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我
闘
に

於
げ
る
植
民
政
策
亭
の

震を
達

金

持

郎

Iま

L 

;6:¥ 

き

近
代
に
於
け
る
民
族
の
枇
曾
的
生
活
の
中
栖
を
形
作
る
も
の
は
岡
家
的
生
活
で
あ
る
。
そ
の
図
家
は
共
の
機
構
の
護
展
の
結
果
と

し
て
植
民
地
を
自
己
の
従
属
物
と
し
て
領
土
引
す
る
。
認
に
於
て
か
民
族
は
園
出
来
的
生
活
を
通
ビ
て
又
は
通
ぜ
や
し
て
値
民
地
と
の
交

渉
の
生
活
方
商
を
形
成
ナ
る
。
而
し
ご
と
の
生
前
方
向
は
亦
岡
家
的
生
活
の
範
域
の
蹟
大
に
つ
れ
て
共
の
複
雑
化
と
重
要
性
と
hf
加

〈
る
か
に
見
え
る
。
若
し
近
代
の
文
化
的
諸
科
事
が
民
族
の
生
活
に
深
き
関
係
を
有
す
る
と
見
る
・
な
ら
ば
、
こ
の
新
な
る
生
活
方
向

の
形
成
は
又
と
の
文
化
科
事
に
影
響
を
粛
さ
十
し
て
は
措
か
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
鷲
響
に
凡
そ
四
の
も
の
を
考
へ
得
る
。
即
ち
先

づ
文
化
利
息
宇
中
に
植
民
地
に
閲
す
る
研
究
を
愛
生
せ
し
め
た
る
と
と
、
次
ぎ
に
特
に
園
家
の
植
民
地
政
策
の
規
範
壊
を
生
育
せ
し
め

た
る
こ
と
、
第
三
に
之
等
の
諸
研
究
を
貫
く
中
心
的
思
想
と
し
て
之
を
画
家
主
義
た
ら
し
め
た
る
と
と
.
第
四
に
之
等
の
諸
研
究
を

も
他
の
諸
研
賓
と
等
し
〈
民
族
的
個
性
を
以
て
彩
り
た
る
こ
と
、
之
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
生
活
と
科
皐
と
の
斯
る
闘
係
の
形
態
は
各

民
族
に
よ
っ
て
必
や
し
も
同
一
で
は
る
る
ま
い
。
先
づ
わ
が
園
民
は
自
ら
植
民
政
策
皐
の
創
成
に
参
奥
す
る
ζ

と
た
〈
之
を
外
岡
よ

り
の
轍
入
に
仰
い
だ
。
而
も
爾
後
の
登
展
に
於
て
さ
へ
極
言
す
ぺ
く
ん
ば
迫
随
と
模
倣
と
は
日
本
人
の
普
遍
的
傾
向
な
る
か
の
如
〈

で
る
っ
た
。
こ
の
遺
跡
の
過
程
自
慢
の
中
に
日
本
人
は
民
族
的
優
越
感
と
闘
家
主
義
と
を
事
ん
だ
で
あ
ら
う
。
而
も
再
反
省
す
る
と

と
の
少
か
っ
た
日
本
人
は
斯
撃
を
ば
民
族
の
個
性
に
於
て
把
捉
す
る
こ
と
友
〈
民
族
性
一
般
に
於
て
受
け
入
れ
た
か
に
見
え
る
。
と

我
園
に
於
け
る
械
民
政
策
且
干
の
費
達

四
一
七



.' 

我
固
に
於
け
る
柿
民
政
策
撃
の
稜
達

四
一
八

の
た
め
に
日
本
人
は
英
米
と
言
は
や
猫
悌
と
一
一
一
日
は
宇
斯
島
一
を
無
差
別
に
輸
入
す
る
を
得
た
の
で
る
る
。
そ
の
結
果
が
欧
米
の
諸
研
究

の
折
衷
按
配
に
終
ら
な
か
っ
た
か
を
暫
く
措
く
と
す
る
も
、
日
本
の
植
民
政
策
撃
界
が
生
み
出
せ
る
日
本
人
的
著
作
に
し
て
世
界
の

嬰
界
に
そ
の
地
位
を
録
さ
れ
得
る
も
の
は
忌
近
の
事
責
を
除
〈
限
り
閉
山
し
て
幾
何
を
数
へ
う
る
で
あ
ら
う
か
c

斯
く
し
て
日
本
に
於

付
る
一
二
十
幾
年
の
斯
事
の
歴
史
は
、
そ
の
知
識
の
整
理
と
鰐
系
化
、
f

一
に
於
て
又
、
之
を
貫
〈
認
識
方
法
に
於
て
、
日
本
人
的
性
格
と

能
力
の
検
知
の
故
に
、
(
少
く
と
も
世
界
史
的
意
味
に
於
て
は
)
た
ピ
そ
の
帰
来
の
た
め
の
下
積
み
の
歴
史
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
で
あ

ら
う
か
。
従
っ
と
そ
の
殻
建
土
併
す
る
は
日
本
史
的
窓
味
に
於
℃
の
み
繍
常
に
一
一
日
ぴ
得
る
の
勺
は
な
か
ら
う
か
。

以
下
日
本
に
於
け
る
植
民
政
策
離
の
護
遼
を
三
期
に
分
つ
。
そ
の
理
由
に
就
て
は
各
節
に
述
ぶ
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
、
日
清
戦
後
の
時
代
l
i
雁
種
時
代
或
は
準
備
時
代

日
本
の
植
民
政
策
皐
は
日
清
戦
後
に
そ
の
臨
種
を
見
出
す
と
言
ひ
得
ゃ
う
。
尤
も
芙
よ
り
早
〈
殖
民
論
と
稗
す

る
書
籍
が
刊
行
さ
れ
て
は
居
る
が
業
の
多
〈
は
内
地
植
民
又
は
海
外
移
民
を
読
〈
に
止
ま
り
、
且
っ
そ
の
内
容
に

至
つ
て
は
金
〈
常
識
的
論
策
た
る
を
出
で
な
か
っ
に
。
而
も
近
代
的
意
味
の
植
民
地
を
有
せ

y
hし
斯
る
時
代
に

於
て
は
、
植
民
政
策
率
的
研
究
の
後
生
を
民
族
意
識
の
裡
に
求
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
日
清
戦
役
に
よ
っ
て

日
本
は
華
、
持
と
遼
東
宇
島
と
を
獲
た
。
の
も
遼
東
竿
島
を
喪
失
し
た
と
は
言
へ
宣
室
、
時
の
統
治
は
目
前
の
急
務
と
し

て
そ
の
方
針
の
確
立
を
迫
っ
た
。
こ
〉
に
植
民
政
策
率
成
立
の
民
族
的
根
擦
が
形
成
さ
れ
た
。
而
も
初
め
て
植
民

地
と
の
交
渉
に
直
面
し
た
日
本
人
は
未
だ
恐
ら
く
は
研
究
の
術
ぞ
き
へ
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
欧
米

人
の
諸
研
究
を
そ
の
優
に
段
取
す
る
を
以
て
捷
笹
と
し
た
。
斯
〈
て
日
本
人
は
慶
大
な
る
文
化
的
背
景
の
中
に
成

1) 河田鱗也著「北海道植民論 I(明治二十一年三月刊)、勝山孝三著「北海道植民
鏡、日本関宮J(明治ニト凶年一月干1])、恒屋盛服著「油、外桶民論J(明治二十四
年八月刊)の如き。



立
せ
る
欧
米
人
の
こ
の
遺
産
の
一
部
を
継
承
す
る
事
に
依
て
そ
の
出
愛
知
を
記
録
し
に
。
従
て
こ
〉
に
於
て
も
亦

日
本
人
は
創
成
史
の
控
営
者
た
る
を
符
な
か
っ
た
。
而
し
て
そ
の
後
の
十
年
間
は
た
Y

ひ
た
す
ら
に
欧
米
に
於
け

る
斯
事
の
後
遺
途
上
の
初
歩
的
知
識
を
懸
命
に
迫
ひ
駆
く
る
に
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
こ
の
十
年
間
は
文
字

通
h
の
意
味
に
於
て
指
事
に
於
け
る
最
も
非
日
本
人
的
の
時
代
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
期
る
方
向
の
研
究
に
未
だ

理
論
的
思
惟
の
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
、
又
は
微
弱
な
る
能
力
を
し
か
有
し
な
か
っ
仁
と
見
る
を
特
ゃ
う
。
従
つ

て
日
本
人
は

t
y
皐
ぷ
の
外
な
か
っ
た
。
斯
る
雰
闇
気
の
中
仁
あ
ら
は
る
¥
J

必
然
の
結
果
は
帯
書
の
刊
行
で
あ
る
。

そ
の
部
書
は
今
日
傭
は
れ
忍
色
の
の
み
に
で
も
十
以
上
宏
教
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
賢
ド
こ
の
時
伏
は
翻
揮
の
時
代

で
あ
り
、
且
つ
は
無
著
書
の
時
代
官
め
る

ο
M
h
そ
の
融
持
は
多
く
外
国
植
民
制
的
歴
史
的
研
究
一
氏
は
地
誌
的

研
究
に
限
ら
る
〉
が
如
〈
で
め
っ
た
。
そ
の
重
要
な
る
一
二
の
色
の
を
翠
ぐ
れ
ば
、
壷
湾
総
督
府
刊
行
の
「
y
}

カ
ス
氏
英
国
殖
民
誌

H
井
上
雅
三
氏
諜
の
モ
リ
ノ
ス
の
「
殖
民
出
向
」
の
如
き
で
あ
る
。
之
等
は
何
れ
色
末
だ
植
民
政

策
基
ι

の
文
献
と
目
し
難
〈
、
之
よ
り
見
る
も
日
本
人
は
営
時
未

r植
民
政
策
事
な
る
色
の
〉
骨
格
を
構
取
す
る
に

歪
ら
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
如
何
な
る
意
味
に
於
て
色
こ
の
時
代
は
之
を
無
理
論
の
時
代
又
は
理
論
未

生
の
時
代
と
呼
ば

F
る
を
得
守
、
こ
の
貼
よ
り
見
て
此
の
時
代
を
植
民
政
策
準
史
上
そ
の
前
史
と
時
ぴ
得
る
で
あ

ら
う
。
併
し
乍
ら
之
等
の
諸
研
究
は
衣
ぎ
の
時
代
に
於
げ
る
斯
皐
の
形
成
に
貴
重
な
る
資
料
を
提
供
し
た
で
あ
ら

う
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
又
之
を
準
備
時
代
と
色
稗
す
る
を
得
ゃ
う
。
無
論
こ
の
時
代
に
於
け
る
研
究
の
動
機
は

純
粋
の
皐
究
的
志
槽
1

1
其
が
全
瞳
と
し
て
は
帥
ち
間
接
的
に
は
民
族
的
意
識
に
裏
付
け
ら
る
〉
と
し
て
も
1

1

我
固
に
於
け
る
植
民
政
策
患
の
安
達

四
一
九

の時代に於げる著書としては皐に島岡主郎著「日本と箆商高)(明治三十三
年九月刊)白附絡e:>r埴民新論」及び山内E瞭氏著「世界植民奥J(明治三十七
年A月刊)等監般ふるのみ。明治三十八年刊行三三輪徳三氏著「植民具J(明
治三十七年度早大講義絡)は毛 Pス白植民;奥のl軍縮たるが却〈である。

3) 原著は e:T--:-L~印;;-'Ã-iíi;tori白lG四graplげよ了 die Bdti.h Colonie.. (1888) 

課暑は塞海縛.督府民政部により明治三十一年十月号葺刊。



我
圏
に
於
け
る
植
民
政
策
惑
の
俊
達

四

O 

仁
基
〈
と
い
ふ
よ
り
は
、
先
づ
圃
家
の
営
面
の
必
要
を
充
す
た
め
に
賓
際
政
治
の
営
路
者
に
「
貫
地
活
用
の
知
識

を
輿
ふ
る
に
稗
補
」
せ
ん
と
す
る
の
よ
り
卑
近
な
る
衝
動
に
因
っ
た
で
あ
ら
う
事
は
推
知
す
る
に
難
〈
な
い
の
で

あ
る
。
併
し
乍
ら
既
に
植
民
地
と
の
交
捗
を
開
始
し
に
日
本
人
は
業
慮
に
新
事
を
形
成
す
べ
き
現
賓
の
地
燥
を
具

有
し
て
居
た
。
従
っ
て
之
等
の
諸
研
究
は
早
晩
集
合
せ
ら
れ
、
整
理
せ
ら
れ
、
統
一
せ
ら
れ
、
更
に
一
時
化
し
て

植
民
政
策
撃
を
成
立
せ
し
れ
U

ベ
喝
さ
司
メ
ン
ト
を
携
っ
て
ゐ
穴
と
見
る
を
得
ゃ
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
こ
の
時
代

は
之
を
臨
調
印
時
抗

t
朝
刊
し
特
あ
の
で
め
あ
。

要
す
る
に
嘗
時
は
未
だ
本
庄
博
士
の
所
謂
官
著
時
代
を
肱
せ
や
‘
民
間
に
未
だ
多
〈
の
刊
行
書
を
見
る
べ
き
時

代
に
至
っ
て
居
な
い
。
皐
術
的
研
究
な
ら
F
る
諸
種
の
刊
行
物
に
し
て
植
民
地
の
諸
問
題
に
鯛
れ
た
る
も
の
、
或

は
単
に
日
本
の
植
民
地
の
一
に
就
き
而
も
其
の
一
方
面
に
就
て
論
じ
た
る
も
の
、
外
国
の
植
民
地
に
就
て
論
じ
た

る
も
の
、
ま
た
雑
誌
の
論
文
に
し
て
同
様
の
主
題
に
就
て
論
究
せ
る
も
の
は
相
営
の
教
に
上
る
で
あ
ら
う
が
、
之

等
に
し
て
其
の
後
皐
柄
上
の
諸
研
究
に
稗
盆
を
奥
へ
た
る
も
の
と
し
て
は
殆
ん

E
奉
ヤ
る
に
足
る
も
の
は
あ
る
ま

い
か
と
思
は
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
時
代
は
結
局
た
Y
匹
芽
と
し
て
の
み
始
終
し
た
。
或
は
又
植
民
政
策
事
は
た

日、，

E
田
町
内
『
の
委
に
於
て
の
み
存
在
し
得
た
の
で
あ
る
。

第
二
、
日
露
職
後
の
時
代
|
|
形
成
並
び
に
器
展
時
代

十
年
間
の
融
需
時
代
は
衣
ぎ
の
日
露
戦
後
の
愛
展
時
代
を
準
備
し
た
。
こ
の
新
な
る
時
代
は
植
民
政
策
皐

4) 原著は H.C. Morris， The History of. ColonizatioD目 (1909). 需害は明治三十
七年二月畏刊。

4)' L'レーカス氏、英踊植民誌守序文(後藤新平氏)。



、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、

の
構
成
の
時
代
で
あ
り
、
飛
躍
の
時
代
で
あ
り
、
又
そ
の
方
向
を
決
定
し
た
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
完
成
の
時
代

で
も
あ
っ
た
。
事
問
的
研
究
と
植
民
地
事
情
の
調
査
と
は
並
び
行
は
れ
、
翻
課
と
著
作
と
は
相
携
へ
て
進
行
し
た
。

前
の
官
著
の
時
代
を
過
ぎ
て
倒
人
的
著
作
が
相
次
で
著
は
れ
、
議
調
査
機
闘
の
調
査
書
と
官
麗
の
報
告
書
E
Z

は
愈

々
多
き
や
}
加
へ
た
。
夫
ぎ
に
現
は
る
べ
き
欧
洲
戦
後
の
時
代
を
併
せ
考
ふ
る
も
こ
の
時
代
こ
そ
は
買
に
植
民
政
策

事
の
歴
史
に
於
け
ゐ
中
心
の
時
代
営
形
成
す
る
が
如
〈
で
め
る
。
尤
も
次
ぎ
の
時
代
は
夏
日
完
成
の
時
代
で
め
り

而
し
て
又
輔
換
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
在
来
の
植
民
政
策
撃
の
傾
向
の
み
に
就
て
見
る
時
ば
、
欧
洲
戦
後
の
時
代

は
静
的
な
完
成
時
代
と
色
呼
ぱ
る
べ
〈
、
日
露
戦
後
の
時
代
は
完
成
に
向
つ
て
の
飛
躍
時
代
と
耕
し
符
忍
で
あ
ら

う
。
未
だ
皐
問
的
に
そ
の
組
織
化
の
不
完
全
な
り
し
と
の
附
代
の
始
め
い
い
於
て

ub
多
〈
の
薬
品
{
み
を
し

τそ
の

自
由
の
議
論
を
吐
く
を
得
し
め
に
で
あ
ら
う
。
横
綱
た
る
扮
園
気
が
此
の
時
代
を
指
導
し
た
。
そ
の
扮
囲
気
の
支

配
す
る
蕗
幾
多
の
青
壮
年
論
客
を
生
ん
だ
υ

植
民
政
策
皐
は
正
に
務
明
の
時
代
を
迎
へ
た
。
そ
の
後
の
方
向
は
貫

に
坦
々
に
石
一
筋
道
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
中
に
生
育
し
た
多
量
の
事
者
は
、
ま
た
そ
の
僅
に
究
ぎ
の
時
代
を

完
成
せ
し
む
べ
き
素
地
を
作
つ
だ
人
々
で
あ
っ
た
と
言
ひ
得
ゃ
う
。
之
等
事
者
の
多
〈
は
其
の
後
或
は
官
界
に
閥

係
し
或
は
政
界
に
身
を
蒋
じ
、
残
れ
る
皐
者
6
多
く
は
前
に
形
成
さ
れ
た
る
植
民
政
策
皐
の
膿
系
を
殆
ん
ど
反
覆

講
遁
す
る
に
止
ま
り
、
・
究
ぎ
の
時
代
に
於
て
斯
皐
の
一
歩
前
進
に
功
献
し
得
た
る
事
者
は
家
々
た
る
が
知
〈
で
み
の

る
。
と
ま
れ
こ
の
時
代
の
脊
椎
を
形
成
せ
る
拳
者
は
、
そ
の
俸
に
次
ぎ
の
時
代
同
移
行
し
て
失
ぎ
の
時
代
の
根
幹

?
な
し
た
。
従
っ
て
轄
換
せ
る
思
想
を
除
外
し
て
皐
者
の
素
質
を
考
慮
に
置
く
時
は
、
次
ぎ
の
時
代
は
相
劃
的
に

我
凶
に
於
け
る
楠
民
政
策
事
白
賛
達

四



我
闘
に
於
け
る
植
民
政
策
撃
の
費
達

R司

も
結
劉
的
に
も
皐
界
の
縮
少
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
或
は
又
急
激
な
膨
脹
に
績
い
て
漸
失
的
な
縮
少
が
伴

っ
た
と
も
言
ひ
符
ゃ
う
。
ま
に
こ
の
時
代
は
正
し
き
意
味
に
於
け
る
植
民
政
策
準
の
創
成
の
時
代
で
も
あ
る
。
植

民
政
策
準
の
組
織
化
は
、
十
年
間
の
資
料
の
菩
績
を
必
要
と
し
た
、
或
は
叉
十
年
間
の
思
考
上
の
模
索
を
必
要
と

し
た
と
も
言
ひ
得
ゃ
う
。

こ
の
組
織
化
は
決
し
て
簡
軍
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
ら
う
。
而
も
日
本
人
は
之
分
比
較

的
容
易
に
な
し
趨
げ
得
た
か
に
見
え
る
。
漸
く
そ
の
多
き
を
加
へ
て
ゐ
た
欧
米
議
鼠
干
の
轍
入
は
吾
ド
困
に
於
て
色

磨
間
的
認
識
方
法
一
般
に
劃
す
る
素
地
ぞ
築
詳
つ
〉
め
っ
た

εあ
ら
う
。
植
民
政
策
阜
の
分
野
に
於
て
は
こ
の
慨

向
の
中
に
於
で
米
人
-
プ
ン
チ
(
河
内
一
口
問
円
一
】
)
の
よ
リ
o
Z
口一山

-94m『ロヨ
2
門
=
を
受
け
入
れ
た
。
本
書
こ
ぞ
は
こ
の
時

代
と
尖
ぎ
の
時
代
と

ee通
じ
て
本
邦
斯
皐
の
上
に
、
そ
の
認
識
方
法
に
於
て
、
そ
の
知
識
の
組
織
化
に
於
て
、
最

大
影
響
そ
奥
ハ
た
る
二
一
ニ
の
著
述
の
一

に
数
へ
得
る
で
め
ら
う
。
買
に
本
邦
の
斯
間
半
は
日
y
y
チ
に
よ
っ
て
始
め
ず
し

韓
系
化
き
れ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

ラ
ン
チ
の
こ
の
著
書
は
一
九

O
二
年
に
そ
の
第
一
版
を
刊
行
し
、
爾
後
無
訂
正
め
ま
ム
第
六
版
を
一
九
二
六
年
に
刊
行
せ
る
よ
り
見
れ
ば
今
日

に
於
て
も
倫
多
少
の
讃
者
層
を
有
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
れ
の
研
究
は
従
来
の
法
律
率
的
な
見
方
に
甥
し
著
し
〈
経
済
率
的
で
あ
り
政

治
撃
的
で
あ
う
た
。
在
来
の
研
究
が
多
く
常
識
的
な
る
凡
方
を
以
て
始
終
せ
る
に
射
し
、
彼
れ
の
研
究
は
著
し
〈
撃
術
的
で
あ
っ
た
。
併
し
な
が

ら
彼
が
経
務
事
、
法
律
率
、
政
治
撃
に
就
て
深
き
理
解
を
有
し
て
居
た
と
見
る
は
恐

ι〈
失
首
で
あ
る
。
た

γ
彼
れ
は
事
貨
の
傾
向
に
掛
討
す
る
遁

確
な
る
把
握
の
能
力
を
有
し
た
る
が
知
〈
で
あ
る
。
而
も
そ
の
把
握
せ
る
事
賓
の
遁
確
さ
は
む
し
ろ
其
が
直
ち
に
彼
れ
の
外
交
官
と
し
て
の
生
活

経
験
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
ワ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
彼
れ
の
塑
か
な
る
能
力
は
よ
く
之
を
生
か
す
こ
と
を
得
た
。
彼
れ
は
そ
の
把
握
せ
る
事

貨
の
内
在
的
壬
メ

Y

ト
を
分
析
摘
出
し
、
社
曾
的
諸
関
係
の
副
賞
動
白
原
因
を
ば
主
と
し
て
鰹
涛
的
モ
メ
ン
ト
に
求
め
た
。
さ
う
し
て
そ
の
モ
メ
ン

ト
に
一
定
白
糖
系
を
輿
ふ
る
の
能
力
を
有
し
た
る
が
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
が
そ
白
著
漣
中
に
、
諸
原
因
の
綜
合
に
よ
っ
で
結
論
を
誘
導
す
る



の
表
現
形
式
を
取
る
と
ナ
る
も
、
そ
の
結
論
は
彼
れ
の
経
験
内
容
そ
の
も
自
の
一
般
化
で
あ
り
、
従
ワ
で
ま
た
そ
の
結
論
は
事
貰
の
一
般
的
傾
向

白
忠
貫
な
る
温
求
に
他
な
ら
な
か
ヲ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
は
思
考
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
知
覧
ナ
る
人
で
あ
り
、
皐
ぴ
た
る
人
と
い
ふ
よ

P

も
天
分
白
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
鮮
宇
か
な
る
分
析
の
方
法
と
認
識
白
傾
向
と
は
後
来
白
研
究
者
に
豆
大
の
影
響
を
興
へ
た
。
そ
の
最
近
の
設
博
な

る
知
識
は
爾
後
白
人
々
に
封
し
で
推
論
の
詮
識
と
し
て
引
用
せ
し
め
た
る
が
知
〈
で
あ
る

G

こ
の
著
述
は
出
版
後
四
年
に
し
て
、
明
治
三
十
九
年
、
重
湾
機
督
府
内
妻
海
慣
習
研
究
曾
の
手
に
よ

(
J

亡
磯
詩
刊
行
さ
れ
た
。
書
名
を
「
植
民

地
統
治
策
」
と
?
山
。
洋
書
は
厳
密
に
原
文
に
忠
賞
で
は
な
か
っ
た
が
.
初
心
者
に
は
よ
き
手
引
で
あ
う
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。

こ
の
時
代
の
著
書
陀
し
て
ラ
ン
チ
の
こ
の
著
書
の
影
響
外
に
立
つ
も
の
は
稀
れ
で
あ
ら
う
ο
先
づ
明
治
四
十
年
出
版
の

i
而
も
首
時
に
於
て

は
好
著
と
し
て
迎
~
ら
れ
た
る

l
l中
内
光
則
氏
の
同
植
民
地
統
治
論
」
は
最
も
三
の
影
響
を
受
け
た
る
も
の
で
あ
る
。
著
書
自
b
そ
の
「
緒
昔
日
」
白

一
筋
に
吉
田
中
、
「
木
書
」
は
「
戎
鮎
に
於
て
ヲ
イ

y
y
『
殖
民
政
消
』
円
尻
探
た
る
の
嗣
酬
な
脅
に
お
ら
ず
、
之
を
普
沈
一
占

ν
ふ
誠
は
借
越
の
識
を
菟
る

L

可
か
b
ず
と
雄
も
一
耳
今
」
と
。

明
治
問
ト
一
一
一
年
に
至
り
、
フ
ソ
チ
の
第
二
の
著
鴻
h

い
る

t
n
o山
口
氏
払
〉
ふ
自
…
口
一

M
g
c
E
H
1
2
5
V
い
か
松
岡
正
男
氏

に
よ
り
翻
誇
刊
行

3
れ
に
。
題
し
て
「
殖
民
政
策
」
と
い
ふ
。
内
容
は
主
と
し
て
植
民
地
諸
問
題
の
賞
語
的
研
究
に

費
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
-
ア
ン
チ
の
二
著
は
互
に
相
補
完
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
植
民
政
策

皐
の
組
織
化
こ
そ
先
づ
必
要
な
り
し
常
時
の
曲
学
界
に
於
て
は
後
者
は
前
著
の
葉
植
の
影
響
を
脅
し
得
な
か
っ
た
で

一
通
り
の
理
解
を
奥
ふ
る
た
め
の
資
料
的
意
義
に
於
て
は
前
者
に
勝
る
者

而
も
植
民
地
の
諸
問
題
へ
の

が
あ
っ
た
か
色
知
れ
な
い

G

あ
ら
う
。

ーー
ラ

ン

チ

に

績

い

て

日

本

の

植

民

政

策

皐

に

至

大

の

影

響

を

奥

へ

た

の

も

の

は

調

逸

の

ケ

プ

ナ

I

で
あ
っ
た
η

併
し
な
が
ら
彼
れ
の
著
書
が
現
る
〉
迄
に
は
、
ラ
ン
チ
が
そ
の
支
配
的
影
響
を
奥
へ
て
後

(Q-

同ハ
Q
寸
コ
町
『
)

な
ほ
数
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
聞
に
於
け
る
日
本
人
の
研
究
に
一
瞥
を
奥
へ
や
う
。

我
岡
崎
に
於
け
る
椅
民
政
策
皐
の
費
逮

四
二
三

ライン U とはテンチを招ナ。 Reinsch主綴る長以で来圃人は之をラ Vチと呼
び、 5賀選人は之をライ !.IVユ在費音ナーー松岡iE男氏評「積民政策」の序文の
後の「附言」参照。
ヲ y チ白思想白影響を最も多〈受けたる事者は、其の後に於ては、山本美越
乃博士、泉哲博士、松岡正男氏であ bう。之等主宰者は何れもウイスコンシ
ン大撃に於て視し〈ランチ白講義に列席されしが知〈である。 泉哲博士著

6) 



我
園
に
於
け
る
楠
民
政
策
事
の
安
達

四

四

先
づ
明
治
三
十
八
年
大
河
平
隆
光
撃
士
は
「
日
本
移
民
論
」
を
著
は
さ
れ
た
。
著
者
は
新
波
戸
博
士
の
薫
陶
を
受
け
そ
の
思
想
を
鍛
承
す
る
が
知
〈

で
あ
る
。
木
書
は
植
民
政
策
撃
の
歴
史
よ
り
見
れ
ば
傍
系
の
著
述
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
移
民
論
止
し
て
は
常
時
に
於
け
る
唯
一
白
理
論
的
述

作
で
は
あ
り
、
そ
の
後
に
於
て
も
他
に
一
珊
白
移
民
論
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
の
皐
界
に
於
て
は
有
盆
な
る
出
版
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
翌
年
東
部

賀
氏
の
「
日
本
植
民
論
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
柑
民
論
と
は
士
一
ロ
ふ
も
た

γ
農
業
植
民
の
一
を
取
扱
ふ
に
過
年
』
ず
従
う
て
農
業
政
策
撃
上
回
一
研
究
と
じ
で

は
健
か
に
寧
重
十
べ
骨
内
脊
を
持
つ
て
は
活
た
が
、
械
民
政
策
態
と
し
て
は
営
時
に
於
て
も
今
一
歩
の
前
建
を
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
。
周
年
出
版

の
竹
越
興
一
-
一
郎
氏
の
「
比
較
楠
民
制
度
」
は
各
崎
吋
民
地
の
統
治
制
度
を
簡
単
不
明
に
紋
漣
せ
し
も
の
o

米
人

ζ
4
0
l
∞E
p
h
-
の
帆
何
日
目
明
日

t
g

p
E
H
E呂
町
岡
田
口
O
D

町
、
が
光
吉
元
次
郎
氏
白
手
に
よ
っ
て
誇
刊
さ
れ
た
D
も
同
年
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
に
於
け
る
最
も
光
輝
め
る
出
版
は
有
賀
長
雄
博
士
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
。
尤
も
其
は
植
民
政
策
準
の
立

場
の
み
よ
り
見
れ
ば
、
僅
か
に
葉
の
特
殊
部
門
の
研
究
に
過
ぎ
な
か
っ
に
が
、
そ
の
「
保
護
国
論
し
っ
一
一
九
年
刊
M

L」

「
満
洲
委
任
統
治
論
」
〈
一
一
一
八
年
刊
)
と
は
種
々
の
意
味
に
於
て
永
〈
記
念
5
る
ぺ
き
著
越
で
あ
っ
た
。
「
満
洲
委
任
統

治
論
」
は
僅
に
百
四
十
三
頁
の
短
篇
で
は
あ
る
が
、
満
洲
委
任
統
治
問
題
を
論
じ
て
そ
の
要
そ
査
し
、
そ
の
該
博

な
る
知
識
に
基
〈
厳
密
な
る
考
誼
と
立
論
と
は
、
そ
の
主
張
を
最
も
簡
明
に
表
現
す
る
巧
妙
な
る
筆
致
と
相
侯
つ

て
、
日
本
の
封
満
政
策
に
最
も
よ
き
指
針
を
奥
へ
得
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
満
洲
の
政
策
に
閲
す
る
多
数
の
研
究

書
中
群
を
抜
〈
本
書
は
、
最
近
満
洲
事
麗
後
の
封
満
政
策
に
闘
し
て
参
考
と
せ
ら
る
と
」
と
決
し
て
静
少
で
な
か

っ
た
か
に
見
え
る
。
翌
年
の
出
版
に
る
「
保
護
国
論
」
は
国
際
法
的
著
越
で
は
あ
る
が
、

こ
の
方
面
に
於
て
は
恐
ら

〈
は
日
本
人
の
世
界
に
誇
り
得
る
唯
一
の
業
積
で
あ
ら
う
。
著
者
は
本
書
に
於
て
車
に
保
護
圃
の
法
理
を
研
究
す

る
に
止
ま
ら
争
、
韓
国
の
園
際
法
的
地
位
を
詳
密
に
究
明
し
.
日
本
の
封
韓
政
策
の
根
嬢
正
方
向
と
を
且
つ
明
ら

か
に
し

E
つ
含
蓄
さ
れ
に
。
無
論
植
民
政
事
上
に
於
て
も
保
護
困
問
題
に
闘
す
る
限
り
、
本
書
は
殆
ん

E
唯
一
の

「植民地統治論」及松岡正男氏需「植民政策」の序言参照。?なIほランナの World
politic白s(何19明02司) が書武世蔽臣ヨ買干
F見Lて、その最初の思惣的影響は植民政策接的実献の出版に数年を先立つ事を
知 P得る。
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塾
通

λ

た
る
の
観
を
な
し
た
る
が
知
〈
で
あ
る
。

一ー一
植
民
政
策
皐
は
明
治
四
十
年
中
内
氏
の
好
著
を
得
た
る
こ
と
を
一
言
し
た
が
、
翌
四
十
一
年
は
法
皐
士
山

内
頴
氏
に
よ
っ
て
更
に
「
殖
民
政
策
汎
論
」
な
る
皐
術
的
過
作
を
牧
穫
し
た
。
山
内
頴
氏
は
所
謂
植
民
政
策
皐
又

は
植
民
政
策
論
k
い
は
る
〉
拳
聞
の
性
質
に
就
て
早
〈
も
考
慮
を
廻
ら
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
章
第
四
節
に
「
殖
民

政
策
の
研
究
」
の
問
題
に
論
及
し
、
斯
撃
の
性
質
に
就
て
衣
一
の
如
き
見
解
を
披
躍
注
れ
た
。

「
今
日
の
植
民
政
策
を
説

C
者
、
多
〈
は
単
に
困
別
法
に
よ
っ
で
其
植
民
地
の
滑
寧
を
殺
す
る
に
止
ま
り
、
未
だ
婿
民
現
象
を
鷺
類
分
科
し
、
之

を
概
括
し
統
一
し
で
一
定
の
組
織
の
下
に
植
民
的
活
動
の
遁
則
を
繰
越
し
た
る
者
あ
る
な
し
、
而
し
て
斌
民
政
策
の
成
放
が
一
闘
将
来
の
遺
命
を

執
す
べ
き
も
白
た
り
と
せ
ば
、
殖
民
現
象
白
科
準
的
研
究
は
盆
々
急
務
な
る
を
提
ゅ
、
余
の
木
著
を
試
む
Aν

は
質
に
此
必
要
に
刺
戟
さ
れ
た
る
に

閃
れ
り
己

「
植
民
政
情
感
は
米
だ
料
開
山
ム
…
慨
を
成
さ
ず
止
す
る
も
硝
民
現
象
が
科
串
的
研
究
の
野
象
た
る
を
得
る
ほ
明
な
り
に

「
一
般
経
淘
皐
は
殖
民
的
活
動
白
研
究
を
以
で
臆
用
経
済
庫
干
の
一
分
科
な

P
と
せ

P
、
之
貨
に
積
民
地
と
母
園
と
の
聞
に
於
け
る
経
済
的
閥
係
を

重
要
減
ナ
る
の
結
果
た
り
、
此
見
解
必
し
も
不
可
な
る
に
あ
ら
ず
と
雄
も
、
吾
人
の
治
意
す
べ
き
は
今
日
白
首
相
民
問
題
の
・
主
要
な
る
も
の
は
、
経

抽
間
的
重
要
の
度
よ
り
も
寧
ろ
政
治
的
重
要
の
度
目
多
く
を
含
む
事
之
な

P
、
此
故
に
余
は
植
民
政
策
畢
を
以
で
極
端
間
接
・
と
政
治
撃
と
田
中
間
に
在

っ
て
、
破
民
現
象
を
中
心
と
し
て
統
一
さ
れ
た
る
祉
舎
諸
問
争
中
田
一
な
り
』
凡
る
を
遡
蛍
な
り
と
信
ず
、
余
の
研
究
せ
ん
と
ナ
る
所
は
貰
に
植
民

的
活
動
を
政
治
的
経
済
的
方
面
よ
り
観
察
し
た
る
者
な
九
、
」

政
策
皐
は
作
田
博
士
の
所
謂
判
智
の
科
亭
に
し
て
国
家
政
策
な
る
現
賓
躍
に
劃
す
る
認
定
の
科
拳
で
は
な
い
。

前
者
は
一
定
の
国
家
目
的
を
偲
定
又
は
承
認
し
て
現
買
の
国
家
政
策
の
貫
現
に
謝
し
て
適
合
の
判
定
を
行
為
色
の

で
あ
る
凶
此
の
判
定
の
知
識
の
統
一
態
を
目
し
て
政
策
皐
と
い
ふ
。
殖
民
政
策
撃
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。
無

論
研
究
者
の
目
的
観
よ
り
見
れ
ぱ
認
知
の
科
皐
は
営
然
判
智
の
科
事
に
愛
展
す
べ
き
性
質
を
有
し
、
ま
た
判
智
の

我
闘
に
於
け
る
楠
民
政
策
事
白
山
宮
達

四
二
五

111内顕著「硝民政策汎論」三二一一三五頁。
f宇田蕗一博士「経済撃の問問題」ー絡部論選、 flr島1事士還暦祝賀記念論文集。
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我
閣
に
於
け
る
植
民
政
策
撃
の
一
安
達

科
撃
は
斯
の
認
知
の
科
拳
を
包
客
し
て
の
み
成
立
す
べ
き
は
明
ら
か
に
し
て
、

四
二
六

そ
の
何
れ
も
が
他
を
合
む
意
味
に

於
て
統
一
を
形
作
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
が
、

耐
か
も
宜
(
の
知
識
の
形
式
よ
り
見
て
雨
者
は
別
館
の
色
の
と
し
て

区
別
す
る
の
必
要
を
存
す
る
の
で
あ
る
。

山
内
氏
は
こ
の
貼
に
就
て
の
理
解
む
米
だ
有
せ
や
、
楠
民
政
策
墜
を
十
九
日
〉
ひ
わ
い
す
ら
に
哩
論
的
研
究
土
し
て
取

而
も
そ
の
創
成
の
営
初
に
於
て
斯
準
の
性
質
に
就
き

扱
は
ん
と
寸
る
の
意
闘
を
有
せ
ら
れ
た
る
が
如

t
で
あ
る
の

反
省
を
加
へ
ら
れ
た
る
は
先
見
に
属
す
k
言
ふ
べ
き
で
あ
る
o

同
氏
の
研
究
上
の
功
讃
は
植
民
の
概
念
に
就
て
も
植
民
的
活
動
の
影
響
に
就
て
も
認
め
ら
る
ふ
慮
で
あ
る
が
、
そ
の
立
論
は
熱
情
の
致
す
慮
往

々
に
し
て
重
要
な
る
論
結
に
闘
し
矛
盾
に
陥
、
U
れ
た
る
が
如
〈
で
あ
る
。
例
へ
ば
第
二
草
に
於
で
、

「
圏
家
と
は
政
治
的
経
済
的
に
基
て
植
民
に
封
す
る
を
以
で
、
文
明
の
鯨
撤
凶
知
舎
は
全
〈
政
略
上
空
一
田
賀
に
過
干
さ
る
な
り
」
「
皐
尭
ナ
る
に

稽
民
を
以
て
文
明
惇
播
の
高
宵
な
る
事
業
と
云
ふ
が
刻
々
は
殖
民
的
活
動
が
柑
す
れ
ば
非
文
明
的
行
動
を
件
ふ
と
の
批
難
に
針
し
、
植
民
的
活
動

の
適
法
正
賞
な
る
事
を
主
張
せ
ん
と
す
る
狭
給
手
段
の
み
し
と
述
。
へ
、
第
五
章
に
至
る
宇

一
世
界
を
一
憾
と
し
で
見
た
る
時
四
植
民
的
活
動
白
影
響
は
如
何
、
之
を
一
言
に
し
て
霊
せ
は
女
明
白
進
歩
及
捺
張
に
蹄
著
す
、
之
貨
に
吾
人
D

先
輩
が
文
明
の
停
播
を
以
て
殖
氏
の
目
的
と
な
す
に
至
れ
る
所
以
に
し
て
貧
は
破
民
的
活
動
に
件
生
ナ
晶
一
の
結
果
に
外
な
、
b
ざ
る
な

h」
と
漣

、

べ
た
る
が
加
害
は
之
で
あ
る
。

山
内
氏
は
一
面
ま
た
最
も
徹
底
せ
る
帝
国
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
氏
は
日
ふ
、

「
膏
人
は
力
の
充
貰
に
努
め
ざ
る
可
か
ら
ず
、
捲
土
重
来
の
計
を
矯
ナ
者
は
清
固
に
あ
ら
ず
、
露
国
に
あ

ιず
、
貨
に
殿
勝
を
得
で
然
か
も
其
殺

果
を
充
分
に
取
む
る
能
は
ざ
り
し
我
帝
圃
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
臥
薪
掌
胞
の
昔
楚
は
日
本
園
長
の
営
に
耐
受
す
可
き
事
に
麗
ナ
、
之
を
是
怠
て

邦
家
高
年
の
計
を
説
〈
、
痴
に
非
れ
ば
即
ち
狂
な
り
。

吾
人
は
大
理
想
大
決
心
を
以
て
植
民
的
活
動
を
演
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
二
十
世
紀
文
明
白
母
た
る
太
平
洋
上
白
形
勝
の
地
位
を
利
用
せ
ぎ
る
可

IlJ内願者、向上.五二一一五三頁及七九頁。11)， 10) 



か
ら
ず
、
天
啓
の
示
す
所
に
進
ん
で
天
職
を
全
う
す
ぎ
る
可
か
ら
ず

の
務
業
を
諸
嶋
鳥
に
放
置
し
て
甘
ず
る
者
な
、
b
ん
宇
」

E-

鳴
呼
寄
人
大
和
民
族
、
山
一
日
敢
て
袖
手
傍
観
、
以
て
太
平
洋
上
二
十
世
紀

約
十
年
前

y
l
カ
ス
の
殖
民
誌
を
得
た
事
界
は
明
治
四
十
二
年
に
至
っ
て
英
国
植
民
史
に
闘
す
る
重
要
な
る
二

の
課
書
を
得
た
。
永
非
柳
太
郎
氏
諜
の
「
英
圃
殖
民
俊
展
丸
」
と
水
崎
基
一
氏
需
の
「
英
国
植
民
乱
」
と
が
之
で

め
る
。
共
に
史
的
研
究
に
止
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
世
界
最
大
植
民
国
の
植
民
地
諸
問
題
に
豊
か
な
る
資
料
を

供
給
し
た
る
の
功
績
は
之
を
設
す
る
を
特
な
い
。

翌
四
十
一
}
一
年
に
は
江
木
翼
氏
巴
「
楠
氏
論
策
L

と
堀
切
善
兵
衛
氏
の
「
植
民
と
経
済
」
白
二
書
を
得
た
。

干
の
論
文
を
集
録
し
た
る
も
巴
、
堀
切
氏
の
其
は
植
民
地
問
題
を
主
と
し
て
経
湾
の
細
川
角
よ
り
考
察
せ
ん
と
ず
る
も
の
に
し
ヂ
著
書
の
記
さ
る
L

底

に
よ
れ
ば
問
書
は
主
と
し
て
ポ
l
リ
』
ウ
、
チ
ン
メ
ル
マ
ン
、
オ
ー
ス
ナ

y

に
幻
ふ
も
白
L

如
〈
で
あ
る
。
同
年
社
曾
政
策
皐
曾
に
よ
す
て
「
移
民
問

題
」
が
刊
行
き
れ
た
。

江
木
氏
白
著
書
は
楠
民
地
法
制
に
閥
ナ

po
若

同
書
は
同
月
千
曾
第
三
回
大
曾
白
記
事
に
し
て
、
移
民
問
題
討
議
の
部
に
、
一
一
利
回
徳
三
博
士
、
財
部
静
治
京
大
助
教
授
、
巾
品

信
虎
東
京
高
師
教
授
の
報
告
が
載
せ
ら
れ
て
活
り
、
講
演
の
部
に
は
、
堀
切
善
兵
衛
慶
大
教
授
の
「
植
民
地
の
貿
易
」
、
神
戸
正
雄
博
士
白
「
移
尽
か

移
物
九
日
」
が
集
録
さ
れ
て
居
る
。
常
時
に
於
け
る
移
補
足
問
題
白
皐
間
的
考
究
の
傾
向
を
之
に
よ
づ
て
看
取
し
得
る
。

植
民
的
活
動
を
ば
帝
圃
主
義

問
立
年
の
出
版
に
係
る
一
神
戸
高
商
教
授
津
村
秀
松
兵
の
「
商
業

政
策
」
第
三
編
も
こ
の
動
に
閥
し
略
同
じ
立
場
に
あ
る
と
見
る
を
得
?
っ
。
帝
国
主
義
の
諸
問
題
に
閥
し
て
は
大
西
正
の
著
述
は
永
く
尊
重
さ
れ
た
。

笠
間
十
四
年
に
は
山
内
正
瞭
氏
の
「
植
民
総
〕
が
刊
行
さ
れ
た
。
「
最
近
植
民
熱
の
勃
興
に
件
ふ
政
策
白
強
選
」
、
「
植
民
政
策
に
関
ナ
る
間
中
読
の
費

同
年
拓
破
局
は
二
白
濁
逸
内
園
植
民
の
研
究
書
を
刊
行
し
た
。
一
は
「
普
園
内

白
一
脱
角
よ
り
把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
に
大
西
猪
之
介
氏
の
「
帝
圃
主
義
論
」
が
あ
る
。

議
」
、
「
植
民
白
意
義
」
の
研
究
に
重
勤
を
置
か
れ
た
る
加
〈
で
あ
る
。

地
植
民
制
度
大
要
」
、
他
は
東
郷
寅
農
串
士
編
漣
の
「
謂
逸
内
園
植
民
論
」
で
あ
る
。
東
郷
氏
の
著
書
は
燭
逸
の
内
園
植
民
制
度
に
閲
す
る
最
も
皐
宛
的

な
る
著
述
白
一
で
あ
る
。

四

一
九
O
八
年
(
明
治
凶
十
一
年
)
濁
逸
の
植
民
政
策
同
学
者
ケ
プ
ナ

1
3・
同
む
一
宮
町
『
)
は

a

]

山
一
=
「
F

一}】『

Z
『
】
肉
』
=

我
圃
に
於
け
る
楠
民
政
策
事
の
務
違

同
二
七

山内願手問主三三一0頁 ... 
原著は百.ι:--EgertOn;-TheOrigin aml Growth of the: English Colonies and 
thdr System of (;ovemment. ('903) 
原著は A Calrlecott， En日1ishColonization a.nd l'-;mpire. (1897・)
社曾政策事含編纂F移民問題J一社曾政持者皐曾論叢第三勝。
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戎
固
に
於
け
る
植
民
政
策
事
白
後
遺

四
二
八

内
c-DES-to--zr

な
る
一
書
を
著
し
た
。

こ
の
書
は
も
と

何
一
∞
ぎ
の
鰹
梼
僻
書
(
J
p
h
R
Z
u
z
n
F
公

thcロ
ハ
印
弓
?

中
に
掲
載
し
た
る
同
氏
の
論
文
ニ
ハ
o
一O口一
2

5仏
間
三
C
E
P
守
口

}Er--
に
校
訂
伝
加
へ
狗
立
の
一
番
と

し
て
刊
行
せ
し
も
の
で
あ
る
が
、
本
邦
の
み
な
ら
や
諸
外
国
に
於
て
も
植
民
政
策
率
的
研
究
の
最
も
よ
き
文
献
の

一
を
以
て
回
せ
ら
る
b

じ
歪
つ
土
。
本
邦
に
於
て
は
曜
津
昌
貞
博
士
に
よ
り
「
植
民
政
策
」
と
題
し
て
輔
課
さ
れ
、

門
出
円
}
】
戸
「
け
)

大
日
本
文
明
協
曾
の
手
営
通
じ
て
大
正
二
年
刊
行
さ
れ
た
。
原
著
出
版
後
五
年
ぞ
あ
る
。
本
替
の
内
容
に
就
で
は

臨
問
調
停
博
士
が
適
評
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
木
害
は
博
士
が
植
民
政
策
の
大
綱
を
叙
説
せ
る
も
の
に
し
て
、
楠
民
白
木
質
及
び
種
類
よ
り
立
言
し
て
、
列
圃
の
植
民
の
由
来
及
び
現
状
並
び

に
其
政
策
の
胤
官
民
を
述
べ
、
夏
に
植
民
法
制
蚊
ぴ
に
植
民
経
済
政
策
を
論
じ
、
植
民
に
関
す
る
重
要
問
題
は
禄
〈
之
を
網
羅
し
て
遺
漏
あ
る
な
し
。

特
に
塑
寓
な
る
資
料
中
よ
り
要
を
摘
与
粋
を
抜
曹
、
槻
括
的
に
之
を
記
述
し
て
、
組
織
整
然
、
理
路
一
貫
し
、
複
雑
な
る
楠
民
政
策
白
内
容
を
一

目
の
下
に
瞭
然
た
ら
し
む
る
の
趣
あ
り
。
」

臨
樫
博
士
の
誇
叉
は
流
暢
平
易
忠
貰
を
策
備
し
て
一
真
需
の
名
に
反
か
ぬ
も
の
で
あ
ワ
た
。

而
も
原
著
に
従
ひ
各
章
毎
に
参
考
書
を
掲
げ
、
旦
そ
の

参
考
書
を
は
各
種
の
問
題
に
就
で
分
類
整
理
し
、

時
に
著
者
の
思
殺
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
等
初
撃
者
の
た
め
に
種
々
な
る
考
慮
を
廻
ら
し
た
る
を
以

て
、
夏
に
-
ア
ン
チ
を
出
で
で
最
近
に
於
け
る
楠
民
地
問
題
白
川
欣
態
と
楠
民
政
策
撃
的
研
究
の
現
状
を
知
ら
ん
と
ナ
る
者
に
と
ワ
で
は
よ
き
手
引
で
あ

う
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。

原
著
白
影
響
は
出
版
以
来
着
々
と
現
れ
た
。
先
づ
邦
課
出
版
前
東
部
寅
墜
士
は
そ
の
「
濁
逸
内
圃
植
民
論
」
中
に
ケ
プ
ナ
I

D
見
解
の
一
町
酬
を
引
用

T

勺
参
考
文
献
中
に
も
本
書
を
事
げ
ら
れ
た
る
よ
り
見
て
水
害
を
利
用
さ
れ
た
る
は
明
弘
で
あ
る
。

明
治
凶
十
五
年
出
版
の
稲
田
周
之
助
氏
の
「
植

民
政
策
」
は
著
書
自
ら
「
序
言
」
に
於
て
「
水
害
ノ
怯
裁
ノ
、
ケ
プ
ネ
ル
ノ
曹
三
類
ス
ル
底
ア
ル
ハ
、
則
チ
此
ユ
取
レ
ル
モ
ノ
品
一
外
ナ
ラ
ス
」
と
述
べ
ら

ま
た
同
年
賛
行
白
濁
逸
械
民
地
法
制
白
研
究
書
た
る
康
中
佐
兵
衛
氏
著
「
濁
逸
積
民
新
論
」
の
参
考
書
目
中
に
も
ケ
プ
ナ
1
白
書
出
摘

れ
て
ゐ
る
。

Ilr内正喋著「植民論」は紳戸正志街尊士編輯「経静全書第三袋、経済各論第二部、
第六編」として刊行された。同氏には航に明治三十八年間名白[猫I主論」があ
るが、この雨害が如何なる閥係にあるかは今詳恥に u川、ロ
醗揮昌貞氏帯「植民政策 l需害者序。
東郷貰氏著「宿主主内閣植民論」十二頁。
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げ
ら
れ
、
ま
た
明
治
四
十
五
年
刊
行
D
同
文
館
の
「
経
済
大
辞
書
」
第
四
巻
の
「
植
民
」
「
植
民
政
策
」
の
項
目
は
堀
光
勉
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、

同
所
に
於
て
も
参
考
書
目
中
ケ
プ
ナ
1
の
右
書
を
暴
げ
、
且
つ
堀
氏
が
楠
民
地
の
分
類
を
議
べ
ら
る
ふ
に
常
つ
て
は
ケ
プ
ナ
ー
の
分
類
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
白
で
あ
る
。

ケ
プ
ナ

1
の
邦
課
書
出
で
て
後
は
全
然
そ
の
影
響
外
に
立
つ
皐
者
を
費
見
す
る
は
困
難
で
あ
ら
う
。
尤
色
実
は

ラ
ン
チ
の
場
合
に
於
け
る
が
如
〈
特
殊
の
認
識
方
法
の
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、

b
し
ろ
植
民
的
議
開
係
に
就
て

の
捨
皐
者
的
な
説
明
の
方
法
と
鍍
過
の
仕
方
に
於
て
で
め
る
。
か
う
る
意
味
に
於
て
一
フ
Y

ヂ
の
影
響
は
よ
り
内
容

的
本
質
的
で
あ
り
、

ケ
プ
ナ

1
の
其
は
よ
り
表
面
的
外
形
的
1

1

全
〈
思
う
で
は
な
い
が

l
lで
め
っ
た
と
言
ひ

p
f
b
h
pウ
。

pf」
1

去
の
後
蹴
洲
大
輔
の
絡
了
迄
に
は
た
V
一
永
井
柳
太
郎
氏
の
「
植
民
原
論
」
〈
大
正
主
主
を
除
〈
以
外
に
出
目
す

べ
き
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
の
研
究
書
を
得
な
か
っ
た
。
永
井
氏
の
こ
の
書
は
そ
の
推
論
に
於
て
最
密
な
る
者
が
な
く
と

も
、
ま
た
分
析
の
徹
底
化
に
於
て
欠
く
る
底
み
る
止
す
る
色
、
そ
の
著
想
の
秀
抜
と
綜
合
の
能
力
と
に
よ
っ
て
、

よ
〈
完
成
品
た
各
の
揮
然
き
を
有
し
て
ゐ
た
。
而
も
端
麗
な
る
文
章
と
簡
潔
な
る
表
現
左
は
之
を
し
て
最
も
よ
さ

車L
数
科
書
た
ら
し
め
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
方
法
上
の
特
色
は
植
民
的
活
動
に
於
け
る
盤
梼
的
原
因
の
重
要
性
の
認
定

に
あ
り
、
従
っ
て
爾
俸
の
植
民
的
諸
諸
係
の
鰹
構
的
説
明
に
あ
る
ぺ
〈
、
そ
の
最
も
主
力
を
注
一
か
れ
た
る
は
植
民

地
の
艦
時
的
債
値
の
研
究
に
あ
る
で
あ
ら
う
。

之
よ
り
少
し
〈
前
に
出
版
さ
れ
し
一
一
一
一
一
白
特
殊
研
究
が
あ
る
。
持
地
大
三
郎
氏
の
『
蓋
湾
殖
民
政
策
L
(
大
正
三
年
)
、
東
郷
寅
氏
の
「
室
部
農
業
植

民
論
」
(
大
正
三
年
)
の
知
き
は
之
で
あ
る
。
共
に
浩
識
な
る
研
究
蓄
に
し
て
、
前
者
は
殆
ん
ど
華
一
海
の
寓
般
白
問
題
に
論
及
し
て
其
の
指
針
を
示
し
、

我
闘
に
於
け
る
楠
民
政
策
墜
白
安
達

四

九

以上白持、森孝三兵課「泊民行政組織改革論J(明治三十七年刊一一原著は
干101侠 ric!l の‘ur}ieioTm de.r--kolullia.l;en V;e l" w~t1 turiRsorJ.!anìsation..") に於け
る後車革新平氏序言中にケプナーの「晴氏地に於ける司法組織」を童湾総督府
が課刊せし旨記されてある盛より見れは、ケプナーの影響は更に撒年前に遡
り得るであらう。
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我
圃
に
於
げ
る
植
民
政
策
撃
の
費
達

四

O 

後
者
は
不
日
華
海
に
民
族
的
白
血
耳
に
基
〈
運
動
の
生
ず
べ
き
事
を
譲
想
し
斯
る
場
合
に
備
ふ
る
た
め
の
農
業
岨
民
の
必
要
を
力
説
し
之
が
具
程
策
を

考
究
せ
る
も
の
で
あ
る
。
何
れ
も
む
し
ろ
営
路
者
の
賓
際
政
策
上
に
稗
金
ナ
る
蕗
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
永
井
柳
太
郎
氏
自
「
祉
曾
問

題
と
植
民
問
題
」
〈
明
治
四
十
五
年
)
の
植
民
問
題
の
部
分
は
主
と
し
て
日
木
植
民
地
統
治
上
の
二
一
一
一
閃
厳
に
封
ナ
る
時
論
わ
集
録
で
あ
る
。

大
戦
終
了
迄
に
は
史
的
研
究
に
於
て
一
一
一
簡
の
浮
害
を
得
た
。
ゲ
ア
レ
ン
チ
ン
の
「
近
柑
砥
兵
庇
一
一

-tへ
l

ラ
レ
プ
の
「
街
迭
の
封
列
国
嫡
民
地
政
船
」

は
何
れ
も
拓
破
局
問
。
鴎
軍
教
授
若
林
帆
栄
次
郎
の
課
に
成
品
円
植
民
及
樹
氏
法
制
原
輪
一
つ
は
ヂ
ロ

1
ル
(
〉

-
E
E
C
-肝
)
白
著
を
臨
時
蛋
部
蕎
憤
調
査
曾

の
乎
に
よ
ワ
て
非
費
口
仰
と
し
で
出
版
さ
れ
し
も
の
。
水
害
は
と
の
方
面
に
於
け
る
邦
滞
習
中
最
怜
酔
の
も
の
で
あ
っ
た
が
そ
の
内
容
は
胤
瑚
の
部
分

に
於
て
特
に
推
解
す
る
に
巴
H
Q

も
の
三
(
、
同
も
そ
の
午
間
百
瓦
に
}
4
2
0
大
部
分
じ
フ
一
フ
ン
ス
杭
氏
及
雌
民
地
む
史
的
研
究
で
あ
ワ
た
た
め
そ
の
影

響
は
比
較
的
稀
薄
な
り
し
も
の
主
知
〈
で
あ
る
。

斯
〈
し
で
敵
洲
大
戦
に
至
る
迄
白
時
代
は
過
ぃ
号
た
。

第
一
町
一
、
融
淵
大
戦
中
底
ひ
職
畿
の
時
代
l
i完
戚
茂
輔
挽
時
代

ー

日
露
戦
後
欧
洲
大
戦
に
至
る
時
代
は
植
民
政
策
拳
を
し
て
略
ぽ
そ
の
形
を
整
へ
し
め
た
。
換
言
す
れ
ば
認

識
方
法
に
於
て
も
位
過
の
仕
方
に
於
て
も
院
に
一
通
り
の
方
向
を
定
め
て
ゐ
た
。
従
っ
て
従
来
の
型
を
迫
ふ
限
h
ノ、

蔑
さ
れ
た
る
も
の
は
斯
る
瞳
系
の
部
分
的
修
正
、
或
は
内
部
的
整
序
に
止
ま
る
が
如
く
で
あ
る
。
欧
洲
大
戦
後
は

先
づ
そ
の
思
潮
の
根
抵
に
於
げ
る
国
民
主
義
よ
り
自
由
主
義
へ
の
轄
換
は
あ
る
が
、
岐
に
自
由
主
義
的
思
潮
を
合

ん
で
ゐ
た
植
民
政
策
墜
に
於
て
は
、

業
自
睦
と
し
て
は
根
抵
的
課
題
を
持
つ
こ
の
立
場
の
確
立
を
融
合
的
思
潮
の

推
移
に
随
伴
し
て
自
明
の
原
理
と
し
て
受
入
る
〉
に
止
っ
た
た
め
、
爾
後
の
推
進
は
依
然
根
抵
的
本
質
的
で
あ
り

得
る
よ
り
も
寧
ろ
部
分
的
修
正
的
で
あ
り
僅
か
に
一
歩
前
進
に
終
っ
た
か
の
や
う
に
見
え
る
。

A
1
こ
h

に
至
る
担
増

原著は VeitValentin， Kolonialgeschicltte der ?¥et1zeit 19][:;である。
原著は Peirre-a.lype，La provocation alJle皿 ande :lUX  co loniie:s et les .prob丘m凹

colonzaux de Ia guene である。
原著は A.Gi日 ult，Principes de colonis，ation et de legisJ.ation colon.iale. 1903 
2田 eed.である。
この外に斯る悪術的研究と表裏ナる植民地研究の諸施設を槻里見ずべきである
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程
を
い
ま
一
度
反
省
し
ゃ
う
。

日
清
戦
役
前
に
於
て
は
植
民
を
以
て
粂
併
拓
地
の
意
に
解
し
、
従
っ
て
日
本
の
植
民
的
後
展
及
び
其
主
張
が
外

闘
の
怒
を
招
か
ん
事
を
樫
れ
た
日
本
ん
は
日
清
戦
局
ず
の
大
勝
利
に
よ
っ
て
速
に
世
界
に
於
け
る
日
本
人
の
地
位
そ

自
費
す
忍
と
共
に
民
族
的
優
越
を
始
め
て
意
識
し
た
で
あ
ら
う

J

そ
の
後
の
三
国
干
渉
、
延
い
て
日
露
戦
争
、
そ

の
勝
利
、
日
英
同
盟
及
日
韓
保
護
開
係
の
成
立
、
一
更
に
韓
国
併
合
、
之
等
の
事
件
は
引
績
い
て
た
Y
そ
の
日
本
人

ト
い
る
の
自
覚
を
強
む
る
に
役
立
つ
十
-
で
J

の
ら
う
。

「

3
れ
ば
(
日
露
)
戦
勝
後
に
於
け
る
国
民
自
葺
の
程
度
も
著
し

く
、
日
清
戦
役
常
時
に
於
げ
る
が
如
き
比
C
は
な
い
。
」
日
本
闘
氏
は
斯
く
し
て
運
命
的
ド
帝
国
主
義
酌
思
葱
を
組

付
け
ら
れ
た
で
あ
ら
う
》
拙
民
政
策
皐
川
町
分
野
に
於
げ
る
こ
の
思
想
の
代
表
者
は
部
ら
く
山
内
印
刷
楓
氏
で
あ
っ
七
。

敵
制
大
載
が
勃
脱
獄
し
た
が
日
本
人
は
こ
の
戦
争
に
於
て
戦
争
営
事
者
と
し
て
の
苦
汁
を
嘗
む
る
事
が
な
か
っ
允
。

従
っ
て
ま
た
戦
勝
固
と
し
て
の
歓
喜
も
な
か
っ
た
。
無
論
濁
逸
の
植
民
地
の
一
部
の
分
奥
に
は
興
っ
た
が
其
は
極

め
て
小
面
積
の
も
の
に
し
て
軽
梼
的
利
用
の
黙
に
於
て
債
値
少
か
っ
た
。
さ
れ
ば
豪
、
時
樺
太
の
獲
得
、
関
東
洲
の
租

借
の
際
に
於
げ
る
が
如
き
大
な
る
印
象
を
国
民
の
脂
裡
に
一
刻
な
を
得
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
も
盤

持
界
は
急
激
に
膨
脹
し
た
υ

圃
民
は
圃
家
の
存
在
を
忘
れ
て
富
の
追
求
に
奔
つ
に
。
而
色
こ
の
富
の
膨
脹
は
新
領

土
の
獲
得
と
無
関
係
に
行
は
れ
た
。
従
来
戦
争
と
勝
利
と
新
領
土
の
獲
得
、
と
が
園
民
経
済
の
富
の
増
大
と
結
合
せ

る
を
経
験
せ
し
圃
民
は
、
欧
洲
大
戦
開
始
後
の
目
ヤ
る
ま
し
き
国
民
鰹
持
の
進
展
の
前
に
こ
の
聯
闘
の
記
憶
を
忘

却
し
た
る
が
如
く
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
縮
瞳
的
に
見
て
欧
洲
大
戦
の
日
本
に
劃
す
る
直
接
的
結
果
は
岡
家
生
活

我
固
に
於
け
る
楠
民
政
策
撃
の
費
逮

四

が今は暫〈之を措〈。
24) 恒居盛服著「海外活民論」格論及び河問燐也著「北海道殖民論コの著者序文参照。
25) 時野谷常三郎著「日本文化史、明治時代篇J(大鐘閣版)一五九頁。



我
固
に
於
け
る
袖
民
政
策
事
白
後
遺

四

に
於
げ
る
よ
り
も
個
人
生
活
に
於
け
る
顕
著
な
る
後
展
に
あ
っ
た
。
蕊
に
園
民
意
識
が
後
退
し
個
人
意
識
が
前
面

に
進
出
す
べ
き
契
機
が
あ
る
。
今
や
帝
国
主
義
的
思
想
は
漸
〈
そ
の
影
を
薄
め
冊
人
自
由
の
意
識
は
全
国
民
の
前

に
新
な
る
力
を
以
て
泡
っ
た
如
〈
見
え
る
。
従
来
帝
国
主
義
の
畑
に
生
育
し
た
植
民
政
策
事
も
亦
こ
の
傾
向
の
影

岬l

響
外
に
は
立
ち
得
な
か
っ
た
。
斯
〈
し
て
帝
闘
主
義
的
思
想
は
自
由
主
義
的
思
想
に
代
位
さ
れ
士
。
い
ま
日
精
戦

後
よ
h
J
欧
洲
大
戦
の
開
始
迄
の
時
代
公
帝
副
主
義
思
想
時
代
、
，
t
時
ぶ
な
ら
ば
、
欧
洲
大
戦
中
及
び
戦
後
数
年
の
時

代
は
自
由
主
義
思
想
時
代
と
言
は
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
従
つ
で
植
民
政
策
皐
に
於
て
も
そ
の
時
代
の
皐
振
を
以
て

大
穂
上
帝
国
主
義
準
振
及
び
自
由
主
義
拳
振
と
名
づ
け
う
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
楠
民
政
策
皐
に
於
て
は
こ
の

自
由
主
義
は
個
人
自
由
の
範
園
に
限
ら
れ
固
瞳
行
動
の
自
由
の
承
認
に
迄
は
歪
ら
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
閏
睦

自
由
の
承
認
は
そ
の
制
限
さ
れ
た
る
意
味
に
於
て
さ
へ
植
民
地
自
治
の
承
認
に
導
き
、
そ
の
完
全
な
る
意
味
に
於

て
は
植
民
地
濁
立
の
承
認
を
も
結
呆
す
る
が
た
め
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
植
民
政
策
撃
を
ぱ
自
由
主
義
に
掃
入
3

れ
た
る
民
族
主
義
の
制
限
俊
項
の
形
の
ま
〉
に
欧
米
よ
り
受
け
入
れ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
民
族
主
義
の
一
面
を
よ

り
強
調
し
た
。
そ
の
程
度
に
反
比
例
し
て
自
由
の
範
国
は
圏
韓
的
に
も
個
人
的
に
も
制
限
さ
れ
た
。
欧
洲
大
戦
は

斯
畢
に
於
け
る
こ
の
民
族
主
義
的
傾
向
を
緩
和
し
た
。
そ
れ
に
従
っ
て
又
自
由
主
義
は
進
出
し
た
。
而
も
こ
の
立

場
へ
の
落
着
き
は
或
る
意
味
で
は
再
び
欧
米
人
の
蒼
遮
に
還
る
事
で
あ
っ
た
。
た
め
に
こ
の
事
は
著
し
き
困
難
な

く
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
か
に
見
え
る
。
併
し
乍
ら
蕊
に
一
考
す
べ
き
は
固
瞳
主
義
の
一
方
向
と
し
で
の
国
民
主

義
と
個
人
わ
暑
を
基
調
と
す
る
自
由
主
義
と
は
本
来
相
容
れ
r
d

る
内
容
念
持
?
」
と
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
雨
者



は
如
何
に
し
て
同
一
の
事
問
樺
系
中
に
包
掃
き
れ
得
た
か
。
斯
る
矛
盾
に
於
け
る
勢
立
を
統
一
し
得
る
も
の
は
嘗

然
に
よ
り
贋
き
立
場
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
郎
ち
民
族
主
義
と
自
由
主
義
と
の
劃
立
に
於
て
圃
家
に
よ
る
個
人

自
由
の
制
限
と
抑
止
と
の
範
園
と
限
界
と
を
確
定
し
得
る
も
の
は
よ
り
深
き
世
界
観
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
新

る
世
界
観
な
き
漫
然
た
る
雨
者
の
併
取
は
箪
な
る
折
衷
主
義
又
は
妥
協
的
強
度
に
瞳
せ
し
め
る
。
斯
亭
に
於
け
る

日
本
人
は
雨
者
を
併
取
す
る
に
営
っ
て
一
歩
前
進
し
て
よ
り
深
き
立
場
を
求
な
る
こ
と
な
く
一
歩
後
退
し
て
そ
の

繕
合
せ
の
論
球
伝
来
し
て
常
識
的
立
場
に
求
か
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

Lι

ま
れ
欧
洲
大
戦
中
及
び
戦
準
の
数
年
間
は
期
名
意
味
、
に
於
げ
る
自
由
主
義
の
舞
歪
で
あ
っ
た
。
こ
の
舞
憂
の

中
に
ゐ
っ
て
最
色
赫
々
に
る
業
績
を
残
3
れ

h
j

、
る
も
の
は
山
本
美
越
乃
博
士
で
あ
っ
た
。
博
士
の
「
支
那
に
於
り

る
細
川
識
の
組
鵬
首
」
〈
大
正
闘
い

tb
「
我
幽
民
の
海
外
務
展
と
南
洋
新
占
領
地
」
(
大
正
五
年
〉
.
「
植
民
政
策
研
究
」
(
大
正
九

年
)
、
「
植
民
地
問
題
松
見
」
(
大
正
十
年
)
は
相
突
で
現
れ
、
「
植
民
政
策
研
究
」
は
昭
和
二
年
に
至
っ
て
十
一
肢
を
刊

行
し
た
。
植
民
政
策
に
闘
す
る
準
術
的
研
究
書
に
し
て
か
く
の
如
〈
版
を
重
ぬ
る
も
の
は
他
に
其
の
比
を
見
ぬ
の

で
め
る
。
そ
の
澗
遣
な
る
文
章
と
整
然
た
る
論
理
と
は
相
侯
っ
て
斯
皐
に
於
け
る
邦
人
著
作
中
の
最
高
位
を
得
し

め
た
。
寒
に
斯
拳
は
山
本
博
士
に
よ
っ
て
完
成
3
れ
に
。
加
之
斯
皐
は
又
山
本
博
士
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
確
立

き
れ
h

。

浅
さ
れ
た
る
研
先
白
方
向
は
一
見
に
之
を
多
方
面
化
ず
る
こ
と
、
そ
白
多
方
面
化
さ
れ
た
る
研
究
町
議
方
向
に
一
定
白
中
心
ま
求
め
て
統
一
す
る
事

で
る
b
ぅ
。
而
も
こ
の
統
一
の
結
果
は
更
に
今
一
度
ぴ
の
哲
撃
的
反
省
に
よ
る
方
法
上
白
基
礎
付
け
を
必
要
と
す
る
が
知
〈
で
あ
る
。
即
ち
科
率
的

に
成
立
せ
る
も
の
ふ
哲
準
的
基
礎
付
け
で
あ
る
。
即
ち
又
超
越
的
批
剣
の
立
場
に
立
ワ
て
の
再
反
省
で
あ
る
。
在
来
白
立
場
と
柑
封
的
な
る
他
自
立

我
踊
に
於
げ
る
植
民
政
策
撃
の
費
達

問一一一三



我
闘
に
於
け
る
楠
民
政
策
撃
の
費
達

四
=
一
四

場
に
よ
る
批
剣
は
言
葉
の
正
し
き
意
味
に
於
け
る
批
剣
で
は
あ
り
得
ず
、
買
の
意
味
の
否
定
従
ヨ
て
叉
創
造
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

植
民
政
策
串
は
ま
た
別
の
一
方
向
に
於
て
組
織
同
型
化
を
受
け
ざ
る
を
得
ま
い
。
即
ち
楠
民
的
諮
閥
係
に
於
り
る
事
情
の
議
更
に
件
ゐ
枇
曾
法
則
自

拙
世
容
に
従
ワ
て
宜
た
経
験
的
支
化
科
事
が
そ
の
糟
系
を
再
組
織
ナ
べ
〈
其
の
諸
知
識
の
一
地
擦
の
上
に
成
立
す
る
楠
民
政
策
皐
も
亦
遁
憾
と
費
展
と
を

必
要
と
す
る
で
あ

b
ぅ
。
山
本
博
士
に
於
け
る
斯
撃
の
完
成
と
い
ふ
は
其
の
形
式
の
一
憾
の
完
成
郎
ち
科
撃
的
思
惟
の
穂
系
化
目
一
懸
の
完
成
或
は

ま
た
現
在
の
諸
傑
件
白
下
に
於
け
る
日
本
人
と
し
て
可
能
な
る
最
高
の
完
成
の
意
献
で
た
け
れ
ば
な

ιぬ。

殆
ん
ど
大
多
数
回
撃
者
は
そ
の
立
場
に
於
て
山
本
博
士
と
略
々
相
同
じ
き
が
知
〈
で
あ
る
。
英
田
中
に
於
て
殊
に
長
田
一
一
一
郎
早
士
の
功
績
を
認
め

ね
ば
な
品
ま
い
。
長
阿
感
士
は
殊
に
楠
民
的
字
義
に
闘
し
、
護
任
統
治
閃
踏
に
闘
し
、
ス
ー
ス
の
植
民
論
に
闘
し
、
そ
の
他
蹴
多
の
方
向
に
於
て
功

績
を
競
2
れ
r

o

Z
ぺ
時
他
山
内
正
瞭
教
授
、
前
例
熊
雄
博
士
、
白
川
哲
博
士
、
東
那
賀
博
士
、
和
問
問
川
之
助
博
士
功
別
枠
記
博
士

u

松
岡
正
男
正
"
大

醐
盟
亀
雄
教
授
、
上
原
轍
三
郎
教
授
、
金
田
主
二
教
授
、
浅
見
登
郎
教
授
等
は
夫
々
の
意
味
に
於
で
貢
献
さ
る
t
A

廃
大
き
い
。
商
業
・
経
済
方
面
白
専

門
畢
校
以
上
に
植
民
政
策
の
講
義
が
行
は
る
ふ
に
至
っ
て
後
は
こ
の
外
に
も
多
数
目
撃
者
を
数
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
ふ
に
は
た
γ
以
上
若
干
白
撃

者
の
か
を
掲
げ
て
置
〈
。

一一
七
日
〉
こ
〉
に
看
過
し
難
き
植
民
政
策
皐
上
の
一
傾
向
が
あ
る
。
実
は
欧
洲
大
戦
以
来
漸
次
形
成
さ
れ
つ
出

あ
っ
た
も
の
と
見
る
を
得
ゃ
う
。
之
を
端
的
に
言
へ
ば
国
家
の
植
民
政
策
に
劃
す
る
批
判
的
態
度
で
あ
る
。
而
も

実
は
一
様
に
す
べ
て
が
植
民
政
策
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

t
y
植
民
政
策
の
現
貫
を
把
握
し
之
を

一
定
の
立
場
よ
り
批
判
せ
ん
'
と
す
る
賠
に
於
て
は
一
致
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

こ
の
一
定
の
立
場
と
い
ふ
中
に
そ

の
一
と
し
て
人
道
主
義
と
も
購
し
得
ぺ
き
も
の
が
あ
る
。

数
授
の
「
植
民
及
植
民
政
策
」
に
於
げ
る
言
葉
を
引
用
し
ゃ
う
。 こ

の
立
場
を
取
ら
る
、
も
の
に
矢
内
原
敬
授
が
あ
る
。

「
人
格
尊
重
は
変
で
あ
り
、
愛
は
犠
牲
で
あ
る
。

j
利
己
心
を
基
礎
と
す
る
功
利
主
義
を
以
て
は
平
和
は
来
b
な
い
。
し
か
も
個
人
及
び
枇
合

群
が
そ
の
私
利
心
を
抑
制
し
愛
他
心
を
費
揮
す
る
に
至
る
べ
寺
保
障
は
何
底
に
あ
る
か
。
楠
民
政
策
の
現
貨
も
、
現
買
に
基
〈
将
来
回
一
援
想
も
此

の
保
障
を
血
ハ
~
得
な
い
。
自
主
々
義
的
他
民
政
策
理
想
。
一
貫
現
に
封
す
る
確
寅
な
る
保
障
は
科
撃
的
に
も
歴
史
的
に
も
輿
へ
ら
れ
な
い
。

j

た



ピ
一
事
は
確
か
で
あ
る
、
即
ち
人
類
は
之
に
封
す
る
希
宰
を
有
す
る
こ
と
を
ひ

E-::
希
望
!
而
し
て
信
仰
!
忍
ば
信
ず
る
、
平
和
白
保
障
は
『
強

固

き
神
田
子
不
朽
白
愛
』
に
存
ず
る
こ
と
を
。
」

矢
内
原
敢
授
は
ヒ

Y
ア
ァ

l
Jア
イ
ン
ク
の
「
植
民
政
策
を
行
ひ
っ
ぅ
、
而
も
そ
の
暴
力
的
方
法
を
除
去
し
得
ペ
し

と
は
、
箕
面
白
に
批
判
す
る
に
値
ぜ

F
る
妄
想
で
あ
る
」
左
い
ふ
言
葉
を
引
き
‘
且
つ
「
形
式
的
植
民
卸
ち
植
民

地
の
領
有
支
配
閥
係
に
於
で
は
そ
は
決
し
て
本
質
的
ド
文
明
の
宜
布
者
に
み
ら
や
、
原
住
者
に
よ
り
て
嘗
て
信
頼

と
戚
謝
と
を
以
て
迎
へ
ら
れ
に
る
を
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
言
ひ
、
或
は
「
有
〈
も
植
民
地
領
有
開
係
の
存
捕
す

る
以
上
、
植
民
政
策
の
現
状
は
枇
曾
詳
野
立
の
故
に
在
懲
備
替
の
摘
出
沌
た
る
状
態
伝
弛
れ
な
川
円
。
」
と
嘩
ぺ
て
居
ら

る
う
蕗
よ
り
見
る
も
岡
家
の
植
民
的
活
動
及
び
植
民
政
策
其
の
色
の
に
人
抵
上
和
骨
的

m信
頼
を
置
き
得
ら
れ
ro

る
が
如
〈
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
営
然
の
結
論
は
植
民
政
策
そ
の
も
の
〉
直
接
の
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而

4
0
一
枇
曾
主
義
の
立
場
に
立
た
る
h

に
非
争
、
人
道
主
義
的
立
場
を
一
貫
し
得
ら
れ
ゴ
る
数
授
は
遂
に
戚
傷
的
な
詮

め
の
中
に
神
の
愛
に
結
っ
て
永
劫
に
到
達
す
る
こ
と
な
き
理
想
に
ほ
の
か
な
頼
り
な
き
希
望
を
懸
け
ら
れ
ゴ
る
を

得
な
か
っ
た
か
に
見
え
る
。
期
〈
し
て
敬
授
の
こ
の
著
書
の
金
瞳
を
貫
〈
植
民
政
策
の
倫
理
的
批
判
の
立
場
と
し

て
の
人
道
主
義
は
自
ら
そ
の
主
張
を
曲
げ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
而
も
こ
の
曲
げ
ら
れ
七
る
人
道
主
義
は
そ
の
一

歩
後
退
の
空
隙
に
文
化
的
功
利
主
義
な
る
も
の
を
導
入
し
な
か
っ
た
か
。
卸
ち
植
民
的
活
動
は
そ
の
本
質
的
悪
性

に
も
拘
ら
子
文
化
的
後
展
へ
の
功
献
に
於
て
結
局
管
重
さ
る
べ
き
意
義
を
持
っ
と
見
る
主
張
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
植
民
地
が
文
化
的
に
失
ふ
慮
に
比
し
、
世
界
的
に
得
る
蕗
の
剰
像
の
故
に
植
民
的
活
動
の
文
化
的
意
義
を
認
め

我
固
に
於
け
る
植
民
政
策
撃
の
安
達

四
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我
圃
に
於
け
る
植
民
政
策
撃
の
脇
陣
逢

四
三
六

ら
れ
得
る
と
な
す
の
見
方
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
数
授
は
貰
質
的
植
民
な
る
鹿
有
的
存
在
の
カ
を
借
り
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
や
う
に
見
え
る
。
「
一
面
に
お
い
て
は
従
来
の
「
類
堂
己
の
厳
棄
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
で
は
、

従
来
の
『
類
書
」
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
天
地
の
開
拓
」
に
進
ま
れ
た
数
授
は
、
そ
の
「
植
民
及
植
民
政
策

の
賀
質
的
研
究
」
に
於
て
果
し
て
数
授
の
所
謂
貫
質
的
植
民
を
そ
の
中
心
的
封
象
と
す
る
以
外
に
道
が
な
か
っ
た

で
あ
ら
う
か
。

再
一
プ
目
す
れ
ば
数
校
の
立
場
の
徹
応
化
は
日
ー
ら
く
は
植
民
政
策
の
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ぞ
の
主
艇
の
根
本

を
生
か
す
に
め
に
は
恐
ら
く
は
そ
の
結
論
を
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
そ
の
結
論
を
生
か
す
た
め
に
立
場
を
改
む

る
事
に
就
て
は
吾
人
の
言
ひ
得
ベ
き
限
り
で
は
な
い
。

1
l
l
以
上
は
極
め
て
最
近
の
数
授
の
主
張
に
就
て
述
べ
た

る
も
の
で
は
な
い
。
且
つ
又
斯
る
矛
盾
の
存
在
じ
も
拘
ら
十
数
授
の
「
植
民
及
植
民
政
策
」
が
山
本
博
士
の
「
植

民
政
策
研
究
」
と
共
に
本
邦
植
民
政
策
準
界
の
二
大
双
壁
た
る
こ
と
、
而
し
て
其
の
後
の
議
著
過
と
併
せ
て
植
民

的
諸
闘
係
の
枇
舎
的
経
梼
的
諸
方
向
の
犀
利
な
る
分
訴
に
未
踏
の
境
地
を
開
拓
さ
れ
た
る
事
に
就
て
は
諸
皐
者
の

一
致
推
服
す
る
慮
で
あ
ら
う
。

矢
内
原
教
授
の
「
植
民
及
植
民
政
策
」
を
批
評
せ
ら
れ
た
大
内
兵
衛
数
授
及
び
細
川
嘉
六
氏
の
如
き
は
異
る
意

味
に
於
て
で
は
あ
る
が
よ
り
徹
底
せ
る
批
判
的
態
度
を
取
ら
る
う
も
の
で
あ
る
。
大
内
敢
授
は
、

「
何
を
か
吾
々
の
有
ナ
る
惇
統
的
な
同
盟
墓
的
地
位
と
云
ふ
?
そ
れ
は
耳
再
々
の
有
ナ
る
従
来
的
一
『
楠
民
政
策
皐
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。
:
:
ロ
ツ
シ
ヤ

1
、
ル
ロ
ア
・
ボ

H
ユ
ウ
及
び
そ
の
亙
流
白
樹
て
来
っ
た
似
而
非
串
間
的
〆
ベ
ル
の
高
培
で
あ
る
。
今
日
と
な
ワ
て
は
、
こ
れ
等
白
『
政
策
接
・
』
な



る
も
の
は
阜
な
る
主
観
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
前
提
と
ナ
る
行
政
技
術
で
あ
る
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
そ
の
行
政
技
術
を
被
治
者
白
前
に
荘
厳
化
す
る

撃
者
の
欺
術
者
〈
は
白
己
陶
酔
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
は
ほ
ピ
明
白
と
な
っ
亡
ゐ
る
云
制
。
」

正
吾
一
口
は
れ
た
。
之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
斯
る
外
国
の
似
而
非
皐
聞
を
繕
承
せ
る
日
本
の
植
民
政
策
事
は
大
内
敢
授
に

於
て
は
営
然
に
排
棄
せ
ら
る
ぺ
〈
、
進
ん
で
植
民
政
策
白
煙
も
亦
そ
の
本
質
上
排
去
さ
る
べ
き
志
の
出
如
〈
で
ゐ

る
。
然
ら
ば
又
間
半
に
従
来
の
植
民
政
策
撃
の
み
な
ら
や
如
何
な
る
植
民
政
策
事
も
其
炉
規
範
拳
た
る
限
り
の
政
策

事
の
意
味
に
於
て
は
存
存
の
理
由
セ
有
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
斯
く
し
て
数
授
は
「
現
代
に
お
け
る
植
民
現
象

の
皐
問
的
解
明
は
植
民
地
に
お
け
る
統
拍
被
統
治
の
闘
係
の
貫
質
的
考
察
の
纏
陪
で
」
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
ま
た

「
植
民
地
の
現
貫
一
枇
曾
の
一
枇
曾
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
一
一
一
日
は
れ
る
。
而
し
て
之
佐
賀
〈
に
特
定
の
立
場
の
必

要
な
る
事
を
認
め
ら
れ
る
。
印
ち
「
従
来
の
・
植
民
政
策
準
そ
の

h
のし

ω
「
仰
統
的
な
展
開
量
的
地
位
L
を
劇
扮
し
て

の
ち
、
「
今
日
、
植
民
及
植
民
政
策
に
つ
い
て
の
概
論
的
著
作
炉
、
奉
者
に
よ
っ
て
鴻
さ
れ
る
と
い
ふ
に
は
、
右
の

如
き
地
位
の
自
費
と
、
右
の
如
き
問
題
の
把
握
と
の
上
で
矯
3
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
は
、
在
の
卒
素
の
信
念
で
あ

る
。
」
と
。
こ
〉
に
右
の
如
き
地
位
の
自
費
を
促
す
特
定
の
立
場
と
は
植
民
地
民
族
の
立
場
に
於
て
見
ん
と
す
る
の

傾
向
で
は
な
か
ら
う
か
。
人
道
主
義
的
立
場
は
高
民
的
意
識
に
そ
の
基
礎
を
持
ち
、
植
民
地
民
族
の
立
場
に
於
て

す
る
見
方
は
民
族
的
封
立
又
は
階
扱
的
封
立
に
於
て
す
る
見
方
で
あ
る
。
被
腫
迫
民
族
の
民
族
意
識
に
立
つ
見
方

と
支
配
圃
家
の
民
族
意
識
に
立
つ
見
方
と
は
、
事
買
の
認
識
に
劃
し
て
も
、
又
行
震
の
倫
理
的
批
判
に
費
し
て
色

全
く
封
立
す
る
。
従
っ
て
こ
の
雨
者
の
聞
に
は
正
し
き
意
味
に
於
て
互
に
他
を
批
判
す
る
傍
地
は
あ
り
得
な
い
。

我
闘
に
於
り
る
楠
民
政
策
撃
の
費
達

四
三
七

大内兵衛氏「矢内原教授の『埴民及植民政策，].Jー経済撃論集.第五巻五二O頁。
大内兵衛民、同上、五三五一六頁。

29) 
30) 



我
闘
に
於
け
る
楠
民
政
策
事
の
費
達

四

i¥ 

其
は
た
Y
買
力
の
決
す
る
問
題
で
め
る
。
之
に
比
す
れ
ば
人
道
主
義
的
見
地
は
民
族
的
意
識
の
障
壁
を
撤
去
せ
る

鹿
に
そ
の
後
生
の
世
曾
的
根
擦
を
持
ち
、
そ
の
主
張
の
中
心
的
部
分
の
一
営
形
作
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
人
滋
主

義
的
見
地
は
其
が
困
糟
主
義
に
立
脚
せ

Y
る
の
故
に
そ
の
主
張
の
賢
現
の
手
段
に
於
て
殆
E
無
能
力
な
る
に
調
し
、

主
張
主
(
自
開
と
し
て
は
階
級
主
義
的
又
は
民
放
主
義
的
或
は
常
風
主
義
酌
見
地
以
上
仁
よ
ち
概
き
根
披
を
持
り

2

一
一
一
口
ひ
得
ゃ
う
。
細
川
嘉
六
氏
は
大
内
教
授
の
知
〈
植
民
地
問
題
を
「
地
域
に
お
い
て
地
球
の
約
四
割
の
問
題
で
あ

り
、
人
口
に
お
い
て
現
存
す
る
人
類
の
約
三
割
の
問
骨
」
と
し
て
見
る
こ
と
な
く
、
之
を
階
級
問
題
と
し
て
或
は

階
級
問
題
の
根
擦
に
於
て
取
扱
は
ん
と
せ
ら
れ
し
如
〈
、
従
て
植
民
地
問
題
は
よ
り
庚
き
階
級
問
題
の
一
一
聞
に
し

か
過
ぎ
な
か
っ
丸
。
斯
〈
て
同
氏
の
詫
の
批
判
は
植
民
政
策
事
的
研
究
の
時
を
超
え
ヤ
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。

之
に
は
他
に
そ
の
人
が
ゐ
ら
う
。
兎
に
角
従
来
の
植
民
政
策
事
に
於
け
る
が
如
き
国
家
又
は
民
族
と
同
一
一
聞
に
立

つ
認
識
並
び
に
判
定
の
立
場
に
封
し
、
植
民
地
民
族
の
側
よ
り
す
る
、
或
は
叉
階
級
主
義
の
立
場
よ
り
す
る
、
或

は
又
人
道
主
義
的
側
面
白
ち
或
る
意
味
の
個
人
主
義
的
立
場
よ
市
り
す
る
、
認
識
並
び
に
批
判
の
立
場
を
採
る
皐
者

の
存
在
す
る
事
は
此
の
準
に
於
け
る
一
の
新
な
る
傾
向
の
成
立
を
意
味
す
る
・
も
の
で
あ
る
。

新
〈
の
如
〈
植
民
政
策
皐
の
一
傾
向
は
在
来
の
傾
向
よ
り
分
離
し
て
濁
特
の
遺
伝
捧
ば
ん
と
す
る
。
其
は
古
き

植
民
政
策
皐
の
畠
に
育
っ
た
と
し
て
も
従
来
の
其
と
は
恐
ら
〈
本
質
的
に
相
容
れ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
υ

其
い
か
微
温

的
人
道
主
義
の
見
地
で
め
っ
た
に
し
ろ
、
或
は
進
ん
で
一
の
圏
檀
主
義
に
基
〈
積
極
的
否
定
的
立
場
で
あ
っ
た
に

し
ろ
、
兎
に
角
在
来
の
圃
家
政
策
の
一
た
る
植
民
政
策
に
封
し
或
は
進
ん
で
植
民
政
策
事
に
封
し
批
判
的
態
度
全

以
て
始
終
せ
ん
と
す
る
に
於
て
は
軌
を
一
に
し
た
。
之
を
偲
に
批
判
皐
振
と
名
づ
け
や
う
。

大内兵衛氏周上五一七頁。
細川嘉六氏「植民政策批判」参照。
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結

u' 

以
上
の
如
〈
昭
和
の
初
年
迄
は
日
本
植
民
政
策
事
界
に
は
自
由
主
義
と
批
判
主
義
と
の
ニ
の
主
潮
が
存
立
し

た
。
こ
の
批
判
主
義
は
個
人
的
生
活
原
理
に
一
面
の
根
基
を
置
〈
人
道
主
義
的
傾
向
と
閏
韓
主
義
に
操
る
他
の
一

傾
向
と
の
一
面
的
類
似
と
も
言
ひ
得
ゃ
う
。
他
方
自
由
主
義
は
個
人
的
生
活
原
理
に
そ
の
地
盤
ヤ
-
持
ち
つ
〉
閲
暢

生
活
と
し
て
の
国
家
生
活
の
原
理
に
個
人
的
生
活
の
其
を
屈
伸
せ
し
め
た
る
か
に
見
え
る
。
市
色
こ
の
周
仲
は
日

本
人
的
意
識
に
於
て
は
何
等
の
無
理
JT
威
庁
ら
れ
な
か
っ
た
で
め
ら
う
つ
何
と
な
れ
ば
そ
の
個
人
生
活
と
圃
家
生

活
と
の
背
反
的
部
品
川
に
就
て
は
.
日
本
の
楠
民
政
策
皐
は
日
本
在
来
の
同
氏
道
徳
の
諸
原
理
を
殆
ド
と
無
意
識
的
に

援
用
す
る
市
滑
に

k
っ
て
自
由
主
義
め
胤
仲
を
営
黙
自
明
の
蹄
結
と
し
に
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
我
闘
に

於
け
る
自
由
主
義
植
民
政
策
皐
は
帝
国
主
義
的
其
と
は
封
牒
的
傾
向
を
持
つ
が
如
〈
見
え
つ
〉
も
、
そ
の
買
は
闘

家
主
義
と
最
色
よ
き
借
調
を
保
て
る
も
の
と
見
る
べ
く
、
こ
の
賠
よ
り
し
て
実
は
又
準
的
関
系
の
完
備
の
如
何
を

問
は
や
最
も
穏
健
な
る
岡
家
主
義
政
策
皐
で
あ
っ
十
い
で
あ
ら
う
。
縮
括
し
て
日
本
は
三
衝
の
思
想
的
時
代
を
持
っ

た
。
日
露
戦
後
の
時
代
は
国
家
生
活
が
個
人
生
活
と
合
一
し
た
る
時
代
又
は
之
を
包
括
し
た
る
時
代
と
見
る
べ
く
、

欧
洲
大
戦
以
来
の
時
代
は
個
人
生
活
が
国
家
生
活
よ
り
分
離
す
る
時
代
及
び
諸
種
の
圏
瞳
生
活
が
岡
家
生
活
と
背

離
し
た
る
時
代
の
結
合
と
見
る
べ
く
、
斯
る
生
活
方
向
に
於
け
る
形
態
麗
化
の
裡
に
右
の
如
き
帝
闘
主
義
と
自
由

主
義
と
批
判
主
義
と
の
思
想
傾
向
の
根
基
を
求
め
得
る
と
す
れ
ば
‘
向
後
の
費
達
も
亦
其
が
可
能
な
る
限
り
は
、

自
ら
日
本
民
族
の
生
活
費
展
の
方
向
に
従
ひ
其
に
臆
じ
て
業
の
方
向
を
決
定
さ
る
h

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
(
終
)

我
鴎
に
於
け
る
植
民
政
策
撃
の
費
達

四
三
九


