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満

洲
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題
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民
主
義

石

盛且

一一
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凡
そ
一
闘
に
ワ
い
て
考
察
せ
ん
と
せ
ば
、
そ
の
圃
白
自
然
と
人
聞
と
文
化
と
に
法
し
そ
の
闘
民
の
片
一
命
を
兵
髄
的
に
惜
験
ナ
る
と
と
が
極
め
て

必
要
で
あ
る
。
欧
米
満
三
年
の
生
活
に
よ
り
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ペ
イ
y

に
至
る
ま
で
西
欧
文
化
闘
を
髄
験
し
得
た
自
分
は
、
反
っ
て
東
洋
の
諸
闘
に

接
ナ
る
機
曾
な
寄
を
遺
燭
止
し
た
。
然
る
に
今
度
、
北
文
、
糊
洲
、
朝
鮮
の
自
然
と
文
化
に
接
し
人
々
と
柑
語
る
の
機
曾
を
得
士
。

ζ

四
一
文
は

そ
の
惜
験
と
思
栄
町
一
端
世
、
向
分
自
主
張
せ
ん
と
ナ
る
『
貸
践
的
闘
民
主
義
凶
の
立
場
に
於
て
緩
め
、
以
て
将
来
の
研
究
の
出
俊
貼
と
な
さ
ん
と

す
φ

も
の
で
あ
る
。

満
洲
の
現
存
在
に
於
け
る
根
本
的
な
特
徴
は
、
日
本
的
な
文
化
要
素
と
支
那
的
な
文
化
要
素
と
が
直
接
的
な
接

鯛
に
於
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
づ
岡
家
と
世
舎
と
の
闘
係
に
つ
い
て
見
る
に
、
満
洲
の
枇
舎
に
於
て
支
配
的
な

る
も
の
は
支
那
的
要
素
で
あ
る
が
、
満
洲
の
岡
家
に
於
て
支
配
的
な
る
も
の
は
日
本
的
要
素
で
あ
る
。
満
洲
の
現

存
在
は
先
づ
か
〉
る
壮
曾
と
岡
家
と
の
闘
係
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
〈
て
満
洲
の
現
存
在
を
具
瞳

的
に
瞳
験
せ
ん
と
せ
ば
、
支
那
的
な
る
吐
舎
を
具
瞳
的
に
瞳
験
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
而
も
こ
の
こ
と
は
支
那
仁

於
て
支
那
の
圃
家
と
の
聯
闘
に
於
口
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
に
か
〈
て
支
那
的
な
る
岡
家
を
瞳
験
理
解
す
る

こ
と
は
、
同
時
に
そ
れ
と
の
封
照
に
於
て
日
本
的
な
る
園
家
を
我
冷
日
本
人
を
し
て
十
分
に
瞳
駿
せ
し
め
る
こ
と

冶
な
る
。
而
し
て
満
洲
を
構
成
せ
る
支
部
的
な
る
色
の
は
主
と
し
て
北
支
的
要
素
な
る
が
故
に
こ
れ
を
瞳
駿
せ
ん

満
洲
問
題
と
同
民
主
義

第
六
娘

ム
ノ、

第
三
十
八
巻

九

拙著改訂四版『精神科撃的経済撃の基礎問題ー園民主義経済摩の基本的研究』
補論「現代に於ける圃民主義の意義一参照
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満
洲
問
題
と
国
民
主
義

第
三
十
八
巻

一
一
四

O

第
六
一
都

アミ
四

が
た
め
に
光
づ
白
河
を
捌
っ
て
北
京
(
北
千
)
に
向
っ
た
。

白
河
の
雨
岸
は
慶
葉
た
る
平
野
で
あ
る
。

、
、
.
、
、
.
、
、
、

そ
こ
に
馳
在
す
る
農
村
の
土
塊
に
等
し
い
民
巌
は
先
づ
我
冷
の
闘
心

を
引
い
た
。
印
ち
そ
れ
は
高
梁
の
苦
手
束
ね
た
も
の
を
材
と
な
し
こ
れ
に
泥
土
を
塗
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
蓋

し
自
分
が
世
界
に
於
て
見
七
民
屋
中
最
も
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
る
人
冷
の
生
活
も
同
様
に
亦
極
め
て

原
始
的
な
も
の
で
あ
つ
に
。

然
父
引
に
批
大
な
城
壁
ヤ
-
通
過
し

τ北
京
に
着
E
C
先
づ
王
宮
に
至
っ
た
時
、
投
ム
ザ
は
そ
の
雄
大
批
一
躍
一
な
る
輪
終
の

熟
に
唖
然
と
し
て
心
を
奪
は
れ
た
。
誠
に
世
界
何
れ
の
T

士
宮
と
蜂
も
こ
れ
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。
而
も
こ
の
王
宮

の
内
部
を
充
す
金
銀
珠
玉
の
財
賀
は
無
数
で
あ
っ
て
見
る
者
を
し
て
遂
に
倦
怠
を
覚
え
し
む
る
ま
で
で
め
る
。
高

害
山
、
天
壇
等
北
京
と
そ
の
郊
外
に
於
て
我
冷
の
接
し
た
王
宮
文
化
は
何
れ
も
雄
大
壮
麗
を
以
て
我
か
を
驚
か
し

た
の
で
あ
る
。
然
し
翻
っ
て
白
河
冷
岸
の
土
塊
に
等
し
き
民
屋
を
思
ふ
時
、
轄
戚
慨
に
堪
え
な
い
。

於
で
目
撃
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
い
封
立
は
一
睡
何
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

一
圃
の
内
に

か
く
考
へ
来
る
時
、
こ
れ
等
の
王
宮
文
化
は
結
局
そ
の
殻
呆
よ

h
云
へ
ば
民
衆
に
劃
す
る
威
嚇
文
化
で
あ
り
、

そ
の
成
立
よ
り
云
へ
ば
民
衆
に
劃
す
る
搾
取
文
化
で
あ
る
。
卸
ち
王
室
は
そ
の
王
位
を
保
つ
魚
め
に
、
そ
の
宮
殿

を
か
〈
も
批
大
に
し
て
民
を
威
嚇
す
る
こ
と
営
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
莫
大
な
る
費
用
は
民
よ
り
搾

取
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
搾
取
は
宮
殿
を
壮
大
に
し
民
を
威
座
す
る
と
共
に
ま
に
民
を
張
謹
に
劃
し
て
無
力

な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。



然
ら
ぱ
何
故
に
か
く
民
を
威
嚇
し
搾
取
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
。

そ
の
原
因
は
主
朝
の
組
理
蓮
と
一
五
ふ
こ
と
じ
求

め
ら
れ

5
る
を
得
な
い
。
帥
ち
新
に
来
っ
た
王
朝
は
他
な
る
も
の
と
し
て
民
に
望
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
等

内
的
な
結
令
聞
係
は
な
い
。
民
を
威
嚇
し
搾
取
す
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
こ
の
外
来
者
に
と
っ
て
王
位
ぞ
保
つ
必
要
手

段
で
あ
る
。
王
朝
が
一
度
代
替
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
恰
も
山
坂
に
石
が
轄
じ
始
め
た
か
如
く
、
そ
こ
に
は
王
朝

鍾
軍
の
無
限
の
可
極
性
が
生
宇
る
。
故
に
そ
れ
は
ま
だ
慮
女
性
の
喪
失
に
も
害
へ
得
る
。
而
じ
て
新
に
交
替
し
来

れ
る
王
朝
は
自
ら
先
朝
の
造
替
を
破
壊
し
更
に
壮
大
な
る
造
替
を
以
て
民
に
臨
h
u

こ
と
〉
な
る
。
か
く
て
支
那
に

於
げ
る
主
室
と
人
民
と
の
聞
係
は
融
調
閥
係
T
め
る
。
こ
の
支
那
と
の
掛
照
に
於
て
我
み
は
こ
れ
と
杢
〈
相
反
す

、

.h，、

る
聞
係
hr
日
本
に
見
ド
ハ
ザ
引
な
得
な
い
。
印
ち
フ
プ
r.

に
於
て
は
息
詰
は
前
世
…
一
糸
で
め
泊
。
故
じ
日
本
い
い
於
川
w
-
A
説

室
と
人
民
と
の
闘
係
は
、
支
那
に
於
け
る
が
如
く
他
な
る
も
の
う
封
立
で
は
な
く
、
同
根
よ
り
の
綾
展
で
あ
り
従

っ
て
本
質
上
内
面
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
雨
者
の
闘
係
は
支
那
に
於
け
る
が

加
ち
戚
嚇
的
な
も
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
愛
で
め
る
。
従
っ
て
ま
た
主
宮
は
、
支
那
ド
於
け
る
が
如
き
威
嚇
文

化
た
り
搾
取
文
化
た
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
金
〈
反
劃
な
こ
と
が
仁
徳
天
皇
の
民
の
竃
の
物

語
り
に
於
て
も
明
治
大
帝
等
の
御
事
徳
に
よ
っ
て
も
物
語
ら
れ
て
居
る
。
而
し
て
こ
〉
に
ま
た
支
那
に
於
け
る
岡

家
と
世
曾
と
の
闘
係
が
日
本
に
於
げ
る
国
家
と
世
舎
と
の
闘
係
正
全
く
異
な
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
問
題
を
更
に
考
察
す
る
に
常
h
ノ
我
ム
ペ
か
日
本
人
と
し
て
腫
験
し
思
索
し
た
こ
れ
等
の
結
に
闘
し
、
北

京
に
於
て
訪
問
し
た
と
こ
ろ
の
現
代
支
那
の
代
表
的
皐
者
胡
撞
兵
が
支
那
人
と
し
て
の
腫
験
と
思
案
と
よ
ち
述
べ

満
洲
問
題
と
圃
民
主
義

第
三
十
八
巻

四

第
六
披

大
五



満
洲
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圃
民
主
義

第
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十
八
巻

第
六
時
職

四

ムハムハ

て
居
る
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

郎
ち
胡
趨
氏
営
訪
ね
て
支
那
の
現
代
世
合
問
題
に
つ
い
て
尋
ね
た
時
、
氏
は
日
支
の
事
情
ぞ
針
比
せ
し
め
て
論

じ
、
そ
れ
に
闘
す
る
'
一
論
文
を
我
L
r

に
贈
っ
た
。
そ
れ
は
英
文
に
て
書
か
れ
に
も
の
で
あ
っ
て
叶
可
勺
2
0『

2
E
g
-

吋
巾

4
0
D
団
内
門
文
化
的
際
答
の
型
)
と
題
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
に
於
て
氏
は
西
洋
文
明
の
掻
取
に
つ
い
て
の
日

本
の
遮
な
る
成
功
'
と
支
那
の
不
成
功
と
を
先
づ
封
照
せ
し
め
、
こ
の
相
異
な
る
事
情
を
決
定
す
る
要
因
含
雨
聞
の

歴
史
的
文
化
的
地
盤
佐
忠
良

E
一E
F
E
E
E
n
S
E
E
E
の
比
較
に
於
て
求
め
而
し
て
文
明
蝿
取
に
つ
い
て
の
日

本
的
の
型
と
支
那
的
の
型
と
を
明
に
せ
ん
と
試
み
て
居
る
の
で
あ
る
。
氏
は
近
年
日
本
へ
来
遊
し
に
こ

k
も
あ
る

今
日
の
満
洲
の
問
題
は
支
那
的
枇
舎
へ
の
新
文
化
の
掻
取
の
問
題
で
も
あ
る
が
故
に
、
こ
の
鈷
よ
り
す
る
も
胡
適

氏
の
こ
の
論
文
は
数
へ
る
と
こ
ろ
が
少
な
〈
な
い
。
以
下
先
づ
こ
の
論
文
の
要
旨
な
連
ペ
ま
た
幾
分
自
己
の
考
を

も
越
ベ
て
見
ょ
う
。

氏
は
混
沌
た
る
現
代
支
那
の
吐
曾
蹴
態
を
西
洋
文
明
の
揖
取
に
闘
聯
せ
る
問
題
と
し
て
把
握
し
て
ゐ
る
。
卸
ち

一
見
如
何
に
多
様
且
つ
複
雑
に
見
へ
ょ
う
と
も
、
寅
際

氏
は
そ
の
論
文
の
胃
頭
に
於
て
日
〈
「
支
那
の
問
題
は
、

に
於
て
は
文
化
的
闘
争
並
に
支
配
の
問
題
で
あ
る
。
古
き
文
明
が
そ
れ
自
身
の
意
志
に
反
し
て
、
西
方
の
新
し
き

文
明
と
の
日
冷
密
接
な
接
鯛
を
強
ひ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
情
勢
に
於
て
、
如
何
に
満
足
な
る
調
整
を
賛
ら
す
べ
き
か

の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
古
き
文
明
が
闘
民
的
存
立

(
Z
E
G
E
-
m阿
5gcnm)
経
済
的
歴
遣
、
世
命
日
的
並

に
政
治
的
混
乱
並
に
智
的
混
観
無
政
府
扶
態
の
逼
迫
せ
る
諸
問
題
の
解
決
に
望
な
く
不
十
分
な
る
こ
と
を
明
に
し

氏が我々陀輿へたところのものは TheChinese: .soe:ial & po1itical SciellCeReview 
Vol.λVIll. No. 4・'934であヲた以下引用ナるJi[搬はこの ReV'iewの頁数に
よる。但し以下圏里占は余の附するところである。



に
。
而
し
て
そ
こ
仁
於
て
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
十
分
に
理
解
せ
ら
れ
説
明
き
れ
な
か
っ
た
理
由
の
矯
め
仁
新
ら
し

~ 

〈
入
っ
て
来
た
文
明
が
自
分
を
博
来
の
文
化
に
接
す
Z
こ
と
に
於
て
も
ま
七
新
な
る
文
化
的
均
衡
を
作
り
出
す
地

盤
又
は
酵
母
と
し
て
庚
く
採
用
さ
れ
同
化
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
も
未

r成
功
し
な
か
っ
に
己
と
述
べ
て
居
る
。
西

洋
に
始
ま

b
ぞ
こ
か
ら
東
方
と
西
方
と
に
向
っ
て
準
み
行
事
、
線
て
の
地
方
を
征
服
し
誌
に
極
東
に
於
て
相
曾
し

た
と
こ
ろ
の
新
文
明
に
よ
る
世
界
征
服
の
偉
大
な
る
脚
本
は
こ
h

に
最
後
の
場
面
に
倒
遣
し
た
。
こ
の
極
東
に
於

て
西
洋
文
明
は
東
洋
文
明
の
主
要
な
る

a

一
中
心
帥
ち
支
那
の
大
陸
常
困
と
日
本
の
島
帝
聞
と
に
直
接
接
鯛
し
衝
突

し
に
。
而
も
と
の
西
洋
文
明
に
制
す
る
日
本
の
皮
脂
の
仕
方
と
支
那
の
反
曜
の
仕
方
正
は
根
本
的
に
異
な
る
。
日

ホ
ド
於
げ
し
は
町
一
昨
化
が
非
常
な
山
地
院
し
し
山
開
設
k
J
r
以
て
な
k
J

じれ、

hγ

陛
耐
の
一
畑
、
、
」
問
に
於
て
そ
れ
に
部
峰
崎
し
に
の

み
な
ら
子
今
や
工
業
並
に
商
業
的
膨
脹
に
於
て
、
陸
軍
並
に
海
軍
的
桔
抗
に
於
て
西
洋
諸
闘
を
恐
れ
し
め
て
居
る

他
方
支
那
は
無
致
な
抵
抗
、
臨
館
、
改
革
の
痘
筆
的
な
断
繭
的
な
試
、
革
命
の
戦
争
、
内
部
的
抗
争
に
於
て
一
世

一
度
偉
大
で
あ
っ
た
岡
民
が
再
び
自
立
ぜ
ん
と
助
け
な

t
も
が
い
て
居
り

紀
以
上
を
浪
費
し
た
。
今
日
支
那
は
、

而
し
て
抵
抗
し
難
き
西
洋
文
明
の
衝
突
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
複
雑
に
さ
れ
た
数
多
い
逼
迫
せ
る
諸
問
題
の
解
決
に

劃
し
て
方
法
と
手
段
と
を
絶
望
的
に
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

胡
遁
氏
は
真
に
謹
ん
で
、
相
似
に
る
文
化
的
接
鯛
に
於
て
両
国
民
を
か
へ
の
如
き
封
照
的
な
事
情
に
も
た
ら
し

に
と
こ
ろ
の
保
件
、
又
は
要
因
『
宮
内
。

aー
そ
の
存
在
が
日
本
の
一
連
な
る
成
功
を
、
而
し
て
そ
の
存
在
せ

Y
る
こ
と

が
支
那
の
失
敗
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
幌
件
又
は
要
因
は
何
で
あ
る
か
。
と
問
ふ
て
居
る
。
而
し
て
日

4
、

満
洲
問
題
と
国
民
主
義

第
三
十
八
巻
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満
洲
問
題
と
岡
民
主
義

第
三
十
八
巻

阿
問

第
六
時
仙

六
八

こ
の
問
題
に
劃
す
る
普
通
の
説
明
白
ち
自
身
の
文
明
と
似
た
文
明
を
知
ら
な
か
っ
た
支
那
は
西
洋
文
明
の
強
制

的
侵
入
に
劃
し
て
写
大
で
あ
っ
た
が
、
外
岡
文
化
を
屡
今
取
り
入
れ
京
都
っ
た
日
本
は
西
洋
文
明
に
劃
し
で
も
良
〈

準
備
さ
れ
て
居
に
と
云
ふ
説
明
は
営
ら
な
い
。
こ
の
詑
明
は
、
支
那
に
於
て
西
方
よ
り
惇
来
せ
る
偽
教
が
二
千
年

の
長
き
問
宗
教
道
徳
の
三
大
岡
民
的
盟
系
の
一
と
な
っ
た
こ
と
を
、
ま
た
日
本
が
早
〈
基
紙
百
敬
φ
禁
暦
し
回
〈
鎖

困
を
し
て
西
洋
文
明
に
謝
し
て
強
き
劉
抗
を
な
し
た
こ
と
を
、
吏
に
明
治
維
新
に
於
て
傘
王
擁
夷
が
合
言
葉
と
さ

れ
た
こ
と
を
説
明
し
特
な
い
と
述
べ
て
居
る
。

か
〈
て
日
本
の
西
洋
化
の
成
功
に
最
も
本
質
的
に
致
献
し
た
三
つ
の
要
因
を
奉
げ
て
居
名
。
印
ち
そ
の
第
一
は

改
革
又
は
現
代
化
の
矯
め
の
運
動
の
偉
大
な
る
指
導
者
が
鯨
て
そ
れ
か
ら
出
て
来
た
と
こ
ろ
の
有
力
な
る
支
配
者

階
級
の
存
在
せ
し
こ
と

F
m
m
H
U
Rロ
3
0『
但

勺

O
毛
内
叶
『
Z
]

『己一宮

m
n
v
z
で
あ
る
。
文
化
の
接
鯛
支
配
に
於
け
る

第
一
の
問
題
は
何
人
一
か
ご
の
支
配
を
魚
す
か
と
一
再
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
に
於
て
は
大
名
並
に
武
士
な
る
非
常

に
有
力
な
支
配
者
階
級
が
あ
っ
て
こ
の
問
題
に
直
に
答
へ
た
。
明
治
初
年
の
優
れ
た
政
治
家
は
こ
の
階
級
の
人
で

あ
っ
た
。
岩
倉
、
三
俸
は
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
伊
藤
、
山
牒
、
木
戸
、
井
上
は
長
州
務
の
武
士
で
あ
り
、
西
郷
及

大
久
保
は
薩
康
藩
の
武
士
侍
で
め
り
、
根
垣
、
大
隈
は
土
佐
と
肥
前
L
L
の
侍
で
あ
っ
た
。
ぞ
の
指
導
が
有
力
で
あ
り

致
果
的
で
あ
っ
た
所
以
は
彼
等
が
、
人
民
に
よ
っ
て
隼
敬
さ
れ
る
・
と
こ
ろ
の
・
而
し
て
天
皇
の
支
持
を
得
て
詔
一
円
『

.、

岳
町
印
Z
℃
℃
O

円
。
ご
宮
内
門
口
官
『
O
『
彼
等
の
政
策
を
致
果
的
貫
行
に
青
ら
す
矯
め
の
殆
ん
ど
終
局
的
植
力
を
有
す
る
と

こ
ろ
の
政
治
階
級
に
属
し
て
居
た
が
故
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
に
反
し
文
那
に
於
て
は
か
く
の
如
き
有
力
な
指
導



が
金
'
苧
棋
如
円

O
Eぞ
}
山
岳
宮
内
し
て
居
た
ω

支
那
に
は
普
通
の
人
民
の
地
位
に
移
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
長
い
間
績

く
こ
と
の
出
来
た
世
襲
的
貴
族
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
皇
室
と
共
に
皇
族
は
あ
っ
た
が
王
朝
の
守
に
よ
り
ま
た

祉
曾
的
水
平
化
目
。
円
一
回
一
一
町
三
一
一
口
問
の
過
程
に
よ
っ
て
遡
期
的
に
一
掃
さ
れ
た
。
闘
民
的
危
機
に
際
じ
て
重
要
な
役

割
を
演
じ
傑
出
し
た
と
こ
ろ
的
偉
大
な
諸
指
謀
者
は
め
っ
た
が
、
絶
謝
的
王
政
の
下
に
於
て
は
、
こ
れ
等
の
政
治

家
は
彼
等
の
仕
事
を
錯
す
力
と
概
命
日
と
の
短
め
に
皇
官
の
好
意
と
信
任
に
輔
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
に
。
彼
等

の
仕
事
は
気
紛
れ
な
不
気
嫌
に
よ
っ
で
又
は
新
な
皇
帝
の
継
承
に
よ
っ
て
容
易
に
抑
低
落
す
る
。
西
洋
文
明
の
亜
細

亜
大
陸
へ
の
進
出
は
阻
み
特
な
い
こ
L
」
並
に
そ
の
文
化
が
幾
多
の
賭
に
於
て
秀
れ
て
居
る
こ
と
を
明
に
知
っ
た
と

こ
ろ
の
先
見
の
明
あ
り
知
同
情
あ
る
多
く
の
八
人
平
が
、
十
九
附
紀
の
宇
よ
打
投
況
時
に
来

3
ま
T
府
っ
た
。
こ
れ
等

の
人
冷
は
、
必
要
な
る
饗
草
'
佐
賀
行
す
る
力
を
有
す
る
人
冷
に
影
響
を
典
へ
る
べ
く
試
み
書
き
ま
た
薮
へ
た
。
然

し
こ
れ
等
智
能
あ
る
人
今
自
身
は
何
事
も
大
仕
掛
に
す
る
力
を
持
っ
て
居
な
か
っ
た
u

こ
れ
等
の
入
手
も
日
本
に

生
れ
て
居
た
な
ら
ば
、
伊
藤
大
久
保
等
の
人
の
様
に
な
る
こ
と
が
出
来
に
で
め
ら
ヲ
。
而
し
て
「
枇
合
的
棋
譜
の

、、

如
何
な
る
層
に
於
て
も
有
力
な
有
能
な
指
事
力
が
存
し
て
居
な
い
な
ら
ば
、
革
命
の
長
い
骨
の
折
れ
る
道
行
き
よ

り
外
に
岡
民
の
現
代
化
へ
の
近
道
は
な
い
。
」

第
二
の
要
因
は
、
日
本
の
こ
の
支
配
階
蔽
が
特
躍
を
有
し
高
〈
訓
糠
さ
れ
た
る
軍
人
階
級
で
め
っ
た
と
云
ふ
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
文
明
を
以
て
侵
入
し
来
れ
る
列
強
に
卦
し
で
園
民
的
存
立

T
確
保
す
る
に
最
も
重
要
で
あ

り
他
の
東
洋
諸
問
民
が
そ
れ
を
習
得
す
る
に
最
る
困
難
を
戚
じ
た
L
」
こ
ろ
の
両
洋
文
明
の
一
つ
の
特
殊
な
面
l
郎

六
九

満
洲
問
題
と
国
民
主
義
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満
洲
問
題
と
回
剛
氏
主
義

第
六
抗

ーヒ
O 

第
三
十
八
巻

一
一
回
宍

も
西
方
の
科
皐
的
技
術
的
産
業
的
文
明
の
背
後
に
あ
る
と
こ
ろ
の
陸
軍
並
に
海
軍
の
カ
の
面
、
を
日
本
を
し
て
容

易
に
採
用
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
こ
の
事
責
で
あ
る
、
支
那
に
於
て
は
政
治
的
枇
合
的

文
化
的
諸
事
情
が
軍
人
を
軽
視
せ
し
め
従
っ
て
ま
た
軍
人
の
質
が
劣
等
で
あ
る
が
、
日
本
に
於
て
は
侍
の
敬
育
は

徹
底
的
あ
り
、
そ
れ
は
幼
少
よ
り
初
め
ら
れ
、
武
術
の
み
な
ら
十
智
的
道
徳
的
宗
教
的
教
養
の
巌
確
な
る
盟
系
を

も
合
ん
で
居
た
η

侍
は
武
士
道
に
よ
っ
て
民
衆
よ
り
の
隼
敬
に
債
し
た
。
上
の
好
な
と
こ
ろ
下
こ
れ
を
教
ふ
た
。

こ
の
軍
事
精
紳
は
新
し
き
武
器
と
戦
術
を
待
っ
て
容
易
に
現
代
的
軍
隊
ど
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
要
因
と
し
て
胡
趨
氏
の
島
ゃ
げ
た
と
こ
る
の
も
の
は
、

日
本
の
皇
室
に
つ
い
て
で
あ
る
o

「
千
年
以
上
に

亘
る
日
本
の
特
殊
な
政
治
的
議
展
は
新
政
治
構
成
に
劃
す
る
趨
切
な
安
定
的
な
土
憂
を
日
本
に
奥
へ
た
。
こ
の
土

壷
は
混
説
と
草
命
の
可
能
性
を
包
含
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
営
時
の
事
情
の
下
に
も
拘
ら
十
種
革
の
線
て
の
運
動
に

謝
す
る
確
乎
に
る
重
心
と
し
て
役
立
ち
確
た
る
櫨
蘭
的
な
準
歩
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
」
殆
ん
ど
千
二
百
年
の
問

政
治
の
表
面
に
立
た
な
か
っ
七
皇
室
は
、
此
政
治
的
改
革
に
際
し
て
「
閏
民
の
献
身
と
崇
拝
の
異
の
源
恥
」
と
成
っ

た
》
「
知
ら
れ
な
い
古
よ
り
の
そ
の
神
聖
な
る
由
来
を
有
す
る
:
・
・
こ
の
王
朝
は
今
日
ま
で
世
界
の
最
も
確
乎
た

る
君
主
闘
で
あ
っ
た
が
勝
家
も
そ
う
で
あ
ら
う
。
」
「
然
し
左
様
な
幸
運
は
支
那
の
政
治
的
疲
展
を
決
し
て
恵
ま
な

か
つ
に
。
嘗
時
支
那
を
支
配
し
て
居
仁
王
朝
は
十
七
世
紀
に
支
那
に
来
た
外
来
民
族
で
あ
つ
に
。
而
し
て
十
九
世

紀
ま
で
に
は
最
高
の
樺
力
の
酪
町
と
脊
修
の
長
き
期
間
に
よ
っ
て
肢
に
甚
し
く
弱
め
ら
れ
て
居
九
三
札
恥
か
わ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

纏
績
的
な
改
革
は
、
そ
の
周
囲
に
分
離
的
個
人
的
な
諸
努
力
が
中
心
し
堆
積
し
持
積
的
全
韓
へ
と
永
績
せ
し
め
ら

1) p. 533・

2) 3) p. 545 
4) p.p. 545-6 



h
r
M
h
h
ふ
全
島
、
ω
h
い
れ
一
勧
i
h
い
ず
い
仏
あ
b
u
h
h
山
山
恥
品
即
日
加
恥
一
い
や
飾
品
町
一
日
比
川
和
い
わ
小
か
め
わ
い
わ
い
。
如

何
な
る
仕
事
に
於
て
も
進
歩
は
、
過
去
の
仕
事
の
上
に
現
在
の
努
力
と
改
善
と
を
櫨
槙
的
に
堆
積
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
か
〉
る
準
歩
は
持
纏
h
z
保
謹
す
る
政
治
的
安
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
於
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
な
〈

し
で
は
特
来
へ
の
計
査
も
あ
り
得
な
い
、
而
し
て
個
人
的
の
仕
事
は
犬
き
な
政
治
的
出
来
事
に
よ
っ
て
破
棄
せ
ら

れ
破
壊
せ
ら
れ
ふ
」
か
く
て
「
支
那
の
文
化
的
調
整
は
、
遅
冷
と
し
て
撞
準
的
、
非
聯
櫨
的
、
挽
費
的
で
あ
る
様

ド
運
命
づ
け
ら
れ
大
。
」
と
述
べ
て
居
る
。

胡
趨
止
は
そ
の
結
論
に
於
て
以
上
の
論
彰
一
般
化
し
日

t
、
各
閣
の
文
化
調
節
に
は
共
闘
の
隈
史
的
背
景
の
相

間
品
目
ね
る
い
従
っ
て
、
相
誕
一
な
る
型
炉
成
立
つ
。
~
ー
各
の
型
は
そ
れ
肉
身
の
陪
史
的
文
化
的
背
景
の
光
ド
於
て
の
み
即

解
し
得
る
も
の
で
あ
ふ
」
と
論
じ
て
居
る
。
而
し
て
日
本
の
型
炉
}
以
て
門
百
円
可
官
。
『

2
三
E
E
a
円
。
ロ
号
。
-
中
心

的
支
配
の
型
で
あ
る
と
し
て
居
る
。

日
〈
「
日
本
に
於
て
現
代
化
の
此
七
十
年
間
に
起
っ
た
こ
と
は
、
我
ん
吋
が
中

心
的
支
配
の
型
L
L
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
一
の
特
定
の
型
を
示
め
す
に
過
ぎ
な
い
。
闘
民
的
範
聞
の
改
革
と
一
百
ふ

E
大
な

仕
事
に
於
け
る
か
く
の
如
き
秩
序
あ
り
有
設
な
名
準
歩
は
、
上
述
せ
し
特
殊
の
事
情
の
下
に
於
て
の
み
可
能
で
あ

る
」
と
遮
べ
て
居
る
。

か
〈
胡
趨
氏
一
か
日
本
の
岡
民
的
改
革
に
つ
い
て
一
般
的
に
中
心
的
支
配
の
型
な
る
も
の
を
立
て
た
こ
と
は
趨
切

で
あ
る
。
胡
趨
氏
が
西
洋
文
明
揖
取
に
於
げ
る
日
本
の
速
な
る
成
功
と
支
那
の
失
敗
の
要
因
と
し
て
翠
げ
に
と
こ

ろ
の
も
の
色
結
局
第
三
の
要
因
即
ち
閏
民
生
活
の
不
襲
な
る
中
心
賄
と
し
て
の
皇
室
の
日
本
に
於
け
る
存
在
と
支

満
洲
問
題
と
園
民
主
義

第
三
十
八
巻

一
一
四
七

第
六
時
制

七

1) p. 54Q・
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4) P・p・549-550.



満
洲
問
題
と
岡
民
主
義

第
一
一
一
十
八
巻

第
六
披

四，i、

七

那
に
於
げ
る
不
存
在
と
に
持
し
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
却
ち
氏
が
要
因
の
第
一
と
し
て
暴
げ
た
と
こ
ろ
の
有

力
な
る
銭
政
者
階
級
の
存
在
と
云
ふ
こ
と
も
氏
自
身
の
説
明
に
於
け
る
が
如
〈
結
局
有
能
者
が
そ
れ
に
結
ば
っ
て

有
力
に
働
き
得
る
皇
室
な
る
も
の
が
日
本
に
於
て
は
存
在
し
支
那
に
於
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要

因
の
第
二
と
し
て
事
げ
ら
れ
た
武
的
精
神
も
日
本
に
於
て
は
皐
な
る
武
で
は
な
〈
皇
室
ヤ
中
心
と
せ
る
愛
圏
心
に

殺
す
る
も
の
左
考
へ
ら
る
べ
き
が
故
で
め
る
。
こ
れ
に
反
し
て
文
那
に
は
か
、
る
愛
の
統
一
一
知
が
な
い
の
で
あ
る

ひ
L
」
り
明
治
維
新
の
み
な
ら
十
大
化
の
改
新
色
同
様
に
皇
室
を
中
心
と
し
て
行
は
れ
た
。
加
之
藤
原
氏
並
に
持
軍

が
千
二
百
年
に
渡
っ
て
政
治
の
貫
纏
を
掌
握
し
た
と
兵
が
云
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
も
、
こ
の
皇
室
中
心
主
義
の
一
の

場
合
に
る
に
外
な
ら
な
い
。
卸
ち
こ
れ
等
の
も
の
が
有
力
で
あ
つ
わ
い
こ
と
自
身
が
皇
室
に
結
ば
っ
て
騰
に
が
故
で

あ
る
。
郎
ち
藤
原
氏
は
皇
室
の
姻
戚
と
し
て
、
将
軍
は
天
皇
よ
り
任
命
さ
れ
た
る
征
夷
大
終
草
と
し
て
、
政
治
の

貫
躍
を
有
し
に
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
若
し
そ
れ
が
支
那
に
於
て
で
あ
る
な
ら
ば
.
貰
力
め
る
も
の
が
王
位
を
奪
ふ

こ
ム
」
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
事
情
は
日
本
に
於
て
は
全

t
異
な
る
の
で
あ
る
-
。
か
く
て
皇
室
が
日
本
の
闘
民

生
活
の
中
心
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
日
本
の
歴
史
を
賞
〈
根
本
的
な
型
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て

胡
埴
氏
一
か
云
ふ
と
こ
ろ
の
襲
革
期
に
於
げ
る
中
心
的
支
配
の
型
な
る
も
の
は
、
こ
の
謀
本
型
の
襲
革
期
に
於
げ
る

現
れ
た
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
に
反
し
て
胡
趨
丘
は
支
那
の
文
化
調
節
の
型
を
以
て
岳
町
々
官
。
『
皇
宮
内
仏
百

5
E
Z
c
p
分
散
的
徹
底

の
型
で
あ
る
と
し
て
居
る
。
郎
ち
ぞ
こ
に
は
園
民
生
活
を
貫
く
中
心
と
し
て
の
皇
室
が
存
在
せ

Y
る
が
故
に
、
困

本誌木競第68頁霊長町百



植
が
確
立
せ
・
子
、
岡
家
の
活
動
一
か
重
を
な
さ
な
か
っ
に
。
従
っ
て
一
切
が
世
舎
に
よ
っ
て
分
散
的
に
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
こ
・
〉
に
氏
が
分
散
的
骨
骨
と
し
た
結
に
つ
い
て
は
更
に
後
に
批
判
す
る
こ

と
〉
す
る
。

か
く
園
民
生
活
の
不
動
の
中
心
と
し
て
の
皇
室
が
日
本
に
於
て
は
存
在
し
支
那
に
於
て
は
存
在
し
な
か
っ
仁
左

一
五
ふ
こ
と
は
、
世
合
百
襲
革
期
に
於
け
る
雨
園
の
構
造
ぞ
「
中
心
的
支
配
」
の
型
と
分
散
的
の
州
市
と
に
異
な
ら
し
む
る

の
み
な
ら
や
ま
に
一
切
の
閣
民
生
活
の
色
調
を
異
な
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
雨
固
に
於
け
る
君
主
と
臣
民
と
の
闘

係
、
園
中
部
と
祉
舎
と
の
闘
係
も
既
仁
詩
ベ
し
如
く
ま
七
こ
の
離
を
中
心
と
し
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

印
ら
支
那
に
於
て
は
王
朝
は
縄
へ
守
交
替
し
外
的
な
る
も
の
と
し
て
人
民
に
袈
ん
ピ
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
聞

係
は
本
質
的
に
敵
劃
的
で
あ
る
。
然
る
に
日
本
に
於
て
は
君
主
は
寓
世
一
系
で
あ
り
君
主
主
人
民
と
は
相
共
に
殺

展
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
本
質
的
に
内
面
的
に
結
ば
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
明
治
大
帝
が
『
維
新
の

詔
』
に
於
て
「
今
般
朝
政
一
新
の
時
に
腐
り
天
下
億
兆
一
人
も
共
慮
を
得
F
る
時
は
皆
股
が
罪
な
れ
ば
今
日
の

事
股
自
身
骨
を
勢
し
心
志
を
苦
め
顛
難
の
先
に
立
ち
古
列
旭
の
壷
さ
せ
給
ひ
し
躍
を
履
み
治
蹟
を
勤
め
て
こ
そ
始

め
て
天
職
を
奉
じ
て
億
兆
の
君
た
る
に
背
か
ざ
る
べ
し
」
と
宣
さ
れ
た
は
、
日
本
の
皇
室
精
神
を
表
現
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ

ι。
こ
れ
に
反
し
て
支
那
に
於
て
は
、
諺
に
「
山
高
皇
帝
遠
」
と
云
は
れ
て
皇
帝
は
人
民
の
生
活

に
無
縁
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
居
る
。
加
之
そ
の
豪
奪
な
生
活
に
よ
り
名
利
の
戟
に
よ
り
絶
へ
十
人
民
を
搾
取
し
苔

し
め
つ
〉
あ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
皇
室
が
民
の
親
と
し
て
常
に
民
の
生
活
の
魚
め
に
意
固
さ
れ
る
と
は
全
く

満
洲
問
題
と
圃
民
主
義

第
六
波

第
三
十
人
容

四
九

七

拙楠『獲草期白祉曾政』本誌昭和七年八月読第四七11[以下参照



満
洲
問
題
と
闘
民
主
義

第
三
十
八
巻

一一五
O

第
六
時
勘

七
四

異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
従
っ
て
支
那
に
於
げ
る
岡
家
と
日
本
に
於
け
る
園
家
と
は
そ
の
本
質
を
会
〈
具
に
す
る
。
古
〈
ア
リ
ス

ト
ア
レ
ス
は
善
な
る
岡
家
は
被
文
配
者
の
た
め
に
政
治
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
悪
な
る
岡
家
は
錦
政
者

の
た
め
に
政
治
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
た
が
、
こ
の
二
者
の
卦
立
が
正
に
支
那
と
日
本
と
の
聞
に

於
て
見
ら
れ
る
。
私
が
支
那
の
官
変
で
あ
る
人
に
つ
い
て
堕
胎
間
引
き
等
私
生
活
の
犯
罪
に
つ
い
て
尋
ね
に
時
、

そ
の
人
は
支
那
の
枇
舎
は
ん
1

そ
ん
な
小
号
、
な
こ
と
に
つ
い
て
考
へ
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
支
那
は
枇
舎
の
四

大
悪
に
悩
ま
さ
れ
そ
を
専
ら
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
四
大
悪
と
は
官
吏
、
軍
閥
、
財
閥
、
土

匪
で
あ
る
と
物
語
っ
た
。
師
ち
岡
植
の
接
動
に
直
接
官
た
っ
て
る
官
吏
と
軍
闘
が
土
匪
等
と
共
に
枇
舎
の
最
大
悪

を
成
す
と
云
ふ
こ
と
は
、
ぞ
の
岡
家
が
如
何
に
人
民
の
生
活
に
封
立
せ
る
も
の
で
あ
る
か
を
表
は
す
。
「
目
升
官
後

財
」
と
云
ふ
語
が
諺
と
な
っ
て
居
る
が
如
〈
、
高
い
官
吏
に
な
る
に
従
っ
て
盆
々
人
民
を
搾
取
し
て
私
財
を
積
む

も
の
と
さ
れ
て
居
る
。
軍
人
に
つ
い
て
も
「
良
い
識
は
釘
に
さ
れ
向
、
よ
さ
男
子
は
軍
人
に
な
ら
れ
叩
」
と
云
ふ
諺

の
様
に
軍
人
な
る
も
の
は
凡
て
質
の
劣
れ
る
者
で
あ
っ
て
土
臣
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
人
冷
で
あ
る
o

殊
に
軍
閥

は
種
冷
な
る
仕
方
に
於
て
非
常
ぷ
人
民
を
搾
取
し
苦
し
め
つ
〉
め
る
。
こ
れ
に
反
し
て
日
本
の
官
吏
と
軍
人
と
は

園
植
の
後
動
に
営
る
も
の
左
し
て
最
も
真
面
目
な
一
位
曾
階
級
に
属
す
る
。
日
本
の
岡
家
は
私
が
「
園
民
愛
を
原
理

と
す
る
園
民
主
義
圏
各
に
歴
史
上
最
も
近
い
園
家
で
あ
る
。

日
支
に
於
て
園
家
が
か
く
の
如
〈
相
異
な
る
が
故
に
そ
の
下
「
い
あ
る
枇
舎
も
ま
た
異
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
支

1) P・549
2) 拙著「精神科撃的経理事事の基礎問嘘J(改訂四版〉補論「現伐:;::於ける園民主義

の意義」参照



那
の
吐
舎
は
岡
家
を
信
頼
し
得
な
い
が
故
に
、
極
め
て
自
力
的
で
あ
る
。
治
安
に
つ
い
て
も
都
市
が
自
ら
披
壁
を

作
ウ
て
守
る
の
み
な
ら
宇
村
落
の
豪
農
は
自
分
の
家
に
望
楼
を
か
ま
へ
銃
眼
を
作
っ
て
自
分
で
防
禦
し
て
い
る
。

か
う
る
枇
舎
に
於
て
は
自
ら
郷
士
観
念
が
強
〈
郷
土
圏
韓
が
後
遺
し
て
居
る
。
人
b
は
門
札
名
刺
等
に
色
出
身
地

を
記
し
て
ゐ
る
。

郷
土
曾
館
色
方
冷
に
立
て
ら
れ
て
居
る
。

し
同
族
の
闘
係
が
強
い
。
か
〈
て
村
落
に
於
て
部
落
圃
躍
が
接
遣
し
て
居
る
と
共
に
ま
に
都
市
に
於
て
は
職
業
圃

ま
た
血
縁
闘
係
も
強
〈
大
家
族
制
度
が
今
向
ほ
存

躍
が
招
く
従
業
員
数
の
制
限
、
債
格
の
統
一
等
の
極
端
情
的
の
働
き
の
み
な
ら
や
諸
種
の
自
衛
の
働
を
色
倦
ん
で
居

る
。
こ
れ
に
反
し
岡
家
に
恵
ま
れ
て
居
る
日
本
人
に
於
て
は
、
こ
れ
等
の
も
の
は
闘
民
的
単
位
に
ま
で
の
薮
凶
器
け
い

よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
岡
氏
的
結
成
力
は
強
い
が
、
か
〈
の
知
事
祉
曾
的
闘
結
力
は
準
に
溺
い
。
ま
た
岡
家
に
一
部
ま

わ
な
か
っ
た
支
部
人
は
個
人
と
し
て
非
常
に
ね
ば
り
強
い
炉
、
日
本
人
は
岡
家
を
は
な
れ
る
と
弱
い
。
支
那
浦
洲

の
諸
都
市
に
於
て
日
本
商
人
が
支
那
商
人
と
の
競
争
に
於
て
次
第
に
塵
迫
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
も
こ
れ
を
物
語
名

も
の
で
あ
る
。

ーー

胡
趨
氏
が
西
洋
文
明
構
取
の
支
那
の
型
を
円
宮
市
可
官
。
『
庄
司
=
田
町
円
山
吉

5
5号
=

と
は
前
越
せ
し
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
園
家
的
中
心
の
確
立
せ
る

H
本
の
掻
取
の
長
所
は
速
で
あ
る
が
そ
の
短

分
散
的
徹
底
の
型
と
し
た
こ

所
は
圃
家
に
よ
っ
て
人
民
の
自
費
に
よ
ら

F
る
が
故
に
不
徹
底
的
め
る
。
然
る
に
岡
家
的
中
心
の
確
立
な
き
支
那

の
構
取
の
短
所
は
遅
延
と
浪
費
で
あ
る
が
、
長
所
は
融
合
の
人
ι
干
の
白
後
性
に
よ
る
が
故
に
徹
底
的
な
る
こ
と
で

満
洲
問
題
と
園
民
主
義

第
三
十
八
巻

主i

第
六
時
抗

七
五



滞
納
問
題
k
園
長
主
義

第
三
十
八
巻

玉.

第
六
時
抗

七
六

あ
る
と
氏
は
論
じ
て
居
る
。

然
し
今
日
の
文
那
は
そ
の
文
明
揖
取
の
型
が
「
分
散
的
徹
底
」
で
あ
る
と
し
て
円
安
如
と
し
て
居
る
こ
と
が
出
燕
る

で
あ
ら
う
が
「
ぞ
の
遅
延
と
浪
費
の
行
は
れ
て
居
る
聞
に
世
界
列
強
は
そ
の
構
取
後
展
せ
し
め
た
る
極
構
的
軍
事

的
諸
力
ぞ
以
て
今
や
、
支
那
に
迫
ま
り
す
m
h
、
胡
趨
氏
自
身
も
認
め
て
居
る
が
如
し
、
闘
民
的
存
立
の
逗
迫
せ
る

問
題
を
惹
起
し
て
居
る
。
岡
際
管
理
間
際
分
割
の
危
機
は
日
手
支
那
の
上
に
遁
ま
り
つ
〉
あ
る
。
或
る
人
φ
は
文

部
門
か
か
h

る
版
態
に
准
hu
こ
ー
と
を
意
と
し
な
い
様
?
あ
る
が
、
宥
し
か
く
な
っ
た
場
合
そ
の
東
洋
に
及
す
結
果
が

E
う
な
る
か
を
先
づ
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
度
を
ま
で
完
全
に
そ
の
手
に
耽
め
た
白
人
の
侵
略
が
支

那
を
も
席
巻
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
飽
な
き
白
人
の
塵
遁
に
卦
し
て
抵
抗
し
得
る
亜
細
亜
の
唯
一
の
園
は
一
島
帝
岡

日
本
あ
る
の
み
で
あ
る
。

か
〈
て
日
本
炉
、
氷
〈
安
全
な
存
立
宏
保
ち
得
る
筈
は
な
い
。
ぞ
の
結
果
は
有
色
人
種
の

白
人
に
劃
す
る
完
杢
な
る
隷
属
を
賛
ら
す
こ
と
と
な
ら
う
。
か
く
て
日
本
は
日
本
自
身
の
存
立
の
矯
め
に
も
有
色

人
種
金
腫
の
存
立
の
矯
め
に
も
、
支
那
の
保
全
を
先
づ
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
は
只
だ
自
己
の
存
績
を
確
保
す
る
の
み
な
ら
守
更
に
進
ん
で
今
円
の
園
内
的
並
に
岡
際
的
な
資
本
主
義
的

段
階
よ
り
余
の
所
謂
国
民
主
義
的
段
階
へ
の
按
展
を
指
導
す
べ
き
世
界
史
的
使
命
を
有
し
て
居
る
。
郎
ち
「
園
民

主
義
の
立
場
に
於
て
は
、
園
民
吐
曾
の
内
部
に
向
っ
て
そ
の
成
員
た
る
各
個
人
の
個
性
の
完
成
を
果
げ
し
め
以
て

最
E
豊
な
る
一
園
民
文
化
そ
創
造
す
る
に
あ
る
が
如
〈
、
ま
に
園
民
世
命
日
相
互
の
闘
係
に
於
て
も
各
闘
民
人
格
を

相
互
に
隼
重
し
、
各
岡
民
人
格
の
特
徴
を
十
分
に
殺
展
せ
し
め
合
ひ
以
て
最
も
豊
宮
な
る
世
界
文
化
を
生
成
創
造

本誌本務第六六頁参照



ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
闘
民
主
義
は
内
に
於
て
岡
民
主
義
世
舎
の
寅
現
に
努
力
す
る
と
共
に
同
時
に
外

じ
向
っ
て
困
民
主
義
的
園
際
世
舎
の
貫
現
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
己
日
本
は
有
色
人
種
に
於
け
る
唯
一
の
完
全

な
る
濁
立
固
と
し
て
先
づ
支
那
の
濁
立
を
確
保
し
進
ん
で

E
細
亜
の
諸
民
族
を
解
放
し
以
て
そ
の
園
民
主
義
的
世

界
使
命
を
途
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、

而
・
色
支
那
を
確
保
す
る
と
云
ふ
こ
左
は
一
一
刻
も
速
に
支
那
に
強
き
正
し
き
岡
家
植
力
を
確
立
す
る
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。
而
色
胡
適
氏
も
一
疋
へ
る
が
如
き
そ
の
長
き
歴
史
的
背
景
の
規
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
居
る
現
代
文
那

か
う
る
岡
棋
の
念
蓮
な
る
確
主
を
期
待
し
得
る
で
あ
一
ら
う
か
。
若
し
こ
の
こ
と
が
支
那
自
身
の
自
力
仁

遜
に
望
め
得
点
γ
そ
の
困
民
的
存
立
の
危
機
が
加
は
る
と
す
れ
ば
地
問
的
人
種
的
に
文
部
左
翼
の
利
害
ヤ
ニ
に
す
る

じ
於
て
、

日
本
が
そ
の
長
所
と
す
る
困
家
的
要
素
に
於
て
こ
れ
を
援
助
し
な
け
れ
ば
ま
ら
な
い
。
而
し
て
支
那
の
保
全
に
調

し
て
有
害
な
る
白
人
の
干
渉
を
先
づ
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
一
か
満
洲
園
の
岡
家
的
活
動
を
援
助
す
る

と
一
五
ふ
こ
と
も
そ
の
異
創
な
る
圃
民
主
義
的
世
界
使
命
に
殺
す
る
と
こ
ろ
の
・
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ

て
こ
、
に
日
本
聞
と
満
洲
固
と
の
闘
係
の
桜
本
的
意
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぞ
れ
故
に
そ
れ
は
、

費
本
主

義
の
成
立
段
階
に
於
て
諸
岡
山
T
E
細
亜
の
譜
困
を
侵
し
た
と
は
全
〈
異
な
る
態
度
を
以
て
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
万
一
今
日
の
日
本
が
、
嘗
て
英
国
が
印
度
を
経
管
せ
し
如
き
精
神
に
於
て
満
洲
に
臨
h
u
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自

ら
の
墓
穴
を
堀
る
結
果
と
な
ら
ゴ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
が
園
民
主
義
的
態
度
を
以
て
、
浦
洲
に
徹
す
る
時
、
そ
こ
に
自
ら
日
本
の
周
防
の
安
田
も
経
済
的
後
展
も

瀦
洲
問
題
と
圃
民
主
義

第
三
十
八
巻

:J.i 

第
六
時
弧

七
七

前掲随著第四八三頁以下参照



満
測
問
題
と
園
長
主
義

第
三
十
八
血
管

一
一
五
阿

第
穴
務

七

" 

本
質
的
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
且
本
の
園
防
と
満
洲
の
園
防
と
の
闘
係
を
問
題
と
す
る
時
、
人
今
は
多
〈

軍
用
資
源
に
つ
い
て
語
る
。
然
し
こ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
問
題
は
、
日
本
が
高
一
他
闘
と
戟
は
ね
ば
な
ら
ぬ
に

至
つ
に
時
、
満
洲
閏
人
が
精
神
的
に
日
本
を
一
致
闇
結
し
て
居
る
と
一
五
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
日
一
部
の
人
冷
が
憂

ひ
て
居
る
が
如
〈
、
寓
プ
炉
、
3

る
場
合
に
貰
大
な
満
洲
の
地
に
反
日
的
動
揺
が
起
る
が
如
き
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ

が
日
本
圃
民
仁
劃
す
る
精
神
的
打
撃
と
卒
、
り
反
劃
に
そ
れ
が
敵
園
に
劃
す
る
精
神
的
援
助
と
な
る
こ
と
は
少
な
く

な
い
の
で
あ
る
o
h
y
h
〉
る
憂
を
全
く
な
か
ら
し
h
M
る
と
え
ふ
こ
と
は
、
日
本
が
日
頃
よ
り
岡
民
主
端
的
減
瀧
や
一
も

っ
て
満
洲
の
人
民
の
異
の
幸
繭
を
意
圃
す
る
と
一
再
ふ
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

ま
に
か
〉
る
日
本
の
岡
民
主
義
的
態
賓
の
中
に
自
ら
日
本
の
経
済
的
脱
税
展
も
あ
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
か
b

る
安

固
な
る
世
界
に
向
っ
て
こ
そ
日
本
の
説
者
も
こ
れ
セ
思
ひ
切
っ
て
す
る
こ
と
が
出
来
共
自
然
富
源
を
も
活
用
す
る

こ
止
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
満
謝
の
民
衆
の
異
の
利
益
が
意
同
せ
ら
れ
民
衆
の
今
日
極
め
て
低
い
生
活
扶
態

が
高
め
ら
れ
る
な
ら
ば
ぞ
こ
に
自
ら
誼
本
の
生
産
に
劃
す
る
大
き
な
場
面
が
開
拓
さ
れ
る
こ
と
〉
な
る
。

か
く
て
日
本
の
浦
洲
に
劃
す
る
園
畏
主
義
的
努
力
の
中
に
の
み
日
本
の
園
防
の
異
の
安
固
も
粧
梼
的
の
異
の
費

展
も
自
ら
求
め
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
匂
こ
れ
に
反
し
て
日
本
が
目
前
の
利
害
に
心
を
奪
は
れ
満
洲
民
衆
の
異
の
生

活
eT
軽
守
る
如
き
こ
と
あ
れ
ば
日
本
の
園
防
の
安
岡
色
経
梼
的
の
異
の
殺
展
も
永
遠
に
失
は
れ
る
こ
と
〉
な
り
得

る
の
で
あ
る
。
淘
に
遠
慮
な
き
る
の
は
近
憂
あ
り
で
あ
る
。
満
洲
に
於
て
見
聞
せ
し
事
件
は
、
我
b
を
し
て
こ
の

こ
と
を
痛
切
に
腫
験
せ
し
め
に
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
満
洲
以
外
の
東
洋
諸
固
に
劃
す
る
場
合
に
於
て
杢
〈
同
様



で
め
る
。

ー-一

か
く
の
如
く
に
日
本
が
満
洲
に
向
っ
て
異
創
に
園
民
主
義
的
に
働
き
か
け
る
と
云
ふ
こ
と
は
然
ら
ぱ
如
何
に
し

て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
先
づ
第
一
に
日
本
の
圃
民
主
義
的
問
家
精
神
を
以
て
満
洲
園
を
援
助
す
る
矯
め
に

満
洲
官
吏
と
し
て
働
〈
日
本
人
と
し
て
秀
れ
に
る
人
L
f

を
迭
る
こ
と
で
あ
る
。

満
洲
闘
の
官
吏
の
構
成
に
於
て
特
に
我
々
の
心
を
引
い
た
も
の
は
、
牒
参
事
の
制
度
で
あ
り
ま
た
牒
参
事
た
る

人
々
の
一
人
物
で
あ
っ
た
。
ぞ
れ
等
の
人
冷
は
日
本
の
大
準
叉
は
専
門
串
校
卒
業
生
よ
り
謹
ば
れ
て
満
削
岡
官
吏
Lし

し
て
の
人
材
義
成
機
閣
で
あ
る
大
同
慰
院
を
卒
業
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
人
φ
は
盛
岡
山
の
地
に
入
っ
て
民

衆
と
生
活
を
共
に
し
身
命
を
堵
し
て
民
衆
の
生
活
の
矯
め
に
努
力
し
「
牒
長
」
の
下
に
あ
っ
て
事
責
上
臓
の
貫
植

を
握
っ
て
居
る
。
大
同
皐
院
の
前
身
で
あ
る
自
治
指
導
部
及
び
賛
政
局
の
矯
め
に
カ
を
住
い

r笠
木
良
明
氏
は
、

「
満
洲
閤
牒
参
事
官
制
度
の
重
要
性
」
な
る
論
丸
に
於
て
「
満
洲
建
園
の
事
業
に
於
て
私
は
・
:
・
:
此
制
度
が
最
も
重

要
な
土
壷
の
一
つ
だ
と
信
じ
て
居
る
」
と
述
べ
、
ま
七
「
あ
ち
ら
の
人
は
人
を
観
る
眼
が
敏
い
。
善
良
な
仁
、
徳

の
あ
る
仁
と
見
て
取
れ
ば
結
卦
に
信
額
し
て
来
る
。
」

と
謹
ぺ
て
居
る
が
、
所
謂
支
那
逼
満
洲
通
を
以
て
自
任
す

る
人
ん
に
か
往
み
支
那
人
は
歴
迫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
こ
と
の
如
何
に
謀
っ
て
居
た
か
は
、
今
日
深
〈
反

省
す
べ
き
と
こ
ろ
の
事
件
が
こ
れ
を
貫
誼
し
て
居
る
。
今
日
ま
で
日
本
人
は
満
洲
に
劃
し
て
あ
ま
り
に
物
的
闘
心

を
も
っ
て
封
し
そ
の
民
衆
の
生
活
を
軽
ん
じ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
今
日
の
満
洲
は
深
き
反
省
に
基
き
こ
の
態

満
洲
問
題
と
圃
民
主
義

第
三
十
八
巻

一
一
五
五

第
大
按

七
九

昭和八年改造六月披



満
洲
問
題
、
と
園
民
主
義

第
三
十
八
巻

一
一
五
六

第
六
就

A 
O 

度
を
輯
換
す
べ
き
時
期
に
際
合
同
し
て
居
る
。
牒
参
事
の
人
冷
は
こ
の
満
洲
に
於
て
最
も
親
し
く
民
衆
に
接
し
大
理

想
に
基
い
て
異
に
民
衆
の
矯
め
を
許
り
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
末
逼
つ
に
日
本
の
魚
め
を
異
に
計
ら
ん
と
し
て

居
る
。
き
れ
ば
過
日
開
催
さ
れ
た
る
一
園
聯
参
事
合
同
議
に
於
け
る
こ
れ
等
の
人
冷
の
異
撃
な
態
度
と
真
面
目
な
る
言

論
は
中
央
政
府
共
他
の
人
冷
に
深
い
戚
動
を
奥
へ
た
の
で
あ
る
。

満
洲
官
吏
の
構
成
に
於
て
正
じ
ご
れ
と
反
劃
仁
我
ル
の
心
を
暗
く
す
る
と
ご
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
浦
捌

問
題
に
特
別
の
隈
解
な
き
所
謂
つ
台
手
官
吏

t

一
の
満
洲
入
h
ノ
で
あ
る
。
彼
等
は
更
に
内
地
よ
り
昔
日
の
防
閣
僚
ぞ
招
h
t

部
下
と
な
し
昔
な
が
ら
の
官
僚
主
義
を
稜
揮
し
つ
冶
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
や
五
つ
の
省
を
厳
し
十
四
の
道

一
か
置
れ
ん
と
し
て
居
る
様
で
あ
る
が
、
こ
の
道
の
長
に
ま
に
/
¥
日
本
よ
り
古
手
官
吏
が
選
ば
れ
ん
と
し
て
い
る

こ
と
を
心
あ
る
多
〈
の
人
冷
は
憂
ひ
て
居
た
。
而
も
中
央
政
府
の
年
長
官
吏
の
中
に
も
よ
〈
満
州
問
題
密
兵
制
に

珂
解
し
参
事
官
を
異
に
重
ん
じ
て
居
る
人
々
も
少
な
く
な
い
。
職
参
事
諸
氏
が
異
に
心
を
一
一
に
し
ま
だ
こ
れ
等
年

長
の
一
人
冷
が
こ
れ
を
擁
護
し
て
強
く
正
し
く
準
h
u
な
ら
ば
、
官
吏
構
成
の
改
善
は
疑
ひ
な
〈
行
れ
る
で
あ
ら
ラ
。

か
〈
し
て
高
め
ら
れ
七
る
官
支
に
よ
っ
て
国
民
主
義
的
理
想
を
宜
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
先
づ
農
民
の
生
活
を
土
匪
等
の
不
安
よ
り
安
全
に
す
る
と
共
に
農
民
の
生
活
台
高
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
支

那
的
吐
曾
の
民
衆
の
生
活
か
如
何
に
底
い
か
は
前
越
せ
し
如
〈
で
あ
る
が
、
更
に
満
洲
事
麺
以
後
偶
然
に
も
農
産

物
の
債
格
の
下
落
が
始
ま
り
今
日
は
盆
々
安
〈
生
産
費
も
償
は
な
い
有
様
で
あ
る
。
こ
の
農
産
物
の
中
最
も
重
要

な
る
も
の
は
大
豆
で
あ
る
が
、
こ
の
仲
買
に
営
っ
て
居
る
「
料
桟
」
な
る
も
の
は
金
融
資
本
家
と
結
ん
で
農
民
を
搾



取
し
つ
う
あ
る
。

か
、
る
股
態
の
改
善
に
先
づ
努
力
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
こ
れ
が
矯
め
に
は
前
述
せ
し
支
那
的
世

舎
の
長
所
た
る
自
力
性
と
従
っ
て
農
村
の
部
落
周
瞳
の
稜
蓮
性
と
が
活
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
ち
こ
の
部
落
を

地
盤
と
し
組
合
制
度
を
後
遺
せ
し
め
、
こ
れ
を
聴
の
聯
合
、
道
の
聯
A
口
一
見
に
園
民
的
聯
A
口
に
ま
で
結
成
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
園
家
は
十
分
な
る
力
を
用
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
組
合
の
力
と
国
家
の

、
‘
.
、
、
、
.
、
、
、
.
、
、
、
.
、
、
、

.. 

‘
.
、
、
、
幻

力
と
が
協
同
す
る
と
一
五
ふ
こ
と
が
締
の
問
題
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
先
づ
農
産
物
の
販
買
に
も
必
要
で
め

る
J

克
巳
大
一
旦
の
問
題
色
日
本
に
於
け
る
米
の
問
題
の
知
〈
結
局
圃
家
的
専
責
に
至
ら
な
け
れ
ぽ
解
決
出
来
な
い

ぞ
あ
ら
う
炉
、

こ
の
岡
家
的
存
買
は
そ
の
農
産
物
の
生
産
統
制
密
行
び
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
c
h
r
v

〉
る

生
産
統
制
も
組
合
を
通
じ
て
の
み
始
め
て
十
分
に
こ
れ
を
行
ふ
こ
土
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
に
今
日
一
般
に
行

は
れ
居
る
粗
放
的
原
始
的
な
農
法
も
か
〉
る
組
合
を
通
じ
て
岡
家
が
生
産
指
導
を
有
致
に
な
す
こ
ム
」
が
出
来
る
で

あ
う
o
h
y
〈
で
生
産
力
が
増
大
す
れ
ば
一
家
を
支
へ
る
に
必
要
な
農
地
は
自
ら
今
日
よ
り
小
と
な
り
勢
力
強
也
減
少

す
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
農
地
の
館
裕
一
か
増
加
す
れ
ば
日
本
よ
り
の
移
民
色
一
一
暦
無
闇
な
く
行
は
れ
得
る
こ
と
〉

な
る
。
ま
た
か
く
て
生
活
の
飴
裕
が
出
来
れ
ば
、
生
活
も
高
ま
り
ぞ
こ
に
日
本
の
製
品
に
劃
す
る
市
場
も
自
ら
次

第
に
竣
蓮
し
て
来
る
。
ま
に
か
く
て
生
活
の
飴
裕
が
出
来
れ
ば
骨
骨
骨
骨
を
受
け
し
め
る
こ
と
も
出
来
る
様
に
な

る
。
或
人
は
満
洲
の
民
衆
を
教
育
す
る
こ
左
を
有
害
無
益
と
考
へ
る
傾
が
あ
る
様
で
あ
る
が
こ
れ
は
息
は
r
d

る
も

甚
し
い
。
卸
ち
そ
れ
は
英
闘
が
印
度
に
劃
す
る
が
如
き
利
己
主
義
的
な
搾
取
政
治
を
行
は
ん
と
す
る
時
に
云
ひ
縛

満
洲
問
題
と
岡
民
主
義

第
一
一
一
十
八
巻

一
一
五
七

第
六
時
抗

;1，. 

か〈で農村英司帽を暗立し個人を単位とナる資本主義社舎より農村共同砲を
単位とする圃民共同組へ進まねばならな'""0 本誌第三十六巻第一被拙楠参照
ζ 白星占にヨい亡も今日朝鮮に於いて月比均しつ L ある『金融組合』は君主ふ告とこ
ろが多い。

1) 

2) 



満
洲
問
題
と
困
民
主
義

第
三
十
八
倉

一
一
五
八

第
大
波

/'、

る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
が
真
面
目
に
困
民
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
政
治
に
協
力
す
る
以
上
、
こ
の
民
衆
が
教

育
さ
れ
自
費
的
と
な
る
程
彼
等
は
か
〉
る
善
政
を
文
那
の
岡
家
の
下
に
於
て
も
受
け
得
な
か
っ
た
し
ま
に
他
の
白

人
の
下
に
於
て
受
け
得
な
い
こ
と
を
一
一
層
明
に
知
り
撞
b
な
る
悪
宣
侍
に
も
動
h
y
p

れ
ぬ
様
に
な
る
で
あ
ら
う
。

附
し
て
こ
の
こ
と
は
満
洲
闘
の
確
立
並
に
そ
の
日
本
と
の
友
和
の
確
乎
た
る
根
抵
金
な
す
の
で
あ
る
。
ま
に
満
州

の
大
平
原
に
車
に
蛾
遣
の
み
な
ら
十
立
減
な
道
路
網
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
か
〈
て
農
産
物
の
生
産
費

も
減
少
し
鳩
C
の
生
活
の
進
歩
M
d
騎
期
待
3
れ
得
る
の
?
め
る
。
共
他
な
さ
る
べ
き
こ
と
は
多
い
川
、
要
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

仁
異
の
岡
民
主
義
的
精
神
仁
立
っ
て
先
づ
第
一
に
民
衆
の
生
活
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

日
本
が
か
く
の
如
き
岡
民
主
義
的
態
度
を
以
て
揃
洲
岡
を
援
助
せ
ん
が
に
め
に
は
、
日
本
岡
氏
自
身
が
こ
れ
に

、
.
、
、

ふ
さ
わ
し
き
曲
覚
悟
を
要
す
る
。
こ
、
に
何
よ
り
も
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
所
謂
島
岡
根
性
に
つ
い
て

Y
あ
る
。

大
陸
績
き
の
支
那
と
異
な
り
海
を
以
て
閏
ま
れ
外
冠
を
受
け
七
こ
と
な
く
高
世
一
系
の
皇
室
を
有
し
卒
和
な
生

活
を
亨
け
に
日
本
人
は
、
更
に
、
乾
燥
し
て
殆
ん
ど
各
と
夏
と
よ
り
な
る
支
那
と
異
な
っ
て
潤
い
多
く
美
し
き
四

季
の
襲
化
に
富
な
自
然
に
革
ま
れ
て
、
情
緒
豊
か
な
文
化
を
生
み
愛
に
富
む
生
活
を
展
開
し
た
。
然
も
整
然
と
纏

ま
っ
た
統
一
美
を
な
せ
る
島
聞
に
於
て
創
造
さ
れ
た
日
本
文
化
に
は
、
慶
大
な
自
然
に
於
て
遣
ら
れ
た
支
那
文
化

に
一
見
ら
れ
る
雄
大
き
が
快
げ
て
居
る
。
部
ち
日
本
文
化
は
質
に
於
て
秀
れ
て
居
る
に
拘
ら
十
量
に
於
て
劣
っ
て
居
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そ
れ
故
日
本
の
歴
史
は
長
い
に
拘
ら

や
未
だ
世
界
史
時
代
な
る
も
の
を
つ
く
っ
て
居
な
い
。
愛
に
富
む
日
本
人
が
利
己
を
原
理
と
せ
る
査
本
主
義
的
世

界
時
代
よ
り
轄
じ
て
愛
を
原
理
と
す
る
岡
民
主
義
的
世
界
時
代
の
指
導
者
た
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、

る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
人
の
性
格
の
融
黙
と
し
て
所
謂
島
岡
棋
性
で
あ
る
。

而
も
そ
の
島
岡
根
性
こ
そ
は
日
本
間
民
の
大
使
命
を
失
敗
せ
し
め
る
恐
れ
あ
る
と
こ
ろ
の
色
の
で
あ
る
。
日
本

は
劃
外
活
動
に
於
て
従
来
も
こ
の
快
勤
セ
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
去
に
揃
洲
問
題
に
つ
い
て
そ
の
映
鈷
を
現
ら

は
し
っ
〉
め
る
。
自
己
の
立
場
よ
り
怯
念
に
目
前
の
利
A

住
金
追
及
す
る
そ
の
態
皮
は
、
慨
に
重
大
な
失
敗
を
も
し

た
。
々
に
じ
て
根
本
的
な
反
省
を
な
し
遠
大
な
心
事
を
以
っ
て
嘗
ら
な
げ
れ
ば
日
本
は
岡
民
主
義
的
世
界
使
命
遂

行
の
第
一
歩
と
し
で
の
満
洲
問
題
に
失
敗
し
、

日
本
の
隆
史
は
舵
界
史
時
代
九
官
、
有
せ
や
し
て
終
る
こ
と
、
な
る
で

あ
ろ
う
。

而
色
日
本
人
が
こ
の
九
し
き
に
わ
た
る
闘
民
的
快
賄
に
名
島
岡
根
性
を
清
算
す
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
単
に
概
念
に

よ
っ
て
Y
は
な
〈
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
質
践
白
煙
に
よ
っ
て
初
め
て
怨
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
印
ち
今
日
の
日
本

が
嘗
面
せ
し
大
陸
政
策
に
於
て
園
民
主
義
的
世
界
理
想
を
有
し
こ
れ
に
劃
し
て
岡
民
主
義
的
貫
践
を
錯
す
こ
と
に

よ
っ
て
遣
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る

こ
の
意
味
に
於
て
日
本
一
か
満
洲
に
働
か
け
る
こ
と
は
同
時
に
満
洲
が
日
本
に

働
か
け
日
本
人
を
教
養
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
現
代
日
本
人
が
岡
民
主
義
な
大
理
想
を
抱
〈
に

至
れ
ば
、
こ
、
に
日
本
の
一
切
の
文
化
は
自
ら
雄
大
な
竣
展
を
遂
げ
世
界
文
化
史
に
於
て
日
本
時
代
を
作
hJ
得
る

に
至
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
満
洲
問
題
は
日
本
に
と
っ
て
世
界
史
的
閏
民
と
な
る
と
否
と
を
決
す
る
重
大
な
試
練

満
洲
問
題
と
闘
民
主
義

第
三
十
八
巻

第
六
時
制

一
一
五
九

i¥. 
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満
洲
問
題
1c
困
民
主
義

第
三
十
八
巻

第
六
披

一一六
O

A 
四

で
あ
る
。

こ
の
島
岡
根
性
の
克
服
の
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
日
本
が
先
づ
矯
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
満
洲
に
於
げ
る
治

外
法
判
権
の
徹
康
で
あ
る
。
今
日
盆
冷
多
く
の
日
本
人
は
、
満
洲
闘
の
各
地
に
殺
展
し
て
多
〈
の
利
益
を
受
け
な

が
ら
彼
等
は
満
洲
闘
の
法
律
に
劃
す
る
責
任
を
負
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
矯
め
に
日
本
人
が
満
洲
人
に
封
し
鰹

掛
上
等
に
於
て
も
不
嘗
な
』
ン
デ
ィ
キ
ヤ
プ
を
有
し
且
つ
阿
片
の
密
買
等
非
人
道
的
行
免
い
か
陸
聞
く
公
然
の
秘
密
と

し
て
行
は
れ
る
等
多

t
の
不
合
理
が
舟
3
れ
つ
h

あ
る
こ
と
は
、

か
。
か
く
の
如
き
偏
狭
な
利
己
的
な
獄
態
を
固
執
す
る
以
上
日
本
が
満
洲
に
立
振
な
岡
家
の
成
立
に
協
力
す
る
と

心
あ

J

る
人
，
ヶ
ド
痛
歎
し
て
日
出
る
と
こ
ろ
F
J
の

五
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。

一
方
満
洲
岡
の
裁
判
所
自
身
を
改
善
|
日
本
の
司
法
官
が
満
洲
司
法
官
に
な
る
等
に
よ

っ
て
ー
す
る
と
共
に
治
外
法
描
慨
を
速
に
徹
厳
し
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
聞
紙
の
報
道
に
よ
れ
ば
領
事
合
議
が
そ

の
徹
臨
臓
を
決
議
し
七
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
極
め
て
至
賞
で
あ
る
。
そ
の
謹
な
る
賀
行
へ
の
真
面
目
な
努

力
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

共
他
日
本
一
か
満
洲
の
た
め
に
な
す
べ
き
多
〈
の
事
柄
が
あ
る
。
私
は
こ
、
に
只

r日
本
が
そ
の
固
民
主
義
的
世

界
使
命
の
自
畳
よ
り
、
島
園
担
性
を
す
て
、
真
面
目
な
援
助
を
興
へ
、
日
本
的
な
園
家
の
長
所
と
支
那
的
な
枇
舎
の

長
所
と
の
融
合
に
よ
り
満
洲
の
天
地
に
新
し
い
園
民
主
義
園
家
の
建
設
さ
れ
ん
こ
と
を
哀
心
願
ふ
も
-
の
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
主
と
し
て
原
理
的
な
問
題
を
論
じ
た
私
は
、
更
に
こ
の
基
礎
の
上
に
具
韓
的
な
問
題
を
考
察
し
な

れ
ば
な
ら
な
い
。
(
昭
和
九
年
五
月
)

。「五族共和」と云ふも合理的な平等な傑件白下に於げる白由な俊民に基〈遡者
生脊を前提としなければな呈ぬ。


