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明
治
二
十
七
年
末
、
博
文
館

の
総
合

雑
誌

『太

陽
』
は
日
清
戦
争

の
機
運
に
応
じ
る
か
の
よ
う
に

誕
生
し
た
。,
創
刊
後

の
第

一
巻

(明
治

二
十
八
年
、

全
十

二
号
)
に
お
い
て
、
『太
陽
』

に
顕

著
な
性

格

の
一
つ
は
、
自
国

の
問
題
を
遥
か
に
越
え
た
対

外
的
関
心
の
強
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
二
十
八

年

の
対
外
的
関
心
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
日
清
戦

争
を
め
ぐ
る

「対
清
関
心
」

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ

た
。

で
は
、
当
時

の

「対
清
関
心
」
の
実
態
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ

と
関
わ
る

当
時

の
中
国
観
、
ま
た
そ
こ
に
日
本
の
自
己
意
識

は
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
う
し

た
問
題
を

『太
陽
』

の
言
論
展
開
を
た
ど
り
な
が

ら
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
日
清
戦
争
.に
対
す

る

一
般
的

な
社
会

反

応
1
、
国
民

の
祝
捷

日
清
戦
争
に
対
す
る
当
時

の
日
本
国
民

の
基
本

的
な
態
度
、
戦
勝
が
社
会
に
も
た
ら
し
た

一
般
的

な
反
応

に
つ
い
て
は
、
国
民

の
祝
捷
大
会
か
ら
端

的
に
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
明
治
二
十
七
年

十
二
月
九
日
東
京
日
比
谷
で
行
わ
れ
て
い
た

「往

来

の
群
聚

は
、
山

の
崩

る
る
如

く
潮

の
湧
く
如

く
」

で
あ

っ
た
祝
捷
大
会
は
、
次

の
よ
う
な
盛
況

で
あ

っ
た
。

祭

に
似
て
祭
に
非
ず
、
開
帳

に
似
て
開
帳

に

非
ず
、
憲
法
發
布
式
以
来

の
壮
觀
、
…
…
嚴

肅
な
る

『君
が
代
』
の
曲
は
樂
隊
よ
り
出

で

〉
皇
城
松
深
き
處

に
反
響
せ
り
、
會
員
和
し
、

萬
民
和
し
、
天
地
た
め
に
之
を
傳

へ
て
四
海

に
及
ぼ
さ
ん
と
す
、
萬
歳
三
呼
の
聲

い
ま
だ

終

へ
ざ
る
に
、

(「第

一
祝
捷
大
会
を
観
る
」、

第

一
巻
第

一
号

「社
会
」
欄
)

そ
し
て
そ
こ
に
現
れ
て
い
た
敵
国
ま
た
は
敗
国

と
し
て
の
中
国

の
姿
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

提
灯
に
東
西
二
洋
を
畫
が
き
て
地
球
儀

に
擬

し
、
そ
の
頂
上
に
武
器
製

の
蜻
蛉
を
と
ま
ら

せ
国
旗
を
ひ
る
が

へ
し
て
、
筆
形

の
大
提
灯
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之
を
い
た
ゴ
き
、
其
下
に
同
じ
く
提
灯
製

の

豚
尾
奴

の
生
首
を
六

つ
七

つ
つ
る
し
た
る
は

自
由
新
聞
社
な
り
…
…

折
と
罎
と
を
前

に
し
て
且

つ
食
ひ
且

つ
飲
む

紳
士
野
営
の

一
幕
を
演
じ
出
だ
せ

る
を
、
壮

士
興

に
の
り
て
は
蒲
鉾
を
箸
に
貫
ぬ
き
て
チ

ャ
ン
チ
ャ
ソ
の
首
な
り
と
呼
び
、
折

を
碎
き

て
は
天
津
北
京
亦
か
く
の
如
し
と
吟
ず
、
此

歓
呼
聲
中

に
在
り
て
泣
く
が
如
く
恨

む
が
如

く
は
池

に
浮
べ
し
定
遠
致
遠

の
両

艦
の
み
…

見
よ
風

に
飜

へ
る
の
紙
風
船
は
悉

く
鮮
血
淋

漓
た
る
支
那
人

の
首
な
る
を
…
…
鳴

呼
第
二

祝
捷
大
会

に
於
て
北
京
を
陥
る
〉
の
快
劇
を

見
ん
事
、
余
輩

の
指
を
屈
し
て
待

つ
の
み
な

ら
ん
や

(同
右
)

以
上

の
大
会

の
記
述
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、

何

よ
り
も
ま
ず

こ
の
戦
争

に
対
す
る
国

民
の
普
遍

的
な
支
持
と
奮
う
士
気
で
あ
る
。
そ
の
高

揚
は
日

本

へ
の
自
信
を
深
め
る
と
同
時
に
中
国
を
軽
ん
じ

る
方
向

へ
向
か
う
。
そ
れ
は
日
本

の
中

国
観
の
大

き
な
転
換
で
あ

っ
た
。
文
明
開
化
以
来

、
日
清
戦

争
ま
で
の
日
本
に
と

っ
て
、
時
代
遅
れ
の
中
国
は

己
れ
の
理
想
と
ま
る
で
正
反
対
的
な
存
在
で
あ
る

一
方
、
強

い
経
済
力
と
軍
事
力
を
も

つ

「中
華
帝

国
」
の
延
長
線
に
立

つ
強
大
な
国
家
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
も
未
だ
残

っ
て
い
た
の
だ

っ
た
。
明
治
二

十
六
年

六
月

の

『国
民
之
友
』

に
載
せ
ら
れ
た

「
日
本
国
民

の
品
格
」
と

い
う
文

の
中

で
は
、
世

界
の
国
々
が
三
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

国
に
三
位
あ
り
、
敬
重

せ
ら
る
の
国
あ
り
、

,
恐
懼
せ
ら
る
〉
の
国
あ
り
、
輕
侮
せ
ら
る
〉

の
国
あ
り
、
米
国

の
如
き
は
、
第

一
の
国
也
、

露
国

の
如
き
は
、
第
二
の
国
也
、
埃
及
朝
鮮

は
其
三
者
也
。
第

一
は
文
明
を
表
し
、
第
二

は
野
蠻
力
と
獸
欲
と
の
旺
盛
な
る
を
表
し
、

第
三
は
、
文
明
力
と
野
蠻
力
と
與

に
微
弱
な

る
を
表
す

(『国
民
之
友
』
第

一
九
四
号
、
明

治
二
十
六
年
六
月
二
十
三
日
)

こ
こ
に
中
国
の
位
置
づ
け
が
な
い
の
は
興
味
深

い
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
い
う

.「文
明
」
は

西
欧
の
近
代
文
明
を
さ
し
、
ま
ず
中
国
と
無
縁
で

あ
る
と
見
て
よ
い
。

一
方

で
は
、
中
国
は

ロ
シ
ア

ほ
ど
強
く
か

つ
恐
ろ
し
い

「野
蛮
力
」
を
も

っ
て

は
い
な
い
が
、
実
力
は
日
本
に
ほ
ぼ
匹
敵
し
、
朝

鮮
に
対
す
る
宗
主
意
識
を
な
か
な
か
手
放
さ
な

い
。

つ
ま
り
日
本

の
築
き
上
げ
た
い
世
界
図
式
の
中

に

あ

っ
て
、
中
国
は
目

の
前

に
ふ
さ
が
る
邪
魔
者
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
し
た
中
国
を
上

の
図

式
の
中
に
強

い
て
は
さ
ん
で
み
れ
ば
、
恐
ら
く
第

二
と
第
三
位

の
間

に
位
置
す

る
だ

ろ
う
。
第

二

位

・
第
三
位

の
中
間
に
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
中
国

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
日
清
戦
争
を
機
に
た
ち
ま
ち
第

三
位
に
下
降
し
た
こ
と
は
、
以
下
に
展
開
す
る
議

論
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、
上
の
祝
捷
大
会

の
記
録

を
見
る
だ
け
で
も

一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。

2

、

日
清
戦
争
に
お
け
る
義

・
力

・
利
の
自
己
意

識日
清
戦
争

の
進
展
と
そ
れ
に
伴
う
輿
論

に
う
か

が
わ
れ
る
中
国
の
姿
を
探
り
、
そ
こ
に
映
し
出
さ

れ
た
日
本

の
問
題
、
そ
し
て
日
清
戦
争

に
対
す
る

日
本
国
民

の
姿
勢
、
或

い
は
多
く
の
近
代
国
民
国

家

の
戦
争
を
支
え
た
社
会
意
識
の
根
源
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
か
、
が
私

の

関
心
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
清
戦
争

の
進
展
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に
伴

っ
て
展
開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

に
わ
た

る
議
論
、
唱
道
、
画
策
、
研
究
を
丹
念

に
た
ど

っ

て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
、
批
判
、
蔑
視
、
同
情
、

破
滅
、
期
待
、
義
憤
、
貪
欲
、
自
信
、
自
負
…
…

が
、
複
雑
に
交
錯
し
、
且

つ
矛
盾

に
満

ち
な
が
ら

生
々
し
く
湧
き
起
こ

っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の

よ
う
な
日
清
戦
争

に
対
す
る
社
会
意
識

の
あ
ら
ゆ

る
統

一
と
矛
盾
を
考
え
る
の
に
、
総
合
雑
誌
と
し

て
の

『太
陽
』
は
見
事
に
多
く
の
材
料
及

び
啓
示

を
与
え
て
く
れ
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を

『太
陽
』
の

「総
合
」
的
な
世
界

に
お
い

て
見

て

い
く
と
、
そ
こ
に
潜
在
し
て
い
る

一
種

の
根
源
的

な
緊
張
関
係
が
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
義

・
力

・
利
と

い
う
三

つ

の
要
素
が
絡
み
合
い
な
が
ら
う
ご
め
い
て
い
る
か

に
見
え
て
く
る
。
日
清
戦
争

に
対
す
る
日
本
の
自

己
意
識
の
あ
り
か
た
を
、
義

・
力

・
利

の
三
者
を

核
と
し
て
追
跡
し
て
み
よ
う
。

ω

義
に
よ
る
意
味
づ
け

日
清
戦
争

の
性
質
を
何
よ
り
も

「義

戦
」
と
す

る
認
識
は
、
こ
の
戦
争
を
支
え
た
最
も
普

遍
的
な

精
神
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、

弱
き
を
救
ひ
邪
を
挫
く
、
正
々
堂
々
仁
義

の

師
を
起
し
て
悪
逆
無
道

の
豚
尾
人
種
を
膺
懲

し
た
る
其
結
果
は
、
日
本
帝
国
の
真
髄
を
萬

国
に
発
揚
し
、
(「日
本
と
欧
米
」、
第

一
巻
第

五
号
)

の
よ
う
な
意
識
は
極
め
て

一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ

は
ま
た
創
刊
号

に
掲
載

さ
れ

た
漢
詩

「敵
愾
百

首
」
な
ど
か
ら
も

「義
戦
」
と
す
る
雰
囲
気
が
よ

く
伝
わ

っ
て
く
る
。

…
…
我
兵
義
憤
出
至
誠
、
至
誠
所
感
鬼
神
避
、

黄
海
又
聞
斃
老
鯨
、
王
師
他
日
全
勝
後
、
永

使
東
洋
謳
太
平

(「
平
壌
行
應
制
」
土
方
秦

山
)

扶
弱
制
強
果
孰
功
、
兵
権
掌
握
覺
談
雄
、
請

看
八
道
文
明
素
、
在
此
彈
丸

一
發
中

(「偶

成
」
大
島
如
楓
)

…
…
韓
人
始
服
我
至
誠
、
挫
強
扶
弱
義
侠
情
、

君
臣
感
泣
擧
国
聴
、
獨
立
護
得
三
韓
城
…
…

(「
甲
午

八
月
、
贈
門
生
某
等
従

軍
、
在

三

韓
」
蒲
生
裘
亭
)

こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
戦
争

の
性
質
に
対
す

る
認
識
は
、
簡
単
に
言
え
ぽ
、
す
な
わ
ち

「朝
鮮

独
立

の
た
め
に
」
と
い
う
政
府
及
び
新
聞
機
構
が

内
外
に
立
て
た
最
も
大
き
な
看
板
と
呼
応
し
た
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
多
く

の
知
識
人
が
さ
ら
に
そ

の

「義
」
の
意
味
を
深
め
、
日
清
両
国

の
戦
を
文

明
対
野
蛮
の
戦

に
ま
で
意
義
づ
け
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
福
沢
諭
吉
は
、
こ
の
戦
争
を

「文
明
開
化

の
進
歩
を
謀
る
も
の
と
其
進
歩
を
妨
げ
ん
と
す
る

も
の
と

の
戦
」
(「
日
清

の
戦
争
は
文
野
の
戦
争
な

り
」、
『時
事
新
報
』
明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
)

と
規
定

し
、
ま
た

「只
世
界
文
明

の
進
歩

を
目

的
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

「人
と
人
、
国
と

国
と
の
事
に
非
ず
し
て
、

一
種
の
宗
教
争
い
」
と

主
張
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
ま
も
な
く
反
戦

の

立
場
に
変
わ

っ
た
内
村
鑑
三
も
、

一
時
は
他

の
論

者
た
ち
と
同
じ
く
、
上

の
よ
う
な
戦
争

の
受
け
止

め
方

を
し
て

い
た
。
彼

は
宣
戦

の
直
後
、
雑
誌

『国
民
之
友
』

に
英
文

で

「
日
清
戦
争

の
義
」
と

い
う
文
を
草

し
、
「孔
子
を
世
界

に
供

せ
し
支
那

は
今
や
聖
人
の
道
を
知
ら
ず
文
明
国
が
此
不
実
不

信
の
国
民
に
対
す
る
の
道

は
唯

一
途
あ
る
の
み
、

鉄
血

の
道
な
り
、
鉄
血
を
以
て
正
義
を
求
む
る
の

途
な
り
」
、
「日
支

の
衝
突

は
免
か
る
可
か
ら
ざ
る
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者
な
ら
ず
や
、
新
文
明
を
代
表
す
る
小
国
が
旧
文

明
を
代
表
す
る
大
国
と
相
隣
し
て
二
者
に
終

に
必

死

の
衝
突
に
来
ら
ざ

る
事
は
歴
史
面
上
未

だ
曾
て

其
例
を
見
ず
」

(『国
民
之
友
』
二
一二
四
号
、
明
治
二

十
七
年
九
月
三
日
、
本
人
の
邦
訳
に
よ
る
)
と
論
じ
、

欧
米
人
の
理
解
を
求

め
た
。
と
こ
ろ
が
、

『太
陽
』

に
は
以
上
の
よ
う
な

一
つ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
を
振

り
か
ざ
し
て
正
面
か
ら
日
清
戦
争

に
対
し
て
理
論

づ
け
よ
う
と
し
た
言
論
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
。

そ
も
そ
も

一
定
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
在
し
、

思
想
界
を
先
導
し
よ
う
と
志
向
し
な
い
の
は
、
も

と
よ
り

『太
陽
』

の
一
つ
の
性
格
で
あ
り
、
あ
る

意
味
で
は
客
観
的
、
あ
る
意
味
で
は
思
想
性

の
欠

如
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え

に

『太

陽
』
は
か
え

っ
て
社
会

の
反
応
の
公
約
数
と
し
て

の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

思
想
家
た
ち
の
意
味
づ
け
だ
け
で
は
な
く

『太

陽
』
の

「総
合
」
的
な
言
論
を
見
て
い
く
と
、
日

清
戦
争
に
お
け
る

「義
戦
」
認
識
に
は
、
以
上
に

述

べ
た

「文
明
と
野
蛮
」
図
式
に
よ
る
優

越
感
、

主
動
者
意
識
も
大
い
に
働

い
て
い
る
が
、
世
界
情

勢

の
中
で
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
、
明
治
以

後
も
好
転
し
な
い
対
西
欧

の
屈
辱
感
、
ま
た
朝
鮮

の
壬
午
軍
乱

(
一
八
八
二
年
)
以
来
中
国

に
対
し

て
被
害
者
と
し
て
の
復
讐
意
識
も
深

い
と
こ
ろ
で

作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
不
平

の
思

い
は
、
自
ら

の
国
力
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
て

一
層

強
ま

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
『国
民
之

友
』

の
先
の
文
は
続

い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

(日
本
)
僅
々
二
十
餘
年

の
歳
月
を
以

て
、

此
長
大
足

の
進
歩
を
爲
す
、
是
れ
豈
に
世
界

人
民
の
敬
重
を
受
く
る
に
適
當
な
ら
す
と
せ

ん
や
、
然
る
に
世
界
の
我
を
遇
す
る
、
猶
第

三
の
位
地
を
以
て
す
る
は
何
ぞ
や
。
…
…
東

洋

に
於
け
る
、
最
も
進
歩
し
、
最
も
成
長
し
、

最
も
開
化
し
、
最
も
大
な
る
智
識
と
最
も
大

な
る
兵
力
と
を
有
す
る

一
大
国
民
、
猶
白
人

の
輕
侮
を
免
る
能
は
ず
、
吾
人
半
夜
之
れ
を

思

へ
ば
、
如
何
ぞ
枕
を
蹶
て
起
た
ざ
る
を
得

ん
や
。

つ
ま
り

い
わ
ゆ
る

「弱
者
」
を
扶
持

し
、
「悪

者
」
を
撃
破
す
る
他
人

に
対
す
る
解
放
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身

の
解
放
も
は
か

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

②

「力
」
主
義

の
勃
興

こ
の
よ
う
な
不
平
或

い
は
圧
迫
感
は
つ
い
に
日

清
戦
勝
に
よ

っ
て
あ
た
か
も

「国
民
十
年

の
愁
眉

は
将
さ
に

一
朝

に
し
て
伸
び
ん
と
す
」

の
よ
う
に

一
気

に
解
放
さ
れ
た
。
だ
か
ら
戦
勝
後

の

一
般
の

反
応

は
上
記

の
文
と
ち

ょ
う
ど
対
照
的
で
あ

る
。

殊

に
美
々
し
く
派
手
な
る
戰
争

を
な

し
て

花

々
し
き
大
捷
利
を
得
、
世
界

の
耳
目
を
聳

動
し
て
二
千
五
百
有
餘
年
来

の
日
本
帝
國
局

面
を

一
變
し
、
此
問
吾
が
無
數
無
量

の
祖
先

が
夢

に
だ
も
思
は
ざ
り
し
、
世
界

の
最
も
光

榮
あ
る
、
強
富
な
る
、
又
最
も
完
全
な
る

一

大
國
民
と
し
て
宇
内
に
存
在
す
る
の
期

に
會

ひ
た
る
實
に
我
々
は
開
闢
以
来
最
幸
最
福

の

日
本
國
民
た
る
な
り

(飯
田
旗
郎

「亜
細
亜

の
大
商
戰
」、
第

一
巻
第
二
号

「論
説
」
欄
)

こ
こ
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
清

戦
争
前
後
、
国
際
地
位

に
お
け
る
日
本
の
自
己
向

上
の
意
欲
は
社
会

の
奥

に
根
強
く
潜
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
清
戦
争
の
勝
利

は
恰
も
こ

の
よ
う
な
意
欲
を
大

い
に
満
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

本
来

の
尚
武

の
精
神
に
は

「義
」
が
伴

っ
て
い
た
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は
ず
だ
が
、
戦
勝
は
義
よ
り
力
を
鼓
吹

す
る
風
潮

に
拍
車
を
か
け
た
。
戦
勝
に
対
す
る
意

味
づ
け
も
、

朝
鮮
独
立

の
た
め
の

「義
」
の
発
揚

で
あ

っ
た
も

の
か
ら
、
あ

っ
さ
り
と
日
本
の

「国
威

」
の
発
揚

へ
と
転
換
し
て
し
ま
う
。

㈹

「利
」
の
興
奮

日
清
戦
争

に
よ
る
現
実
的
な
利
害
関
係

に
つ
い

て
、
『太
陽
』

で
は
ま
も
な
く
統
計
が

出

た
。
す

な
わ
ち
中
国

の
有
形
損
失
は

「總
計
二
十
六
億
九

千
六
百
四
十
二
萬
七
千
八
百
圓
」
、
さ

ら
に

「此

の
地
、
日
本

に
拂
ふ
べ
き
償
金
を
算
せ
ば
、
其

の

額
や
實
に
甚
だ
大
な
る
べ
し
」
と
計
算

し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
日
本
も
戦
争

に
よ
っ
て
損
な
う
所

は
少
な
く
な
い
が
、
戦
勝
し
た
こ
と
に
よ
る
戦
利

品
を
計
算
す
れ
ぽ
、
「清
国
の
損
す
る
所

は
、
乃

ち
大
抵
我
れ
の
益
す
る
所
た
り
」
で
あ

っ
て
、
結

局

「總
計
二
十
五
億
二
千
五
百
七
十
八
萬
九
千
六

百
九
十

一
圓
」

の
利
益
を
得
た
と
い
う
。

(「日
清

開
戰
の
利
害
」、
第

一
巻
第
三
号

「政
治
」
欄
)

大
量
な
戦
利
品
、
高
額

の
償
金
、
広
大
な
新
領

土
、
西
欧
列
強
と
並
び
か
つ
そ
れ
以
上

に
獲
得
し

た
大
陸
で
の
権
益
拡
大
な
ど
、
戦
前
に
予
測
し
た

以
上

の
巨
大
な
現
実
的
な
利
益
が
戦
勝
に
よ

っ
て

こ
ろ
が
り
こ
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

や
が
て
社
会

に
お
け
る
義

の
精
神
、
力
の
自
信
が

速
や
か
に
利

へ
の
興
奮
と
結
合
し
、
混
在
す
る
状

態
を
呈
し
て
行
く
。
例
え
ぽ
、

米
穀
、
被
服
、
軍
器
彈
藥
、
金
銀
財
寶
、
此

の
如
き
分
捕
物
は
其
數
を
知
ら
ず
、
黄
金

の

山
を
積

み
累
ね
て
築
き
た
る
大
軍
艦
や
砲
臺
、

白
銀

の
函
を
巻
き
散
し
て
設
計
し
た
る
港
灣

や
田
地
、
悉
く
皆
な
吾
が
手

に
占
領
せ
ら
れ

て
自
由
自
在
、
而
し
て
今
や
幾
億
萬

の
償
金

は
這
入
り
て
帝
國

に
充
實
せ
ら
れ
、
肥
沃
な

る
土
地

は
改
め
て
帝
國
の
版
圖

に
加

は
り
て

其
富
を
殖
さ
ん
と
す
、
…
…
試
み
に
償
金
を

取
り
て
考
究
せ
よ
、
假
り
に
五
億
兩
と
定
め

て
之
を
計
算
す
れ
ば
、
…
…
之
を

一
圓
銀
貨

を
以

て

一
ッ

一
ツ
に
列

へ
て
延
長
す
れ
ば
七

萬
三
千
三
百
有
餘
里
と
な
る
、
即
は
ち
全
地

球

の
中
心
を
五
六
回
廻
は
す
に
足

る
べ
し
…

…

(飯
田
旗
郎

「
日
本
と
歐
米
」、
第

一
巻
第

五
号

「論
説
」
欄
)

義

・
力

・
利
が

一
つ
の
坩
堝
の
中
で
燃
え
さ
か

る
こ
の
段
階
に
日
清
戦
争
が
至
る
と
、
福
沢
諭
吉

の
よ
う
な
思
想
家
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
単
な
る

一
国

家

の
利
益
を
め
ぐ
る
争

い
で
は
な
く
、
コ

種

の

宗
教
争

い
」
(同
上
)
と
い
う
断
言
、
或

い
は
内

村
鑑
三
の

「其
物
質
的

に
吾
人
を
利
す
る
所
な
き

は
勿
論
な
り
」
(「
日
清
戦
争

の
義
」
同
上
)
と
い

う

「義
戦
」

の
主
張
は
、
『太
陽
』

の
論
調
を
見

る
だ
け

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
現
実
的
な

根
拠
は

一
挙

に
崩
壊
し
た
に
違

い
な
い
。
そ
こ
か

ら
内
村
鑑
三
は
抜
け
出
し

て
、
明
治

二
十
七
年

(開
戦
中
)
十
月

の

「
日
清
戦
争

の
目
的
如
何
」

に
お
い
て
も
、
戦
後

に
書

か
れ
た
次

の
文
に
お
い

て
も
、
戦
争
を
肯
定
す
る

一
般

の
風
潮
に
抗
し
て

徹
底
的
に
日
清
戦
争

の
性
質
を
問

い
つ
め
た
の
で

あ
る
。彼

等
は
日
清
戦
争
を
義
戦
な
り
と
唱

へ
り
、

而
し
て
余
輩

の
如
き
馬
鹿
者
あ
り
て
彼
等

の

宣
言
を
真
面
目
に
受
け
、
余
輩

の
廻
ら
ぬ
欧

文
を
綴
り

「
日
清
戦
争
の
義
」
を
世
界
に
訴

ふ
る
あ
れ
ば
、
日
本

の
政
治
家
と
新
聞
記
者

と
は
心
密

か
に
笑

て
日
ふ

「善
哉
彼
れ
正
直

者
よ
」
と
、
義
戦
と
は
名
義
な
り
と
は
彼
等
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の
智
者
が
公
言
す
る
を
憚
ら
ざ
る
所

な
り
、

故
に
戦
勝
て
支
那
に
屈
辱
を
加
ふ
る
や
、
東

洋
の
危
殆
如
何
程
に
ま
で
迫

る
や
を
省
み
る

事
な
く
、
全
国
民
挙
て
戦
勝
会

に
忙

は
し
く
、

ビ
ー
ル
を
傾
く
る
何
万
本
、
牛
を
屠

る
何
百

頭
、
支
那
兵
を
倒
す
に
野
猪
狩
り
を
為
す
が

如
き
の
念
を
以

て
せ
り
、
而
し
て
戦
局
を
結

ん
で
戦
捷
国

の
位
置
に
立

つ
や
、
其
主
眼
と

せ
し
隣
邦
の
独
立
は
措
て
問
は
ざ

る
が
如
く
、

新
領
土
の
開
鑿
、
新
市
場

の
拡
張

は
全
国
民

の
注
意
を
奪
ひ
、
偏

に
戦
捷

の
利
益
を
十
二

分
に
収
め
ん
と
し
て
汲
々
た
り
、

(「時
勢
の

観
察

・
其
二
、
実
益
主
義

の
国
民
」
、
明
治
二

十
九
年
八
月

一
五
日
、
『国
民
之
友
』
三
〇
九

号
、
『内
村
鑑
三
全
集
』
3
)

内
村
鑑
三
が
現
実
を
冷
静

に
見

つ
め
る

こ
と
が

で
き
た
の
は
、
時
代
、
社
会
、
国
家
を
超

え
る
だ

け

の
知
力
を
持

っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
ま
ず

自
分
自
身
の
内
部

に
潜
ん
で
い
る
自
負
、
野
望
、

利
欲
、
虚
偽
な
ど
を
真
の
理
性

に
よ

っ
て
内
省
し
、

且

つ
超
え
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
内

村
鑑
三
の
存
在
は
当
時
の
社
会

一
般

に
お

い
て
も
、

思
想
界
に
お
い
て
も
空
谷

の
跫
音
と
認
め
ざ

る
を

得
な
い
。
当
時

の

一
般
風
潮

に
お
い
て
、
も
は
や

関
心
の
中
心
は
戦
争
の

「義
」

へ
の
確
認
よ
り
も
、

政
府
と
同
じ
よ
う
に
際
限
な
く
国
権
と
実
利
を
拡

張
し
よ
う
と
い
う
方
向

に
傾

い
て
い
た
。
日
清
戦

争

の
時
、
国
民

の
中
か
ら
あ
が

っ
て
い
た
快
哉

の

叫
び
に
は
、
勿
論
義

の
精
神
、
民
族
進
取

の
自
信

な
ど
も
沸
き
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
膨

張
す
る
自
負
心
と
大
利
獲
得
の
欲
望
と
が
混
在
し

て
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
や
が
て
対
外
侵
略
を
正
当
化
す
る
方

向

に
押
し
進

め
て
い
く
社
会
的
な
力

に
な
る
。
日

清
戦
争
後
ま
も
な
く
、
完
全

に

「義
戦
」

の
精
神

と
反
す
る
実
利
実
力
主
義

の
戦
争
論
が
堂
々
と
登

場
す
る
の
も
理
解

に
か
た
く
な
い
。
例
え
ぽ
、

國
際

の
交
情

は
猶
ほ
博
徒

の
親
分
が
高
利
貸

を
兼
業
と
す
る
に
似
た
り
、
苟
く
も
口
實
あ

れ
ば
、
迫
り
て
自
か
ら
利
し
、
若
し
理
屈
無

れ
ぽ
、
腕
力
を
以
て
之
を
脅
か
す
、
…
…
或

は
國
是
を
侵
略

に
定
む
る
主
義
と
、
自
衛
主

義

に
定
む
る
こ
と
に
よ
り
兵
備

の
多
寡
と
陸

海
軍
の
輕
重
を
異
に
す
る
の
説
あ
る
も
、
余

を
以
て
之
を
見
れ
ば
、
方
今
の
列
國
は
、
陽

に
侵
略
主
義
を
執
る
と
公
言
す
る
者
な
き
も
、

陰
に
自
衛
主
義
を
以
て
甘

ん
ず
る
も
の
無
か

る
べ
し
、
…
…
這
般

の
兵
略
、
全
た
く
進
取

を
主
と
す
、
故
に
或
意
味
よ
り
之
を
言

へ
ば
、

侵
略
主
義
と
し
て
目
せ
ら
る

〉
も
ま
た
已
を

得
ざ
る
な
り

(「某
大
佐
の
兵
事
談
」、
第

一
巻

第
六
号

「政
治
」
欄
)

も
そ
う
で
あ
る
し
、
と
に
か
く

「戰
争
の
進
行

に

随

つ
て
勝
者
の
欲
望
、
要
求

の
増
進
す
る
は
当
然

な
る
」
は

一
般
的
な
認
識

に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
各
政
党
及
び
言
論
界
の
対
中

国
政
策
論

の
展
開
と
合
わ
せ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

二
、
日
清
戦
争

の
進
展

に
伴
う
政
策
論

の
主

旨
1
、
日
中

の
軍
事
力
に
対
す
る
評
価

日
本
海
軍

の
設
立
は
中
国
よ
り
遅
れ
た
が
、
ひ

と
た
び
創
立
す
る
や
、
中
国
海
軍
の
主
力

の
北
洋

水
師
を
仮
想
敵
と
し
、
急
速
に
全
面
的
な
発
展
を

遂
げ
、
日
清
戦
争

の
直
前
に
は
も
は
や
中
国
を
追

い
抜

い
て
い
た
。
日
中
海
軍

の
勝
敗
を
決
定
し
た
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黄
海
海
戦
の
直
前
、
洋
務
運
動

の
推
進
者
と
し
て

の
直
隷
総
督
、
北
洋
大
臣

の
李
鴻
章
は
皇
帝

に
次

の
よ
う
な
上
奏
文
を
書
い
た
。

詳
考
各
国
刊
行
海
軍
冊
籍
内
載
、

日
本
新
舊

快
船
、
推
爲
可
用
者
共
二
十

一
艘
、
中
有
九

艘
自
光
緒
十
五
年

(
一
八
八
九
)
後
分
年
購

造
、
最
快
者
毎
點
鐘
行
二
十
三
海

里
、
次
亦

二
十
海
里
上
下
、
我
船
訂
購
在
先

、
當
時
西

人
船
機
之
學
、
尚
未
精
造
至
此
、
僅
毎
點
鐘

行
十
五
至
十
八
海
里
、
…
…
自
光
緒
十
四
年

(
一
八
八
八
)
後
、
我
軍
未
増

一
船
。
…
…

倭
人
心
計
譎
深
、
乗
我
力
難
添
購
之
際
、
逐

年
増
置
、
臣
前
於
預
籌
戦
備
摺
内
奏
稱
、
海

上
交
鋒
、
恐
非
勝
算
、
即
因
快
船

不
敵
而
言
。

儻
與
馳
逐
大
洋
、
勝
負
實
未
可
知
。

(『六
十

年
来
中
国
與
日
本
』
第
二
巻
第
十
二
章
第
二
十

七
節
、
大
公
報
社
出
版
部
、
中
華
民
国
二
二
年

三
月
)

対
外
主
和
派
の
李
鴻
章

に
と

っ
て
は
、
中
国

の

軍
事
力
は
他

の
国
よ
り
弱
い
と
認
識
し
、
自
ら
戦

争
に
立
ち
入
る
よ
り
も
ま
ず
国
力
と
軍
事
力
を
蓄

え
養

い
、
自
強

の
道

へ
進
ん
で
い
く
の
が
上
策

で

あ
る
。
だ
が
、
当
時

に
お
い
て
彼
の
最
大

の
政
敵

で
あ
る
対
外
強
硬
派

(清
議
派
)
の
ほ
う
は
、
終

始
彼
の
方
針
と
対
立
し
、
北
洋
海
軍

の
建
設
問
題

に
関
し
て
も
朝
廷
で
激
し
く
争
い
続
け

て
い
た
。

し
か
し
国
際
情
勢
は
彼
ら
の
争
い
の
結
果
を
待

つ

こ
と
な
く
、
突
然
彼
ら
を
実
演
の
舞
台

に
押
し
出

し
て
し
ま

っ
た
。
李
鴻
章

の
提
起
し
た
軍
艦
問
題

は
結
局
未
解
決
の
ま
ま
で
あ

っ
た
こ
と
も
原
因
と

し
て
、
二
十
年
余
り
の
歳
月
と
膨
大
な
金
銭
を
費

や
し
た
北
洋
海
軍
は
次
々
と
黄
海
海
戦
で
敗
れ
、

威
海
衛

で
全
滅
す
る
に
至

っ
た
。
戦
争
前
後

の
日

清
海
軍
状
況
に
つ
い
て
は
以
下

の
記
事
が
参
照
で

き
る
。日

清
開
戰
前
、
両
国

の
海
軍
實
力
は
實

に
左

の
如
く
な
り
き

大
日
本

二
十
八
艘

五
萬

八
千
六
百
二
十
噸

清
國

五
十

二
艘

六
萬
九
千
九
百
二
十
噸

即
ち
日
本
軍
艦
は
、
清
國
に
比
し
て
實
に

一

萬

一
千
三
百
噸

の
不
足
な
り
し
な
り

(「日

清
両
國

の
海
軍
實
力
」
、
第

一
巻
第
三
号

「政

治
」
欄
)

し
か
し
戦
後

の
状
況
は

「
日
本
、
四
十
四
艘
、

八
萬
三
千
三
百
八
十
五
噸
」
、
「而
し
て
清
國

の
海

軍
は
、
南
洋
水
師
、
福
建
水
師
及
び
廣
東
水
師
の

残
部
の
み
に
し
て
、
其

の
實
數
左
の
如
し
、
清
國
、

二
十
七
艘
、
二
萬
五
千
百
五
十
八
噸
」

に
な

っ
た
。

従

っ
て
、

清
國
海
軍
は
、
日
本
と
戰

へ
る
が
た
め
に
、

全
く
二
十
五
艘
、
四
萬
四
千
七
百
五
十
六
噸

を
失

へ
る
も

の
な
り
、
清
國
現
數

の
艦
數
は
、

尚
ほ
二
十
七
艘
、
二
萬
五
千
百
五
十
八
噸
あ

る
も
、
其

の
最
大
な
る
は
二
千
七
百
噸

(南

洋
水
師
の
主
戰
艦
寰
泰
と
鏡
清
)
の
み
、
且

つ
老
朽
に
し
て
兵
器
鈍
劣
、
到
底
戰
ふ
に
足

ら
ず
、
況
ん
や
其

の
将
校

の
怯
懦
な
る
、
到

底
北
洋
水
師

の
比
に
非
ざ

る
を
や
、

一
言
以

て
之
を
蔽

へ
ば
、
清
國
海
軍
は
、
今
や
全
く

無
能
力
と
な
れ
る
な
り
、
全
く
戰
闘
力
な
き

な
り
」

(同
右
)

と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
日
本

の
輿
論
が
関
心
を
寄
せ
た
の

は
、
日
清
戦
力

の
比
較
よ
り
も
、
軍
隊
組
織
、
軍

人
素
質

の
比
較
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中

で

も
北
洋
水
師
に
対
す
る
高
い
評
価
が
目
に
つ
く
。
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不
整
頓
、
不
規
律
、
怯
懦
、
暴
虐

を
以
て
最

も
不
名
誉
な
る
清
國
軍
隊
中
に
在

て
、
其

の

北
洋
水
師

の
み
は
、
頗
ぶ
る
尊
重

す
べ
き
名

誉
の
海
軍
た
る
と
は
、
義
心
強
き
我

が
日
本

人

の
明
ら
か
に
認
む
る
所
な
る
べ
し

(「北

洋
水
師

の
名
誉
」、
同
右
)

ま
た
多
く

の
新
聞
は
北
洋
水
師

の
提
督

丁
汝
昌

の
自
殉
に
つ
い
て

「實
に
支
那
四
億
萬

の
人
民
に

も
、
尚
ほ
義
を
重
ん
じ
、
恥
を
知

る
男
児
漢
あ
る

を
世
界
に
公
示
す
る
所
以
也

(「国
民
新
聞
」
、
二

月

二
十

一
日
)」

(第

一
巻
第
三
号

「輿
論

一
斑
」)、

「従
容
と
し
て
死
に
就
き
以
て
其
節
を
全

う
す
、

古

の
列
士
義
人
と
雖
も
之
に
加
ふ
べ
か
ら
ず
提
督

は
實

に
清
朝
末
路

の
名
士
な
り

(「朝
野
新
聞
」

二
月
十
九
日
)」

(同
右
)
な
ど
と
賞
賛
を
惜
し
ま

な
い
。
し
か
し
北
洋
水
師
に
対
す
る
称
揚

は
、
実

は
清
国
の
軍
全
体

に
対
す
る
蔑
視
と
そ

れ
に
対
応

す
る
自
国
の
軍
に

つ
い
て
の
自
信

の
も

た
ら
し
た

も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
北
洋
水
師

は
、
「萬
緑

叢
中
紅

一
点
」

(「毎
日
新
聞
」
、
明
治
二
十
八
年
二

月
十
九
日
)
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
あ

く
ま
で

も
特
例

で
あ

っ
て
、
「怯
懦
不
練
」
こ
そ
が
清
軍

全
体
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
の
だ
。
例
え
ぽ
、

是
れ
彼

の
軍
隊
に
は
規
律
な
く
、
將
校
人
を

得
ず
し
て
、
殊
に
統

一
互
援
の
法
な
き
等
必

ず
其

の
源
因
た
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
べ
し
、

然
れ
ど
も
彼
れ
の

一
人

一
個
の
體
格
を
捕

へ

来
り
て
、
我
が

一
人

一
個

の
體
格

に
比
べ
な

ぽ
、
其

の
驅
幹
の
偉
大
、
其
の
筋
肉

の
發
育
、

其
の
腕
力

の
優
勝
は
遙

に
我
れ
を
壓
す
る
者

極
め
て
多
多
な
る
な
ら
ん
、
隨
ひ
て
個
人
の

闘
争
と
し
て
は
彼
れ
優

に
我
れ
を
制
し
得
る

の
筋
力
あ
り
と
謂
ふ
べ
し

(西
村
貞

「教
育

些
談
」、
第

一
巻
第
八
号

「教
育
」
欄
)

と
い
う
。
ま
た
、

我
隣
邦

の
民
は
體
力
に
於

て
は
我
邦
人
に
比

し
て
劣
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
或

は
過
き
る
如

き
者
も

一
旦
身
命
を
抛

つ
べ
き
戰
爭
に
臨

ん

て
群
羊
の
猛
虎

に
於
け
る
如
き
觀
あ
る
者

は

現
在
の
事
實
か
吾
人
に
證
明
し
た
る
所
な
り

故
に
武
徳

の
精
神
備
は
り
て
後
體
力
智
識
を

語
る
べ
し
、
…
…
職
と
し
て
軍
隊
を
組
織
す

る
原
料
の
如
何

に
因
る
下
等

の
種
族

の
み
を

以
て
組
織
し
た
る
軍
隊
は
其
品
格
自
か
ら
劣

等
な
る
は
勿
論
に
し
て
支
那
兵

の
如
き
是
な

り
想
ふ
に
支
那
兵
は
其
國
人

一
般

の
品
位
に

照
し
て
尚

一
層
劣
等
な
る
も

の
の
如
し
武
徳

の
不
備
不
完
な
る
は
其
技
藝
學
術

の
拙
劣
な

る
度
よ
り

一
層
甚
し
き
が
如
し
…
…

(曾
我

祐
準

「教
育
と
兵
事

(軍
事
と
教
育
)」、
第

一

巻
第
二
号

「講
演
」
欄
)

中
国
兵
士

の
体
格
は
劣
ら
な
い
の
を
認
め
な
が

ら
、
軍
隊
組
織

の
ま
ず
さ
と
、
と
り
わ
け
兵
士
の

戦
意

の
不
足
が
蔑
視
さ
れ
て
い
る
。
武
勇
を
徳
と

す
る
伝
統
を
も

つ
日
本
人
に
と

っ
て
、
中
国
兵
士

の
怯
懦
、
怠
慢
、

一
撃
に
も
堪
え
ず
に
退
却
し
た

こ
と
は
、
愛
国
、
忠
義
の
精
神
を
持
た
な
い
ば

か

り
で
は
な
く
、
品
格
と
道
徳
そ
の
も
の
が
劣
る
も

の
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
兵
士
観
は
勿

論
兵
士
論
だ
け

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
た
だ
ち
に

一
国
の
国
民
性

に
ま
で
拡
大
さ
れ

て
い
く
。
そ
れ
も
後

に

一
層
強
ま

っ
て
く
る
中
国

蔑
視

の

一
つ
の
要
素

で
あ
る
。
軍
事
力
を
客
観
的

に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
兵
士
の
性
質
、
果
て

は
民
族
の
優
劣

へ
と
精
神
論
的
な
方
向
に
す
り
替

え
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
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日
清
両
国

の
軍
事
力
に
対
し
て
、
日
清
戦
争
を

経

て
、
日
本
は
充
分
な
自
信
を
持

つ
よ
う
に
な

っ

た
。
中
国
は
近
代
的
な
武
装
及
び
数
量
膨
大
な
軍

隊
を
持

っ
て
い
る
が
、
真

の
意
味
で
の
近
代
的
軍

隊
組
織
と
勇
練

の
将
士
は
揃

っ
て
い
な

い
こ
と
が

明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
と
か
ら
見
え
た
強
大
な
中

国
の
内
実
が
空
虚
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

日
清

一
戦

で
両
国

い
ず
れ
に
も
大
き
な
驚
き
を
与

え
た
。
や

が
て
こ
の
結
果
は
両
国
の
近
代
史
を
大
き
く
変
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

2
、
武
力
征
服
論
の
膨
張

本
多
利
明

(
一
七
四
三
1

一
八
二
〇
)

の
北
方

殖
民
地
の
発
想
か
ら
佐
藤
信
淵

(
一
七

六
九
-

一

八
五
〇
)

の
具
体
的
な
中
国
征
服
論
を
経

て
、

つ

ま
り
十
八
世
紀

の
末
か
ら
十
九
世
紀

の
初

め
に
か

け
て
、
既
に
中
国
併
呑

の
野
望
は
徐
々

に
か
た
ち

を
あ
ら
わ
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
佐

藤
信
淵

の

『混
同
密
策
』

(
一
八
二
三
)

の
中

で
、

中
国
に
対
す
る
攻
略
は
、
ま
ず
満
州
か
ら
始
め
、

そ
し
て
朝
鮮
か
ら
北
京

へ
、
さ
ら
に
は
南
京

・
華

南

へ
と
押
し
広
げ
て
い
く
と
か
な
り
具
体
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
末

の
学
者
、
思
想
家

た

ち
の
こ
の
よ
う
な
夢
想
は
、

一
部
の
論
者

の
空
論

の
域
を
で
な
い
が
、
そ
れ
が
七
、
八
十
年
後

の
日

清
戦
争
を
機
と
し
て
集
中
的

に

「実
現
」
さ
れ
始

め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
限
ら
れ
た

人
の
夢
想
を
越
え
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
山
県
有
朋
が
日
清
戦
争
の
戦
場

か
ら
天
皇

に
出
し
た
意
見
書
を
は
じ
め
と
し
て
、

以
下

に
検
討
し
て
い
く
対
中
国
政
策
論

の
い
ず
れ

も
が
、
中
国
、
朝
鮮
を
対
象
と
し
て
十
八
世
紀
以

来
膨
張
し
て
き
た
大
陸
拡
張
思
想
を
延
長
し
、
そ

れ
を
現
実
化
し
て
い
く
展
開

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ω

獨
立
併
領
説

(尾
崎
行
雄

「対
清
政
策
」、
第

一
巻
第

一
号

「論
説
」
欄
)

日
支
同
盟
説

「瀕
死

の
病
夫

を
戰
場

に
伴

ふ

が
如
し
、
寧
ろ
我
が
大
害
と
爲
る
も
、
決
し

て
利
益
と
は
な
ら
ず
」

共
同
扶
翼
説

「
口
を
扶
翼

に
籍

つ
て
、
各
々

私
利
を
經
營
す
る
は
、
歐
人
得
意

の
技
倆
な

り
」

獨
立
扶
翼
説

「支
那
人
の
蒙
昧
頑
愚
な
る
や
、

徳

に
服
せ
ず
し
て
却

つ
て
怨
を
蓄

へ
、
強
け

れ
ば
則
ち
復
讐
を
思
ひ
、
弱
け
れ
ば
則
ち
滅

亡
を
擇
ま
ん
も
亦
ま
だ
知
る
可
ら
ず
、
苟
も

此
の
如
く
ん
ば
、
到
底
獨
立
扶
翼

の
實
を
挙

ぐ
る
能
は
ず
」

共
同
分
割
説

「歐
入
を
し
て
東
亜
を
蹂
躙
せ

し
む
る
は
、
其
治
安
を
永
遠

に
保
持
す
る
所

以

に
非
ざ
る
な
り
」

獨
立
併
領
説

「支
那
人
は
古
来
暴
政
虐
治

の

下

に
生
長
し
、
縷
々
胡
児
賤
夫

の
駕
御
を
被

れ
り
、
故

に
其
習
性
従
順

に
し
て
御
し
易

し
」

選
択
と
し

て

「唯
だ
獨
立
併
領

の

一
あ
る
の

み
」

②

勝
利

に
よ
る
併
呑
拡

張
説

(改
進
党
総
理

大
隈
伯

の
談
、
「征
清
の
結
局
奈
何
」、
同
右

「政

治
」
欄
)

「占
領
地
は
勿
論
我
が
所
有
地
な
り
、
我
が
軍
隊

が
略
取
し
た
る
地
は
、
我
が
天
皇
陛
下
の
主
權

に

屬
す
る
領
土
た
り
、
…
…
看
よ
、
開
戰
の
始
め
に

當
て
は
、
政
府

の
人
々
は
勿
論
、
對
外
強
硬
派

の

士
と
雖
も
、
今
日

の
如
き
希
望
は
あ
わ
ざ
り
し
な
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ら
ず
や
、
但
だ
清
國

の
弱
き
と
意
想

の
外
に
出
で
、

我
が
陸
海
軍

は
連
戰
連
勝
の
勢
ひ
に
乗

じ
て
、
既

に
盛
京
省

の
過
半
を
占
領
し
、
海
上
權

を
も
掌
握

す
る
に
至
り
し
が
故
に
、
其

の
希
望
は
彌
よ
益
々

増
進

せ
る
の
み
、
此
の
度
合
を
以
て
推
測

せ
ば
、

我
が
勝
利
と
要
求
と
は
比
例
し
て
殆
ん
ど
其

の
際

限
な
か
る
べ
し
」

㈹

北
京
遷
都
説

(国
民
協
会
の
首
領

品
川
子
の

談
、
同
右
)

「第

一
希
望
す
る
所

は
遷
都
な
り
、
即

ち
我
が
聖

駕
を
奉
じ
て
都
を
支
那
本
土
に
定
め
、
我
が
帝
國

仁
義

の
教
と
文
明

の
主
義
と
を
以
て
彼

の
四
億
萬

の
民
を
治
む
べ
し
、
…
…
第
二
の
希
望
と
し
て
清

國
領
土

の
要
部
を
我
れ
に
割
讓
せ
し
め
、
以
て
永

く
東
洋

の
平
和
を
維
持
せ
ん
を
要
す
…
…
」

ω

東
三
省
併
領
説

(自
由
党
総
理

板
垣
伯
の

談

同
右
)

「大
連
灣
を
し
て
將
來
亞
細
亞
の

一
大
貿

易
市
場

た
ら
し
む
べ
き
こ
と
は
、
東
三
省
併
有

の
主
眼
た

り
…
…
」

㈲

併
呑
尚

早
説

(犬
養
毅

「支
那
併
呑
論
を
評

す
」、
第
三
号

「論
説
」
欄
)

「故
に
目
的

の
全
部
を
幾
個
に
分
割
し
今

は
唯
其

一
部
を
得
る
を
以
て
姑
く
満
足
せ
ざ
る
可
ら
ず
然

れ
ど
も
所
謂
其

の

一
部
は
必
ず

一
面

に
は
満
清

の

死
命
を
制
し

一
面
に
は
西
洋
諸
國
を
控
制

に
足
る

も
の
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
」

以
上
の
意
見
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的

な
進
路
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
武
力
征
服
論

は

い
ず
れ
も
基
本
的

に
中
国

の
討
滅

に
向
か
う
も
の

で
あ
る
。
尾
崎
行
雄

の
上
文

の

「日
支
同
盟
論

の
、

既
往
に
大
勢
力
を
有
し
、
将
来
亦
尚
ほ
多
少

の
勢

力
を
有
す

べ
き

は
、
」
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、

日
清
戦
争

の
時
期
を
機
と
し
て
、
そ
れ
以
前

の
同

盟
指
向

の
日
清
関
係
論
は
も
は
や

「
大
勢
力
」
か

ら

「多
少

の
勢
力
」

に

一
転

し
た
の
で
あ
る
。
結

局
古
川
万
太
郎

の

『近
代
日
本

の
大
陸
政
策
』

(東
京
書
籍
、

一
九
九

一
)
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に

「
日
清
戦
争
以
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
大

陸
政
策
は
、
日
清
戦
争
に
よ

っ
て
基
盤
が
固
め
ら

れ
、
以
降
日
本
は
朝
鮮
、
朝
鮮

か
ら
満
州
、
満
州

か
ら
中
国
大
陸
本
土

へ
と
、
大
陸
政
策
な
る
侵
略

主
義
政
策

を

一
途

に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な

る

」
。

3
、
商
略
及
び
殖
民
論

日
清
戦
争

の
前
後
は
日
本
近
代
産
業
発
達
の
開

始

の
時
期
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
日
本

の

物
質
に
依
拠
し
な
い
精
神

の
伝
統
が
消
滅
を
速
め

た
時
期
と
も

い
え
よ
う
。
戦
前

の
日
本

に
お
け
る

生
産
過
剰
と
市
場
不
足
の
矛
盾
は
戦
争
に
拍
車
を

か
け
、
そ
し
て
膨
大
な
戦
費

の
支
出
は
ま
た
さ
ら

に
対
外
貿
易

の
拡
大
、
生
産

の
増
殖
を
要
求
し
た
。

次

の
記
事
は
正
に
こ
う
し
た
日
本

の
置
か
れ
た
経

済
的
な
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

我
が
製
鹽
業
は
、
年

々
其
生
産
は
需
要

に
超

過
し
、
…
…
而
か
も
尚
ほ
生
産
過
多
の
憂
な

き
を
得
ず
、
然
る
に

一
朝
販
路
を
清
國
に
得

ん
か
、
如
何
に
多
く
を
産
す
る
も
、
敢
て
供

給

の
需
要
に
超
過
す
る
の
慮
な
く
、
之
に
よ

り
て
輸
出

の
額
を
増
す
も
の
極
め
て
衆
多
し

か
ら
ん
と
す
、
…
…
先
づ
販
路
を
開
き
、
而

し
て
後
生
産
を
拡
張
す
、
世
に
之
よ
り
安
全

な
る
事
業
無
け
ん
、

(「食
塩

の
清
國
輸
出
」
、

第
三
号

「商
業
」
欄
)
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こ
の
よ
う
な
徐
々
に
強
ま

っ
て
き
た
経
済
矛
盾

の
解
消
は
、
当
然
日
清
戦
後

の
経
済
界

に
お
け
る

対
中
関
係
の
中
心
課
題
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ

の
た
め
に
、
商
業
界
も
さ

っ
そ
く
戦
勝

の
熱
気

に

乗
じ
、
貿
易
発
展
を
め
ざ
し
て
己
れ
の
日
清
戦
争

支
持
と
期
待
を
示
し
て
い
た
。

讀
者
よ
余
が
茲
に
云
ふ
大
責
務
大
事

業
と
は

朝
鮮
保
護
を
云
ふ
に
非
ず
、
東
洋

平
和
東
洋

人
種
防
護
を
云
ふ
に
非
ざ
る
こ
と
を
思

へ
、

余
が
謂
は
ん
と
欲
す
る
大
責
務
と

は
亜
細
亜

洲

の
大
商
戰

に
あ

る
な
り
、

(飯
田
旗
郎

「亜

細
亜
の
大
商
戰
」、
第
二
号
、
「論
説
」
欄
)

日
清
戦
争

の
意
義

に
対
す
る
経
済
界

の
理
解

は
、

言
う
ま
で
も
な
く
貿
易
拡
大

の
可
能
性

そ
の
も
の

で
あ

っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
貿
易
競
争
に
お
け
る
中

国
に
対
す
る
弱
勢
を
逆
転
し
よ
う
と
す

る
意
気
が
、

武
力
の
成
果
を
背
景
と
し
な
が
ら

一
層
盛
り
上
が

っ
て
い
た
。

商
業
軍
の
大
本
營
は
何
地
に
之
を
定
む
べ
き

乎
、
已
に
占
領
せ
し
大
連
灣

に
置
き
て
可
な

る
べ
き
乎
、
或
は
地
理
形
勢

の
最
も
適
當
な

る
台
灣
を
占
領
し
て
茲

に
置
く
べ
き
乎
、
台

灣
を
占
領
し
て
吾
商
軍

の
大
本
營
と
な
し
以

て
東
洋
全
局

の
商
戰
に
臨
ま
ば
、
清
商
軍
は

掣
肘
せ
ら
れ
て
大
に
其
働
を
鈍
く
す
べ
し
、

…
…
而
し
て
商
戰
上
占
領
し
た
る
土
地

の
、

主
權
を
も
し
ら
ざ
る
が
如
き
無
神
經

の
士
民

は
得
意
と
し
て
接
す
べ
く
、
以
て
突
貫
し
以

て
掣
肘
し
、
商
利
を
絞
り
實
益
を
吸
収
せ
ば
、

所
謂
實
力
戰
爭

の
實
を
擧
ぐ
る
も
の
に
し
て
、

彼
れ
は
其
血
液
を
絞
り
去
ら
れ
て
自
ら
滅
亡

す
べ
く
、
残
酷
な
る
血
汁
を
流
さ
ず
し
て
以

て
彼
を
壓
服
す
る
こ
と
を
得
べ
し
、
豈
夫
れ

愉
快
な
ら
ず
や
、
(同
右
)

こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
商
業
界
は

政
界

・
軍
部

の
よ
う
に
際
限
な
く
戦
争
を
進

め
よ

う
と
は
主
張
し
な
い
が
、
遼
東
半
島
、
台
湾

の
占

領
及
び
中
国
に
お
け
る
新
貿
易
港

の
開
放
、
政
治

経
済
権
益

の
上
昇
な
ど

の
戦
果
を
歓
迎
し
、
且

つ

そ
れ
を
己
れ
の
景
気
対
策

に
利
用
し
よ
う
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
貿
易
相
手

の
視
点
か
ら
眺

め
た
中
国
は
ま
た
別
な
顔
を
持

っ
て
い
た
。

清
國
國
民
我
よ
り
物
を
買

へ
ぽ
彼
れ
又
大
切

の
御
客
様
た
り
、
…
…
我
れ
は
天
法

に
背
く

も
の
の
み
を
罰
し
、
而
し
て
其
餘
は
良
民
と

し
て
待
ち
、
得
意
客
と
し
て
歡
待
す
べ
き
な

り
、
聞
く
吾
占
領
地
に
於
け
る
大
清
民
は
吾

新
主
權
を
認
め
、
誠
實

に
臣
服
せ
り
と
、
清

人
の
多
く
は
政
府

の
如
何

に
頓
着
な
く
、
其

主
權
者

の
何
姓
な
る
は
多
く
措
て
問
は
ざ
る

が
如
し
、
之
れ
尚

一
層
吾
商
業
を
擴
張
す
る

に
便
宜
な
ら
ず
や
、

(同
右
)

こ
こ
で
は
、
日
清
戦
争
前
後
に
強
ま

っ
て
い
る

中
国
に
対
す
る
悪
感
情

は
ど
う
で
あ
れ
、
と
に
か

く
こ
れ
か
ら
中
国
人
を
商
売

の
最
大
の
相
手
と
し

て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た

「商
」

の
世
界
に
お
い
て
、
中
国
人

の
政
治

不
信
、
愛
国
心
の
欠
如
な
ど
は
か
え

っ
て
日
本
に

と

っ
て
有
利

で
あ
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
新
た
な

価
値
観
に
よ

っ
て
そ
こ
に
積
極
的
な
近
代
的
意
味

を
見
出
す

こ
と
す
ら
で
き
た
。

三
皇
五
帝
以
来
元
明
清

の
今
日
に
至
る
ま
で
、

幾
た
び
朝
を
代

へ
君
主
を
改
む
る
と
雖
ど
も
、

支
那
國
民
は
依
然
と
し
て
變

は
る
な
く
、
唯

だ
善
政
を
布
く
者
を
君
主
と
し
て
仰
ぐ
の
み
、

故
に
民
心
を
失
ふ
の
君
主

は
之
を
討
伐
し
、
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…
…
彼
等
は
實
に
専
制
政
治

の
下

に
在
て
最

も
多
く
共
和
政
治

の
思
想
を
有
す
る
人
民
と

云
ふ
べ
し
、
(「食
塩
の
清
國
輸
出
」
、
第
三
号

「商
業
」
欄
)

つ
ま
り

一
定
し
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ
る
社
会

観
、
文
明
史
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

も

っ
ぱ

ら
経
済
利
益
の
視
点

に
立

つ
中
国
観

は
、
意
外
な

ほ
ど
に
政
界
、
知
識
界
よ
り
も
平
等
意
識
が
流
れ

込
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ

れ
は
危
険
な
方
向

へ
転
じ
て
い
く
可
能
性
も
含
ん

で
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
。

貿
易
富
国
策
が
速
や
か
に
進
め
ら
れ

て
い
く
時

に
、

一
方

で
は
も
う

一
つ
の
富
国
策
と
し

て
、
十

八
世
紀
以
来
興

っ
て
き
た
殖
民
論
も
ま
た
新
た
な

段
階
に
踏
み
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年

(
一
八
九
三
)
二
月

に
設
立
さ
れ
た
殖
民
協
会
は
、

そ
の
設
立

の
趣
旨
に
つ
い
て
み
る
と
、
第

一
に
人

口
問
題
を
取
り
上
げ
て

「我
國
の
人
口
近
年
非
常

に
繁
殖
し
我

一
方
里
の
面
積

に
は
人
口
凡

一
千
六

百
人
餘
を
有
し
其
増
加
の
割
合
は
毎
年
凡

四
十
萬

乃
至
五
十
萬
人
な
り
と
す
今
よ
り
七
十
餘
年
を
經

ぽ
我
国
の
人
口
八
千
萬
余
人
即
二
倍

の
多
き

に
達

す
べ
し
」

(「殖
民
協
会
」、
第

一
号

「輿
論

一
斑
」

欄
)
と
し
、
そ
の
た
め
に
新
し
い
地
域
を
開
拓
す

る
必
要
性
を
主
張
し
、
や
が

て
海
外
殖
民
ま
で
言

及
し
て
い
る
。
た
だ
、
次

の
よ
う
に
平
和
的
な
手

段
を
述
べ
、
主
な
目
的
は
あ
く
ま
で
も
人
口
移
住

の
た
め
で
あ
る
。

彼
の
兵
力
を
以
て
人

の
國
を
略
し
地
を
掠
む

る
か
如
き
は
以
て
我
國

の
殖
民
政
略
と
爲
す

べ
き
に
非
ら
ず
と
雖
も
海
外

に
適
當

の
地
を

ト
し
平
和
の
手
段

に
由
て
之
を
行

ふ
に
於

て

は
何

の
妨
か
之
れ
あ
ら
ん

(「殖
民
協
会
」
設

立
趣
旨
、
同
右
)

し
か
し
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
清

戦
争
の
勝
利

に
よ
る
台
湾
、
澎
湖

の
割
譲
、
遼
東

半
島
の
占
領
、
朝
鮮
に
対
す
る
主
動
権
獲
得
な
ど

に
よ

っ
て
、
か

つ
て
の
大
陸
拡
張
の
夢
想

は
次
第

に
現
実
化
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
殖
民

の
対
象
地
に

対
す
る
優
越
感
も
急
速
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
か
つ
て
の
人
口
移
住

の
目
的
か
ら
、
や
が

て
権
力
支
配

へ
、

つ
ま
り
原
覚
天
氏
の

『現
代

ア

ジ
ア
研
究
成
立
史
論
』
(勁
草
書
房
、

一
九
八
四
)

に
述

べ
る
よ
う
に

「
も
は
や
単
な
る
殖
民
目
的

で

は
な
く
、
政
治
的
支
配

に
よ
る
植
民

へ
と
転
換
し

て
い
る
」
の
で
あ

る
。
例

え
ぽ
、
志
賀
重
昂

の

「探
検
及
び
移
住

の
方
針
」

(『太
陽
』
第
十
号

「政

治
」
欄
)
に
お
け
る

「
殖
民
」
思
想

の
中

に
、
支

配
者
と
し
て
の
姿
勢
は
す

で
に
明
ら
か
に
な

っ
て

い
る
。
彼
が
移
住
地
を
上
、
中

の
二
つ
に
分
け
、

「人
民
に
し
て
弱
な
り
小
な
る
處
」
を
上
乗
と
し
、

「強
盛
な
り
殷
富

な
る
處
」
を
中
乗
と
し
た

の
で

あ
る
。
中
乗
の
地
に
お
い
て
は
、

乙
土
の
利
源
を
開
發
擴
大
し
た
る
結
果
を
、

甲
國
人
民
に
し
て
爲
め
に
若
干
の
利
益
を
得

た
る
も
、
而
か
も
此
の
如
く
開
發
擴
大
せ
し

利
源
は
畢
竟
乙
土

に
歸
し
、
真
個

の
實
力
は

主
人
た
る
乙
土
人
民
の
掌
握
す
る
所
と
な
り
、

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
乗

の
地
に
お
い
て
は
、

真
個

の
實
力
は
移
住
し
た
る
甲
國
人
民
の
掌

握
す
る
所
と
な
り
、
甲
は
新
主
人
と
な
り
、

新
甲
國

(甲
國
が
日
本
な
り
と
假
定
せ
ば
即

ち
新
日
本
國
)
を
剏
建
し
た
る
も

の
、
其
の

甲
國
に
利
益
す
る
明
然
た
り
、
是
れ
上
乗

の

移
住
地
と
な
す
所
因
。

108



日清戦争直後における対中国観及び日本人のセルフイメージ

な

の
で
あ

る
。
ま
た
さ
ら
に
日
本
人
の
上
乗

の
移

住
地
は

「
亜
細
亜
洲
に
て
は
●
●
、
●
●
に
在
り
、

近
南
洋
に
て
は
●
●
●
●
群
島
、
●
●

大
島
に
在

り
、
南
洋
に
て
は
●
●
、
●
●
●
●
●

●
群
島
に

在
り
と
な
す
」
(●
は

マ
マ
)
と
暗
示

し
た
。
こ

こ
で
上
、
中
に
分
け
る
の
は
、
正
に
主
権
帰
属
に

根
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
主
権
支
配

の
前
提

の
下
に
進

め
ら
れ
た

「
殖
民
」
思
想
は
、
国
家

の
武
力
侵
略

と
表
裏
を

な
し
て
発
展
し
て
い
く
。
例
え
ぽ
、

新
に
我
殖
民
地
を
開
拓
す
る
に
便

利
な
る
、

處
女
的
新
陸
を
發
見
す
る
が
如
き

は
、
到
底

望
む
可
か
ら
ざ
る
所
な
り
と
す
、

故
に
我
國

に
於
て
、
新
た
に
大

に
殖
民
地
を
開
拓
す
る

の
道
は
、
僅
に
他
國

の
承
諾
を
得

て
、
其
領

内

の
土
地
を
買
得
又
は
借
用
す
る
歟
、
然
ら

ざ
れ
ば
、
外
交
又
は
戰
爭

の
結
果

と
し
て
、

他
國
を
し
て
、
我
國

の
屬
領
又
は
保
護
國
た

ら
し
め
、
或
は
其
土
地
を
割
譲
せ
し
む
る
の

數
手
段

に
過
ぎ
ざ

る
の
み

(安
岡
雄
吉

「
日

本
成
長
の
方
針
」、
第
十
号

「政
治
」
欄
)

4
、
戦
争
弊
害
論

一
方

で
は
、
国
民
経
済
、
優
生
学

の
角
度
か
ら
、

ま
た

一
種

の
戦
争
弊
害
論
も
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
第

二
号
と

第
三
号
に
連
載
さ
れ
て
い
る

「戰
」
は
、
戦
争

の

経
済
上
と
人
材
上
の
損
失
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
面
に

視
点
を
置

い
て
論
説
を
展
開
す

る
。
ま
ず
、
コ

聲
其
大
を
放
ち
去
れ
ば
則
ち
濛
々
た
る

一
團

の
黒

煙
は
、
其
價
兵
士
十
八
人
の

一
生
を
養
ふ
に
餘
り

あ
り
」
の
銃
砲
発
射

の
高
価
、
コ

炬
焦
土
と
爲

る
も

の
」

の
田
野
、
山
林
、
家
屋
、
橋
な
ど
平
和

の
経
営

の
破
壊
を
は
じ
め
と
し
、
生
産
資
本
、
労

働
力
資
本

に
至
る
経
済
上
の
損
失
を
論
じ
、
欧
州

戦
争
か
ら
日
清
戦
争
に
言
及
し
て
次

の
よ
う
に
云

う
。

凡
そ
今
ま
世
は
文
明
と
稱
す
、
而
し
て
戰
の

高
價
な
る
こ
と
は
今
日
に
到
て
殆
と
其
頂
上

に
達
し
、
而
も
各
國

の
競
ふ
て
此

の
高
價
な

る
仕
拂
ひ
を
惜
ま
ざ
る
の
状

は
、
冷
眼

に
觀

察
す
る
と
き
は
、
真
に
其

の
奇
怪
の
現
象

に

驚
絶

せ
ざ

る
を
得
ざ

る
も

の
あ

る
な
り
、

(千
頭
清
臣

「戰
」
上
、
第
二
号

「論
説
」
欄
)

ま
た
続

い
て

「戰
」
の
下
で
の
人
材
上

の
損
失

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

強
健
な
る
者
、
教
育
あ
る
者
、
勇
氣
あ
る
者

等

の
如
き
、
皆
な
出

で
〉
戰
爭

に
從
事
す
る

の
義
務
あ

る
も

の
と
せ
よ
、
遺
る
も
の
は
馗

弱
者
、
病
あ
る
者
、
或
は
肺
病
、
或
は
癩
病

の
如
き
、
即
ち
第

一
の
淘
汰
に
落
第
し
た
る

者

は
皆
な
盡
く
内
に
残
り
て
其
子
孫
を
留
め
、

子
孫
は
即
ち
遺
傳
に
由
り
て
之
を
後
に
及
ぼ

し
、
(同
右
の
下
、
第
三
号

「論
説
」
欄
)

さ
ら
に
以
上

の
よ
う
な
戦
争

の
直
接
及
ぼ
す
災

害
だ
け
で
は
な
く
、
「
人
心

の
之
が
爲

め
に
恐
慌

し
、
貿
易

の
之
が
爲
め
に
沮
滞
し
、
社
會
の
組
織

之
が
爲

め
に
解
弛

し
」

(同
文

の
上
)
な
ど
ま
で

戦
争
弊
害
論
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「義

戦
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
日
清
戦
争
に
対
し
て
は

支
持

の
意
を
表

し
た
が
、
「土
地
侵
略

の
野
心
に

基
く
者
」
の
戦
争

に
対
し
て
は

っ
き
り
と
否
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
当
時

に
お
け
る

一
種

の
反
戦
論
或
い
は
平
和
論
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

5

、

文
明
拡
張
論
の
対
中
国
観
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[口
清
戦
争

の
連
戦
連
勝
に
伴

っ
て
、
中
国
に
対

す
る
完
全
討
滅
的
な
考
え
が
広
ま
り
、
対
中
政
策

論
に
お
け
る
武
力
征
服
と
拡
張

の
野
望
が
膨
張
す

る

一
方
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
存

在
も
尾
崎

行
雄

の
言

っ
た
よ
う

に

「多
少

の
勢
力
」
が
あ

っ

た
に
違

い
な
い
。
例
え
ぽ
、
中
国
、
朝

鮮
の
駐
在

全
権
公
使
を
勤
め
て
い
た
大
鳥
圭
介

の
場
合
が
そ

う
で
あ
る
。
彼
は
自
分

の
内
な
る
中
国
文
化

の
教

養
と
中
国

で
の
実
地
経
験
と
を
生
か
し
、
当
時

の

一
般
世
論
と
は
や
や
異
な
る
独
自

の
中

国
認
識
を

示
し
た
。
例
え
ば
、

而
し
て
そ
れ
な
れ
ば
支
那

の
人
と

い
ふ
も

の

は

一
向
少
し
も
他

の
事
は
考

へ
見
ず
、
新
規

な
學
問
を
講
究
し
て
國
を
益
し
世
を
益
す
る

事
は
考

へ
ぬ
か
と
い
ふ
に
さ
う
で
は
無

い
、

若

い
者

の
中
に
私
共
の
知

つ
て
居

る
人
に
は

隨
分
其
事
を
知

つ
て
居
る
人
が
あ

つ
て
私
か

に
西
洋
の
人
に
就

い
て
學
問
を
し

た
り
或
は

私
共

の
所

へ
參

つ
て
色
々
世
界

の
形
勢
を
聞

き
ま
し
た
り
、
…
…
支
那
人
と
い
ふ
も

の
は

大
變
頑
固
に
し
て
進
歩
し
が
た
き
人
だ
と
い

ふ
の
が

一
般

の
説

で
あ
り
ま
す
る
、
近
来

の

所
で
見
れ
ぽ
如
何

に
も
敵
國
と
な

っ
て
居
れ

ば
夫
は
憎
さ
も
憎
し
又
彼

の
短
所
も
澤
山
あ

り
ま
す
け
れ
共
支
那

一
躰

の
人
民
は
私

の
考

で
は
さ
う
悪

い
人
種

で
は
無

い
と
思
ひ
ま
す
、

支
那
の
國
が
腐
敗
し
て
居
る
、
支
那
は
頑
蒙

と
い
ふ
の
は
實
は
支
那
の
政
府

の
腐
敗
支
那

の
官
吏
が
頑
愚
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
支
那

人

一
般
に
腐
敗
し
て
居
る
と
は
言
れ
ぬ
…
…

(「日
清
教
育

の
比
較
」
、
第

一
巻
第
九
号

「教

育
」
欄
)

こ
こ
で
は
、
ま
ず

「頑
固
」
或

い
は

「進
歩
し

が
た
き
」
と
い
っ
た
中
国
の
欠
点
を
絶
対
的
な
本

質
と
は
見
ず
、
ま
た

「腐
敗
」
な
ど
の
積
弊
も
民

族
或

い
は
国
民
性

一
般
と
し
て
と
ら
え
て
は
い
な

い
。
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
彼
の
対
中
国
観
も
当
然

武
力
征
服
主
義
者
と
自
ず

か
ら
異
な

っ
て
い
く
。

何
し
ろ
日
本

の
今
日
の
位
地

に
な

つ
て
考

へ

て
見
ま
す
れ
ば
今
我
國
の
教
育

の
法
を
幾
分

か
導
き
容
れ
て
我
が
仲
間

へ
引
込
ん
で
行
く

と
い
ふ
事
で
な
け
れ
ぽ
い
く
ま
い
と
思
ひ
ま

す
、
今
日
既
に
戰
爭
中
に
て
既
に
敵
に
相
違

な
い
か
ら
憎
む
べ
き
で
御
座

い
ま
す
る
け
れ

共
愈
々
近
来

の
風
聞
の
如
く
事
實
平
和

に
談

判
と
い
ふ
も

の
が
調
ひ
ま
し
た
な
ら
ぽ
夫
か

ら
は
彼
の
手
を
執

つ
て
進
ん
で
彼
を
導
き

て

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
ら
う
と
思
ふ
、

さ
う
す
れ
ぽ
詰
る
所
は
支
那
が
戰
爭

の
上

で

は
負
け
ま
し
て
も
良
い
教
を
受
け
て
學
問

の

道
を
聞
き
人
智
進
歩

の
仕
方

に
於
て
從
來
大

な
る
利
益
を
獲
る
と
い
ふ
事

に
な
れ
ば
支
那

も
非
常

の
仕
合
せ
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
、

若
し
此
戰
爭
が
無
く
し
て
居

つ
た
な
ら
ぽ
到

底
人
心
の
改
進
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
今
日
は
最

早
日
本
が
先
導
者
と
な

つ
て
、
彼
大
国

の
人

民
四
億
萬
人
を
教
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事

だ
と
思
ふ
、
さ
う
な
り
ま
す
と
日
本

の
方
が

先
生

で
、
日
本

の
方
が
兄
分

で
、
向
ふ
の
方

が
弟

で
さ
う
し
て
弟
子
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な

ら
ぬ
、
…
…
今
日
の
勢
ひ
で
戰
さ
は
勝
ち
大

抵
戰
爭
も
終
は
る
で
あ
り
ま
せ
う
と
思
ひ
ま

す
、
私
は
至
極
喜

ん
で
早
く
平
和
に
歸
す
る

様

に
あ
り
た
い
と
思

つ
て
居
り
ま
す
、
…
…

今
世
界
の
人

の
人
氣
、
評
判

の
好
い
に
乗
じ

て
他
國
に
對
し
て
高
慢
な
顔
を
せ
ず
に
他
國
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の
愛
を
受
け
て
人
氣
を
取
る
事
は
日
本

の
天

下
が
段
々
膨
れ
て
行
く
跡
と
の
爲

に
な
ら
う

と
思
ひ
ま
す
、
(同
右
)

こ
こ
で
は
、
武
力
征
服
論
者
と
最
も
異
な
る
と

こ
ろ
は
、
中
国
を
撲
滅
の
対
象
と
し
て

い
る
の
で

は
な
く
仲
間
と
し
て
導
い
て
い
く

「同
盟
」

の
視

点

に
立
脚
し
、
戦
争
は
あ
く
ま
で
も
中
国

に
目
を

覚
ま
さ
せ
る

一
つ
の
手
段

に
す
ぎ
な

い
と
考
、兄
て

い
る
点
で
あ
る
。
勿
論
彼

の
よ
う
な

一
種

の
平
和

論
者
に
と

っ
て
も
日
本
が

ア
ジ
ア
に
対

し
て
絶
対

的
な
優
越
性
を
も
ち
、
こ
れ
か
ら
は
当

然
東
洋

の

盟
主
、
世
界

の
大
国

の
地
位
を
占
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
完
璧

に

実
現
す
る
に
は
決
し
て
武
力

の
み
で
達
成
で
き
る

も

の
で
は
な
く
、
先
進
国
で
あ
れ
ぽ

こ
そ
、
平
和

の
力

で
先
進
文
明
を
も

っ
て
後
進
国
の
文
明
開
化

を
徐
々
に
導
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考

え
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
武
力
征
服
よ
り
も
文
明

輸
出

に
熱
心
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
共
通
性
を
持

つ
も
の
は

『太
陽
』
に
ま
た
い
く

つ
か
見
え
る
。
例
え
ば
第

一
巻
第
二
号

の
史
伝

「曾
國
藩
」
は
そ

の

一
つ
で

あ
る
。
そ
の
中
に
曾
国
藩
の

「文
治
武
略

の
二
大

局
面

に
渉
れ
り
と
す
」
る
中
興

の
経
綸
に
つ
い
て
、

「蓋
し
支
那

の
大
革
新

に
あ
り
」
と
評
価
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

曾
國
藩
が
國
家

の
自
衛
を
講
じ
、
國
防
を
完

備
に
し
、
以
て
着
々
支
那
を
し
て
富
強

の
道

に
就
か
し
む
る
の
經
綸
は
、
此

の
如
し
。
然

れ
ど
も
曾
國
藩
が
畢
生

の
事
業
と
す
る
所
は
、

此
に
止
ら
ず
。
支
那
數
百
年
間

の

一
大
積
弊

と
云
ふ
べ
き
科
擧

の
法
を

一
變
し
、
泰
西

の

新
智
識
、
新
學
問
を
支
那
人
士

の
腦
髓
に
注

ぎ
込

み
、
之
に
よ
り
て
驚
天
動
地

の

一
大
改

革
を
實
せ
ん
と
企
で
た
り
。

ま
た
曾
国
藩

の
外
交
に
つ
い
て

頻
り
に
泰
西
文
化
の
美
を
知
り
て
、
之
を
支

那
に
輸
入
す
る
こ
と
に
盡
力
し
、
平
和

の
交

を
敦
く
し
、
通
商
を
盛
ん
に
す
る
の
利
た
る

を
知
り
て
、
釁
を
開
き
事
を
滋
く
す
る
の
不

利
た
る
を
知
れ
り
。
故

に
他
國
を
征
服
し
て

版
圖
を
擴
張
す
る
の
政
略

の
如
き
は
、
徹
頭

徹
尾
之
に
反
封
せ
り
。
…
…
若
し
曾
國
藩
を

し
て
今
日
に
在
ら
し
め
ぽ
、
日
清
兩
國
は
決

し
て
戰
端
を
開

か
ざ
る
べ
し
。
是
れ
曾
國
藩

の
主
義
と
す
る
所
な
り
。

「義
戦
」
論
を
前
提

に
し
な
が
ら
も
、
曾
国
藩
を

誉
め
称
え
る
言
葉

の
中
に
、
日
中
両
国
が

で
き
る

だ
け
戦
端
を
避
け
、
お
互

い
に
文
明
と
進
歩
を
図

る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
筆
者

の
気
持
ち
を
読
み
と

る
こ
と
も

で
き

る
。

一
方

で
は
、
清
朝
末
期

の

「中
興
」
を
認
め
、
曾
国
藩
を

「偉
大
な
る
人
物
」

と
判
断
す
る
こ
と
は
、
即
ち
中
国

の
近
代
的
な
変

革
に
か
な
り
の
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ

り
、
ま
た
中
国
の
現
状

の
ひ
ど
さ
は
必
ず
し
も
中

国
文
化

の
歴
史
全
体
が
必
然
的

に
も
た
ら
し
た
結

果
で
あ
る
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
。
同
じ
筆
者
は

さ
ら
に
同
第
六
号

の

「清
朝
全
盛

の
時
代
」

の
中

で
、
康
煕
帝
が
満
、
蒙
、
漢

の
連
合
国
家
、
東
洋

の
大
桃
源
を
実
現
し
た
と
絶
賛
す
る

一
方
、
乾
隆

帝

の
過
度
の
疆
域
欲
望
と
窮
兵
黷
武
に
は
批
判
的

で
あ

っ
た
。
彼

の
清
朝

の
歴
史

に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
理
解
は
、
決
し
て
彼

の
現
代
史
に
対
す
る
判

断
と
無
関
係

で
は
な
く
、
否
、
寧
ろ
積
極
的
に
作

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
続

い
て
日
清
戦
争
後
に
お

け
る
日
本

の
進
路
に
つ
い
て
、
中
西
牛
郎
の
議
論
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は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

我
が
帝
國
陸
海
軍

の
將
校
兵
士
が

、
無
比

の

勝
利
、
無
比
の
光
榮
を
得
て
凱
旋

す
る
の
日

は
、
即
ち
是
れ
我
が
帝
國
の
外
交

軍
、
法
律

軍
、
工
商
軍
、
宗
教
軍
、
教
育
軍
、

技
術
軍
、

文
學
軍
が
生
兵
を
以
て
入
り
代
り
、

…
…
第

一
の
勝
利
は
戰
爭
な
り
、
第
二
の
勝
利
は
平

和
な
り
、

(中
西
牛
郎

「日
本
帝
国
の
任
務
」、

第

一
巻
第

一
号

「論
説
」
欄
)

こ
こ
で
は
、
軍
事
力
の
優
位

に
よ
る
征
服
が
、

殖
民
地

の
獲
得
、
国
内

の
人
口
問
題
、

工
業
成
長

の
引
き
起

こ
す
市
場
問
題
な
ど
を
解
消
す

る
と
い

っ
た
実
利
的
な
覇
権
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
優
位

の
文
明
に
よ
る
平
和

の
感
化
を
も

っ
て

ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
世
界

に
影
響
力
あ
る

い
は
支
配

力
を
及
ぼ
す
文
明
大
国

の
よ
う
な
も

の
を
理
想
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
国
意
識
は
後

に
い
う

と
こ
ろ
の
近
代
帝
国
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ

「東
洋
大
桃
源
」

の
よ
う
な
古
代
中
国

の
天
下

一

統

の
理
想

の
近
代
版
に
近

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
考
え
は
後

の
ア
ジ
ア

主
義

に
織
り
込
ま
れ
、
近
代
日
本
め
膨
張

主
義

の

意
識
構
造
を

一
層
複
雑

に
さ
せ
た
。

.文
明
拡
張
論
は
基
本
的

に
ア
ジ

ア
を
近
代
化
し

よ
う
と
す
る
啓
蒙
主
義

に
立
脚
し
、
中
国
文
化
を

全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
、

あ
る
程
度

の
相
対
化
を
し
た
上
で
、
改
革
す
べ
き

も
の
と
考
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

に
よ
る
旦
ハ体
的
な
中
国
観
は
論
者

の
間
で
必
ず
し

も

一
致
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
或

る
論
者
は
中
国

の
近
代
化
を
誘
導
し
促
進
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

中
国
を
仲
間
に
引
き
込
ん
で
同
盟
者
と
し
て
共
同

し
て
西
欧
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
或
る
論

者
は
中
国
文
化
そ
の
も
の
が
近
代
的
な
再
生
力
を

持
た
な
い
の
で
な
く
、
現
代

の
中
国
人
が
そ
の
能

力
を
失

っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
日
本
人

の
方

が
尊
敬
す
べ
き
中
国
文
化

の
後
継
者

に
あ
た
り
、

日
本
人

の
手
で
中
国

の
近
代
を
作

っ
て
い
か
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に
武
力

の
使
用
も
反

対
し
な

い
、
と
考
え
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
文

明
拡
張
論
は
結
局

一
種

の
文
化
侵
略
論
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
日
清
戦
争

の
時
期
に

は
ま
だ
文
化
侵
略
の
性
格
ま
で
は
形
成
し
て
い
ず
、

三
十
年
代
以
降

の
状
態
と

一
線
を
引
か
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
日
清
戦
後
、
日
本
が
積
極
的
に
様
々

な

「文
化
拡
張
」
対
策
を
中
国
に
実
施
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
に
対
し
て
中
国
の
方
も
決
し
て
受
動

的
で
は
な
く
、
盛
ん
に
日
本
を
鑑
み
、
維
新
変
法

を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
教
育
、
技
術
、

商
工
業
な
ど
多
く
の
面
で
日
本

の
体
制
及
び
経
験

を
モ
デ

ル
に
改
革
し
、
特

に
中
、
高
等

の
教
育
機

構

に
は
大
量

の
日
本
人

の
教
員
を
雇

っ
て
い
た
。

日
本

の
近
代
文
明
の
輸
出
に
対
す
る
清
朝

の
積
極

的
な
態
度
か
ら
、
少
な
く
と
も
当
時
の
中
国

で
は

そ
れ
を
決
し
て
日
本

の
文
化
侵
略
と
し
て
と
ら
え

て
い
な
か

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
日
本
人
論
と
自
国
文
化
の
再
認
識

日
清
戦
争
の
時
期
に
お
け
る
日
本
人
自
身
に
よ

る
日
本
論
及
び
日
本
人
論

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま

で
の
論
述

の
中
に
も
触
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
問
題
に
集
中

し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
こ
に
如
何
な
る

日
清
戦
後

の
日
本
文
化

の
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
が
映

さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
に

つ
い
て
さ
ら
に
考
え

て
み
た
い
。

112



日清戦争直後における対中国観及び日本人のセルフイメージ

1
、
中
国
と
対
照
す
る
視
点

日
清
戦
争
後

の
輿
論
に
浮
き
出
さ
れ
た
日
本
及

び
日
本
人

の
自
己
像
を
探

っ
て
み
る
と
、
ま
ず
勝

利
し
た
相
手
で
あ

る
中
国
と
の
比
較
に
視
点
を
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
目
立

つ
。

ω

中
国
人
と
の

「異
質
」
性

の
強
調

日
本
人
が
中
国
人
と
異
質
で
あ
る
と
す
る
認
識

は
、
道
徳
、
智
力
、
体
力
か
ら
伝
統
、
風
土
、
国

民
性
、
更
に
文
化

に
ま
で
わ
た

っ
て
盛

ん
に
議
論

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
す
べ
て
を
扱
う
こ

と
が

で
き
な

い
た
め
、
最
も
よ
く
比
較

さ
れ
て
い

る

「武
勇
」
と

「愛
国
心
」

の
二
点
に
絞

っ
て
見

て
い
こ
う
。

ま
ず

「武
勇
」

の
点

に
お
い
て
。
日
清
戦
争

は

日
本
側

に
と

っ
て
、

は
じ
め
て
の
大
き
な
対
外
戦

争
で
あ
る

一
方
、
は
じ
め
て
の
近
代
国
民
国
家

の

戦
争
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
少
な
く

と
も

『太

陽
』

の
言
論
を
見
る
と
、
日
本

の
対
中
国

の
勝
利

は
、
日
本
の
近
代
軍
隊
の
組
織

・
武
装
或

い
は
近

代
国
家
体
制
の
有
効
性

よ
り
も
、
ま
ず
日
本
人
と

い
う
民
族
、
日
本

の
伝
統
精
神

の
勝
利
と
意
識
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

凡
そ
世
界

に
軍
國
武
人
多
し
と
雖
も
、
吾
皇

國
吾
皇
國
民
の
如
く
に
完
全
清
美
な
る
軍
國

武
人
た
る
も
の
は
之
あ
ら
ざ
る
な
り
、
余
輩

は
今
日
急

に
之
を
揚
言
す
る
に
は
非
ず
、
…

…
二
千
五
百
有
餘
年

の
長
き
時
間
、
問
斷
な

く
盛
衰
な
く
、
消
長
な
く
變
化
な
く
、
終
始

一
徹
武
を
以
て
國
家

の
大
主
義
と
な
し
た
る

國
熟
く

に
乎
在
る
…
…

(飯
田
旗
郎

「亜
細

亜
の
大
商
戦
」、
第
二
号

「論
説
」
欄
)

ま
た日

本
國
民
は
由
來

一
達
者

一
侠
客
な
り
、
…

…

ツ
マ
リ
義
を
見
て
せ
ざ

る
は
勇
な
し
と
し

て
、
人
は
魂
魄

の
爲
に
生
を
享
く
る
て
ふ
、

哲
學
的

の
高
尚
優
美
な
る
氣
風
を
固
守
す
る

も
の
に
し
て
、
甚
だ
美
風
た
る
に
相
違
な
き

も
、
…
…
祖
先
は
吾
々
子
孫
に
他

の
人
種
に

比
肩
す
る
も
の
な
き
程

の
武
力
を
與

へ
以
て

其
よ
り
し
て
大

々
名
譽
を
得

せ
し
め
た
り
、

(同
上
)

言

う
ま

で
も

な
く

日
本

の
伝

統

に
お

い
て

「武
」
は
力
で
あ
る
と
同
時

に
、
精
神

で
も
あ

っ

た
。
精
神
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
清
軍

の

「
怯
懦
不

練
」
「武
徳
不
備
」
を
徹
底
的

に
見
下
げ
、
ま
た

そ
う
し
た
清
軍

の
性
質
を
中
国
の
国
民
精
神
と
し

て
解
釈
し
て
い
く
。
戦
争

の
敗
者
と
し
て
の
中
国

は
、
実
際
に
は
ど
う
で
あ
れ
、
と
も
か
く
日
本
像

の
反
対
の
姿
を
呈
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

次

に

「愛
国
心
」
に
関
し
て
。
明
治
精
神

の
骨

格
を
な
す
特
徴
と
し
て
、
武
士
的
精
神

に
加
え
て

国
家
主
義
が
常

に
挙
げ
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ

れ
ぽ
、
日
清
戦
争
後
の
社
会

に
お
い
て
、
愛
国
心

は
非
常

に
普
遍
的

に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、

一
つ
の
国
家
主
義

の
強
化
と
し
て
理
解
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
中
国
社
会

の
あ

る
根

元
的
な
も

の
も
日
本
人
の
愛
国
心
と
対
比
さ
れ
て
、

把
握
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

(中
国
人
)
上
下

一
般

に
愛
國
心

の
乏
し
き

は
本
當

の
や
う
で
御
座

い
ま
す
、
ド
ウ
モ

一

躰
に
國
を
思

ひ
天
下

の
爲

に
心
を
盡
す
と
い

ふ
事
が
本
當

に
無
い
、
併
し
自
分

の
業
を
營

み
或
は
町
人
は
海
外

へ
行

つ
て
も
自
分

の
國

に
居
て
も
能
く
勉
強
し
て
難
儀
に
耐

へ
て
僅
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か
の
金
銭
を
積
み
貯

へ
て
富

を
爲

し
…
…

(大
鳥
圭
介

「日
清
教
育

の
比
較
」
、
第
九
号

「教
育
」
欄
)

ま
た

「最
強

の
商
業
人
種
」
と
し
て
挙

げ
ら
れ

る
中
国
人
は
、

多
く
國
立
心
な
く
、
名
譽
權
利
心

に
薄
く
、

神
經
に
鈍
く
、
只
々
獸
類
的
の
實
利

に
眩
惑

せ
る

の
み
、
…
…

(飯
田
旗
郎

「
亜
細
亜

の

大
商
戦
」、
第
二
号

「論
説
」
欄
)

こ
の
よ
う
に
金
銭
欲
に
富
み
商
業

に
は
強

い
が

個
人

の
利
益
を
追
求
す
る
ぼ
か
り
で
、
愛
国
心
が

乏
し
く
統
合
力
が
弱

い
中
国
人
、
と
い
う

イ
メ
ー

ジ
が
、
日
本
人
と
は
正
反
対

の
も

の
と

し
て
描
き

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

名
譽
權
利
を
目
的
と
す
る
干
戈

の
戰
爭
は
吾

國
民
の
大
長
所
に
し
て
、
…
…
實
利
を
主
と

す

る
商
業

の
戰
爭

は
吾
人

の
大
短
所
、
(同

上
)

ま
た
、

其
効
力
は
今
度

の
戰
爭
に
顯
は
れ
、
日
本
は

愛
國
心
に
富
み
團
結

に
固
け
れ
ど
、

支
那
は

國
家
的

の
思
想
に
乏
し
く
親
和
力
も
な
し
、

(久
米
邦
武

「倫

理

の
改
良
」、
第

五
号

「論

説
」
欄
)

こ
の
よ
う
に
中
国
と
対
照
さ
れ
る
日
本
の
愛
国

心
も
、
そ
も
そ
も
日
清
戦
争

の
時
期
か
ら
新
た
な

高
揚
に
至

っ
て
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

愛
国
心
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
厳
し
い
指
摘

は
、
中
国
人
に
対
し
て
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た

の
だ

っ
た
。
そ
し
て
正
に
そ
の
時
か
ら
中
国
人
の

「国
家
」
観
念

に
変
化
が
生
じ
、
「愛
国
」

の
言
葉

も
は
じ
め
て
口
に
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
日
本

人
が
愛
国
心
を
自
覚
し
て
満
足
す
る
の
と
相
応
じ

て
、
中
国
で
も

「愛
国
心

の
欠
如
」
を
自
覚
し
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。
日
清
戦
争
後
ま
も
な
く
中
国

で
始
ま

っ
た
変
法
維
新
運
動

の
リ
ー
ダ
レ
の
一
人

と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
梁
啓
超

は
、
「中
国

の
積
弱

の
根
源
に

つ
い
て
」

(
一
八
九
八
年
)

の

中
で
、
「愛
国
心
の
欠
如
」

に
つ
い
て
、
次

の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

西
洋
や
日
本
で
は
、
中
国
人
は
愛
国
心
が
な

い
、
と
し
ぼ
し
ば

い
わ
れ
る
。
私

は
も
と
よ

り
こ
の
こ
と
ぽ
を
甘
受
す
る
者

で
は
な
い
が
、

要
す
る
に
わ
が
国
民

の
愛
国
心
が
西
洋
や
日

本
に
く
ら
べ
て
薄
弱
な
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
事
実

で
あ
る
。
愛
国
心

の
薄
弱
な
こ
と
こ

そ
、
わ
が
国

の
積
弱

の
最
大

の
根
源
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
(『原
典
中
国
近
代
思
想
史
』
の
邦

訳
に
よ
る
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
)

そ
し
て
、
そ
の
愛
国
心

の
薄
弱
な
理
由
を
研
究
し
、

続

い
て
そ
の
源
を

「国
家
と
天
下
の
区
別
を
知
ら

な
い
こ
と
」
、
「
国
家
と
朝
廷

の
限
界
を
知
ら
な
い

こ
と
」
、
「
国
家

と
国
民

の
関
係

を
知

ら
な

い
こ

と
」

の
三
点
に
ま
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
の
時
、
日
本

の
中
国
批
判

の
多
く
の

内
容
は
、
驚
く
ほ
ど
素
直
に
中
国
の
知
識
人
達

に

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
清
戦
争

の
後
、
中
国
の
多
く
の
面
に
わ
た
る
体
制
改
革
は
、

は
じ
め
て
日
本
を
主
な
モ
デ

ル
と
す
る
風
潮
が
起

こ
り
、
日
本
の
書
籍
は
多
数
翻
訳
さ
れ
、
紹
介
さ

れ
、
社
会

の
様
々
な
面

に
お
い
て
日
本

の
情
報
が

増
え
、
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
が
中
国

に
お
い
て
は
じ

め
て
形
づ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
紙
数

の
制
限
か
ら
、
こ
の
指
摘
だ
け
に
止
め
て

お
く
。

ま
た
智
力
、
性
格
、
風
習
な
ど
様
々
な
面
に
お
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け
る
日
中
両
国

・
両
国
民
に
関
す
る
比
較
が
展
開

さ
れ
て
い
た
が
、
最
も
重
要
な
異
質
性
と
し
て
強

調

さ
れ
た

の
は
、
や
は
り

「武

勇
」
と

「愛

国

心
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の

「武
勇
」
と

「愛
国

心
」
が
、
当
時

の
日
本
文
化

の
セ
ル
フ
イ

メ
ー
ジ

の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
ら

こ
そ
、

中
国
と
の

「異
質
」
感

は

一
層
深
め
ら
れ

て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

世
界
に
白
色
人
種

に
優
る
人
種
な
く
黄
色
人

種
は
到
底
劣
等
人
種
と
西
洋
人
が
判
斷
し
た

る
は
彼
等
自
稱
開
進
光
明
國
民
の
無
學
粗
漏

を
自
證
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
余
輩

は
少
し

く
彼
れ
の
妄
斷

に
斟
酌
を
加

へ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
も
の
あ
る
な
り
、
彼
等
は
東
洋

に
支
那

の
覇
た
る
を
思

へ
り
、
支
那
人
民
は
東
洋

に

於

て
大
數
に
し
て
實
際
最
も
開
け
た
る
民
な

る
こ
と
を
思

へ
り
、
支
那
人
が
大
數

な
る
故

に
其
内
よ
り
見
本
を
取
り
、
其
人
種

を
標
準

と
し
て
日
本
帝
國
民
を
忖
度
し
た
り
、
…
…

其
支
那
國
支
那
人
が
今
日
の
如
き
支
那
國
支

那
人
、
西
洋
人
が
之
に
由
り
て
日
本
を
忖
度

し
た
る
又
大
に
恕
す
べ
き
も
の
あ
る
に
非
ず

や
、
則
は
ち
之
を
反
言
す
れ
ば
日
本
人
は
支

那
人

の
爲
め
に
其
真
髓
を
誤
ま
ら
れ
て
非
常

マ
マ

に
世
界
人
民
よ
り
冤
罪
を
斫
り
た
り
し
な
り
、

此
點
よ
り
し
て
も
充
分
日
本

は
支
那
を
膺
懲

し
、
…
…
(飯
田
旗
郎

「日
本
と
歐
米
」、
第
五

号

「論
説
」
欄
)

中
国
と
は
如
何

に
異
質
な
存
在

で
あ
る
か
を
強

調
す
る
こ
と
は
、
勿
論
日
清
戦
争
後
に
強
ま

っ
て

き
た
対
中
国

の
優
位
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

同
時

に
西
洋
人

に
対
す
る
劣
等
意
識
か
ら
抜
け
出

そ
う
と
す
る
動
き

に
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

中
国
文
明
を
内
包
す
る
セ
ル
フ
イ

メ
ー
ジ

上
記
の
よ
う

に
、
中
国
人
と
の
異
質
性

の
強
調

は
当
時

の
社
会
風
潮

に
お
い
て
普
遍
的
に
認
め
ら

れ
る
が
、
中
国

の
文
明
に
対
し
て
は
、
問
題
は
複

雑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第

一
号

に
見
え
る
井
上
哲

次
郎

の

「戰
爭
後

の
学
術
」
に
は
、
日
本
と
中
国

の
文
化
関
係
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

今
日
で
は
日
本
人
は
支
那
人
よ
り
も
先
き
に

進
歩
し
ま
し
た
け
れ
共
併
し
此
の
如
き
進
歩

を
な
す
べ
き
基
礎
は
實
に
支
那
の
學
術
に
よ

り
て
得
た
事
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
、
…
…

千
有
餘
年
間
日
本
人
を
鎔
鑄
し
ま
し
た
の
は
、

主
と
し
て
支
那
思
想
と
印
度
思
想
、
此
二
大

要
素
で
あ
り
ま
す
、
…
…
支
那
古
代

の
哲
學
、

文
學
等

の
日
本
人
に
取

つ
て
有
益
な
る
事
は

支
那
に
打
勝

つ
た
る
後
も
少
し
も
變
る
べ
き

事
は
無

い
で
す
、
…
…

(支
那
の
古
代

の
文

學
は
)
他
国
の
文
學
で
は
あ
る
が
是
は
我
國

の
文
學
と
い
ふ
も
殆
ど
無
理
で
は
無

い
様
に

な

つ
て
居
り
ま
す
、
さ
う
し
て
又
印
度
思
想
、

支
那
思
想
中

に
於
て
甚
だ
高
尚
な
る
元
素
が

あ
る
、
殊

に
ま
だ
西
洋

に
無
い
所

の
一
種
の

思
想
が
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
決
し
て
是
等
は

排
斥
す
べ
き
で
無
い
、
亦

ナ
カ
ナ
カ
排
斥
し

得
ら
る
る
も
の
で
は
無

い
、
我
々
日
本
人
の

骨
と
な
り
血
と
な

つ
て
歴
代
の
結
果
を
經
て

遺

つ
て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
…
…

こ
こ
で
は
、
「脱
亜
入
歐
」
論

の
よ
う

に
日
本

を
中
国
文
明
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
も

の
で
な

い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
伝
統
的
な
漢

学
者

の
よ
う
に
自
覚
的
に
中
国
文
明
に
従
属
す
る

も

の
と
も
異
な

っ
て
い
る
。
東
洋
文
化

の
一
つ
の
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大
き
な
根
源
と
し
て
の
中
国
文
明
は
、
も

と
よ
り

西
洋
文
明
に
は
な

い
独
自
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
日

本
に
と

っ
て
は
決
し
て
外
来
の
、
或

い
は
他
人

の

物
で
は
な
く
、
日
本
文
化

の
固
有

の
物
に
ほ
か
な

ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

観
点
に
立

っ
た
上
で
、
日
本
が
進
化
、
発
展
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
中
国

の
文
明
は
絶
対
的
、
永
遠

的
な
存
在

で
あ
る
と
し
て
そ
の
価
値
を
認

め
、

一

方
で
は
、
そ
の

「中
国
文
明
」
は
、
も
は
や
現
実

の

「中
国
」
及
び

「中
国
人
」
と
は
無
関
係
で
あ

る
か

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ

る
。

(中
国
文
明
が
中
国
よ
り
却

っ
て
日
本

の
方

に
存

続
し
て
い
る
と
い
う
観
点

は
、

の
ち
に
内
藤
湖
南

に
よ

っ
て
さ
ら

に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。
)

し
た
が

っ
て
、
西
洋
の
新
学
問
を
取
り
入
れ
る
必
要
も
あ

る
が
、
日
本
固
有

の
東
洋
文
化
を
捨

て
て
は
な
ら

な
い
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
西
洋
両
方

の
精
華
を
消

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
日
本
の
独
自
性

が
あ
り
、
日
本
文
化
発
展
の
源
泉
と
な
る
、
と
考

え
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
文
化
論
は
、
日
清
戦
争
後

の

学
術
界

で
代
表
的
な

一
つ
の
流
れ
を
作
り
出
し
て

い
る
。
例
え
ぽ
、
当
時

の
学
界

の
も
う

一
人

の
巨

人
、
加
藤
弘
之

の
議
論
も
井
上
と
共
通
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。

儒
も
佛
も
千
年
以
前

か
ら
這
入

つ
て
來
た
事

で
、
今
日
は
全
く
日
本

の
遺
傳
物
と
な
つ
て

居
る
、
固
有
同
様

の
も

の
に
な

つ
て
來
た
、

…
…
然
る
に
近
今

に
至
り
更

に
西
洋

の
新
學

問
が
這
入

ッ
て
来

た
、
…
…
學
問
の
仕
方
が

日
本
固
有

の
も

の
を
能
く
保
存
し
而
し
て
新

學
問
を
以
て
其
を
補

ひ
充
分
智
識
の
開
け
た

も

の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
…
…
支
那
人
は

全
く
其
れ
に
反
し
て
唯
遺
傳
を
保
ち
孔
子
の

道
と
云

へ
ぽ
孔
子
の
道
ぼ
か
り
で
少
し
も
西

洋

の
新
學
問
を
取

る
事
を
知
ら
ぬ
、
さ
う
い

ふ
有
様
で
あ
る
か
ら
日
本
支
那
の
力
が
大

に

懸
隔
し
て
今
日
の
結
果
に
な
る
と
云
ふ
事
が

出

て
來
た
、

(「遺
傳
應
化
の
理
に
よ
り
て
學
問

奨
勵
の
方
法
を
論
す
」、
第
六
号

「講
演
」
欄
)

こ
こ
で
も
中
国
文
明
を
す
で
に
日
本
に
固
有
な

も

の
と
み
な
し
、
そ
の
上
で
西
洋

の
近
代
を
吸
収

し
う
る
と
こ
ろ
に
日
本

の
中
国
に
対
す
る
優
位
を

認
め
て
い
る
。
古
代

の
東
洋
、
近
代
の
西
洋

の
双

方
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ら
を
同
時

に
包
容
す
る
新
た
な
立
場
が
生
ま
れ
る
。

つ
ま
り

ま
ず
日
本
が
あ

っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
中
国
な
い

し
西
洋
を
相
対
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
の
後
、
特

に
学
界
に
お
い
て
、
か
え

っ

て
中
国
文
明
に
対
す
る
姿
勢
は
以
前

よ
り
柔
軟
か

つ
多
様

に
な

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
時
代

に
お

け
る
日
本
自
国
文
化

に
対
す
る

一
種
の
自
信
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

以
下
に
ま
た
他

の
角
度

か
ら
続

い
て
考
察
し
て
い

き
た
い
。

2
、
日
本
に
即
し
て
日
本
を
考
え
る

国
学
運
動
、
洋
学
運
動
、
啓
蒙
主
義
、
或

い
は

「脱
亜
入
欧
」
な
ど

の
嵐
を
経

た
、
日
本

の
自
国

文
化
に
対
す
る
認
識
は
、
日
清
戦
争
の
後
、
速
や

か
に
成
熟

し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
『太
陽
』

に
お
け
る
論
調
を
見

て
も
、
国
学
、
洋
学
、
或

い

は
啓
蒙
思
想
、
に
対
す
る

一
種

の
折
衷
主
義

の
言

論
が
、
主
な
地
位
を
占

め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

儒
者

の
人
倫
を
説
く
に
、
文
面
上
の
空
談
は

巧
み
な
り
、
我
日
本
は
空
談

に
は
拙
な
け
れ
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ど
實
際
に
優
な
り
、
…
…
日
本

の
風
俗
は
國

家

の
結
合
も
家
族

の
親
睦
も
遙

に
支
那
よ
り

篤
け
れ
ば
、
忠
孝

の
行
も
自
然
的

に
篤
し
。

然
れ
ど
も
習
慣
的

に
孝
道
を
談
ず

る
は
、
畢

竟
二
十
四
孝
に
類
す
る
行
爲
と
な

し
て
、
感

情

に
作
用
さ
る
る
ま

で
に
過
ぎ
ず

、
(久
米

邦
武

「倫
理
の
改
良
」、
第
五
号

「論
説
」
欄
)

こ
こ
で
は
、
儒
教

の
根
本
価
値
観
か
ら
完
全

に

抜
け
出

て
い
た
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
上
に

挙
げ
た
井
上
哲
次
郎
の
文
化
論
と
は

一
線

を
画
し
、

儒
学
を
聖
壇
か
ら
引
き
落
と
し
て
そ

の
説
教
を
正

面
か
ら
否
定
、
否
、
批
判
す

る
こ
と
が

で
き
た
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
根
本
的

に
儒
教
を
東

洋
文
明

の
最
高
存
在
と
し
て
認
め
ず
、
儒
教
に
代
表
さ
れ

る
中
国
文
化

の
教
え
が
な
く
て
も
、
日
本
が
自
ら

実
践
倫
理
に
お
い
て
中
国
以
上
に
理
想

に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
勿
論
日
本

文
化

の
独
自

の
蓄
積
が
強
調
さ
れ
て
は

い
る
も

の

の
、
東
洋
文
化

の
歴
史

か
ら
完
全

に
切
り
離
し
て

ひ
た
す
ら
日
本

の
固
有
性
或
い
は
神
聖
性
を
謳

い

上
げ
る

「日
本
主
義
」
と
も
異
な
る
。
例
え
ば
、

筆
者
は
さ
ら
に
こ
う
述

べ
て
い
る
。

要
す
る
に
日
本
も
同
じ
く
支
那

の
文
明
に
照

ら
さ
れ
た
る
に
相
違
な
し
、
同
じ
気
習

の
国

に
て
、

一
は
興
り
、

一
は
滅
ぶ
、
是
ま
さ
し

く
道
理
は
人

の
発
揮
す
る
如
何

に
よ
り
盛
衰

を
な
す
、
(久
米
邦
武

「學
界
の
大
革
新
」、
第

一
号

「論
説
」
欄
)

歴
史
的
に
東
洋
文
化
な

い
し
中
国
文
化
と
の
根

源
的
な
関
係
を
も
認
め
な
が
ら
、
中
国
以
上
に
発

展
し
た
日
本
文
化

の
独
自

の
蓄
積
を
肯
定
し
、
ま

た
現
実
の
中
国
だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
を
中
心
と

す
る
中
国
文
明
に
対
し
て
、
基
本
的
に
批
判
的
で

あ
る
が
、
脱
亜
入
欧
を
提
唱
す
る
わ
け
で
も
な

い

と
こ
ろ
は
、
国
学
者
と
も
、
伝
統
漢
学
者
と
も
、

欧
化
主
義
者
と
も
、
そ
し
て
井
上
哲
次
郎
な
ど

の

ア
カ
デ
ミ
ー

「新
儒
家
」
と
も

一
線
を
引
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
清
戦
争
の
勝
利

で
中
国
を
破
り
、
東
洋
で
唯

一
の
殖
民
地
の
持
ち
主
に
な

っ
た
こ
と
は
、
は
じ

め
て
西
欧
列
強
と
同
格

の
存
在
と
し
て
並
列
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
中
国
、
ア
ジ
ア
に
対

す
る
優
等
意
識

の
高
ま
り
と
と
も
に
、
西
欧

に
対

し
て
平
等
を
要
求
す
る
力
も

一
層
強
ま
る
。

こ
の

時
点
で
、
日
本
は
千
年

「老
師
」

の
中
国
を
完
全

に
追

い
抜
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
目
の
前

の

「新

師
」

の
西
欧
に
対
し
て
も
相
対
的
な
視
点
を
得
始

め
る
。
そ
れ
は
社
会

に
お
け
る
盲
目
的
な
欧
化
主

義
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る

一
方
、
日
本
人
、
日
本

文
化

の
価
値

の
再
認
識
も
そ
こ
か
ら
盛
ん
に
な

っ

て
い
っ
た
。
例
え
ぽ
、
日
本
文
化
は
中
国

に
従
属

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
み
で

は
な
く
、
日
本

の
文
明
は
明
治
以
来
懸
命

に
追
い

か
け
て
い
た
西
欧
文
明
に
と

っ
て
も
、
未
開
か
半

開

か
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
そ
れ
と
並
列
し
う
る

も
う

一
種

の
文
明
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
始

め
る
の
で
あ
る
。

吾
れ
は
永
く
眠
り
つ
つ
あ
り
た
れ
ど
も
、
國

内

に
秩
序
あ
る
美
し
き
社
會
を
な
し
て

一
天

下
と
し
て
生
活
し

つ
つ
あ
り
し
な
り
、
立
派

な
る

一
の
開
化
を
有
し
て
生
活
し

つ
つ
あ
り

し
な
り
、
吾
れ
は
自
然

の
勢
道
に
從
ひ
て
國

を
開
き
、
而
し
て
世
界
を
見
た
り
、
…
…
則

は
ち
自
己
も
亦

一
の
文
明
西
洋
人

の
知
ら
ざ

る

一
の
文
明
を
有
せ
る
こ
と
を
發
見
し
、
之

を
保
持
す
る
こ
と
を
務
め
た
り
、
即
は
ち
日
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本
は
西
洋

の
開
化
を
講
究
し
盡

し
、
而
し
て

之
に
自
己
固
有

の
開
化
を
加

へ
て

一
の
大
開

花
を
作
せ
る
も

の
な
り
、

(飯
田
旗
郎

「日
本

と
歐
米
」、
第
五
号

「論
説
」
欄
)

ま
た
、

吾
人
は

一
度
は
西
洋
の
開
化

に
眩
惑

し
て
或

は
然
ら
む
と
も
考

へ
た
り
け
れ
ど
も
、
西
洋

其
物
を
實
視
す
る
に
及
ん
で
其

の
大

に
誤
ま

れ
る
を
自
覺
し
、
今
回
の
戰
爭

に
由
り
て
、

吾
人
真

の
開
化
は
或
は
反

つ
て
西
洋
人
に
優

る
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
と
考

へ
し
む
る

に
至
れ

り
、
…
…
日
本
國
民
は
決
し
て
彼
れ

に
劣
り

た
る
人
種

に
非
ず
、
人
間
に
難
し
と
す
る
無

形
道
徳

の
開
化
に
至

つ
て
は
反

つ
て
西
洋
人

に
卓
越
し
、
今
日
以
後
は
有
形
無
形

共
に
早

く
彼
等
よ
り
も
文
明
開
化
を
作
り
、

世
界
に

於
て
劈
頭
第

一
に
完
全
な
る
真

の
文

明
國
と

な
る
べ
し
…
…

(同
右
)

と
い
い
、

つ
ま
り
日
本
文
明
の
優
越
性

は
、
明

治
開
化
の
西
欧
近
代
化
に
よ
る
も
の
の
み

で
な
く
、

日
本
自
ら
の
歴
史
時
間
の
蓄
積
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
文
化
及
び

日
本
人

に
対
す
る
自
己
認
識
も
、
よ
り
自
己
本
位

の
方
向

へ
と
進

ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、

日
本
國
民
は
決
し
て
模
造
的

に
安
心
せ
ず
又

應
用
的
に
安
心
せ
ず
進
ん
で
其
進
取

の
氣
象

を
發
達
し
て

一
種

の
特
色
を
造
り
出
す
と
い

ふ
は
日
本
人
種

の
實

に
特
性

で
あ
り
ま
す

(拍
手
喝
釆
)
…
…
實

に
日
本
人
民
と
い
ふ

も

の
は
混
和
的

の
分
子
を
持

つ
て
居
る
、
外

國

の
分
子
を
ぽ
輸
入
し
て
我
國
體
と
調
合
し

て
、
…
…
大
躰
か
ら
見
れ
ば
圓
滿
完
全
に
混

和
し
て

一
種
の
國
體
を
造
る
も

の
で
、
是
は

恐
ら
く
宇
内
各
國
此

の
如
き
古

い
國
で
、
此

の
如
き
特
色
を
持

つ
た
國
は
御
座

い
ま
す
ま

い
と
思
ふ
、
…
…
外
國
の
文
明
を
輸
入
し
て

之
を
混
和
し
て
國
體
を
毀
損
せ
ざ
る
の
み
な

ら
ず
、
國
光
を
益
宇
内

に
輝
か
し
、
國
家
の

基
礎
を
堅
く
し
て
國
家

の
進
歩
を
助
く
る
と

い
ふ
事
は
、
是
が
日
本
人
種
の
特
性
と
私
は

思
ひ
ま
す
、
(金
子
堅
太
郎

「日
本
人
種
の
特

性
」、
第
九
号
、
第
十
号
「政
治
」
欄
)

日
本
文
化
に
お
け
る
外
国
文
明
の
要
素
を
否
認

す
る
、
そ
れ
に
立

つ
日
本
人

の

「混
和
」
特
性
を

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
そ
れ
に
即
し

.

て
そ
の
意
味
を
積
極
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
日
本
文
化

の
よ
り
大
き
な
度
量

と
自
信
が
で
き
た
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
同
時

に
日
本
及
び
日
本
人
論
そ

の
も

の
を
遥
か
に
超
え

た
領
域

で
意
味
を
も

つ
こ
と
に
な

っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
優
越
意
識
、
支
配
の
野
望
、
侵
略
政
策
は

極
端
な
ま
で
に
膨
張
す
る

一
方
、
そ
の
時
期
に
、

哲
学
、
文
学
、
国
語
、
美
術
、
考
古
学
、
世
界
史

な
ど
広

い
領
域
に
わ
た
る
新
し
い
研
究
が
開
拓
さ

れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
日
本
学
術
文
化

の
大
き
な

進
歩
及
び
成
熟
が
達
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
、
決

し
て
こ
う
し
た
風
潮
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
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