
は
富

源
生

産
・刀
の
作
用

に
就

て
規
定
す

る
所

の
世

界
経
済

法

則

で
あ

る
。

牧

奪

す

る
者

は
牧
奪

さ
れ

る
と
言

は
れ
る
。
露
西

亜
が
支

那

か
ら
収
奪

し
た
る
満
蒙

の

一
部

は
日
本

か
ら
収
奪

さ
れ
た

。
今

ま
た
支
那

は
こ
れ
を

日
本

か
ら
牧
馨

し
よ
う
と
し

て
み
る
。
所
が
元
を
調

べ
る
な
ら
ば

、
そ
の
満
蒙

は

支

那
が

必
要

も
な

く
牧
奪

し
た
地
域

で
あ

る
。
満
蒙

の
元

の
主

人

は
、
何
国
人

で
あ

る
か
を
問

は
す
來

っ
て
善

く

富
源

を
開

讃

し
世
界

の
富

の

一
部

と
し

て
満
蒙

の
富

を
増
殖

す

る
人

々
を
歓
迎
す

る
で
あ
ら
う
。
最

後

の
牧
尊
者

は
最
良

の
富

源

利
用
嚢

.あ

っ
f、
、

こ
の
人

々
は
収
奪

者
な

る
名
幕

の
代
　

に
生
産
力

露

薦

者

と
呼
ば

れ

三

-

あ

ら

う

。

(
九
月

七
日
)


