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ま
た
は
國
民
主
義
•
0.

家
主.
義)

と̂

、
ナ
：シ_

チ..
リ
ズ.
'
ム
の_

語
で
あ
'
る
。'
而
し
て
、
民
族
主
義
は
近
代
世
界
史
ぞ
留
じ 

て
、の
珑
象
で
あ
る
。
民
板
虫
義
の
對
立
物
と

#'
へ
ら
れ
、

ま

たそ
の
必
然
的
な
補
足
物
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
國
際
主
義(

ィ

ン

タァ 

•
チ
シ
W

ナ
リ
ズ
ム)

と
と
も
に
、
民
族
主
義
は
、
近
代
の
世
界
を
動
か
し
て
ゐ.
る
。
最
近
の
政
治
並
に
經
濟
政
策
の
倾
向
と
し
て
、民
族 

..
主
義
が
强
調
せ
ら
れ
'て
ゐ

，
る
こ
と

は

、

顯
著
な
事
實
で
あ

る

.

が
、
國
際
主
義
も
、
特
に.
1
1:

階
級
運
動
と
し
て
ま
.た
資
本
の
國
際
的
流 

軍
の 

一
_

面
と
し
で
の
平g

藤
義
運
動
へ
ブ
ル
ジ
H-
;
:
ア
的
：

)

と
し
：て
、
極
め
て
•
有
力
な
，の
は
い
ふ
:̂

で
も
な
い
。
而
し
て-

研
究
の
對
象
と 

良
風
V民
族
佌•.
民
族
主
•義 

.
一

(

1

六
九
芄〕

t w o a K u m m s M a H B a K B

內 る た 々 堂 I 見

.
第一

囘

講

座

案

內

たたヴ外のわしの 
學小工に拔るて如 
問泉丨特礎かセ到 
の熟ト別概を塾すT 

高良聯識念知學る 
きの季U龈，ら部論 
得,f 事と資れ別證 
を座情し金度學、 
放發解てのい生赤 
つ刊說戰造。數尾 
も の 、時出藤を敎敎： 
の辦共財を林擧授授： 
でをに政、敎承のの咼 
あは現の奥授せ統日橋 
るじ下兹井のら計本敎 
め非礎敎經れ學經授 
高常知授濟たは濟の 
橋時識の心る新史羥 
、局を社理がしは濟 

加に養會學如き第原; 

田際ふ政はき陆ー論 
兩しべ策时、代 篇 • 
敎必くは編如に古森 
授讀高總と何則代劈 
のの木篇しにしと精 
論文高とてそたし緻 
文字等し經れるてな 
等で部て濟が統氏る 
、あ敎現生力針族緖 

尋る授在活ビ調制論 
常 。の社との丧度を 
ジ附戰會心生及、經 
ャ錄爭政理へび莊•て 
丨のと策擧た整園先 
ナ月財の、傷现制づ 
リ刊政諸金式と度消 
ズ 雜 、問原の圖を费 
ム誌平題敎統示中經 
のつ井を授訏、心濟 
水現高提ハ學グと學 
準代等出金とラすを 
をの部せ融異フる講 
遙經敎ら論るの敎じ 
に濟授れはもー授、 
拔しのた金の例一姆 
いまソ。融でと流村

依
つ

て

現
經
濟
學
の

最
高
知

ケ
月
僅
々

圓
五
十
錢
の

學
M i

ii映

は
，土，
兀

全 K 
諸 
君 
の短
有日
マ

な 
る 活  

で用 
あす 
ら

ご
—-■丨丨丨名

ケ
年

半
の

授 K
團 迎 經
の へ 濟
熟 ら學
ぐれ 、，

し

力 そ
ぐ
し 本 の
が fift 旁
頁 座 系
の は 科
隅 m
な 墊 專
ま 祖 攻
で ®a 學

行 澤 徒
含 先 の

渡 生 無
つ の _  ▲

て 遺 の
ゐ 命參
る を考

果 書
す

マ

ベ し

4

00

3

量
>v

.<

.*
^

1
1

 

i

る
>

V  ▽ V  V  V  = 咖
學 申 每 轉 講 5  ^  § 

費 込 月 別 座 巨 资 S ...............—  _  突
— 金 一 議 科 ヨ 7 ^  =  
ケ ー 囘 義 目 巨 見 s
月 岡 十 全 全 ~ ノし”

ハ A  — ご
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s S i s t i ^ i
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取

族

•

民

族

f

-

民

族

主

義

.
，

 

ニ 

(

一

六

九

六

)

 

』

て

は

、
:'
'

こ

2

1

つ

の

决

鬼

的

級

主

_

を

、

そ

の

併

存

並

に

關

係

に

お

：い

て

，

論

ず

旮

こ

と

が

現

象

を

正

確

^

理

解

す

る

上

に

お

い

て
 

は

、

疋

當

な

方

法

と

考

へ

ら

れ

る

が

、

こ

沁

で

は

，便

宜

上

>
.
民

族

主

義

の

み
.

を

論

じ

•

'

國

際

茧
_

は
>

 

そ
0

必

要

に

應

じ

て

の

み

關

說
 

す

る

に

&

め

る

0

'
:,
'

-

ぐ

:

民

«

と

は

何

か

の

問

題

が

、
，
民

族

主

義

論

の

.
前

提

的

出

發

點

で

な

け

：れ

'ば

な

ら

ぬ

。

民

族

は

、

し

ば

し

ば

、

血

緣

關

係

と

考

へ

ら

れ
 

て

ゐ

る

。

趴

ち

一

定

集

團

に

お

け

る

同

1

血

統

の

，範

暖

に

屬

す

る

も

の

を

指

す

と

'考

：へ

ら

れ

て

ゐ

る

。

從

つ

て

、

こ

の

場

合

、

民

族

は
 

1

の

血

緣

共

_

體

(

«
1
^

な

5
6

官

<
±

ぬ

0

と

せ

ら

れ

る

。

民

族

を

、

そ

の

血

緣

の

關

係

に

お

い

て

考

察

す

る

と

き

、

第

一

に

問

題

と

な
 

る

も

の

は

、

人

種

で

あ

る

。

- '

人

種

と

は

何

ぞ

や

の

問

題

に

對

し

て

、

そ

の

本

質

を

科

學

的

に

明

確

に

論

斷

し

得

な

い

の

が

、

現

在

の

人

種

學

の

狀

態

で

あ

る

。

例
 

.'

へ

ば

、

世

界

に

お

け

る

人

種

別

を

問

題

に

し

て

も

、

あ

る

論

者

は

、

白

色

•

黄

色

•

黑

色

の

三

大

基

本

人

種

が

存

在

す

る

と

い

ひ

、

ま

た
 

0

色

•

黄

色

•

黑

色

•

銅

色

•

褐

色

の

五

人

種

に

分

ち

、

多

い

も

の

は

U

一

十

幾

人

種

に

分

，つ

て

ゐ

る

。

こ

X

に

は

皮

膚

の

色

を

も

つ

て

人

種
 

的

區

別

の

標

準

と

し

て

擧

げ

た

が

、

こ

れ

は

一

見

し

て

、

人

間

の

相

異

が

判

明

す

る

と

い

ふ

極

め

て

常

識

的

な

見

地

.に

立

つ

て

ゐ

る

議
 

論

で

あ

る

。

單

に

皮

膚

の

色

だ

け

で

、

人

猶

別

の

.
問

題

は

勿

論

解

決

す

る

の

で

'
は

な

い

。

所

謂

ィ

ン

ド

•
ゲ

ル

マ

ン

族

に

つ

い

て

い

へ
 

ば

、

そ

の

原

住

地

た

る

4 ,

ン

ド

に

在

住

し

來

つ

た

も

の

の

子

孫

は

、

そ

の

皮

腐

は

黑

色

を

呈

し

て

.
ゐ

る

が

、

そ

の

原

住

地

か

ら

北

上

し
 

て

、

ス

ヵ

ン

ヂ

ナ

ヴ

ィ

ア

に

至

り

、

更

ら

に

現

在

の

西

歐

諸

地

方

に

.移

つ

た

も

の

は

、
白

色

で

あ

る

。

雨

漭

を

皮

膚

の

色

に

從

つ

て

、
ま
 

色

人

植

•

黑

色

人

種

と

區

別

す

る

と

と

は

、

そ

の

外

^

の

み

を

見

る

非

科

學

的

方

法

で

み

る

。

毛

髮

。

I

g

f

骨

格

•
身

長

と

い

ふ

や

う

な

種

々

」

な

, #

徵

を

と

わ

て

、

入

種

別

を

科

擧

的

に

決

定

^

よ

う

^

い

ふ

方

法

も

あ

る

。

殊

に

、

頭

蓋

の

■
形

狀

■を

標

準

に

す

る

も

の

が

、

こ 

れ

.ま

で

-f
t

は

れ

V

來

た

。

即

ち

頭

，

縱

徑

と

橫

徑

と

の

比

例

を

算

讯

し

て

，

頭

H

指

數

な

i

Q

を

靈

し

、

こ

Q

麗

指

數

の

大
 

ィ
に
よ
つ

：

て
長
頭

•

中

頭

•
短

頭

と

い

ふ

や

う

に

、
”

頭

蓋

.
の

形

狀

か

ら

科

學

的

に

人

種

別

を

設

け

得

る

と

し

た

の

■
が

、

最

近

ま

で

の

傾
 

向

で

あ

っ

た

。

勿

論

こ

の

場

合

、

風

蔻

の

形

狀

と

そ

の

他

の

骨

格

と

の

比

較

の

.
如

き

も

問

題

に

し

て

は

ゐ

る

O

し

か

し

、

こ

の

科

學

的
 

人

種

決

定

法

も

決

宠

的

な

も

の

で

，な

い

。

そ

れ

は

、

第

一

頭

義

の

測

定

が

大

數

的

で

な

い

こ

と

と

、

頭

蓋

の

形

狀

が

同

一

人

種

と

考
 

へ
ら
.
れ

る

も

の

の

間

に

あ

っ

て

も

•

頭

藉

指

數

に

.
大

き

な

差

の

あ

る

こ

と

が

、

し

ば

ぐ

あ

る

の

で

、

何

處

に

.

‘
1

人

%

の

頭

藍

智

數

を
 

走

め

る

べ

^

か

、

遊

龙

問

題

で

あ

り

、

そ

の

. ^
:

定

方

法

.
の

如

何

に

.
よ

っ

て

は

、
遊

•た

し

い

測

定

者

の

主

観

が

混

往

し

來

る

こ

と

で

あ

る

。 

，
ま

た

人

種

を

心

理

的

性

質

に

よ

っ

て

區

別

し

よ

う

と

す

る

方

法

も

あ

る

が

、

こ

れ

は

、

旣

に

觀

察

者

の

人

種

別

を

前

提

と

し

て

の

心
 

理

的

淅

究

.
で

あ

.
る

の

と

、

例

：へ

ば

、

能

動

的

(

男

性

的

)

人

種

と

か

、

受

動

的

(

女

性

的

)

人

種

^

か

の

區

別

の

如

含

は

、

甚

だ

不

明

瞭

で
 

あ

_冲

、
.
近

.
々

最

近

百

年

間

か

1

ー

百

年

間

.の

そ

の

人

種

の

活

動

を

檩

準

と

す

る

め

で

あ

っ

.て

、

頭

藉

指

數

に

よ

る

人

1

決

定

よ

り

も

、

傲
 

ほ

一

身

不

亦

確

- &

採

る

べ

か

ら

ざ

る

方

法

で

あ

る

0

:

'

、

'
 

.

最

姬

ぼ

は

、

血

液

型

に

よ

る

決

.定

方

滋

が

考

案

せ

ら

れ

た

や

う

で

あ

る

が

、

こ

の

方

法

も

、

ま

だ

'確

立

さ

れ

て

ゐ

な

い

0

か

う

見

て
 

來

る

と

人

種

別

決

定

の

方

法

は

少

く

と

も

科

^ >

的

に

は

、

大

成

し

て

ゐ

な

い

。

極

め

て

抽

象

的

に

い

ふ

な

ら

ば

、

人

種

と

は

、

一

定

の
 

- A

間

集

圑

.で

あ

っ

て

、

何

等

か

の

坐

物

^

的

特

徵

t

共

通

性

と

し

て

有

す

る

も

の

を

い

ふ

と

で

も

、

..

..
定

義

し

な

け

.れ

ば

な

ら

な

い

有

樣
 

で

あ

る

0

^

し

て

、

こ

れ

以

上

に

は

進

み

; #

な

.
い

の

.ガ

、

今

日

0

人

種

學

の

大

體

の

狀

態

で

あ

る

0

.

養

•

民

族

#

*
 

(

一

六

九

S



.四

(
一

六
九
：

o

-;
•

世
人
は
、
.
-
<別̂
>

殆
ん
.ど
本
能
的
と
: >
つ
.て
も
ょ
.扒
位
に
> 
感
ず
る
。
そ
の
區
別
の
標
準
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
毛
髮
•
皮 

廇
.の

色

，
言

；尋

衣

服

の

、態

響

生

活

狀

：態

^

ど
；
か

ら

の

制

斷

で

.
龄

ク

坐

物

的

•
一

 

1
1日語
的
_
社
會
的
差
異
か
ら
人
種
別
を1

K

々
す
る
。 

し
か
し
、；
と
の
人
種
別
の
剕
斷
は
、
常
識
的
で
あ
.つ
て
; "
.科
學
的
な
も
の
で
は
な
い
0

し
か
し
、
か
i

る
基
礎
か
ら
で
は
あ
る
が
、
人 

麵

別

の

問

題

は

々

；
そ

の

他

§
'
問
題
と
關
聯
し
て
、，
大
な
る
興
味
と
刺
戟
と
を
世
人
に
與
へ
る
の
'で
あ
る
o
: 

Aッ
ソ
リ
ーn.

は
、
ド
ィ
ツ 

0
文
溯
批
：評
家
エ
.ミ
丨
>

*
ル
>,
ゥ
ィ
ッ
ヒ
と
の
對
話
の
中
で
、
純
粹
の
人
種
な
る
も
の
は
存
往
せ
ず
、
現
在
の
人
種
は
、
そ
の
殆
ん
ど 

.金
部
が
掘
血
で
あ
る
と
：•し
、
更
ら
に「

人
種
は
九
.十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
は
感
情
で
あ
る」

と
い
っ
て
ゐ
るV

こ
の
言
葉
は
充
分
味
ふ
べ 

.f
v?
,
の
，
f

 

_へ
る
。
勿
論
ム
ッ
ソ
，リ
ー
：

1
1

が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
：つ
た
の
は
、
.I

つ
の
比
噙
で
は
あ
る
が
、
人
種
別
が
感
情
的 

な
.も
の
，で
あ
.る
こ
と
は
.、
，否
定
;^
得
.べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
'る
°

こ
、
に
一
.つ
の
エ
ビ
ソ
ー
ト
"が
あ
る
o

ア
メ
リ
カ
黑
人
が
*I

ユ
ウ• 

3

丨
ク
か
ら
シ
カ
ゴ
へ
：の
急
行一
等
車
に
乘
車
し
ょ
ぅ
と
し
て
拒
絕
さ
れ
た
の
で
、
彼
は
、
印
度
人
の
如
く
頭
部
に
布
を
卷
い
て
、
ィ 

ン
ド
貴
族
と
稱
し
て
、
乘
車
し
て
そ
の
目
的
を
達
し
た
' ^
い
ふ
。
こ
れ
な
ど
は
、
人
種
別
な
る
も
の
が
、
感
情
の
問
題
で
あ
る
と
い
ふ 

1

の
»

著
な
賓
例
で
あ
る
°

:

バ：
民

族

は

、

基

本

社

會

の

1

定

政

階

に

お

け

る

人

口

.集

圑

で

あ

る

か

ら

、
こ

れ

を

血

緣

關

係

と

.全

然

無

關

係
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。 

そ

れ

は

、

密

接

歎

關

係

を

、

人

種

的

形

.態

に

持

つ

て

お

り

、

し

ば

.し

ば

血

緣

共

同

體

た

る

こ
と
す

ら

あ

る

。

し

か

し

、
民

_

の

本

質

は

、 

t

- 1

に

あ

る

の

で

-
は

な

い

.o

.

民

族

を

血

緣

共

同

體

：

で

あ

名

と

僻

す

る

も

の

は

、

民

族

0

人

種

的

形

態

に

重

き

を

置

ぃ

て

ゐ

る

。

ド

イ

ツ

民

族

は

チ

ュ

ゥ

ト

ン

.
人

種

に

屬

し

、

'

日

本

民

.族

は

蒙

古

人

種

に

屬

す

と

.
い

ふ

が

如

く

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

人

種

に

お

い

て
 

旣

.
に
f

が

行

は

れ

て

I

、

民

族

に

至

っ

て

は

-

そ

Q

血

緣

狀

態

Q

純

潔

•
單

一

を

示

す

も

の

は

、

殆

ん

ど

な

.
い

と

い

っ

て

ょ

い

o

 

血

緣

を

民

族

の

偶

發

的

な

附

隨

的

要

素

と

見

る

I

は

粜

る

で

あ

ら

ぅ

。

し

か

し

、

最

も

純

粹

で

あ

I

考

へ

ら

れ

て

ゐ

f

t

 

の

I

.

も

そ

の

雷

的

過

程

に

お

い

て

、

蒙

古

人

種

.
マ

レ

丨

人

種

の

混

成

か

ら

成

っ

て

ゐ

る

し

、
人

種

の

下

種

概

念

と

し

て

の

民

駆
 

と

し

て

も

、

支

那

•

朝

鮮

•
滿

洲

民

の

混

血

を

形

成

し

て

ゐ
る
。
|

、
民

族

は

乂

 

靜

態

的

•
星

的

概

念
 

で

は

な

く

歷

史

的

概

念

で

あ

る

。

而

し

て

、

一

定

の

社

會

的

雷

的

段

階

に

お

い

て

、

民

族

は

、
單

に

一

定

人

口

•
一

定

領

域

に

お

け

る
 

固

定

的

集

團

で

は

な

い

。

そ

れ

は

、
：生

物

學

的

に

類

型

的

人

間

の

集

團

が

蒙

と

I

と

し

て

も

、

異

れ

る

I

の

人

口

を

、

そ

1

に

包

含

す

t

f

 

Q

で

I

。

浮

讓

Q

帝

國

塞

的

震

は

、

I

度

形

成

言

れ

|

族

の

螯

超

へ
て

行

く場
合

力
あ

る

■

こ

れ

は

搬

大

さ

れ

た

民

族

で

あ

っ

て

，

そ

の

中

に

異

類

翻

人

口

を

包

含

し

、

こ

れ

を

固

有

民

族

化

せ

ん

と
す
る
も
の
で
あ 

る

力
X

’る

場

合

、

發

展

的

な

る

馨

民

族

と

支

配

を

受

け

る

異

類

型

人

口

と

が
、
そ

の

政

治

經

濟

文

化

の

關

係
に
お
い
■
，て
、
雨

者

が

あ 

る

麗

ま

で

綜

合

的

I

.

と
な
る

場

合

に

は

. '

わ

れ

わ

れ

は

、

そ

れ

を

民

族

S

大

化

さ

れ

た

も
の
と
し
、

こ
れ
を
一
民
族
と
い
っ
て 

ょ

い

と

思

ふ

.0

か

4

場

合

人

種

的

•

血

緣

要

素

は

、

■
第

|
|
次

，

第

三

次

的

意

義

を

有

r

に

過

f

い
の
で
あ
る
。
從

っ

て

、
民

族

を
 

も

ク

て

：、

.

同

：

f
.

人

種

的

基

本

社

會

と

考

へ

る

こ
と
は
、
管

で

あ

る

。

.
•
し

力

ら

ば
、
.

民

族

は

そ

れ

自

體

特

色

を

有

す

る

.一

定

の

地

域

內

m

居

住

す

る

こ

と

が

、

そ

の

妻

で

あ

る

か

。

民

族

は

地

緣

共
同
體 

た

る

こ

と

を

本

質

と

す

る

か

0

民

族

が

V

:.そ

1

8

基

礎

と

な

る

8

(

國

土

>

1

係

の

あ

る

こ

と

は

、

事

實

で

あ

る

。
：蓄

で

民

I
 
民
 

I

I

I
 
. 

,
 

〈

H

I



m
族•
民
族
性•
跖
族
主
義
： 

，
 

六

(

1
七
〇
〇) 

族
ば
^
地
理
的
綺1
を
受
け
て
5:
!
り
，.
民
族
意
識
<2

>-
發
坐
兮
>
彼
等
の
^
活
の(

基
礎
で
あ
る
特
殊
の
國
土
に
對
す
る
愛
着
に
'
負
ふ
と 

こ
ろ
の
も
ひ
が
板
る
こ
ど
は> 
事»

で
あ
る
。
' 何
と
故
れ
ば
、；
.
自
然
は-:-
人
類
を
養
ふ
地
盤
だ
か
ら
，で
あ
る
。
人
目
は
、
自
然
を
^
れ 

て
生
活
し
得
な
い
許
り
で
な
く
、
.
そ
れ
自
體
自
然
の
：一
部
で
さ
べ
あ
る
。
故
に
、
兩
者
の
關
係
は
、
不
可
分
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ 

•
厶
が
、
1>
か
し
同| Q

國
土
に
生
活
す
る'集.
圑
も
*
民
族
を
形
成
す
る
も
の.と
は
限
ら
ず
、

：

ま
た
そ
の
特
徵
を
異
す
る
國
土
に
生
活
す 

る
も
办
も
、
1.
の
：思
腐
を
形
成
す.石
場
合
が
あ■る
。
民
族
は
、か
I
る
人
間
と
自
然
と
の
永
遠
的
關
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
o
自
然 

と
人
間
と
の
關
係
は
、
坐
物
と
し
て
の
人
間
が
、
永
遠
に
橡
ふ
べ
き
運
命
で
あ
る
？
民
族
は
、
人
間
の
甚
本
社
會
發
展
の

一
定
の
段
階 

に
お
け
る
現
象
で
あ
る
。
前
密
は

M

然
現
象
で
あ
り
、
後
者
は
歷
史
的
社
會
的
現
象
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
日
本
群
鳥
に
生
活
す
る
人
口 

集
團
は
、
北
は
千
島
の
果
て
か
ら
、
南
は
臺
灣
に
い
た
る
^
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
れ
る.自
然
環
境
の
下
に
生
活
す
る
。
こ
の
事
實
は
日
本 

民
族
の
形
成
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な'50.
而
し
て
、
，
ハ
ン
ガ
リ
ア
平
原
は
、
こ
れ
を
圍
_
せ
る
山
嶽
と
單
ー
な
大
河
流
ド
ナ
ゥ
に
ょ
つ 

て.
、
：眞
の
：地
理
的
統

1:

を
具
備
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
民
族
.
形
成£

役
立
た
な
v>
o
か
く
の
如
く
ノ
同
一
の
自
然
的
環
境
は
、
生
活
の 

同1

傾
向
を
坐
ま
し
む
：る
.
寒
礎
と
し
て•
：民
族
構
成
の
一
の
條
件
を
供
す
る
も
の
で
は
.
あ
る
が
、
民
族
の
本
質
を
こ
、
に
汆
め
る
こ
と 

は
出
來
ぬ
。
'

:

':•
^

か
ら
ば
、.

民
族
は
言
語
共
同
體

:<
*
;

し
て
の
存
在.

で
あ
名
か
。
言
語
は
人
間
の
社
會
的
，即
ち
集
團
的
生
活
に
ょ
つ
て
可
能
と
な

り

、
 

M

ら
に
そ
の
集
團
的
坐
活
を
促
進
し
、
锻̂

化
す
る
も
の
で

.

あ
つ
て
、
純
粹
な
社
會
的
現
象
で
あ

.

るo

同
.

一
言
語
は
、
同
一
種
員
、
從 

:

つ.

：

P

ま.

た
同
，

一

地
域
に
居
住
す
る
集
團
民
に
よ
づ

'

て
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。; '

故
に4

基
本
社
會
の
構
成
員
と
言
語
と
'は
密
接
な
關
係

の
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
o

普
通
，の
場
合
，

一
基
本
社
會
に
お
い
て
は
、
同

|

言
語
が
用
ゐ
ら
れ
るこ
と

が
常

で

あ
る
。

し
か 

し
、
こ
？

'と
は
必
ず
し
も
、
基
本
社
會
の
根
本
的
要
件
で
は
な
い

O

民
族
集
團
の
如
農I

地
域.
に
お
け
る
地
緣
關係
を
有
す
る 

も
の
に
あ.
つ
て
は 

'
醤

の

言

語

か

一

基

本

社

會

所

屬

員

.
に

ょ

.-
>
て.
語
ら
れ
る
場
合
が
あ.
る
。
ス
ィ
ス
の
如
き
は
、
そ
の
代
_

妾
 

例
で
あ
る
。.

I
は
、
.言
語
と
し
てV

I
V

ス
語
、
ド
ィ
ツ
語
、
ィ
タ
リ
丨
語
を
，語
る
人
々
の
集
合
で
I

が
、
そ
れ
は
明
か
に
ス 

ィ
ス
揭
族
ま
た
は
國
民
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
例
は
，
他
の
.場
合
に
も
多
く
求
め
る
こ
と
が
出
来
る

o

從

つ

て
言
語
は
人
間 

集
團
に
お
け
る
必
然
的
現
象I

t

が
、

こ

れ

を

民

族

.の

本

質

そ

‘

そ
れ
は

」

'宿 

'命.
.
.共

同

體
I

る
かo
:
日

本

舅

が

日

本

に

馨

す

る

I

s

命
でI

O

わ
：れ

わ

れ

日
f
 

い

て_

す.
る

こ

と

は

、
與

へ

ら

れ

た

事

？

あ

り

、
從

つ

.て

自

然

的

•
宿
命
的
で1

C

血
緣
を
有
す
る
人
間I

園
が
、.
一.
地
域
を
占 

め
て
生
存
す
る
こ
と
は.•
自
然
必
然
的2

る
。r

定

菌
.

1
存
は
、
多
くQ
I

宿
禽
同
體
を
形
成
し
、
そI

殊Q

文

化

亀 

つ
に
至
る
？
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
民
族I

命
共
同
體r

i

ッg

ゲ
！

あ
る
。
し.

か

し

毚

？

が

、
宿

命

共

 

f

、
文
化
共
同
體
で|

の
で
は
な
い
。
；大
凡
、
す
べ
て
の
社̂

で
あ
る
。
從
つ
て
、
宿
命
共
同
體
でt

文
化
共
同
體
で.
あ
る
I

は
、
民
族
の
本
質I

定
す
る
も
の
で
はな
い
。

^

信
仰
の
集
圑
と 

し
て
の
敎
會
の
如S

、
文
化
共
同
體.
で

あ

る

と

同

時

に

、

そ

の

信

仰

.の

緊

密

性

に

應

じ

て

一

.
の
宿

I

同
體
で
あ
り
、
學
校
の
如
き 

.
も
こ
れ
と
同
種
の
も.
の
で
あ.
る
。
民
族
形
成
以
前
の
人f

猶
々
な
簾
に
組
織
さ
れI
 

古
代
都
市
國
家•
中
世
封
證
會
な
ど
は
、
い
づ
れ
も
宿
命
蕾
體2

り
、
文

化

蕾

.

拳

民

族

性
|

主
.義 

，  

七

2

七
〇
ー)



'

民
族
•民

顏
0'

民
族
主
義
.：
 

- 

A
 

a

七
0

ニ)

 

同
體
•

文
化
共
同
體
4

す
る
と
き
，は
、
如
何
に
し
て.
、，か
、.
る
；も.
の.
と
歲
別
し
得
'る
か
の
減
間
に
逢
着.
せ
ざ
る.
を
^

民
族
は
、
人 

類
の.

一
集
圑
と
し.
て
、.
地
緣
共
同
體
•

宿
命.
共
同
體
•
'
文
化
典
.同
體
た
る
性
質
を
'
有
し
、
.

ま
た
し
ば
し
ば
血
緣
共
同
體.
た
る
性
質
を
有
す. 

る
場
合
が
^

る
P

し
か
し
、
グ
こ
れ
ら
の
諸
性
質
は 
>

ー
民
族.
の
附
隨
的
^

»

で.
あ
つ
て
、
そ
の
本
質
で
は
な
ぃ
。

ぃ
し
か
ら
ば
、
民
族
の
本
質
嫁
何
處
に
求
む
べ
き
で
あ
る
か
。

' 
一：般
に
人
間
集
團
0

本
質
の_

識
に
當
-;
0

て
、
如
れ
わ
れ
の
：最
も
注
意 

I

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
點
は
、'
集
團
の
楝
本
的
牲
質
を
考
へ
な
け
れ
ば
母
ら
ぬ.
こ
i

で
あ
る
。
10

し
て
；、
人
間
集
圑
の.
根
本
的
要
邓
は
、
 

坐
存
な
る
■事
實
で
あ
：る
0
'.

筆
者
の
社
#-

學
は
、.
こ
の
人
間
の
生
存
な(

る
事
實
か
ら
出
發
し.
て
、.

基
本
社
會
の
*

念
に
到 

ベ「

基
本
社
會
は
生
活
資
料
獲
得
を
基
礎
-U

す
る
人
間
の
包
括
的
社
會
で
あ
る
f

人
は
、
こ
の
基
本
社
#

に
^
つ
て
自
然
か
ら
各
種
の
生 

活
資
與
湛
得
す
る
。
こ
の
基
本
社
會
の
基
礎
と
す
名
と
こ.•
ろ
は
、.
：生.
命
保
特
の
'
資
料
0.
.

獾
得
で
あ.
る
0 
,
こ
の
.
_
本
社
會
を
鞲
成
し
て 

ゐ
る
人
々
：は
>
 

そ
の
ー
員
：と
し
て
何
等
か
の
意
味
^

お>
ぃ
て
.、
^

こ
へ
に
行
は
れ
て
ゐ̂

生
活
龃
織
に
參
加
し
て
-
自
然
か
ら
坐
活
資
料 

を
獲
得
し
、
ま
た
は
獲
得
さ
れ
た
も
；の
の
配
分
に
參
與
す
る
。
即
ち
終
局
に.
お
.V

て.
、
自
然
か
ら
一
定
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
す
る
o 

で
の
エ
ネ
ル
ギ
：
1

の
，獲
得
に
ft

、.
勞
働
な
るH

,
ネ
ル
ギ
ー.
を
人
間
の
侧
に
お
い
て
放
出
す
る
こ
と
を
要
す
るo

:

.
, 

_

か
く
の
如
き
生
活
資
料
獲
得
の
た
め
の
社
會
的
構
成
の.
截
礎
の.
'
上
に..
お.
ぃ
て
、：

一
定
'領
域
に
お
け
る
習
慣
•

傅
銃
•

言
語
が
、
こ
の
銮 

本
社
會
の
共
通
的
特
質
と
せ
ら
れ
る
の.
で
あ
，る
o

こ
の
關
係
忙
照
應
し
ズ
、
こ
の
蕋
本
社
會
を
權
成
す
る
個
人
は
、
蕋
本
社
會
成
1-
た 

る
の
意
識
を
作
り.
出
す
の.
で
あ
る
;:
°

こ
の
共
同
意
識
；を
作
る
爲
め
に
は
、
基
本
社
會
は1

の
：地
域
的
限
界
を
有
す
る
。…

，

か
く
の
如
く.
見
て
：來
れ
ば
、
基
本
社
會
は
人
間
忆
對
し
ズ
與
へ
ら
れ
农一

つ
の
事
實
で
あ
る
o
'

人
は
そ
の
出
生
と.
と
も
に
、
基
本
社

會
の
一
員
と
な
り
、
そ
の
死
と
と
も
に
、
そ
の一

員
た
る
こ
と
を
脫
れ
得
る
の
で
あ
る
。
彼
の
生
活
の
一
切
は
、

こ
、
に
營
ま
れ
るo

 

彼
の
生
活
の
碧
、
そ
の
制
約
の
す
べ
て
は
f

に
あ
る
。
個
人
は
こ
の
基
本
社
會
I

成
者
，で
は
あ
る
が
、
個
人
の
そ
れ
に
對
す
る 

意

義

は

そ

Q

構
成Q

根
本
を
働
か
す
ほ
ど
大
で
は
な
い
。
彼
は
常
に
基
本
社
會
に
よ
つ
て
制
約
せ
ら
れ
る
。

甚
本
社
會
は
、
個
人
に
よ.
？

構
成
せ
I

、
集
團
で.
1
.

が
、：
そ
れ
は
個
人
の.
：集
團
以
上
の
意
義
を
も
ち
、
常
に
人
間
に
與
へ
ら 

れ
た
と
こ
ろ
0

も
の
：で
あ
る
0
;

即
ち.
そ
れ
は
恒
常
的
存
莅
で
あ
る
9

個
人
ま
た
は
個
人
の
集
團
の
行
動
ま
た
は
意
志
は
、
個

々

別

々

の
 

も
の
で
あ5

得
る
し
、
間
歇
的
た
り
得
る
。
而
し
て
個
人
は
個
人
と
交
渉
し
、
個
人
と
個
人
と
は
、
ま
た
團
體
蠡
成
す
る
こ
と
も
出 

來
る
。.
ヵ
、
る
行
動
の.
可
能
性
は
銮
本
社
會
の
值
常
的
存
在
を
前
提
と
し
て
の
み
考
へ
傅
ら
る
、
の
で
あ
る
0

故
に
_

社
會
は
一
切 

の
政
會
的
現
象
の
温
床
で
あ.
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
象.
の
本
管
決
定
す
f

の
は.

奮
的
に
與
ヘ
ら
れ
た
恒
常
的
存
在
た
る_

 

社
會Q

本
質
で
あ
る
O
J (

拙
著
社
會
學
序
說
ニ
ー
へ
四
丨
ニ
ー
八
貝)

.

.

.

t

.

る
基
本
社
會
の
本
質
か
ら
民
族
を
見
る
こ
と
が
、.
最
も
適
當
の
，や
ぅ
に
筆
者
に
は
考
へ
ら
れ
る
o:. 

t

る
方
法
は
、
人
間
集
圑 

の
本
質Q

方
向
に
よ
つ
て
、
'
民

族

を

.理

解

し

や

ぅ

と

す

f

の
で
、
民
族
な
る
集
團
の
本

質

へ

の

直

接

の

理

解

で

I

。
筆

社

言

 

し
て
の
人
間
集
團
は
、
筆
者
.

I

類
に
：よ
れ
ば
•原
始
群
團
的
_

社
會
•

' #

族
的
_

社
會
•
古

代

奴

隸

的

I

社 

會
•

近
代
國
民
的_

社
#

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、'
同
時
に
麗
の
過
程
で
あ
.
.
る
。
そ
し
て
、
寒
本
社
會
の
概
念
：に
從
づ
て
、
人
間
の
坐
：
 

存
に
お.
け
る
典
同
體
の
、概
念
で
f

、
從
つ
て
、'
生
：產
共
同
體
の
，概
念
で
あ
るO

 
.

民
族
は
、•
こ

の
見

地

か

ら

見

て

一 .

の
.坐
產
共
同
體
で 

あ
る
：
こ
れ
ら
の.
諸
邀
本
社
會
は
す
べ
て
生
產
共
同
體
で
あ
る
が
、
-̂

族
も
ま
た
そ
の
一
下
種
で
あ
る
。
從
つ
て
、
民
族
を
生
產
井
同 

民

主

義

：
 

• 

.

.
九

(

一
七I



I
v

m
族
性
.
•
民
族
主
義

 

• 

一o

人
ー
ヒ§
 

體
で
あ
る
と
ず
る
：こ
と
は
、
：，
い
凌
だ
民
族

_
の
本
質
を
決
定
す
る
も'-
(0:
で
ほ
な
い
？ .

■■
;

!',
■
民
族
は
、
かV.
る
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
，
固
定
的*自
然
的.
概
念
"で
は
な.
いo .

民
族
は
.實

に

歷

史

的

概
念
：で
あ
るO

即
ち
民
族.
は
、基
本 

社
會
發
展
‘
の
ー
：定
段
階.
に
お
い.
て
始
め.
て
形
成
せ
ら
れ
：る
镍
團.
で
：あ
る
0
筆
^
 

封
建
的
栽
本
社
會 

の
後
に
お.
い
て
現
は
れ
名
社
會
的
集
團
で
あ
る
0:
從
つ
て
民
族
の
基
本
社
會
發
展
に
お
け
る
段
階
は
、
近
代
國
民
的
恶
本
-*
±
會
と
一
致 

す

る

.0
故
に
民
族
は
、
.
封
建
的
菽
本
•社
會
が
崩
壞し
、
そ
の
狹
少
な
封
建
的
装
本
社
會
.‘の
地
域̂獷
大
し
、
か
\
る
擴
大
さ
れ
た
地
域 

に
お
け
る
銃
；

1
的
集
團
生
活
が
民
族
を
形
成
する
の
で
あ
る
0
:
こ
0
生
活
の
塞
礎
は
、
封
建
的
甚
本
社
會
に
お
け
る
が
如
く
、
夾
少
で 

な
く
、
且
つ
®

々
の
朿
縛
を
受
げ
る
'
も
の.
で
な
く
、
，ょ._
り
ー
:»
^

合
的
な.
擴
大.
^

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
民
族
の
概
念
を
明 

か
に
し
、.
そ
れ
以
前.
の.
莶
本
社
會
と
の
比
較
を
得
る
便
宜
上
、ブ
ロ
イ
ド
の
民
族
の
說
明
を
則
用
し
や
ぅ
o.

「

氏
族
、
種
族
及
び
民
族
間
の
差
異
は
然
ら
ば
何
で
あ
る
か
。
■■

氏
族.
.
.
.種
族.
及
び.
瓦
族
は
'' 
.人
類
の
經
濟
的
發
展
_.
の
諸
^
の
段
階
^
順
應
す.
る
と
こ
^
の
人
類
社#
の
截
.々
な
石
形
態
で
あ
る0
植 

物
の
蒐
集
，
漁
獲
、
狩
獵
と
共
に
、
或
る
植
物
：.

$

耕
作
及
び
動
物
の11
|
.
化
_
_
こ
れこ

そ
、.

.

氏
族
の
經̂

的̂

?

あ
る
。
0
0
^
.

'
な
"
自
然
的
な
收
畜
經
濟
乃
至
_

經
濟
;'
或
は
兩
者
0
混
合
經
濟
は
、
種
族
組
織
の
內
容
を
な
す
も
の
で
あ

_
る
0 

商
品
經
濟
の
蕋
礎
の
上
：に
發
達
せ
る
交
換
と
そ
れ
以
後

.
に
お
け
；る
資
本
主
義
經
濟
は
、
人
類
社
會
銃

一

の
新
形
態
た
る
妈
族
の
存
在 

に
^
っ
て
、
そ
の
截
礎
と
な
る
も
の
.
で
ぁ
る
0」

(

ブ
ロ
ィ
ド0
民
族
の
起
原
及
び
そ
の
發
達
髙
橋
實
_

、
五
買)

而
し
て
、
ブ
3
ィ
ド
は
、
.
说
族(

國
民)

の
發
隹
及
び
發
展
の
過
程
を
次
の
ゃ
ぅ
に
跡
づ
け
て
ゐ
る
0:

^
^
の
端
緖
は
資
本
キ
ぜ
の
最
初
の
段
階
ハ
商
業
資
本
主
義
ー
が
始
ま
る
と
こ
ろ
に
、，

..旣
に
見
ら
れ
る
の
で
あ.る
。

：..

諸
震
間
に
通
商
路
を
設
け
る
.
I

.

の
必
要
及
び
正
確■

錢
勘
定
の
.保
證は
、

'

諸
法

制

i

慣

習

猛

一

を
要
求
し
、
種
族
間
の
疎 

隔
的
政
治®
度
を
破
壞
し
た
；の
で
あ
る
。
：
：
然
る
に
商
業
的
相
互
關
係
が
發
達
し
、
商
品
經
濟
が
發
生
し
、
エ
義
本
が
形
成
さ 

れ
る
に.
及
ん.
で
こ
れ
ら
資
本
塵
の
新
形
態
は
社
會
に
愈
：々
細
著
な
地
位
を
占
め
る

.

I
ろ.
の
、
資
本
家
階
級
を
製
す
る
に
至 

る
。
ブ

ル
ジ
ョ
ナ
ジ
丨
の
活
動
圈
が
大
き
く
な
る
に
從
づ
て
-
彼
は
皮
族
銃
，
一o
仕
事
を
執
拗
に
進
め
る
。

ブ
ル
ジ®

ア
ジ
丨
はS

建
的
經
濟
の
遺
訓
を
ぶ
ち
壞
し
、■

諸
侯
：に
ょ
つ
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
內
部
的
屢
.

_

割
據
せ
る
霞 

關
稅
門——

を
破
壞
す
る.
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ-
ア
ジ
丨
は
鐵
道
や
水
路
の
_
れ
離
れ
の
各
部$:*
接

合

し

て

、

自

身

|

大

な

社

會
 

組
織
を
倉
設
し
勞
働
蓉
農
民
の
廣
沉
な
大
衆
を
革
命
に
引
き
入
れ
て
'
封

霧

震

府

を

自

身

§

階

級

的
利
害
に
隸

屬

さ

せ
る 

か

、
乃
至
は
そ
れ
を
廢
黜
す
る

o

ブ
ル
ジ«
ア
ジ
丨
は
彼
等
が
獲
得
し
た
國
家
機
關
を
、
域
族
統
一
の
た
め
に
、
强
大
な

ブ

ル

ジ
ョ 

ア
國
家
の
製
の
た
め
に
利
用
す•る
。
：

：

か

く

て

、

資
本
主
義
發
達
の
道
程
は
同
時
にま
た

民

族

發

展Q

道

程

で

あ

る

。…

.
民 

族
は
、
資
本
主
義
の
發
生
し
、
發
展
す
る
時
及
び
場
所
に
一
致
し
て
、
發
生
し
發
展
す
る
。
こ
の
民
族
的
社
會
形
態
は
資
本
主
義
社 

「

會
の
馨
の
土
に
發
展
し
で
あ
る
ブ
ル•ジr

ア
ジ•
！
I

凡
ゆ
る
，民
族
運
動S

級
的
推
進
力—

 Q

階
級.
的

利

害

盎

®
し 

て
ゐ
る.
こ
と
'に
ょ
つ
て
、
段
族
が
發
坐
し
、
發
展
す
る0
で
あ
夸
し「 (

ブ
ロ
イ
ド
、
同
上
書
ノ
六
|

八
頁)

「

说
族
を.
も
つ
て
、_

藤
體
と
い
ふ
の
は
、
：

K
a
.

イ
ド
が
規
定
し
た
や
ぅ
な
歷
史
的
段
踏
に
お
^

^

^

^

民
族
を
一
の
唐 

共
同
體
と
し
て.
見
れ
ば
、
胤
緣
關
係
で
成
立
し
た
と
考
べ
ら
れ
て
ゐ
眞
族
國
家
が
、
他
民
族
を
征
服
併
合
し
た
や
ぅ
な
場
合
に
お
い 

l

l

.

i

l

 

, 

こ

ハ

ー

セ

§



民
族
''
*
民
族
性#'
'
民
族
虫
義
ン

 

.
ニ

ー

(1
.

七 

て
、'そ
：
の

實

質

的

な

同

化

過

；程
が

.
あ
：る
程
度
ま
で
：進
め
ば
、
；'そ
れ
を

 
一-:

'-
の 

ま
た
さ
ぅ
考
へ
ら

备

れ
て
ゐ.
る
。
か
く
生
產
共
同
體
と
：し
て
の.
民
族
を
理
解
す
る
じ
と
^

よ
つ.
て.
の
み
>
;

强
大
民
旋
0
他
思
族
に
對
す
る
征
服
ま
た
は
平
和 

的
侵
潤
過
程
を
通
じ
て
の.I

.

M

族
の
線
合
と
し
て
，

S
.

新
段
族
の
：形
成
を_
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
る
0.:.
:そ
れ
，は
優
秀
强
大
拔
族
の
經
濟
機 

鞲
の
中
^

'

弱
小
域
族
%
•

包
含
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
生
産
共
同
體
の
擴
大
を
訐
る
の
で
あ
る
o

か
、
る
意
味
.に
お
い

て

、

' 

私
は 

^

^

^

マ
の
，生
產
^

同

體
.<
!
:

じ
て
理
解
す.
る
0.

、
：
，
'
.
 

:.\ン
,

M 

第
二
韋
民
族
性
の
問
題 

：

'

. 

.:

. 

, • 
T
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-
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-

 

■

1 

f 

, 

i 

i 

t

筆
者
の
立
場
か
ら
い
へ
ば
、
民
族
0

本
質
を
生
產
共
同
體
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
>
'

そ
の
共
同
體
即
ち
民
族
の
性
格
は
、
生
產
の
歷 

史
的
發
M

の
條
件
に
i

つ
て
決
定
せ
ら
る
X

こ
と
に
な
る
普
通
に
民
族
性
な
る
：も
の
は.

そ
の
血
緣
共
同
體
の
性
格
と
し
て
理
解
^
 

ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
極
め
て
多
V

O

血
緣
と
民
族
と
は
同
義
語
の
如.
く
解
せ
ら
れ•

從
つ
て
、
民
族
の
■
問
題
は.
姐
の
問
題
と
し
て
、
い 

ひ
換
れ
ば
人
秫
的
特
性
の
問
題
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
0

か
く
の
如
き
立
場
が
、
疋
確
で
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
所
論
に
よ
つ
て
明
か 

で
あ
る
が
、.

1

應
そ
の
い
ふ
と
こ
ろ
を
聽
い
て
見
よ
ぅ
o

こ
の
立
場.
を
最
も
よ
く
代
表
す
■
る
も
の
は
、
ナ
チ
ス
の
人
種
理
論
家
達
で
あ 

る
。
そ
の
代
表
的
論
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
•

ロ
ー
ゼ
ン
ペ
ル
ク
は
い
ふ
。

'「

國
民
社
會
主
義
は
-

國
家
建
設
並
に
國
家
運
營
の
方
法
に
お
い
；て
、特
定
の
民
族
的
特
質
の
現
は
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
电 

の
全
，

V

異
つ
た
人
種
|

從
っ
て.
、‘
他
の
本
能
I

を
し
て
、
こ
の
こ
と
に
參
加
せ.
し
む
る
と
す
れ
ば
、
有
機
的
表
現
の
純
粹
性
を

變
損
し
、
民I

f

 
I

I
ら
し
め
る
で
あ
ら
ぅ
。d；

ダ

ヤ

的

慶

鑫

遂
i

l

れ.
た
I

主
f
 
S
た
前
世
紀

，
の

蕾

は

、
こ
の
I

I

し

む

べ

き

一

例

で

あ

る

。
最

近

.數

十

年

の

ド
イ
ツ
，の
歴
史
、
愛

、I

九
一
八
年
以
来
の
ド
イ
ツ
蕾 

は
.
とQ

點

に

お

い

て

一

層

戰

傑

す

べ

き
も
の
.で
あ
るo 

.

:

:

:國
民
社
I

管

、
ド
イ
ツ
語
圈€

:
§

々
の
種
族
は
、
荖
異
づ
て
は
ゐ
I

し
t

相

互

に

、

近

親

.的

人

種

に

屬

す
 

.

る

こ

と

、

：
こ

れ

ら

の

種

I

員Q

多
く
の
混
交
は
、
,新
ら
し
い
I

Q

I

文
化
、
多
角
的
な
、
し
1

1
Q

ド
イ
ツ
人
裏
f

 

...

し
t

へ
き
こ
士
.
.し
.力
し
，
,:
'
.ト

彡

人
^

精
«

的
並
に
身
體
的
構
造
を
金
然
異
に
.
.し
、敵
對
す
.る
ム
ダ
ヤ
的
反
對
人
種
.と
の
混
交
は
、

:

雄

に

そ

の

結

囔

し

：て

、
雜

S
化
を
齎
ら
す
に
過
ぎ
な
い
こ
き
認
め
る0」

(

I

d
 

f

:&
l
 
I
n
,
 

G
l
s
f 

I

.

と
の
：ド
丨
ぼ
バ
ル
ク
の.立
場
は
、
ド
イ
ツ
國
民
の
'告

I

と.
'に
ょ
つ.
て
、
純
粹
な
ド
イ
ツ
民
族
の
血
緣
共
同
體
の
文
化
を
維
持
し
得
る
と
い
ふ

I

i

f

 
> 

I#
は

人

著
t

f

內
的(

血)

特
f

ょ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る

o

ナ
チ
，ス§

f

 
-

l

o

t

:

こ9

ナ
，
.
チ
：

K
.

當

■

_

性

の

霧

！

iQ
_

で
あ
ゆ

、

.そ

の

赛

胜.
P
否
定
で
あ
る
。
民
族
性i

對

性

は

、

と

の

場

合

、 

.科

學

的
f

 

的
I

f

し
得
な
I

問
題
I

。

名
ア
リ
：ヤ

霞

職

の:|
£

」_

の.
.1蓉

と

し

て

の

文 

こ
の「

社」

:

U

.

,
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一
I
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I

議

I

，

： 

1

四

(

1
七§

::
^

精
卿」

の.
絕
:»_

晷

の.
S
養

し

、
て
：
、
；

;2
>

汁

汲

び

:̂
蕃

的

精

神」
0

排
擊
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
.
で
あ
る
。
と
の
場 

遺

^
ヤ

人

领

海

逢

眾

、
盤.
笮

ィ

タ

續
«
支
破
瓌
ル
っ
深
ぁ
る
か
の
問
醫
，
明
か|

れ
て
ゐ
な
い.
し
，
ま
.た
ボ
ィ
ツ
民

族
性
p
f
壌
を
論
ザ
■

處

飞

;;
'.
.
成

ロ

；ば

竊

该

十

四

墓

の

索

國

時

代*
X
 

,

チ
ネ
の.
チ
ダ
ザ
人
排
诉
の
選
の.窟
楚

藶

史

的

威

纂

的

に

農

す

：
3
こ
：と
は
出
來
る
が
、
ナ
ず
ス
は
、こ
れ
を
ド
ィ
ツ
民
族
性
の 

本
！̂
.

:
め

遷
»

重

の

玄

者(

て
ゐ
る
め
で
；
遂

：。

:#
っ
て
彼
劈
の
盡
に
ょ
れ
ば
、
.
卞
^
^

.̂
の'人«

1
る
。
龄
.
；
.
ぐ：
.,■ 

- 

- .. 
^

.
 ̂.
!̂.
v- 
- 

 ̂
,
.
:
‘

.' 

/
だ
.

：
' 
.
:' く
 ̂

, 
, 

: 

V 

•

民

瀵
の
.

本

著

金

(
豐
.

そ

办

か

ら

畫

茗

と
;#

へ.
ふ
れ
^

黐

.)

に
乘
が
名
ナ
チ
ス(

の
ド
ィ
ツ
民
濤
は
，
そ
の
.■民

族
的
本 

質

;0
*

翁
性
9.
:
主
張
:̂

あ̂

が
故
B

•.

一
. 

一
 ？

 Q

缺
陷
を
指
示
し
得
る
。
そ
の
第
，一
は
*

民

族

性

の

本

源
|:
5

生

物

學

的

概

念

で

ぁ

る

人

種
 

に
尨.
め.
衾

故

肊

、'
民
族
性
を
逢
彻
學
：

§

本
質
f

人
：間
儸
に
求
め
f

を
得
ざ
る
|

り
、.
人
間
0
塞
的
特
徵
で
'
あ
る
頭
藉
骨
、 

f

i

:̂

膚
の
色
素
還
に
求
め
看
と
i

な
れ
^
.

か

る

爛

爾

y
.

お
け
る
人
颍
概
念
は
、
ド
ィ
ツ
民
族
性
の
特
徵
を
指
示
す
る
こ 

と
4

f

結
果
羞
石
：0
從
々
て
：、'
ナ.
チ
ス
の
：論
者
9
奮

す

る
;
士
こ
ろ
对「

血
％

意

0
し
か
し
ハ「

血 

と
考
へ
:̂
>

:<
t

き
は
'

:1
?

-̂.

的
'
に
入
型
*

2
;1
!

等
の
區
0̂

を
設
定
''
+

る
も
、
も
と
ょ
り
JH

確
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
h

ら
精
神
的
な 

あ
る
も
の
を
^

め
や
，1

す
る
鸽
の
で
も
な
>

0
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
こ

に
何
等
の
民
族
的
特
徵
を
求
め
る
こ
と
を

得
ぬ
。
而
し
て
、

こ
の.
血
液
に
，何
等
命
の
精
刷
的
文
化
的
特
徵
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
.
そ
れ
は
神
祕
的
性
楮
を
有
す
る
主
張
で
あ
つ

.
て
、
科
學
的
に
證
明 

しf

な
い
。
f
 
_
:
ー'
9
難

灑

金

る

？
第
ニ.
は
、.
民
族
の
：本f

人f

に
求
め
、
而
し
て
、K
イ
ツI

の
f

，こ
れ
を
ア
リ

ヤ
ン.
人
I

す
れ
ば
、
ア
リ
ヤ
ン
人
種
に
關
す
る
硏
究
が
、
ド
イ
ツ
民
8

本
S

I

す
I

I

れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
ア
リ

ヤ
ン
人
S

形

成

麗
I

る

靈

權
f

求
め
れ
ば
、.

ル
I

•

フ
v

r

筹

i

『

ョ
丨
i

人
前
史』

1

 

I

 

r

l

 

I

I

I

E

看

e
r
. 

I

の
如
き
は
、
そ
の
代
表
的
I

の
で
あ
ら
ぅ
。
i

リ
ン
グ
の
t

ょ
れ 

ば
、
！

ン
入
種
な
1

は
-
中
央
ァ
ジ
ァ
の 

一s

i

生
し
、
そ
の
一
ぼ
は
f

一
し
、
f

に
寧
し
て
、
現
在
の
I

 

ッ
パ
I

に
f

占
め
た
志
で
'

I

、
普
通
に
白
人
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
人
種
を
霧
す
る
，の
で

，I

こ

の
說
に
從
へ
ば
、
ア
J
ヤ 

シ
的
特
質
I

f

 
f

 
口
ッ
バ
'

人
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
、
フ
，E

、
イ
グ
リ
J

、
イ
ギ
リ
ス
に
住
む
人
々
で
あ
る
，
從
っ
て
、
ア

4
ヤ

ン

的

人

馨

徵

を

民

...そ

れ

農ド
イ
ツ

民
族
性
§

1

1

と
i

—

i
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
 

,

.

 

' 

.

ン

.

.

.

.

. 

，
...'.
 

.

.

' 

..

1

る
點
か
ら
考
察
す
れ
は
、
人
種
的
特
徵
か
ら
民
族
性
を
塗
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
人
種
と
は
、
生
物
學
的
賺
念
で

b 

り
民
族
と
は
社
會
學
的
概
念
だ
か
ら
でI

人
種
と.
は
、
與
へ.
ら
れ
た
自
然
的
素
材
で
あ
り
、
民
族
と
は
、
雷
的
形
成
的
要
東 

で.
あ
る
。
人f

い
ふ
自
然
的
素
材
が
、
：民
族
と
い
ふ
歷
史
的
社
會
鞲
成
體
の
坐
物
的
基
礎
を
構
成
す

る

こ
と
は
、
事
實
で，あ
る
が
、 

そ
れ
は
I

Q

I

者
は
人
間
でI.

と
い
ふ
着
的
議
論S

い

て

ま

い

食

桌

型
は
、
地
的
環
境
、
雜
婚1

程
を
經
て
、
そ
の
坐
物
的
外
型
すt

霞

す

る

し

、ま
た

そ
の
精
神
的
要
素
は
、
社
會
構
成
の
要
中 

に
お
い
てg

i

f

る
ふ
で
あ
るo

.

從
f

民
族
的
性
格
の
規
定
ま
た
は
權
成
は
、
自
然
的
議
と
し
て
の
人
f

ょ
っ
て 

決
定
f

i

l

l 
く
、
人
間
共
同i

體
I

鬚

程

I

い
て
行
は
れI

I

る
。
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六

(

一
七
1
0)

#
ず
：
.
る
も
の
で
あ̂

が.
ら
、.
_

性
に
づ
^
て
も
同
じ
や
ケ
に
考
べ
て
ゐ
各
。
.
，
こQ

こ
と
を
具
體
的̂

說
明
す
る
た
め.
に
、
ド
彳
ツ
民 

埃
を
硏
究
(0-
對
象
と
'し
て.
、
そ
0'
民
族
性
«>
歷
史
性
を
明
か
に
し
や
ぅ0.
.
:

へ
.:
;
:
 

- 

V

. 

^

■:.
.
.
. 

:
:
:
.

ド
ネ
ケ.
民
族
性
め.
研
究
、に
：4:
い
て.
は
，
以
4

&

献
提
か
ら
ド
イ
ツ
民
族
の
形
成
過_
程
並
に
そ
の
發
®

そ
の
本
質 

を
求
め
&

け
れ
ば
な
ら
ぬ
'0
P

イ
ツ
人
な.
る
も
の
は
、
，始
め
か
ら
瑰
在
の
ド
イ
ツ
地
方
に
•
居
住
し
て
ゐ
.た
の
で
な
く 
•

有

史

以

前

に

.
こ 

ノ
の
ョ.
1

ロ
ッ
パ
中
部
の
地
域
に
移
住
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
’
ゐ
る
P

こ
の
‘
ゲ
ル
マ
シ
人
は
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
北
上
し
て
、
ス
カ
ン 

デ
ィ
ナ
ヴ
'
ィ
ヤ
に
居
住
し
、
：そ
こ
か
ぢ
ド
イ
ツ
地
方
、
即
ち
ワ
イ
ク
ゼ
ル
、

ェ
ル
べ
兩
河
畔
の
北
ド
イ
ツ
地
方
に
移
住
し
た
も
の
で
あ 

る
。.
そ
れ
は
紀
元
前
六
世
紀
の
頃
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
紀
元
前
二
三
世
紀
の
頃
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
は
今
日
の
ド
イ
ツ
領
域
の
殆
ん
ど
全 

部
に
居
他
し
て
ゐ
た
。：

即
ち
‘
西
は
，ラ
イ
ン
河
醉
に
至
り
、
南
は
ボ
：千1

メ
シ
、
メ

ー

レ

ンQ
.

地
方
ま
で
及
ん
で
ゐ
た
。
こ
の
時
代
の
ゲ 

ル.
マ
：ン
人
は
琅
西
兩
ゲ
ル
マ
シ
族
に
分
れ
、
約
一
一
：十
部
族
'.

に
分
れ
て
*9

た
。
藤
史
的
文
献
に
お
い
て
、
始
め
て
ゲ
ル
マ
ン
人
が
記
載
さ 

れ
た
の
は
*

ケ
.-
]
'

ザ
ル€

『

ガ
リ
ア
戰
記』

と
ク
シ
ト
ス
の.『

ゲ
：ル
マi

l

T
J

で
あ
る
。
前
苕
は
紀
ー
兀
前
五
八
年
の
作
で
あ
り
、
後
者
は
紀 

元
九
八
年
の
作
で
あ
る
众

.

こ
の-
ロ
：丨>

:A

fe
ょ
る
ゲ
：ル
マ
シ
人
に
關
す
る
著
作
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
と
ロ
ー
マ
人
と
の
接
觸
の
結
果
、
前
奢
の
指
缇
者
に

ょ
っ
て 

著
作
さ
れ
た
も'0
で
あ
る
。
ゲ
ル.
マ
シ
人
は
當
時
束
は
ワ
イ
ク
ゼ
ル
、

エ
ル
ベ
の
河
畔
"
西
は
ラ
イ
ン
河*
北
は
ノ
ル
ド•
ゼ
ー
、
南
は 

t

イ
シ.
河
と
ザ.
，丨.
ル
河.
と
を
結
ぶ
線Q

間.
に
坐
活
しV

ゐ
た
村
落
共
同
體
末
期、' 
即
ち
そ
の
崩
壞
期
の
社
會
を
形
成
し
て
ゐ
た
。

一

方

ロ：1
マ

人

巧：

旣

，
に

そ

の

裳

帝

國

を

樹

立

し

、

そ
の

.
社
會
經
濟
的
養
を
奴
肆
の
上
に
.

®
い
て
ゐ
たo 

ロ
丨
マ
人
は
、
そ
の
四
方
に 

對
ず
る
戰#
に
ょ
つ
て
f

益

菅

霄

し
.
た
が
、c
.

p_

は
.、
ま
た
_

臭

ふ

證
f

な
つ
た
。
か
く
てa

1
マ
人
は 

常

達

奴

f

補
f

る
：I

鐘

爭

し

、I

驚

地
I

得

し

た

。
.
イ
タ

越
え
て.
ラ.
イ
シ
河
I

f
 
i

マ
ジ
人
と
接
觸
し
た
。
ヶ1
ザ
ル
は
、
八
年
間
の
戰S

お
い
て
、
ょ
く
ゲ
ル
マ
ン
人
を1

. 

ナ0

で
ぁ
る
力
紀
元
後
八
年Q

ト
イ
ト
フ
ル
，
ク

の

碧

お

け

る

戰

亂

で

の

“.
1

マ

寒.
敗

退

：は
.
、
後
の
ゲ
ル
マ
シ
人
の
ロ1
5

' 

の
因
を
作
つI

の
と
い
は
れ.
て
|

か
く
のt

l

蒙

體
f

篇

に

I

軍
事
的
成
f

 

一i
t.
て
、

「「

好

戰

的

」

だ

參..
る
論
者
を
生
む_

つ
て
ゐ
る
。
.
，： 

1

、
ゲ
ル
マ
シ
人
が
好
戰I

と
い
ふQ

は

，

一
.：
の

社

會

的

歷

史

的

震

I

f
 
I

。
ゲ.
ル
マ
ン
人
に
し
ろ
、I

他
の
部
族
に
し 

ろ

S

村
落
I

體
時
代
か4

戰
的
で
：I

の

で

は

麵 

て
、
戰
爭
の
可

i

t

t

 
知 
I

f

 
I

I

I

 
は
'、g

i
:

る
。
，人
I

生
$

證

自

f
 
i

l

l

闘
1

9

し
か
し
’ 
I

W

S
 
一
 
I

I

ぁ
る
が
、
決
し 

て
戰
f.

鏡

。
攀

ほ

、
：：
.

1
的
不
I

成
立
I

s

醫

 

茗

|

|

つ
て
は
、I

篇

I

f
 
I

I

自

ろ

、
f

し
て
I

て
|

點
に
|

ほ
、
f

ど

志 

マ
ン
時
代
の
ド

イ
I

I

I

ダ
、
董

f
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l

f

ッ

國

實
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一

八

(

一
七
ニI)  

,
ル
？マ
シ'人
0

好
戰
性
ゆ
先
驗
的'に
決
定
せ
ら
れ
た
も
：
«>
で
は
な
：$
 

■.

.
:

ぐv  

.

峯
者
：の
辩
於
る
意
味
に
お^ .
る
民
f

 
:し
て
：の
ド
イ
タ
民
族
の
_

成
期
は
ノ
そ0:
銃
ー
：
國
家
形
成
運

之
“
と

が

羅

る
:•

<
>:

即
1

十
八
世
紀
宋
に
ラ
リ
1

.K

リ
ッ
ヒ
大
生
の
ブ
ロ
，イ
セ
ン
絕
對
王
制
、の»

設
か
ら
始
ま.
つ
：：て
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
王
，

'
國
を
指
春
と
ず
.

る
七.
こ.
ろ
‘
の
統
1

國
家
運
動
：で
あ
る
。
こ
の
連
動
の
初
期
に
當
つ
て
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
鐵
蹄
下
に
踩

. 

•

せ
ち
れ
た

9

r f
v

ッ.

ト.

ア
リ
；

v

f

フ.

イ
；

が
そ
の『

ド
イ
ツ
國
民
に
吿
と
い
ふ
講
演
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ
人
を
鼓
舞
し
た
の
は
、

，1

こ
，
..
の
オ
ボ
レ
；オ
：：
'ン
：征

服

卞
.
に
聆
け
る
べ
ル
リ
ン
大
學
に
お‘い.
て
vr
あ
つ
た
。‘
ド
イ
ツ
解
放
戰
爭
は
、
か
'
る
思
想
に
よ
つ
て
蘭

で

…

—

.

せ

ら

れ

た

：ド
：

イ
夕

嫁

治

家

：に

よ

つ

セ

^

ナ
ポ
レ
'

オ
シ
.

0
ロ
シ
、
ア
遠

_

の
失
敗
を
機
會
に
起
さ
れ
た
。
而
し
て
、ド
イ
ツ

關
税
同
盟
の
締 

結

、
‘

フ
ラ
イ
べ
：：ル
，F
ず
：ン>

シ
ギ
タ
イ
ン
H
.

<

:

ル
デ
.ン
べ;v
^
^
 ̂

ブ
ロ
イ
セ
ン
國
家
を中
樞
と
す
る
ド
イ
ツ
^

族
の
形 

成
運
動
が
進.
展
1>
1
た:6-

1
八
四
八
年
の
革
命
時
代
に
は
、フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
•

ア
ム
•
マ
イ

ン
に
國
拔
議
會
の
招
集
が
あ
つ
た
が
、い
ま 

乾
塊
太
利
の
指
導
を
打
破
ず
る
こ
と
を
得
ず
、
且
つ
地

.
方
小
政
權
の
頑
强
な
獨
立
維
持
の
た
め
に
、
‘こ
の
銃
一
事
業
を
な
す
こ
と
を
得 

か
か
っ
た
。
こ
の
銃

1

事
業
は
"
始
め
て
ビ
ス
マ
ル
ク
公
に
よ
つ
て
^

し
遂
げ
ら
れ
た
の
であ
る
。

一
八
六
六
年
の
.普
襖
戰
痱

*

一
 
八 

七
一.
年
の
'普
怫
戰
贊
に
よ0
て
、.
こ
の
段
族
形
成
が
完
成
さ
れ
た0

:■
'

产
イ
7-

は
、
：
.
そ
の
；領
域
に
幾
多.の
封
建
的
王
侯
國
が
蟠
居
し
て
ゐ
て
、言
語
信
仰
な
ど
を
同
じ
く
し
て
を
り
、
ま
た
そ
の
形
式
的
な 

'
國
家
と
'1
>

て
の
神
聖-
口
ー
，マ
帝
國
が
形
成
せ
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、

r

の
民
族
に
形
成
せ
ら
れ
、..
發
展
せ
ら
る
X

こ
と
な
く
し
て 

第
十
九
他
紀
に
及
ん
だ
の
で
ぁ.
々
、
從
：つ
て
西.
歐
諸
國
に
お
け
る
段
族
形
成
よ
り
も
、
そ
の
時
期
が
後
れ
て.
ゐ
る
。
即
ち
ド
イ
ツ
は
、

唤

名

と

、ょ
り4
:

れ.
て
、
|

形
成
の
段
階
に
進
ん
だ
の
で
|

こ
の
民
族
 

こ
れ
を
J

肩

ゆ

て

P

S

I

蒙

f

 
I

零

こ

i

l

差

は

、
i

域

璧

基
 
一

I

f

拘

衷

打

破
g

す

里

>
ら
の
政
治
的
促f
 
t

。
t

タ
イ
,
"
ハ

ル

デ

シ

ベ

ル

ク

の

肇f
 

イ
ツ.
鐵
道
網SS

畫
•
產
業
保
護
主gQ

政
策
な
ど
が
こ
れ
でぁ
る
。 

.

ノ
而
.

し
て
*
 

i

■

第
I
s
、
對

i

s

け
I

f

る
。
i

馨

f

 
I

f

 

S

は

れ

て

夕 

4

イ
、ソ
i

j

性
を
持
つ
.
.

て
ゐ
る
の
は
、
I

で
t

。
I

f

ツ

Q

m

l

と
は
、
他

の
S

I

1

,

1

。
第

十

盡
Q

I

I

0_

|
レ
オ
€

對
す
る
解
放
着
に
し
て
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ド
イ
ツ
領
域
に
對
し
て
、
フ
ラ

I

命
i

l

し》

近
代
國
家，
1

高

5

|

で

誉

、
i

l

い

奚

I

s

蒙

I

献
し
て
ゐ
I

い
T
,
 

.
の
政
治g

產

g

す

画

葚
s

s

、
I

形
成
2
 
:

要
I

階
で
I

か
ら
で
ぁ
る
。

ハ

I

 

M 

ド
イ
ツ
I

成
に
1

裏

謹

ミ

？

I

I

戰
I

。
而
し
て•
參

ミ

ン

f

ツ

に

じ
U

^
完

成

は
0 

^

は

1
ら
ト
イ
X

Q

居
住
地
！

 Q

 H

ル
ザK 
" n 
I
ト
リ
•ン
ゲ
ンI

て
ド
4
 _

の
形
成
を 

成
し
たQ

は

l

i

t

。一

八
七一

年
セ
ダ
ン
に
ナf

l

f

敗
つ
た
I

ル

意

ル

上

の

軍

は

f

f

の
盟
を
結
ん
で
、
ヴ-

ル
サ
イ
ュ

城
内
で
ド
イ
ツ
帝
國
の

生
誕
を
宣
言
し
た
。

こ
れ
が

ド

イ

ツ

農

形

成…

ナ
ル

る
 

あ-
る
。‘

.
あ
’る

民
族•
民
族
性
•
民
族
主
義

九

ハ
七



民
族•：

民
族
性
•
民
族
主
義 

ニo
 

(
I

七一

四〕 

し
か
く
の
如
く
段
族
形
成
に
お
い
て
遲
れ
て
登
場
し
た
ド
イ
ツ
は
そ
の
政
治
的
促
進
手
段
と
し
てQ

戰
爭
を
も
必
要
と
し
た
。
ド
イ
ツ 

段
族.
の
好
戰
性
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
か
、
る
ド
イ
ツ
自
體
の
社
#

的
政
治
的
必
要
に
ょ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
自 

身
ま
た
は
、
そ
の
先
祖
傳
來Q

好
戰
性
で
は
な
い
。
そ
の
證
據
に
は
、英
國
人
ま
た
ば
イ
ギ.
リ
ス
氏
族
は.
平
和
的
と
稱
さ
れ.
て
ゐ
る
が
、 

ニ
雜
背
反
的
な
言
葉
で
あ
る
が
、.
も
し
英
國
段
を
平
和
的
と
す
れ
ば
、
こ
れ
位
、
好
戰
的
な
平
和
性
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
が
商
業
的
發 

展
の
過
程
に
お
か
て
、
諸
國
に
行
は
れ
た
と
同
様
に
、
商
業
と
海
賊
行
爲
を
同1

.

視
し
た.
こ
と
は
、
商
業
的
好
戰
性
と
い
ふ
べ
き
で
あ 

る
^

?

ま
た
そ
の
植
揭
大
帝
國
を
建
設
す
る
に
當
，っ
て
、：
幾
多
の
流
血
の.
戰
爭
を
敢
ぇ
て
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
近
世
哺r

式
史
を
ょ

む

も
 

の
:'

\
.

何
人
毛
否
定.
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら.
ぅ
。
ド
イ
ツ
K

族
の
'好
戰
性
疋
が
い
て
；は
世
界
大
戰
當
時
大
ぃ
に
論
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ 

れ
は
戰_

遂
行
の
徹
底
牲
に
あ
わ
た
や
ぅ
に
考
へ
ら
れ
る
0-

そ
れ
は
、
；1

.

の
戰
略
で
あ
っ
て
、

M

族
性
で
は
な
い
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ウ
ィ
ツ 

ボ
戰
淨
の
目
的
を
敵
の
勢
カ
の
«

滅
に
あ
り
'̂

し
て
ゐ
る
こ.
と

に

.っ

いて
は
、
他
國
の
戰
術
家
も
、
ま
た
こ
れ
を
承
認
し
て
ゐ
る
。
例 

へ
ば
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ォ
シ
ユ
元
帥
の『

戰
#

論』

の
如
き
も
そ

の

.

一
例
で
あ
る
o

從
っ
て
、
戰
维
方
法
の
如
何
は
好
戰
性
の
決
定
に
は
な 

り
得
な
v>
o
 

■.

ド
.ィ
ツ
思
族
性
に
お
け
る
特
胜
と
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
全
體
半：

義
•
國
家
主
義
が
擧
げら
れ
る
。

ド

ィ
ツ
说
族
の
.政
治
的
性
格
の
主 

.た
る
辕
相
は
.
.
.
現
在
^
で
の.
發
達.
に
お
い
て
、
そ
こ
に
あ
り
と
い
ふ
こ
，と
が
出
來
や
ぅ
と
思
ふ
。
故
に
、.
ド
ィ
.ツ
社
#
思
，想
史
家
。へ
ウ 

ル
,'
*
モ
、ン
べ
ル
ト
は,K
イ
ツ
思
想
の
特
徵
を
全
體
主
義
：
に
求
め
て
ゐ
る
し
、
現
在
の
ナ
チ.
ス
理
論
.摩

の

如

き

は
、.
こ
れ
を
ド
イ
ッ
國
兄
思

想
グ
樞
と
し
て
ゐ
る
ト
イ
ツ
思
想
史

•
政
治
史•
經
濟
政
策
史
な
ど
を
、
そ
の
歷
史
的
現
象
の
；表
面
に
お
い
て
の
み
理
解
す

し
か
し
、
こ
め
ド
イ

I

體
塵
ま
た
は
國
蟹
義
は
、
ド
イ

i

の
み

S

I

は
な
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ

I

珍 

成

彳

俨

にm

來

す

る

も

4

で

あ

る

、近

世

初

期

か

ら

思

族

形

成

の

謙

に

人

り

、

第

十

八

世
紀
に
は
旣
に
民
族
形
成
を
完
成
し
た 

ギ
ス
な
と
で
は
；
そ

p

_

形
成
に
お
い
て
政
治
的
勢
力
の
作
用
が
重
羃
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

る

が

、

段
族
の
發
展
の
主
要

勢
力
が
政
治
權
カ
窆
な
く
、
遼

1

級
g

っ
I

で.
、
蜜

策

に

含

市
I

I

I

含

I

I

李

れ

ば
f

の 

で
あ.
つ
た
'.

こ
ご
に
市
瓦
的
社
會
を
藤
と
す
る
蛋
發
展
の
自
然
的
震
が

l

a

こ

の
自
然
的
過
程
を
迪
る
も

の

は

、

急
I

 

そ
の_

形
成
を
達
成
し
得
な
い
。
而
し
て
、
と
の
イ
ギ
リ
ス
の
I

形

成

重
^

旣
に
ト
イ
ツI

の
好
戰
性
に
っ
い
て
述
べ
た
場
合
に1
筆
者
は
、
そ
の.
政
治
的
促
進
方
法
を
擧I

こ
の
政

冶

的
促
進
方
法D
 

所
產
が
ド
イ
ツ
全
體_

ま
た
は
國
家_

で
あ
る
。
イ
f

s

場
合
，
近
世
的
ア
ブソ
リ
r

テ
，
ズ
I

策
で
あ
る
マ
ア
カ 

-.

ア

，

ス
ム
の
政
策
に
ょ
っ
て
市

4

的
社
會
が
一
定
段
階
に
ま
で
發
展
し

t

き

、

そ
れ
は
市
拔
的
社
會の
發

展

に

时

す
る
一
の 

f

自

墨

と
ィ

し

瓦

的

社

會

は

、

こ

.の

拘

束

的

隱

を

排

除

し

て

、
自
ら.

S

展
を
求
め
る
思
想
的
根
f

し

て

、

固
人
主
義 

U

用
。し
た
。
故
にI

義
は
ア
ン
グ
ロ 

•.サ

ク
ソ
ン
の
生
物
學
的
特
性|

|

そ
れ
は
、
時
代S

求
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の 

7 

イ
ソ

I

合
に
は
'
力
か
る
自
然
的
過
程
を
經
過
す
る
こ
と
は
、
そ
の
領
域
の
隱
的
地

位

i

史
的
事
情
が
、
'
ミ

を
 

1

, 1
第
十
I

f

ツ

餐

S

、
.
僅
|

.

_

フJ

…

ヒ
s

f

イ
セ
ン
が
、
絕

對

王
制
國

‘ 

ニ I 

(1 
i
 
五)

I

I

I

I



聆
族•
•民
族
f
民
族
主
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' 
二
ニ.

(
一

七I

六) 

家
を
形
成
し
た
の
み
で
あ
り
，
尙
ほ
多
く
の
封
建
的
班
侯
が
、

.
地
方
的
吏
配
權
を
把
握
し
て
ゐ
た
。
索
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
そ
の
，
 

社
會
經
濟
坐
活
の
後
れ
て
ゐ
た
ド
イ
ツ
で
は
、：そ
0
封
建
的
勢
カ
は
可
成
强
カ
で
あ0:
た
0
1し
か
し
、.
#
建

的

分

立

政

權
(/
>
散

在

的

様 

相
で
は
、
' 旣
に
民
族
國
家
を
形
成
し
終
つ
た
英
佛
に
對
抗
ず
名
：

^
と
部
叫
來
な
如
っ
た
。
而
し
で
、
'英
怫
に
お
け
る
拔
族
國
家
の
形
成 

は
？
市
诚
的
革
命
を
通
じ
て
.
行
は
れ
た
；こ
と
は
、
：當
時
の
ド
イ
ツ
人
の
眼
の
あ
：た
り
見
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ド
彳ヴ
の.
先
覺
者
達
は
、 

こ
の
革
命
、'.
殊
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
見
つ'め
て
ゐ
た6」

ケ
エ
ニ
ヒ
ス
：ベ
ル
ク
.
に
蟄
居
し.
て
ゐ
た
カ
シ
ト
も
、
こ
の
革
命
に
深
い
關
心
を 

持
ち
、.
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
，
こ
の
軍
命
：の
讃
美
者
で
さ
へ
あ
つ
た
。
彼
等
は
こ
の
革
命
の
鶉
力
的
政
治
に
は
、
眉

^
犖
め
て
ゐ
た
が
、.
こ
の 

荜
命
の.
持
っ
て
ゐ.
る
原
理
を
も
嫌
つ
た
の
で' は
な

い

。
，：
彼

等

は

、

.

こ
が
原
理
.
の
：平
和
的
實
現
を
さ
へ
飲
し
た
の
で
あ
る
。
.カ
ン
ト
の
世 

界
史
に
關
す
る
低
界
市
坑
的
立
場
か
ら
の
論
議
の
中
に
は
、

.
個
人
主
義
に
關
す
る
理
想
主
_

的
解
釋
を
見.
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
フ
ィ 

ヒ
テ.
，は_

然
法
の
集•
礎
を
論
じ
'.
:,
國
风
的
契
約
の
立
場
に
立
ち
、；
こ
.
れ
ら
を
理
想
主
義
化
し
で
、
そ<0『

封
鎖
的
商
業
國
家』

を
書
い
た
。 

こ
； .

の
場
合
、-
力
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
め.立
場
は
、
侗
人
主
義
ま
た
は
自
由
主
義
に
お
け
る
國
家
敵

.
視
的
ま
た
は
國
家
無
關.心
.的
立
場
を
採
っ 

た
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
國
家
に
ょ
づ
て
、

.
こ
の
社
#
的
政
治
的
原
理
を
實
現
す
る
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
つ
た
o 

.

.

ヾ.
へ.
1
ゲ-
ル
.に
至
る
と
こ
の
傾
向
は
--
•

賸
顯
著
で
あ
る
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
彼
は
國
家
そ
の
も
の
を
偷
理
觀
念
の
實
現
と
し
て
、
 

人
間
結
合
の
最
終
の
现
想
的
形
態
と
し
た
。
.

か
く
て
、
彼
の
贺
學
に
對
す
る
保
守
的
解
釋
は
、
當
時
の
プ
ロ
イ
セ.

ン
國
豸
1

ド
イ
ツ 

拢
族
形
成
の
主
耍
勢
カ
と
し
て
の——

の
國
定
哲
學
と
い
は
れ
た
の
で
あ
る.
0
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
は
、
右
颂
ヤ
中
央
*左
翼
の
三
派
に 

よ
っ
て
解
釋
を
異
に
し
た
が
、
そ
の
右
黧
的
並
に
中
央
的
解
釋
家
は
プ.
ロ
ィ
セ
シ
國
家
の
官
僚
>

結
合
し
、
こ
こ
に
口
レ
ン
ツ
•-フ
ォ

ン•
ジ
k

タ
イ
ン.
.
の
主
張
す
る
や
ぅ
な.「

社
會
的
王
制』

概
念
が
行
は.
れ
る
に
至
つ
：た
0

而.
し
で
、
へ
1.

ゲ
ル
：敗
治
料
學
の
實
踐
的
形_
 

は
、
官
僚
政
治
で
あ
り
、
民.
族
形
成
に
お
け
る
政
治
的
手
段
の
重
要
視
で
あ
るo

上
か
ら
の
■
改
革
：•.ま
た
は
上
：か
ら
の
革
命
と
い
は
れ 

る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
市
段
的
社
會
ば
：、.

自
|

族
を
形
成
す
る
ま
で
|

熟
し
セ
ゐ
な
い
0

.
こ
の
未
熟
性
を
醱
酵
せ
し 

め
る
の.
に
政
治
例
手
段
が
必
要
で
あ
る
と
觀
念.
せ.
ら
れ
、
，そ
れ.
が
實
行
'
せ
：ら
れ
る
と
こ
，ろ
に.
官
僚
政
骷
が
；行
は
^

る
0 

官
僚
政
治
は
何
れ
の
場
合
に
お
..
い..
て
も
*

そ

の

政

治

的

行

動

の

，
理

F1
1

ま

た

，は

勒

標

.
を
國
家.
に
求
め
る
：o.

政
治
は
社
會
關
係
の
一
， 

現
で
あ.
る
か
ら
、-

そ.
の
政
治
の
本
體
で
奴
る
國
家.
そ
れ
自
體
：を
\

政
治
の
目
的
と
ナ
る
と
い
ふ
ば
、
：意
味
を
爲
さ
な
^

政
治
が
あ
る
現
象
を
促
進
せ
し
め
る
主
麗
力
と
な
る
場
合
に
は
♦
多
く
か
く Q

如
く
考
へ.
ら
れ
.るo

そ
れ
が
阈
家
主
義
で
あ
り
、
國 

象
は
人
間
の.
特
定
共
同
體.
の.
金
體.
と
：い
ふ
意
味
で
‘

全

體

中

：
義

.と

考

へ

 
'ら
れ
る
。
故
に
、.

第

十

九

世

紀

の

初

頭

に

始

ま

つ

.
^
ド

イ

ツ

の 

國
象
主
義
は.
、
當
時.
の
；ド
イ
ツ
の
：社
#

的
政.
治
的
發
展
階
段
に
.お
け
る
政
治
議
義
^

^
 

|

の
イ
ズ
ム
で
あ.
つ
ヤ
、
決
し
て
、
. 

ド
イ
ツ.
该
族
性
の
：特
性
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
故
(/
>
0

そ
の
他
面
の
證
明
は
、
國
家
的
思
想
の
：册
刹
f

て
'
の
，反
對
思
想
が
輸
み
せ
ら
れ
、：
ま
た
は
利
用
f

:

れ
て
ゐ
：る
事
情
f

つ
て
提 

供
f

れ
る
o

例
へ
ば
、：
ア
ダ
ム
，
ス
ミK

の
例
を
f

ぅ
々
ス
ミ.X

'

の
國
富
論
は」

七
七
六
年
程
行
さ
.

れ
た
が
、そ
の
年
旣
に
獨
逸 

譯
が
宁
行
さ
れ
更
ら
に
.

一1

十
年
：を
經
て
、
第
十
八
世
紀
：の
：終
り
に
#

び
出
，て.
ゐ.
る
？
^

ミ̂ 

ス
ミ 

ス
の.
經
が
學
は
，ゲ.
.
ッ
チ.
ン
グ
ン.
大
學
な
ど
で
盛
に
：謙
；せ
ら
れ
た
.0

そ
れ
は
、
當
時
.

ハ
ノ
ウ
ヴ
ァ
が
ま
：た
英
王
室.
の
；
所

領

：で

あ

.

つ

た

：こ 

士

に

も̂

多

が

後

年-の

自

的

改

革

家
^

ル

デ'
ン
べ
ル
ー
グ
の
如
き

■
は
：
こ
ぞ.
で
そ
の
敎
育
を
受
け
た
©

で
あ
る
。
而
し
て
、
封 

'
 

I

民
族
f

民
族
主
義
.

ノ 
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:

建
劭
的
束
縛
の
打
破
農
じ
セ
は
、
スi
:

'

の
擧
說
は
多
く
利
用
さ
れ
1

る0」

當
時
”

マ
f

 
V
 I

■

の
”
社
會
思
想
家
ァ
'
ダ
ム
• 

i
 

ラ

国
、
f

 
乂 
|

の
批
判
S

つ

奢
 

の
端
を
發
し 

』
：八
六.
〇
年
代
に
|

 

|

 

J

つ
5

1

:
れ
て
I

が
：、.
そ
S

持
者
は.
ド
イ
2

地_

級
で
：あ
つ.
た
こ
と
は
、
多

<

の
人
の
意
：f

す

る

自
I

あ

忘

廢
す
i

職

ょ

：
つ

て

、
ト

イ

：ツ

の

達

物

輸

出

暮

易

に
し
、
I

I

I

け
る
^

.

輸
入
t

し
得
る
：の
I

る
t

>

l

階
級
に
と
つ
て
は
、
二

重

爲
 

と
の
運
動
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
か

.

.
<

見
|

る
と
.パ

阈

家

裏
I

自
由_

器

が

、「

■

性
I

何
等
I

係
の
^
^
^
^
^
^

級
®

*

情
に.
ょ

つ

で

、ノ

採

否

が

決

定

ザ

ら

れ

る

こ

と

が

、
：
判

明

す

.

る
で
あ
ら
ぅP

: '

"
 

0

. 

.
.

.

へ

.

. 

- 

•
•
'
, 

.
• 

t
. 

.

. 
: 

、
：
.
-
.
. 

/ 

.
 

-■
 

•
.
.
.
.

、
ド
イ
ツ
8

家_

|

ル
タ
以
後
艺
い
I

採

用

嘗

れ

、■
ド

イ

ツ

國

尝

政

國

家

s

f

あ
る
.と
い 

は
れ
：て
ゐ
る
。
し
か
し
、
政
治.

S

家

裏

的
.

的
現
象
2

る
？
第
十
九
世
紀Q

八
九
十
年
代
S

い
て
：、
世
f

未
開
^

 ̂

植
4

は

商
品
の
販
路
と
し
て
の
み
で
な
く
、
ま_

本
の
投
下
地
と
し
て
取
扱
ば
れ
、
殊
に
資
本
の
投
忑
域
と

し
て
、
そ
の
地
域
の
政
治
勺 

安
定
が
問
題
I

り
、.
商

船

，に

從

づ

怒

阈

I

’

更

ら'
に

國f

後

暮

”

碧

露

、
灣

f

 
i

s

雲

I

產

I

。
窘

墨

S

與

i

崖

義

1

後
退
て
言

、
後
れH

世
界
S

Q
_

_

た
諸
國
は
、
|

_

層

を

證

せ
 

イ
ッ
の
如
き
は
、
そ
の
最
も
顏
著
な
例
の

I
.

で
あ
る
o
'

1

は
、S

肇

命

に
I

、
イ
ギ
リ
K

i

l
約K

七
十
年
I

れV

ゐ
て
、I

八
S

年
代
S

っ
て
、
そt

兀

成
し
た
Q

I

票

、
.

f

に

編

s

f

 

l

l

lヵ

缓

て

零

I

K

 

-

U

ゲ
ン
g

鑛
と
T

ル

炭
鍵
と
の
結
合
ルi

地

方

の

炭

鑛

は

：、

そ
の

.
原
動
力
でt

、
第
十
九
世
紀Q

末
葉
に
は
、
先
進
工
業國
イ
ギ：

リ
ス
に
追
っ
か

ふ
 

と
し
て
ゐ
た
一
プ
ー
四
年
の
.
大
戰
は
、
こ
の
讓
の
農
に
ょ
る
英
獨
世
兆
_

の一決
算
で
あ
っ
た
。

,

大

饕

ド
イ
ッ
に
は
革
命
が
あ
っ
、
て
、
ホ
V

へ：.

ン
ッ
ォ
レ
ル

ン

義
I

し
て
、
共
和
國I

立
し
た

0

:

1

八
年
か
ら
十
四
年 

間〕

J

r

l

法
に
I

s

が
存
在
し
た
。
こI

I

く
I

I

ナ

そ

は
.
ユ
ダ
ャ
的I
Q

時
代
で
あ
：る
と
い
づ
て.
ゐ
る

。

V

イ
マ
ァ
ル
S

の
性
格
は
、妬

主

義

的

でI

と
い
は
れ
て
ゐ
る

が

、

フ
ル
シ
0 

T
的
諸
政
黨
と
ゾ
チ
ア
ル
デ
モ

ク

广

D
s
se
b

 

5
0

&
 
p
 

t V
-

 

. 

-

 

y

:

:

 

ァ
テ
ン
と
のI

で
I

從
つ.

T
こ
の
憲
法
の
內
容
は，
I

と

ま

，に
、
；：
社
I

主
：主

義

の

要

素

を

加

味

U
て
S

。

而

し

亡

，自

崖

義

の
要̂

^

會
I

塞
の
謹
と
し
て
の
自
由
は
社
會
的
自
由
に
.
l

l

g

憲
法
に
お
い

セ

气

同 

ゐ
る
。
而
し
て
、
こ
の
政
治
的
妥
協£

い
そ
.、

社

會

望

主

義

は

徹

底

的

な

社
會
的
並
I

治
的
革
命
を
轉
^

'  

", 

, 

(

一
 
七
一
九

)
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ニ

六
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七
ニ
〇>

S

治
上
"
に
お
い
七
は
、
ダ
:̂

シ
ゼ
ア
謝
政
黨
の
，主
賸
す
る
i

こ
.ろ
於
行
ぼ
牧 

そ.
の
主
張
は
必
ず
し
も
自
Et
]

主
_
的 

.

ぜ
は
な
い
0

敗
-

ド..
ィ
ダ
は
戰
時
に
ぉ
;̂

で̂
!

ぞ
打
&

#:

生
瓿
、'
經
濟
生
活..
に̂

い.
て
>
 

著
:̂

<'
:

國
家
的
銃
制
作
下
に
立
っ
た
。
そ
し 

て
i 
.戰
時.
經
濟
の
體
制
下
ぢ
ぉ
い
で
も
'

ゼ
ガ
に
ぉ
け
右
著
^

い
利.
潤
の
'
蓄
镜
が
あ
“

、戰
献
に
到
達
し
た
獨
戌
資
本.
§

段
階
を
^

に
狎
1>
進
办
で
が
た
ー
の.で
あ
る
：0
し
か
し
，

一
方.
に.
お
い
で
->
'.
無
產
者
の
革
命
的
勢
ヵ
は、
' 押
し
寄
せ
っ
っ
あ0;.
た
の
で
、
こ
こ
に
社 

會
生
衝
に
お
け
る
現
象
的
な

ii

卧
が
、
緩
衝
地■帶
と
し
て
現
は
れ
る
昀
莘
つ
た
：。
そ
レ
て
、

.
'こ
の
緩
衝
地
帶
呔
、
脚
時
戰
後
に
お
い
て
、 

疲
幣
レ
盡
し
た
ド
ィ
ツ
ル
に
と
つ
て
は
ク
享
樂
的
方
茴
^

お
”
て
、
著
し(

く
發
腺
す
る
可
能
性
ト
與
べ
ら
.
れ
た
の
：で
あ
る
。し
か
し
、
 

”こ
れ
ば
單
に
ド
ィ
グ
の
み
の
現
象
ー
で
ば
な

<-

、「

英

米

な

ど

に

；お

.
い
て
も
現
呔
れ
だ
現
象
で
あ
る
。
し
か
.
る
に
、
ド
ィ
ツ
に
お
い
て
は
、 

こ.
の
ぎ.
由
的
享
樂
が> 

'そ.の
經.
濟
的
疲
弊
の
結
果
ど
し
て
充
分
に
行
は
：れ
得
だ
ぃ
。
享
樂.
の
自
自
を
有
す
る
も
の
は
，
軋
に
上
胯
富
裕 

者-
の
み
で4

り
、
中
產'
無
孽
の
此
會
層
は
ー
ず
膨
闹
難
が
立
場
に
立
っ
た
デ
こ
匕
に
お
ー
て
’
あ
る
乾——

主
と
し
て
ブ
ロ
レ
タ
リ 

T
1
ト
I

は
，一
九T

八
年
の
革
命
の
徹
底
を
希

S
P
、
'

他.
の
も
の
I

中
間
際
級
i
i
r
'-
帝
制
時
代
へ
の
復
歸
を
希
望
し
た
。
而 

.•
し
て
、
政
治
上
に
お
け
石
諸
政
黨
の@
協
政
治
と
國
際
勢
ヵ.の..
壓
迫.
と
は
*
政
治
上
の
そ
の
日
暮
し
の
正
む
を
得
ざ
る
に
ー
至
っ
た
？
そ 

こ
に
、
ニ
つ
の
極
點
の
對
照
が
現
は
れ
た
。
'.
左
翼
に
お
け
る
共
產
黨.と
右«

の
代
表
と
，3
て
の
ナ
チ
ス
で
あ
る0,:
兩
者
は
鬪
爭
し
た0 

そ
じ
で
、
左
翼
側.
に
お
け
る
’戰
線
銃1:

の
不
成
功
は
ナ
チ
ス
の
勝
利
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。

,

..

ナ
チ
ス
は
元
來
中
間
階
級
運
動
と
し
て
發
展
し
た
»0
:

ぞ
の
直
接
ぬ
目
標
は
ヴ
ギ
ル
サ
ィ
ユ.
條
約
の
抒
破
、
即
ち
外
國
の
踏
力
に
對
す 

名
祖
國
的
防
衛
に
あ
つ
•
た
。
こ
の
ス
'.

ロ
ー
ガ
ン.
は
、
..
'

戰
敗
國
と
し
で
の
ド
ィ
ッ
に
と
っ
て
ば
:̂
'

人
氣
於
ぁ
っ
た
0

し
加
も
、
外
國
の
壓

I

最
も
强
か
完
時
代
'に
こ
れS
.

へ，
f

の
1

I
.

Q
.

時
に
あ.
つ
：て

.

最
f

の
條
約
の
改
訂
ま
た
は
無
効
を
戰
勝
國
に
お
い
て
更
、
濟
認
し
て
ゐ
：た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
は
宰

運
兒
沿
あ
^

;?.

-
.

-

-

-- 

< 
.

‘

ぐ,
-

ノ

ン

、
-

.

ナ
チ
ス
办
他
の
直
接.
の

慕

は

：、.
典
產
黨
及
び
社
會
民
书
第
の
打
倒
で.
ぁ
つ
た
o
.

こ
れ
は
：政
權
把
握
後
、
打
倒
し
た
こ
と
は
、
.周
知 

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
：I

の
人
民
投
票
な
I

際
し
て
場
は.
れ
る
反
對
ま
：た
：は
無
效
投
票
數
は
，
な
ほ
多
數(

約
•白
五
六
十 

萬)

に

於

る

：こ

と

：は

、
：

.

へ
：チ•チ
，：ス
疙
對
ず
^

ニ
^

瘙
夢
で
あ
ら
う
々
リ

.
し
'か
し
璁
在
め
卞̂

ッ
人
は
大
體fo
拾.
い
：て
ナ
チ
ス
を
支
持
：
P

て
ゐ
る
や
う
：で
あ
るo,
と
れ
は
、
ナ
チ
ス
政
權
が
、ビ
ス
マ
ル
ク
以

來
の
鐵
血_

5

つ
て
，
馴
ら
さ
れv

ゐ

海

民
.

：に
|
.

じ
鐵
血
S

を

も

，
つ

て

導

い

て

行

く

か

4

1

う
。
ナ
チ
ス
は
、
そ
の 

政
撤
獲
腐
以
来
、
；多.
く
の
靈
を
拘
禁
し
.

、
：
ま

灰

泚

毅

、し

：て

.

ゐ
るa

,̂

丨

：：ム
^

の
他
の
：ナ
子
ス.
陣
營
の
有
カ
者
さ
へ
、
そ
の
兇
刀
に
仆 

れ
■
て
ゐ
彥
こ
の
と
と
孩
ド
イ
ツ
民
族
：の
殘
忍
性
を
示
す
念
で
禮
い
。
备
れ
は
政
治
的
手
段
の
.殘
忍
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る 

が
ニ
支
配
せ
ら
れ
る
多
數
者
の
性
格
を
示
す
も
^

で
ほ
な
：い
9:〔

'2
1

れ
ら
の
諸
事
件
を
通
じ
；て.
の
ナ
チ
ス
の
政
治
的
性
格
は
、.

野
®
性
と 

理
想_

|

浪
合
：1

る
と
見
る
と
と
が
出
f

で
あ
ら
う
？
太
ド
イ
ッ
主
義
デ
リ
ヤ
ン
人
種
と
し
て
の
ド
イ
ッ
民
族
の
純
潔座
、 

第
三
帝
國
の
鞲
成
な
I

い

ふ

證
3

的
：要
素
は
、
そ
の
政
權
の
■
維
持
の
た
め
の
■

的
手
段—

採
人
•

脅
f

ユ
ダ
X

迫
害
な 

ど
丨
と
混
在
し
て
.
f

 
o-

そ
れ
は
-

へ
！
ゲ
4

學
の
美
し
い
服
宰
か
ら
す
イ
卞
ン
,ト
ウ
ム
の
劍
が
ガ
チ
ャ
つ
い
て
ゐ
る
言 

な
も
の.
で
あ
る
o

,
•こ

れ

ら

め

若

い

政

權

把

握

者

と

し

て

.

の
ナ
チ
ス
の
洗
練
を
缺
い.
て
ゐ
る
點
は
、
文
化
國
の
田
舍
實
呼
ば
れ
る
ド
イ 

I

民
族
I

i

 

• 

ニ

七

ミ

ニ

：



處

•
漏

f
届

族

雇

：
 

.
• 

ニ

へ

(

i
s

)

ツ
入
：必
近
狀
約
性
格
に
照
傭

た̂

念

^
あ.
る
の
；か

:?
)知
れ
ぬ
。
：.

:.要
す.
る
に.
.
民
族
#
成
過
程
並
に.
そ
の
發
展
過.
程
^
:#
げ.
る
，
.
ド

:̂
ツ
民
族
：̂
^
^

想
は
：れ
;/
:
.

0
::そ

,1
>
て
：そ

の

活

動
の
，极
M

垃
何
時

:-
?

)

、
.：ド：イ
：ク
民
族.
0

' »

治
的
手
段
に
ょ
る
發
展
で
あ.
る
0':
從
つ
，て
、
ド
イ
ツ

民
族
は
、. 

吵
數Q

進
步
的
分
子̂

除
い
て
は
、
摩
に
阃
家
跌
序
に
對
す
る
服
從
を
念
^
し
て.
ゐ
る
0
そ
こ
；：に
、
ド
イ
ツ
^
^
の.
尿
守
的
理
.®
-r
fe
韻 

の#
«
^

^

さ
れ
て
ゐ
る
：0:
サ
チ'ス
0
如
き
4
、
そ
の•
發
浪
當
時.
に
お
け
る
社#:
主
；義

的

ネ

張

を

、
、
今

日

に

^

い
て
は
險
て
去
つ
て 

ゐ
石0
そ
れ
は
フ
ァ
ッ
シ
、ス
ム
運
動
の
性
梢
で
はあ.
る
が
、.
そ
$
政
權
把
握
に
際^
て
运
、..へ
パ
ー1
べ
；
ン
や
マ
丨
ゲ
ンベ
ル
ク
の
代
表
す 

石
大
地
ま
や
重0:
業
家
^
妥
協
，し*::
'
そ
：
の
：政

權

把

握

後

數

ケ

：

.
月

に1
て
:'
國

民

革

命

の

終

焉

 

現
在
の
秩
序
に
對 

す
藤
從
で
あ
力
、そ
の
：點
に
：お
い
て
は
、ヴ
遝
動
の
：性
格
で
あ.
1

と
は
勿
論
で
身
が
' 

ド
イ
ツ
民
族
的
で
あ
る
と
い
へ
，

そ
こ 

に.
彼
等
0
保
守
的
理
想
主
義
が
あ
る
。
要
す
る
に
，

一

民
族
：の
性
格
杧
は
先
天
的
な
も0'
は
|
:
得
な
い
。
そ
れ
は
皐
に
、
民
族
の
發 

展
過
程
に.
お

い

，て
：
取

得

せ

ら

.

る
後
天
的
要
素.
に
過
ぎ
な
い.
の.
で
あ.
る
0

.
以
上
の
如
く
、
民
族
が
社
會
的
概
念
で
あ
り
、
民
族
性
と
い
は
れ
f
の
が
、圾
族
、の
發
展
手
段
階
に
お
け
る
そ
の
性
後
で
あ
つ
て
、 

K
族
も
拔
族
性
も
、1:

つ
の
生
物
學
的
概
念
で
な
い
字
れ
ば
3

ぬo.

歷
史
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
民
族
及
び
皮
族
性
が
社
曾
的
意
義
に
お
い
て
の
み
解
釋
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
斑
族
主
義
も
ま
た
’
 

當
然
そ
の
社
會
的
意
義
に
ょ
つ
て
，
解
明
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
段
族
主
義
の
歷
史
性
は
、
實
は
说
族
の
歷
史
性
で
あ
る
Q
そ
れ
を
® 

解

し

,&
<
て
は
、
段
族
主
義
と
そ
の
發
展
過
程
と
を
理
解
し
得
な
ぃ
0
そ
の
意
味
に
為
い
そ
、
良
族
主
義
は
、
.旣
に
古
代
に
存
す
と
ハ

ふ
- ^

汝
^

生
張
は
ぺ
全
然
誤
謬
と
い
は
ね
ば
ぶ
ら
ぬ
0

 

第
三
章
民
族
主
義
一
般
，
ヽ

八

'パ

民

族

な

る

蟹

的

集

麗

象

、
及
か
こ
の
集
圑
I

其

す

る
I

■

の
運
動
は.

1

近
代
的
性
質
を
持
っ

も
の
で
あ
る
。

 ̂

族

生

義

は

蔻

0

現
象
に
照
摩
し
た
運
動
及
び
思
想
I

る
。
そ
れ
を
一
言
を
も
っ
て
い
；へ.
ば
、
S

族
ま
た
は
讓
中
心
主
義
の
思 

想
及
び
满
動
で
あ
名
從
っ
.

て
.
.
I
K

族
主
義
は
：
.

價
値
猶
系
に
ぉ
け
る
民
族
的
特
性
の
高
評
價
で
あ
る
。
民
族
的
特
性
が
'
唯

I

絕
對
の 

も
の
塞
張
し
な
い
ま
f

、,

文
化
的
•

社
會
的
•

政
治
的
義
と
し
て
、k

族
|

重
し
、
こ
れ
を
義
と
し
て
、
S

圑
の
諸
政
策
• 

理
想
を
建
設
せ
ん
i

す
f

 
n

"

:

.

從

っ
湿
治
上
S

い
て
は
、
愛

國

主

歸
I

主
義
I

態
を
採
る
。'
I

雜

性
I

.

 

i

重

し

、
：
：
こ

れ

を

絕

對

化

す

I

合
が
I

。
へ
か
く
の
如
き
場
合
に
は
，

一I

餐

値

を

絕

對
4

じ
、I

は
、
こ
れ
を
誇
稱 

し
、
他
民
族
.

S

値
を
i

す
る
。
：I

民
族
主
義
は
，g

意
識
を
高
揚
せ
し
め
、
し
ば
く
他
民
族
に
對
す
I

略
を
す
ら
i

 

す

る

，と
の
髮n

愛
國
心
は
好
戰
生
義
的
傾
向
を
取
り
、.
大
な
る
影
響
を
大
衆
に
與
ベ
っ
、.
あ
.る
こ

と

は

、

.
例

へ

ば

*

イ
タ
リ
丨

、 

I

ッQ

最
近
の
例
に
ょ
っ
て
見
る
こ
I

出
f

。
近
代
Q

I

塵

は

！：I

議
を
持
っ
て
ゐ
\

そ
の
一
は
5

の
他
國
に

對

す

義
f
 5

:

ふ
1

$

等

？

こ
S

味
I

着

管

、，：I

I

I

け
る
統，【

S

變

は
I

的
讓
の
形
成 

塞

檩

老

I

I

I

。
f
 I
s

他

讓

に

對
す

る

翌

、1

は
、_
諸_

3

最

か-
る̂
民
族
主
義
運
動
は
、
：
い
ま
だI

的
盡
を
確
立
し
な
い
未
發
達：|
獨

立

的

な

合

證

.の
行ふ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、.
i 

.

民 
I

I

 族
主

義

：

.

.
 

^
 (IID

 

.
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的
主
權
を
確
立
し
、
獨
立
の
识
族
を
形
成
し
や
ぅ
と
す
る
運
動
で
あ
つ
て
、
；第
ー
に
、
こ
の
た
め
に
障
碍
と
な
つ
て
ゐ
る
政
治
機
構
で 

あ
る
對
建
的
貴
族
制
を
打
破
す
る
こ
と
に
努
め
、
^
1
1:

に
、'
こ
の
政
治
撒
構
を
援
助
し
、
ま
た
は
、
2:
れ
と
同
種
の
政
治
機
構
を
有
す 

る
外
國
的
勢
力
を
驅
逐
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
從
つ
て
、
ま
た
外
國
的
勢
力
と
同
意
義
に.
考
べ
ら
れ
る
外
的
人
種
の
排
斥
運g

を
伴
ふ 

場
合
が
あ
る
0

か
\

る
意
味
に
お
け
る
民
族
主
義
は
、
現
代
に
'お
い
て
は
植
说
地
ま
た
は
半
植
尻
地
阈
家
に
お
い
て
行
は
れ
る
.0

こ
の 

挞
族
生
義
運
動
の
：5-:
に
は
ノ.
植
拔
地
ま
た
は
半.
植
段
地
國
家
に
お
け
る
資
本
的
坐
產
の
發
風.
を
、
そ
の
意
圖
と
す
：る
ブ
ル
ジ
日
ァ
的
风 

族
運
動
^

*

_

歷
圾
族
中
の
無
產
階
級
運
働
4

し
て
の
'
民
族
的
革
命
運.
動
|

反
帑
國
主
義
運
動
—

と
の
一
，ー
つ
が
存
往
し
、
そ
の 

i

 
.
の
運
勸
は
屢

M々

在
し
た
運
動
と
し
て
現
れ
る
0

例
へ
ば
支
那
に
お
け
る
初
期
民
族
虫
義
運
動
と
し
て
の
國
民
黨
運
動
と
ブ
.〒
レ 

汐
ダ
ア
^

^

と
貧
農
と
に
そ
の
基
礎
を
置
く
尻
族
的
革
命
運
動
と
で
あ
る
^

故
に
こ
の
ーj

つ
©

運
動
、
即
ち
資
本
虫
義
國
家
に
お
け
る 

も
の
占
”

植
提
地
ま
た
は
半
植
民
地
國
家
に
お
け
る
拔
族
主
義
運
動
と
は
、
後
者
に
1

0

革
命
的
要
素
を
含
む
點
に
お
い
て
區
別
さ
れ 

な.
け
れ
试
な
ら
な
い
も
ぬ
で
あ.
石
0

而
し
て
、
植
段
地
ま
た
は
半
植
拢
地
に
お
け
る
拔
族
運
動
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
被
支
配
的
ま
た 

は
华
被
支
■

的
地
■

あ
り.
、.

办
へ
る
繼
に
お
け
る
民
族
運
動
と
し
て
•

‘單
な
る
民
族
獨
立
運
動
で
は
な
く
、
常
に
帝
國
主
菌
家 

に«

立
し
、'
抗
带
す
,2
>
_

族
連
動
な
、る
點
に
お
い
て
、
：先
進
國
に
お
け
る
民
族
主
義
運
動
と
區
別
さ
れ
ね
ば.
な
も
ぬ
0 

.

.
現
代
の
先
進
資
本
主
義
檲
，に
お
け
る
说
族
主
義
は
、
單

に

一
國
の
他
國
に
對
す
る
獨
立
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
o

そ
t

は
寧 

ろ
そ
の
强
大
な
阈
家
卞
中
心
と
し
て.
の
：そ
の
民
族
的
ま
た
は
領
土
的
擴
大
發
展
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
X

る
意
味
の
民
族
主
義 

魷
銷
國
在
義
- e

は
な
い

o

そ
れ
は

1

の
海
外
發
肢
キ
赣
で
ぁ
り
、
帝
國
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
國
家
又
は
他
戾
族
に
對
す
る
政
治

經
濟
的
支
配
•

即
1

己.

I

化
を
意
味
す
る
。
こ

Q

點
に
お
い
て
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
の
國
際
的
色
彩
を
有
し
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。
' 

故
に
瑰
代
の
幾
主
義
運
動
は.

現
在
の
民
族
的
及
び
領
土
的
昵
圍
內
に
お
け
る
自
己
：の
發
展
高
揚
を
目
的
と
ず
る
こ
と
は
勿

論

で

そ

れ

Q

み
に
は
終
？

ゐ
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己

Q

髮
的
支
配
權Q

籠

、
即
ち
他
民
族
に
對
す
る
支
配
權
の
擴
張 

.
を
意
味
す
る--
0
.-.

:.

':
:”

こ
の
自
覚
族
S

大
化
I

味
I

け
る
民
I

营

、.
同
時
に
一
國
家
內S

け

る

崖
P
結
束•
强
制
的
平
f

棄

す
る
。

そ
れ
は
普
通
に
フ
ッ
ァ
シ
ズ
I

名
I

つ
て.
呼
ば
れ
る
と
|

の_

主
I

I

O

フ
ッ
ァ
シ
ズ
ム

は

、

資
本
主
義
的
震
の
不

均
衡
性
遂
し
い
自
ろ
に
起
る
I

s

?

、
歐
洲
大
戰
後
崖
物

I

る
0

そ
れ
は
•
國
內

i

し
て
は
、
全

璧

義

の

名

の
 

节

ち

•武
1

階
級
平
和
I

f

る
と
、
もH

、

そ
S

Q

資

素

義

黑
f

名̂
,

し
、
こ
れ
S

す

論
S

び
領
域
を
他
國 

家
に
要
求
せ
ん
と
す
る
侵
略
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
獨
占
資
本
主
義
の
.强
化
を
窮
極
の
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
A

 

は
、
：そ
の
始
源
に
お
い
て
は
、
中
間
階
級
運
動
と
し
て
起
つ.
た
名
の
で
あ
る
が
、
I

發
展
，の
結
果
は
、
獨
占
資
本
主
義
の
强
化
を
目 

的
#

る
運
動
に
轉
化
す
る
。
故
に
、
そ
れ
は
、
近
世
的
國
民
主
？

は
嚴
f

«
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
近
世
的
翼
主
義
は
、
封 

建
主
義
に.
對
し.
て
逸
步
的
で
あ
；つ
た
が
、

7
 

r

ッ
シ
ズ
.ム
は
、
獨
裏
本
主
義
の
線
に
沿
ふ
反
動
的
な
も
の
で
t

o

 

'

現
代
の
タ
；

シ
ズ
ム
的
傾
向
は
、一

面
に
お
い
て
、
極
端
I

外
主
義
I

ん
で
ゐ
るo

こ
の
排
外
主
義
は
、
自
國
を
絕
對
視
ず 

る
共
通
性
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、
排
外.

I

い
て
、
外
國
ま
た
は
外
國
文
化
|
般
を
贬
稱
す
る
一
般
的
立
場
と
、
こ
の
一
般
的
立
場
の
下 

に

特
定
の
人
種
ま
た
は
外
的
文
化
を極
度
に
否
定.
す
る
も
の
が
あ
る
。
第
二
の
顯
著
な
る
例
は
、
ナ
チ
•

ド
ィ
ツ.
の
例•
で
あ
る
。
ド
ィ 

民
族•
民
I

•民
族
主
義 

パ
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七
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民
擊
民
族
辱
民
族
主
義 

§

•

(
m

!

六〕

ッ
に
お
け
冬
排
外
主
籤
は
、, .

,
般
に
旺
盛
で
あ
る
が

、

特
に
江
ダ
ヤ
人
排
斥
は
、
極
端
で
あ
っ
て
，
.-.

低
振
の
注
目
を
！
い
た
と
こ
ろ
で 

あ.
る
。::.
元
來
ボ
ィ
ッ
は
4

ダ
ヤ
人
問
題
の
近
代
的
本
場
で
|

が
;'

>.

最
近
の
I

運
動
ぼ
特
に
と
I

題
に
っ
ぃ
て
、
政
治
的
意
味
に 

ふ..
い
て.
；
' 
絕
大
の
接
、も
を
持.
>̂,

て
ゐ
る.
如
'<-

で
あ
る
。
全
#

^

の
 ̂

'ダ
：ャ
；人
と.
そ
れ
の
同
情
者.
は
-̂

ナ
チ
•.
.

ド
。ィ
ッ
に.
財
し
て
、文
匕
，̂

.

に
凌
た
は
y

經
濟
的
に
：こ
の
運
動
と
鬪
っ
て
ゐ
る
。：
文
化
擁
護
運
動
や
、”
ド
不
ッ
商
品
ボ
ィ.
コ
：
ッ
ト
運
励t

r

C

の
問
題
と
密
接
な
關

係
が
あ
る
.0

.'..へ 

へ

)

：
'.
:.
.

:...

し
，
か

石

に

*
:
_
年

ダ

ャ

人

は

、

1

の
；特
殊
の
，位
置
に
ゐ
る
種
族
型
で
あ
る
,0
そ
れ.
は
，
最
早
ニ
千
年
近
く
彷
浪
の
民
と
し
て
’

諸
國
^

の
間
に
、.
生
活
し
て
ゐ.
る
0
^
:
:

ダ
.

ヤ
人
た
る
禰
族
は
存
在
す
る
が
、ゼ
：の
；爾
族
を
：甚
礎
と
し
：て
血
璧
ハ
同
體
*

地
緣
共
同
體
と
し
て
の
^

族
は
存
在
し
な
い
0.
'

そ
れ
は
政
治
的
機
關
と
し
文
の
自
己
の.
國
家
I

っ
一
て
ゐ
な
い
震
で
あ
P

、.
：何
れ
の
國
家
に
お
い
て.
も
、
少
數

種
族
と.
.̂

て
、
；社
會
的
ま
た
は
政
治
的
に
：
多
か
れ
少
か
れ
ハ
壓.
迫
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の.
被
腿
追
狀
態
か
ら
脫
れ
て
、
所
屬
國
家
の

JE

當
な
る，

1

員
-

^
.

て
、：'
政
治
的
•

社
會
的
地
位.
の
：同
一
を
要
求
す
る
運
動
が
あ
り
、他
方
ユ
ダ
ャ
人
の
發
祥
の
地
と
し
て
の
エ
ル
サ
レ

ム
に
ユ̂

ヤ

人

周

家

を

‘建

設

せ

ん

と

す

る

チ

才

一

一

ズ

ム(Z
io
n
is
m
)

連
動
が
f

o

こ
れ
は
、
最
も
、
特
異
な
■

運
動
で
あ
る
o

而
し

て>

そ
の.
運
動
が
、
最
も
多
く
國
際
的
意
義
を
有
す
る
點
に
お
い
て
、
剧
版
を
有
す
る
の
で
、
現
在
の
拔
族
運
励
と
し
て
、
閑
©
す
る 

;£,

と
は
、
‘
出
來
ぬ
。

' 

:
v
i
'

.

こ
、
に
問
題
;<
*
:

な
る
«>

は
*

現
代
ソ：

ヴ
ェ
ー
ト
•.

ロ
シ
ア
で
あ
る
。：
ソ
ヴ
工.
丨
ト
•

ロ
シ
ア
の
政
權
を
把
握
す
る
共
產
黨
は
、

マ
ル
ク 

K

 

J

レ
1

ニ
ン
主
義
<f
>

立
場.
に
立
つ
イ
ン
タ
ァ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
0

し
か
る
に
、
そ
の
li
:

會
主
義
建
設
C
お

h

は

"
暴

I

と
し
て
實
行
I

そ
ゐ
る
。.
例
へ
I

S

I

I

I

I
:

一：國

社

會

幽

譲

の

可

:
p

o
:

:
:

r
!

y

m

向
に
進
ん
で.
行
く
ょ
り
外
は
な
い
含
ら
ぅa

そ
れ
は.
資
本
議
諸
國
室
圍
の」

中
に
あ
っ
て
、
社
會
主
義
建
設
を 

な
さ
ん
I

も
？

、
嘉

運

命

で
I

。
而
し
て
；
f

 

V

I

產
l

_

f

革̂

h

と
I

場
f

、
常
S

本
主
義
國
i

て
、
，ブ
ロ
パ
ガ
ン
グ
s

i

る,

資
本
主
義
I

關
係
は
、
一
小 

部
を
除
い
て
は
*

I

I

る
。
ソ
ヴ

f

 

•
'

ロ
シ
ア
i

l

論
s

l

f

 

1

1

.

無
産
者
國
際
主_
 

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
無
產
者
國
際
主
義
は
現
時
の.
鐵

に

お

い

て

は

，
.
.
一

小

部

分

の

み

し

か

、

成
し
遂
げ
ら
れ
て

I

い

。

か

ぅ

‘
 

考

へ
.て
來
る
と
ソ
•ゥ
：r

ト
,

n

 
.
シ
ナ
は
、
事
實
に
お
い
て
は
、

一
の.

I

囊
的
立
場
を
强
制
さ
れ
て
ゐ
る

と

い

っ

て

ょ

い

。

，
か
 

し

な

が

ら

、

こ
の
社
會
主
義
讓
が

.

現
代
の
國

產
f

義
1

ッ

警

ト
S

と

殊

に

f

囊
の
强
調
す
I

階
級
主
義
、
まI

I

S

は
、
似
I

f

 ?

1

畫

義
|

て
ゐ
る
。
そ
れ
は
高
M 

强
沏
さ
れ
た
國
民
主
義
に
.
過
ぎ
な
^
0'
で
あ
る
0.
: 

:
'
.

I

方
ま
た
ソ
ヴ
f

。■
ロ
シ
ア
の
.弱
小
民
族
の
i

義
的
革
命
へ
，の
I

I

し
て
、
赤
色
帝

國

主

、

從
っ
て
、赤
色

義
I

I

ふ

し

か

し

I

’

マ
ル
f

 

I

福

看

浸

I

 
I

S

I

自
M

尊
重

j

る
も

の
.で
あ
る
し•

ま
た
' 
弱
づ
■

に
お
け
る

共
產
黨Q

:

煽
励
は
.
：無
產
者
階
級
に
變

.

さ
れ
て
：ゐ
：る
の
，で
、'帝
國
中 1

義
的

.

民
?
民
族
性
_
民
族
囊 

~

 

.

H
 

H
 

C
1
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民
族•
民
族
性•
民

族

主

義.
. 

•
三

四

(
一

七
ニ
八)

國
S

I

は
、
そ
の
本
質
を
異
に
し
て
I

の
で
あ
1

故

藥

言

そ.
の
現
實
を
國
段
主
義
と
し
て
規
定
し
な
い
。
從
つ
て
民
族
主
義
は-
そ
の
性
質
に
從
つ.
て
、次

-0
や
ぅ
に
分
類
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。 

• 

^
近
世
に
お
け
る
揭
族
形
成
運
動
と
1>
:.'て
の
说
族
主
義
ぃ
';.

;

.

■

ノ

： 
ニ
帝
國
生
義
段
階
に
.

お
け
る
段
族
主
義
I

思

族

主

フ

ア

ツ

シ

ズ

ム
:
 

' 

,

:

f(

ィ)

土
着
資
本
運
動
と
し
て
の
说
族
主
義 

三
植
民
地
ま
た
は
半
植
民
地
に
お
け
る
民
族
主
義

j
、

く 

:

:

(
(

ロ)

無
產
階
級
運
動
t

て
の
民
族
主
義

(

四.

ユ
ダ
ヤ
域
族
運
動
...

M

挺
主
義
論
に
お
い
'
て
は
、i

れ
ら
の
諸
齔
の
域
族
生
義
を
、
そ
の
歷
史
的
段
階
に
お
い.
て
、
理
解
し
Y

そ
の
相
互
關
係
に
お
い
て
、 

把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
近
世
に
お
け
る
歧
族
形
成
運
動
と
し
て
の
说
族
主_

は
現
在
に
お
い
て
は
、
歷 

史
的
事
實
で
あ
り
、
，現
在
の
問
題
と
し
て
は
、
第
一
5

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
民
族
主
義
と
第
三
の
植
拔
地
ま
た
は
半
植
说
地
に
お 

け
る
段
族
運
動
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一.
の
近
代
i

主
義
運
動
は
、
そ
の
後Q

す
べ
て
の
民
族
主
義
運
動
の
原
型
と
し
て
、 

最
近
の
そ
れ
を
理
解
す
る
に
も
'

是
非
こ
れ
の
硏
究
を
通
過
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

I
I

.

.

'
民
族
主_

は
、
以
上
詳
し
く
述
べ
た
や
ぅ
に
、
生
活
資
料
の.
資
本
制
的
生
産
を
前
提
と
す
洛
も
の
で
あ
る
が
"

そ
れ
は
、
こ
の
前
提 

'の
下
に
お
け
る
運
動
で
あ
り
•

そ
の
精
神
的
基
礎
を
民
族
感
情
ま
た
は
民
族
意
識
の
上
に
置
い
て
ゐ
る
。
即
ち
、
生
活
資
料Q

資
本
制

U

W

I

的
S

ネ

れ

ば

、I

精

神

的

避

、
民
族
意
識
でI

民
族
意
識
は
、
物
質
的
基
礎
の
醫

響

 
I

I

I

 
養

養

議

1

1

1 1
1

=

!•
!

て
、

相
互
に
交
通I

の
起
i

i

は
、
同
類
意'«
も
異
類
意
識
も
起
ら
ず
、
接
觸
が
频
繁と
な
る
に
及
ん
で
、
そ
の 

一

2

1

り
、
生
活
內
容
の
同
 
一.

I
り
に
ょ
つ
て
、
同
類
意
識
を
呼
び
起
す
の
でI

。
而
し
て
、
こ
の
同
類
意
識
の
發
生

U

r

す
I

I

I

靈

 

f

 l

l

f

f

。
息

外

.

V

 

-

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ろ

け

る

第

二

の

現

象

は.
、
他
民
族
に
對
す
る
異
類
意
識|

民
族
意
|

密
化
でぁ
る

。

社
會
生
活
の
ぁ

I

0

 
む

 
u

u
r

、
i

l

l

 
藤

勢
 
1

1

2

 
圑
意
i

l

f

 
I

I

、

戀

會

は

、
露

で

I

、
そ
i

f

は
、
i

義

勢

力
I

墨

、
土

し
1

會
，1

1

し
て
の
ギI

I

 二

塞

集

圑

意

識
I

て
ゐ
た
。
貴
族

f

意
識
i

l

l

麗

裏

、'

塞

に

寒

I

し
I

f

民
放•
民
族
性
•
民
族
主
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芪
族
：
•
民
族
性
•
民
族
虫
義

 

三

六

2

七
三S 

>
て
::.
?>
、
ブ:i
K
オ

ね

ギ,1
は

殘

存

す

る
0
へ
民
族
意
識
は
、
こ

(0
^
^
ィ
デ.
オ
ロ
、
ギ

ー

士

鬪

ゆ

ね

ば

な

'ら
な

か

つ

た
0
.
即 

敎
會
是
の
他
の
意
識4_

は

ね

ば

な

ら

な

い

.-
0
と

の

場

合
:'
'

1
時
代
前
め
意
織
は
、
_
:敎
會
意
識
、
ギ
ル
ド
意
識
な
ど
と
し
て
、
固
人
的 

遺
識
七
し
て
殘
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
垃
族
必
形
减
過
程
に
お
い
て

は
、
段
族
意
識
殊
に
、
そ
の
ー
部
を
形
成
す
る
说
族
理
想
が
、 

全
基
本
社
會
組
織
化
す
る
原
理
と
し
て
、
考
へ
ち
れ
、
從
つ
て
、
基
本
社
會
の
唯
一
の
原
理
と
せ
ら
れ
、
社
會
發
展
の
傾

(R
l

の
線
に
沿 

■ふ
て
ゐ
る
關
係
上
、
他
の
.
意
識
が
遂
に
克
服
せ
ら
る\
に
至
り
、
，
武
族
意
識
が
確
充
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
0 

,

，
段
族
意
識
の
問
題
と
關
聯
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
*
段
族
性
の
問
題
で
あ
る.？
域
族
性
に
つ
い
て
は
、ド
ィ
ッ
の
場
合
を
列
と
し 

，て

詳

論

し

た

.
の
で
、
こ
X
に
多
く
論
ず
る
必
要
は
な
い0
段
族
性
の
問
題
は
、
尻
族
構
成
員
.
の
.現
實
的
平
均
的
態
度
に
つ
い
て
論
ぜ
ら 

れ
サ
、
::
#
く.
の
場
合
、
圾
族
の.
理
想
的•
典
型
的
態
度
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
X
.
に

民

族

性

論

の

客

觀

性

が

缺

如

し

て

ゐ 

る
場
合
が
多
い
。
.
而
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
民
族
の
中
に
、

.
比
較
的
な
統
.|胜
と
恒
常
性
の
存
法
す
る
事
實
を
認
め
る
が
、.
こ
の
こ
と 

は
、
單
に
我
族
に
限
ら
ず
、

一，
時
代
、

1

集
圓
；に
つV.
て
い
ひ
得
る
。

•

而
し
て.
こ.
の.
民
族
性
は
、
民
族
の
組
織
運
營
す
る
經
濟
•
政
治• 

社
會
狀
態
に
ょ
つ
て
、
決
宠
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

一

民
族
の
特
有
し
て
、絕
對
的
な
も
の
で
は
な
い
。
旣
に
指
摘
し
た
や
ぅ
に
、 

民
族
！1

の
特
殊
性
を
人a
的
血
液
の
差
異
に
求
め
や
ぅ
とす
る
の
は
、
非
科
學
的
で
あ
り
、
證
明
し
得
な
，い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

■

H

..
义
に
國
土
の
問
題
が
あ
る
。
民
族
が
地
綠
社
會
で
あ

.
る
か
否
か
に
つ
い‘て
は
、
旣
に
論
じ
た
が
、
民
族
主
義
蓉
の
あ
る
も
の
沈
、
地 

域
並
に
地
域
的
條
件
を
民
族
主
._

の
重
大
な
要
件.
に
數
へ
る0.
フ
ラ
ン
ス0
民
族
主
義
者
バ
ァ
レ
ス

(

'̂
u
s)

の
如
き
は
、
こ
れ
で
あ.

I

I

還

間
I

參

に

I

I

霞

I

f

 

i

i

i

l

i

は
‘ 

2

的

轉

囊

雲

す

I

的
觀
f

る
。I

I

て
I

I

管

、
國
“

れ
^

 

る
諸
I

對
し
て
、
結
合
的
要
素i

役
割
I

今
し
か
し
、崖

す
I

は
'、I

I

例
へ
ぼ
、
I

I

極
端
場

展

す
f

き
、
そ

自=

.

主
義
I

I

る
。:

彳

て

」

.
_

翁

|

て
，1

1

が
中
央
着
主
義
I

味

す

る

地

方

分

權

 

そ
れ
は
：
l

_

の
中
心
的
地
域
の
問
題
で.

1

:

第
一
に
、I

地
方(

1

1

1f
r

l

 

b
o
r
d
e
r

 

I

n

)

が
J

と

考

け
.

地

方

蒼

讀

i

て.
I

關
|

1

|

。8

は
i

l

l

f

て
、

^

^

^

|

.1
1 1
" |_

義
|

|

要
f

 i

 
で
f

 
i
證

I

’

.

民
詧

K

放
i i

•.

民.

族.

主
.義

H
七

0
1
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.

民
旎•
民
族
性
•
民
«
3S
執
. 

パ 

三.
八

(

|
七
5
1>

Q

で
あ
令：

國
提
地
方
は

r

諸
民
族
：

Q

接
觸
點
ど
し

.

て
、
翁
族
に.

對
し
て

:,-

相
瓦
的
腾
ガ：

の
職
ぐ
興
へ
ら
れ
る
と
こ
5 -

で
：あ
り

-

设
族

' 

ぬ

、
ゾ
こ
：
の

地

.

方
に
：お
い
て
、.

；1.
.

の
動
的
性
格
が
與
へ
ら
；れ

气

'
:

即
^ :

國

境
人
は
に

第

一

そ

0,
所
屬
拔
族
を
變
贾
す
る
倾
向
を
有
す
る
。
第10'
戰
^
的
民
族
主
義
は
、
，段
族
的
對
宂
に
ょ
つ
て
藝
せ
ら
れ
る
が
、. 

第
ニ
の
傾
向
比
、
_

境
人
ロ
：
の
一
一
段
族
語
の
併
用

(

段
族
的
混
交i

寅
族
的
生
活
に
ょ
つ
て
、

：

養
は
れ
る
。
こ
の
第
二
の
傾
向
は
、 

戰
鬪
的
域
族
主
義
者
に
ょ
つ
て
、
‘
寶
國
奴
と
せ
ら
れ1
か
、
る
傾
向
の
增
大
は
、
民
族
的
對
立
を
激
化
せ
し
む
る
。
要
す
る
に
、
國
境 

她.
域
:̂

、'
尻
族
主
義
の」

現
地
で
あ
り
、
從
っ
七
、
.
そ
こ
.で
はV:
'1

段
：族.
の
窻
識
£_

«-
し
ゃ
ぅ
と
す
る
も
の
と
、
國
境
地
.域
の
動
的
狀

國
境
柿
域
が
民
族
主
義
の
現
地
的
中
心
點
が
あ
.
る
に
對
し
で
、
.
一
國
の
政
治•
社
會
•
經
濟
の
諸
活
動
の
源
泉
と
し
て
の
首
都
が
重
要 

で
あ

る
。

何
れQ

'

政
治
上
の
運
動•
思
想
た.
る
を

問
は
ず
、
實
際
的
勢
力
の
獲
得
は
、
政
治
上
の
地
位
權
カ
の
獲
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず

* 

從0

て
、',
政
治
の
中
心
地
と.
し
て
■の
首
都
に
お
け
る
運
動
が
極
办
て
重
大
で
あ
る
P
殊

に

民

族

、壬
義
は
、

：
|

の
中
央
集
權
主
義
と
し
て’
 

主
張
せ
ら
る
、
が
故
に
、：
首
都
の
問
題
は
特
に
®
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬo:
而
し
て
‘
こ
の
.國
境
地
方
と
首
都
と
の
中
間
に
あ
る
地
方 

は
比
較
的
こ
れ
ら
の
地
域
よ
り
も
、M
族
主
義
的
影
響
を
受
け
る
こ
と
僅
少
で
あ
る。:

.

C 
.、 

四 

'.

.

次
に
民
族
主
義
と
關
係
の
深
い
の
は
、言
語
で
あ
る
。
民
族
の
本
質
に
關
す
る
言
語
典
同
體
詉
に
つ
い
て
は
*

旣
に
批
評
を
加
へ
、
そ 

の
誤
謬
を
指
摘
し
た
の
セ
あ
る
が
、
言
語
と
民
族
主
義
と.
の
間
に
は
極
め
て
密
接
な
關
係
が
あ
る
？
集
團
人
口
が一

定
の
言
語
を
有
す

る
こ
と
は
事
實
で
あ
り
、
こ
の
言

麗

象
か
ら
母
國
語
の
觀
念
が
發
孛る
。
露

は

、
知

的

並

に

.精

神

的

な

る

も
の
の
•

源
泉
で
あ
り
、
 

且
つ
爽
現
で
あ
名
0
集

團
の
傳
*

意
志
は
言
語
に
ょ
つ
て
、表
現
せ
ら
る
\

の
で
あ
る
が
、
言
語
は
、
人
ロ
集
園
的
ま
た
ま
遞
域
的
に
多
’ 

少

の

差

異

を

持

.つ
て

ゐ
る
。

民

族

の

雰に
お
い
て
は
、
そ

れ

が

最

も

.廣

沉

な

範

圍

に
お
い
て
、
統
一
せ
ら
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
從

つ
て
、
そS

民m

Q

赛

u

m

.

f
 
i.

Q.
等

t

。

け
I

情
•

一
般.q.

情

I

I

言
語
に
お
い
て
、
最
も
ょ
く
表
現
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
0
こ
'、
に
民
族
文
學
成
立
の
可
能
性
が
.
主
張
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
言
語

る
民
族
と
國
土
の
關
係
を
論
じ
た
場
合
に
、
地
域
主
義
に
0s

て
論
じ
た
が
、
方
言
は
一
の
：地
域
主
義
で
あ0
て
、
廣
沉
な
範
圓
に. 

及
ぶ
統
一
的
言
語
と
は
、
相
反
する
性
質
を
持
つ.
も
の
，で
あ
つ
て
、

一
の
民
族
主
義
に
對す
る
制
動
作
用
I

t

の
で
あ
る
o

.故
に 

民
族
主
義
1

常
に
、，
言
語
の.
統
一
運
動
に
着
す
る。'
即
ち
民
族
內
'に
お
け
る
同一
系
統
以
外
の
言
語
S

減
•

禁
止
を
主
張
し
、方 

言
の
標
準
語
化
を
主
張
す
名.
0
こ
れ
は
ー
の
言
語_

爭
で
あ
る
0

文
字
に
つ
い
て
も
，
同
じ
こ
と
が
い
へ
る
。
言
語
は
必
ず
し
も
文
字
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
*
進
歩
し
た
言
語
は
文
字
を
持
つ
て 

ゐ
る
而
し
て 
'
各
言
語
に
は
特
有
の
文
字
を
有
し
、
書
體
•
字
型
を
持
つ
.て
ゐ
る

o

例
へ
ば
、
ド
イ
ツ
語
は
、
そ
の
傳
统
^
ら
ハ
へ 

ば
、,
、

n

チ
ッ
ク
文
字
を
も
つ
てS

れ
、
印
刷
せ
ら
れ
る
の
.で
あ
る
ノ
し
か
る
に
近
代
に
及
ん
で
、
ド
イ
ツ
語
を
ラ
テ
ン
文
字
に
書
く 

場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、:
一
の
：文S

上
£
:

け
る
西
歐
化
主
義
で
あ
る
が
-
ド
イ
ツ
に
は
こ
の
ラ
テ
ン
書
體
を
排
し

.
て

、

傅
統
的

な
 

ゴ
チ
ッ
ク
書
體
を一

般
に.
採
用
せ
ん
と
す
る
運
動
が
.
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
多
數
.の
外
國
語
を
馨
し
、
こ
れ
に
代
好

f

i

l

l
 

'
 

(

5
i

>
 

.



I

I

性_

l
.
產
. 

§

 

(1

七
三s

す
べ
き
純
粹
ド
イ
ツ
語
を
：も
；つ
て
せ
ん
と
す
る
；フ

H
,

ル
K

イ
チ
ュ
ン
グ
の
運»

と
同
性
筲
の
も
の
で
あ
る0

ナ
チ
ス
政
治
の
下
に
.お
い 

(
て
、
ゴ
チ
ッ
ク
書
體
が
多
く
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
國

民

裏

と

：し
て
の
チ

^

ス
が
傅
絲
を
爾
要
楚
ん
と
す
る

I

の.
现
は
% 

で
あ.
る
。
' 
日
本
に
お
け.
：る
漢
字
慶JK
、
：.ま
た
は
制
限
論*
値
名
文
字
運
動.
の
：如
き
も
、
こ
れ...に
類
す
る
も
の
で
あ
る0

し
か
る
比
、
わ
が 

國
に
夂
 ̂
•て
は
貧
ガ
は
支
莉
ガ
ら
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
旣
に
¥

數
百
年
(D
歷
史
を
有
す
る
の
故
を
も
つ
て
、
®
^
主
義
者
，
國
家 

主
義
者
の
側
に
多
く
の
反
對
論
が
あ
る
こ
と
は
广
ー
の
注
目
す
べ
专
興
味
あ
る
現
象
で
あ
る
。

：

 

,
'

.

.

.

■
.

 

S
 

::•
■>

一. 

h

宗
敎
と：

民
族
^

義

と

も
.

ま
た
多
//

ノ
：の
關
係
を
有
‘す
るO

;(

民
族
そ
れ
自
體
ば
>
 

宗
敎
典
同
體
で
は
な
い
が
、
宗
敎
は
民
族
に
お
け
る 

.

イ
デ
ォ
ロ
：ギ—

の
一.
形
態
と
し
て
ノ
垃
族
生
義
に
關
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
宗
敎
な
る
も
の
は
:1

原
始
的
基
本
社
會
*
に
は
、
種
族
的 

宗
敎
と
し
て
，
橄
族
的
集
團
の
共
同
的
原
理
と
し
て
の
地
.位

を

持

宅
 

そ
れ
は
、
多
く
自
然
宗
敎
の
形.
態
を
採
っ
、て 

ゐ
た.
の
で
あ
る
が
、
原
始
的
甚
本
社
#.

の
：
崩

壞

と

穑

族

集

圃

：の
：
接

觸

に

ょ

っ

'
て
、一

神
敎
的
超
種
族
宗
敎
を
生
む
農
っ
た
。.

とc

時 

代
に
お
いV

は
、
：宗
敎
こ
そ
、ヽ

知
識
め.
源
泉
で
あ
り
、
精
神
的
文
化
還
礎
で
あ
っ
た
の
：で
‘

>

 

そ
れ
は
棄
な
社
會
的
政
治
的
勢
力
を 

持
っ
て
ゐ
た
？
こ
の
勢
力
の
背
後
に
は
’

宗

敎

籠

體

、
即
ち
宗
團
の
土
地
產
權
に
I

經
濟
力
を
持
■つ
て
ゐ
た
の.
で
あ
る
が
、
.實 

に
そ
れ
は
精
刺
的
亥
配
者
と
し
て
の
地
位
を
有
む
た
の
で
あ
る
0
:

殊
に
、
3'
丨
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス.
ト
敎
が
“
1
マ
帝
國
の 

國
敎
的
地
位
を
獲
得
し
て.
か
ら
、
：？

v

震

..

S

力

は

確

蕃

ら

れ

f

 

中
世
を
如
じ
て
、

3

1 

ロ
ツ
パ
の
精
神
界
に
君
臨
し
て
ゐ
た
0
.
し
か
る̂:
、
宗
敎
改
革
は
、
こ.
の
カ
ソ」
リ
シ
ズ4

.

の
她
位
を
崩
壊
せ
し
め
た
0
ブ
W
テ
ス
グ
ン

.

ト
は
こ
®
5

1

ズ

為

世
S

義
S

し
て
、“
1
:

i

i

ク
敎

家
ま
た
は
塁
に
對
す
る
隸
屬
的
地
位
を
認
め
た
。
國
家
I

敎
I

鬆
治
的
目
的
め
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
得
ち
フ
ラ
ン
ス 

革
命
直
I

お
け
る
急
進
主
義
者
の
_

に.
す
ら
、
宗
教
の
利
用
が
主
張
さ
れ
.
て
ゐ
S

2

る
'

民
ハ
壬
義
の
，隆4

に

赴

ズ

に

從

，つ

て

民

族

主

義

そ

れ

晷

が

、
宗

敎

化

す

る

傾

向

を

持

っ
て

ゐ

る

。

段
族

義

は

、

傅
；̂
王
義
’ 

I

、
所
謂
精
神
的
傾
向I

っ
て
ゐ
る
。“

っ
、

^

一
 
祖

先

崇

拜

•
一

 
震

制

度

の

尊
f

養

的

英

雄
 

及
び
犠_

の
稱
揚
自
段
に
對
す
る
篇
的
精
神
及
び
用
意
の
要
求
•
五
I

王
S

世
界
に
お

け

る

割

ー

的
文
化
水
準
に
對
す

信
仰.
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
合
理
主
義
に
.
同
情
鼻
っ
て
ゐ
な
い
點I

い
て
、
I

 

故
に
I

義

D 

,
 

理
解
に.
は

，
か

く

の

如

含

宗

敎

的

態

度

を

硏

究

す

る
こ
と
が
必
要
で
あ

る

0
‘

■.
'

六
：

.

r 

へ
'
:

:
 

.

,:
f 
I

主
I
K
"
パ
ガ
ン.
ダ
に
っ
い
て一

言
し
た
い
。
如
何I

義

S

い
て
も
、
そQ

囊
を
一
般
化
す
衾
め
に
は
、 

雙

I

I

用
ゐ
る
が
、.

1
第
一
は
主
義I

す
る
I
I
.

る
。
：|

主
義
の
I

目
標
は
、
先
づ
兒
童
にI

0 .

各
國
に
存 

‘

在.
す
る
ボ
丨
ィ•
ス'ヵ
ゥ
ト•〔

少
年
圑)

の
：如
I

の
が
こ
れ^̂̂ ̂

近
時
、
■

主
義
的
組
織
を
模
倣
す

.

.
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
社
會
主
義
團
體
な
ど
へ
も
、
行
っ
て
ゐ
る
が

(

ビ
才
ニ
1
ル.
運
動)

そ
の
本
場
は
、
何
と
い
っ
て
も
民
族
主
義
的
の

も

の

で

拿
f

圑

麗

は

、
團
體
的
訓
練
で
あ
っ'て
.、

.参

 

軍
事
的 

事

民

族
f
民

族

主

義.

.
 

s
 

C
1

I
,
.

.



民

學

民

舊.
民

螯

義
：
. 

四
二 

C
1

IO

K
:•

ホ
'1
ッ
0
:

岁
き
?>-
;

用
^

ら
れ
て
ゐ
る
:0

軍
事
敎
練
の
如
き
は
、
"
靑
少
年
^
對
 ̂

ろ
で
あ.
るo

民
族
主..

^

的
精
神
の
涵
養
に

§_

し
て
：觅
要
な
も

0

は
、
、小
學
敎
育
で.

あ
る
が,

こ
れ
は
各
國
に

'

お̂

て
、
義
務
敎.

育
.

と
：せ
ら
1 .

、■

民
族
、エ
邊
勺•

國
象
主
義
的
傾
向
を
著
し
く
有
す
f

の
で
あ
り
、
こ
の
：傾
向
は
；、'
近
時
の
民
族
主
義
•
國
家
主
義

的

傾

向

に

'
お

い

て
は
、
中

學

•
高
等

學
校
•

專
門
學
校
•

大
學
へ
と
及
び
っ
'

ぁ
る
と
•ぃ
っ
て
ょ
い
で
あ

ら

ぅ

。現
時
に
あ
っ
て
は
、：
民
族
主
義
的
敎
育
以
外
の
敎
育
は

殆

ん 

ど
異
端
視
さ
れ
て
ゐ.
る
。

：

：

.

■

'

民

族

、義

の

組

織

體

.
と
し
：

•

て
は
、
協

會

•
俱

議
•

團

•

黨

等

があ
る
。
そ
の
他
あ

る

組

織

c

に
民

族

主

義的
辱

潤

を行
ふ
場

合

が

あ 

る

.0
霊

叫

と

關

聯し
てr
文

學

の

民

族

.主

義

に

對

す
る
重

要

性

にっ
い
て
は
•
旣
に
說
い
た
が
、
學

術

團

體

•
文
學
團
體
に
は
、
こ
の
精 

刺
を
有
す
る
もQ

が
極
め
て
多
い
。
ま
た
ス
：ボ
1.
ッ

農

は

、
ス
ポ
丨
ッ
そ
れ
自
體
が 

ー
：

Q
:

消
閑
的
作
用
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
關 

係
上
、..
土
中
層
社
會
に
關
す
る
も
の
が
多
く
、
且
つ
政
治
的
に.
は
、
支
配
者
層.
に
識
屬
ず
る
こ
と
が
多
い
の.
で
、
衆
守
的
で
あ
り
、
爱 

族
主
震

で

あ
0̂

ス
ボ
！
ソ
開
始
時
に.
お
け
る
國
旗
揭
揚
の
如
き
は
、
そ
の「

例
I

る
も
の
.
で
I

O

そ
の
他
一
般
圖
書
館
に
お 

け
る
謓
書
の
宣
傅
•
備
付
書
籍
の
選
擇に
っ
い
て
も
、
か
'
る
.傾
向
が
多
いの
は
*

一
窗

壽

の

經

霊

に

統

制

上

の

理

山

に

匙

づ
. 

く
も
の_
で
あ
る
？
そ
0
他
各
種
の
經
濟
團
體
を
通
じ
て
、
こ
の
種
の
宣
傳
は
な
さ
れ
て
ゐ
る
。_

新
聞
は
、
民
族
形
成
時
代
に
麗
しf

Q

で
t

、
時
運
とI

にg
s

 V

行
く
關
2

、
民
族
襄
的
傾
向I

っ
も
ぬ
で
あ 

る
一
般
に
シ
ャ
丨
ナ
リ
ス
ト
は

f

主_

的
な
も
の
と
さ
れ
て.ゐ
る
が
、
そ
れ
は
、
：
そ
の
私
的
坐
活
に
現
は
れ
た
一
面
の
み
で
あ
っ 

て
そ
の
本
質
と
し
て
麗
す
べ
身
も
.
の.
で
は
な
い
。
；新
聞
の
傾
向
は
、

T
國
の
政
讓
濟
の
傾
向”
新
聞
そ
れ
自
體
.の
政
纏
濟
的

鞲
成•
記
者
の
•素
質I

つ
て
、
決
定
せ
ら
れ
る

Q

で

あ

る

が

、
■
前

二

者

は

、

そ

の

決

定

的

要

素

で

あ

り

、

•

.新

聞

が

一

の

，商

品

と

し

て

大 

衆
の
職
負
を
目
的
と
す
石
以
上
、
そ
れ
は
、
先
衆
の
一
般
的
傾
向
に
追
隨
す
る
か
、
政
；治
的
棺
導
階
：級

.
の
■統
制
に
服
する
か
で
あ
る
が
、 

こ
の
兩
者
は
必
ず
し
も
、
相
反
撥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
敎
資
と
宣
傳
に
ょ
つ
て
、
大
衆
は
、
段
族
主
：義
的
で
あ
り
、
政
府
は
、
主
と 

し
て
こ
の
傾
向
を
持
つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
新
聞
の
傾
向
も
ま
た
察
知
す
る
に
：闹
難
で
は
啟
い

0.
而
レ
て
、
新
聞
の
宣
傳
カ
の
大
な
る 

は
、
こV
に
い
ふ
ま
，
も
な
い

o

-,
'
 

; 

/

そ

£ ;
且
傳
0.
方
法
と
し
て
は
、
示
威
運
動
と
し
て
、
集
會
•
行
進
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
も
の
は
、單
に
民
族
主
義
運
動
に
限
定
さ
れ 

る
も
の
で
は
な
い
が
、
民
掛
主
義
運
動
は
、
と.
の
.種
の
示
威
運
励
を
極
め
て

派
手
に
行
ん
こ
.と
は
事
實
で
あ
る
0
こ
の
外
行
爲の

.
宣

傳
 

と
し
て
，
ま
た
目
的
貫
徹
の
手
段
と
し
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
む
用
ふ
る
場
合
が
あ
る
？
そ
れ
に
は
*
放
火•
暗
殺•
武
裝
蜂
起
な
ど
が
あ
る
。. 

世
类
戰
以
後 
>
殊.
に
鐾
に
お
ぃ
て
、
こ
の
酸
の
行
動
Q
%
加
は
、
著

し

ぃ

、

V

 

 ̂

, 

'■

'

要
す
る
に
、
民
族
主
義
は
、

I

定
民
族.
の
慣
値.
の
自
己
的
高
揚
で
あ
り
、
そ
の
民
族
の
鞲
成
す
.る
國
家
を
社
會
生
活
の
最
高
形
態
と

し
、
す

ベ.
て
の
民
族
的
現
實
と.
理
想
と
は
、
：
こ
の
國
家
を
通
じ
て
織
現
せ.
ら
れ
る
と.
考
へ
'
る
も
の
"で
あ
る

o

'

故
に
民
族
の
生

命

は

、

こ

の
國
家
と
■
同

一

の
も
の.
と
考
へ
ら
れ
、.
民
族
的
坐
命
は
、
民
族
の
始
源
に
お
い
て
，
像
定
也.
ら
れ
、
歷
史
0

過
；程
に
お
い
て
、
具
體
性

を
#.

る
も
の
產
ら
れ
る
。
從
つ
て
域
族
中
：義
は
民
族
の.
過
去.
に
對
す
る
深
ぃ
神
話
的
信
仰
に
蓮
を
置
き
、
そ
の
將
來
に
お
け
る
顯
現 

を
现
紙
と
す
■
る」

も
^

で.
あ
る
®'.:...

民
麥
民

I

•辟
f

義 

•
 

V

3

 

(

I

I

〕



:

民
旗
^
民
藤
性*
民
解
主
義：

. 

•
.

て
民
I

義
は
、
そ
の
f

に
お
い
て
、I

は
過
去
に
お
け
る
自
己
民
族
の
醫
の
精
神
に
菅
、
そ
の
將
來
に
お
い
て
は
、
民
族
勺

證
及
び
使
命
の
理f

持

：つ
。

各

從

つ

て

、
•
こ
し 

ら
.
の

觀

含

学

し
I

學
的
I

明
さ
れ
た
も
：0

1
な

兮

そ

馨

急

民

族.
の
使
命
理
念
は
、
民
族
發I

理
念
で
I

 
:

|

愚
發
展
の
理
念
は
、
民
族
の
量
的
發
展i

し
て
考
へ
ら

れ
、
' 
こ

の

量 

的

發

展

高

崖

的

使

命

の

地

鋳

發f_

考
：へ
ら
れ
る
I

つ
て
、

S

馨

f

理
念
が
、：參

極

點.
に
到
達
す
る
I

、
段 

敗
S

霖

服
ま
た

は

世
f

 
l
に

ま

で

翼

す
る
。
こ
の
民
族
的
使
命
の
遂
f

阻

止

す

I
民
族
Q
I

的
敵
I
た
は
宿
命
的
敵
民I

 

S

I

る.
(

か

、

る
場
合
*

I

產

は
、
そ
の
：排
外
的
態
度
を
明
確
す
る 

と
と
も
に
、
嘉

に

含

る

■國
際
主
義
的
ま
た
は
自
由
義

的

傾

向

齒

¥
る
。
こ
の
衡
向
の
極
點
は
、' 
民
族
主
義
と
好
戰
的
態
度

と
の
S

て
あ
る
。
民
放_

の
好
戰
的
態
度
は
、
民
族
意
饊
‘の
初
期
的
段
階
と
民
族
義
の
議
主
義
的
馨
に

お

い

て

、
：
f

著

し
く
現
は
れ
る
傾
咚
で
.あ
る
o
'. 

'
:
:

 

v

へ.,. ' 

パ 

へ
'
 

ぐ
.. 

.

-
J

r

.

.

.

 

'

.
民
族
唐
は.
、.
民
族.
の
形
球
，
そ
の
典
型
的
形
態
と
し
て
菌
民
國
家
の
形
成
時
代
に
意
識
的
に
，唱
道
さ
れ

始

め

た

の
で
あ

る

が

、 

こ
の
民
族
的
銃一

基
求
し
た
も
の
は
、
，：當
時
.•
の
，商
業
資
本
で
あ1

そ
の.
經

濟

的

基

礎

を

：一：
脚

と

,̂
て
、
そ
の
：
上
に
立
つ
I

制
勺 

囊

で

零

域

望

f
v

#

以
來
大
傲
迄
I

か
l

i

t

デ
ォ
，f

と
し
て
f

し
て

來
た
も
の
艺
つ^
” 

大
體
に
お
い
て
資
本
主
義
の
麗
と
關
聯f

も
の
I

るo
し
が
る
忆
、

.

資
本
主
義
が.
工
業
資
本
主
義S

轉
し
、
，そ

の

蕾

を 

s

_

f

大_

本

制

唐
I

的.
I

I

I

V

K
 
i

s

i

、
讓

翼

I

s

f

る

牛
渉
政
著
摘
用
.

は
、
排
斥
せ
ら
れ
、
資
本
制
的
商
品
の
海
外
輸
出
と.
い
ふ
點
か
ら
、
國
際
主
義
的
ィ
デ
す
ギ
1

が
採
用
せ
ら
れ
る 

に
革
っ
た
，，：
で
の
國
際
主
義
は
瓦
族
、

を
基
礎
と
し
て
の
，國
際
主_

で
^
つ.
て
、
そ
の
.攻
馨
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
る
や
ぅ
に

、 

.
1

の

コ

，
ス
モ

.

ポ
リ
ク
n

ス
ム.
で
は
な
い
。
飲y

、
：

こQ

種

の

讓

產

は

、
自
由
生
義
I

展.
で
あ
っ
て
、
：I

主
義
を
雲
せ
ん
と 

す
歡
の
で
は
な
い
タ
か
く
の
如
き
國
際
囊
者
は
、
資
本
主
霞
制
に
お
け
る
自
由
平
等
I

念
を
有
す
f

の
で
あ
つ
て
、
他
國 

F

Q

文
明
を
化
を
援
助
し.
•

期
待
す
る
も
の
：で
あ
る
か
ら
、
他
國
に
お
け
る.
封
建
制
か
ら
の
解
放
I

指

す

民

族

_

を

支

持

援

助

す
 

る
も
の
で
I

O

こ
の
種
の
國
際
義
が
、
民

族

議

と
.

背
反
の
立
場
S

た
ず
、
.自
由
的
民
族
主
義
と
い
は
れ
る
所
以
で
あ
るo
こ
の 

—

合

後

進

國

に

お

い

..て

は

 
'
 

そ
の
資
本
主
義
化
に
よ
つ
て
不
利
益
を
受
け
る
社
會
！̂
、，即
ち
中
小
地
主
•
中
小
商
工
業
者
並
に
保
守
的 

貴
S

如
き
は
、
こ
：れ
に
反
對
す
る
o
:

而
し
て
、
：そ
の
反
對
1

1

1

1

 

く
の
場
合
、
自
國
の
特
殊
的
f

选
に
求
^

こ 

の
歷
史
的
特
i

s

調
は
、.
民
族Q

特
殊
性
s

f

l

て
、
一
の
：I

主
義
的
立
場
 ̂

そ
れ
は一

Q

民
族 

的

保

守

義

で

あ

笤

、.
、霊
に
ロ
マ

V
V
1
K

シ
ズ
み
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
るo

 

.

 

.

.

民

族

主

義

運

動

に

よ

っ

て

：
、

震

.
國
家
が
形
成
，せ
ら
れ
、
そ
のI

と
し
て
の
資
本
制
唐
が
發
浪
し
來
る
と
、

.
輕
i

か

ら

至 

業
へ
.の
發
展I

り
、
國
內S

い
て
は
、
_

保
_

|

採
用
とな

り

.、

.
對
外

的

に

は

、
：
非

資

本

塵

的

領

域

(

植

民

地ま

た

は 

半

植

歳

國

)

s

す

る

資

本

輸

出
I.

る
？

獨

占

資

本

、
囊

の

_

で
I
:

こ
^

合.
せ
ら
れ
、
か-4

る
利
益
の
：ィ
デ
オ
せ
ギ1
と
し
て
'の
役
割
を
勤
か
る0

.
,
.

.

帝
國
虫
義
は
、1

:1

っ

の

狀

態

を

生

む

。
.
第

一

に
は
、
國

內

に

お

け

，
る

政

治

的

社

會

的

對

立
の
激
化
で
あ
る
。
獨
占
資
本
、壬
義
に

お

け

.

I

I

.

. 

'

.

I
 

2

1
.

.

 

.

 

.
.

.
.

-

-
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民
族•
民
族
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主_

■ 

四

六

，
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四

0

)

，
 

る
金
融
資
本
の
優
位
は

一

般
に
認
め
ら
れ
るが
、.

資
本
的
勢
力
關
係
に
為
い
て
も
、
產
業
資
本
と
の
對
立
が
あ

，り
、
更
ら.
に
、
本
質
的 

な
對
立
者
と
し
て
の
勞
馨
階
級
がf

。
資
本
の
集
中
は
、

.

こ
机
ま
で
比
較
的
安
易
な
生
活
を
送
っ
て
來
た
諸
社
會
層

•

中
小
產
業 

者
を
極
度
に
窮
抱
化
せ
し1

.

0

:

ま
た
資
本_

の
：向
上
期
に
は.
そ

れ
.

の
知
能
と
し

て

優
遇
さ
れ
た
知

識

階

級 

傾
向
こ
と
も*

漸
次
勞
働
者
的
地
位i

ひ
込
ま
れ
る
。■こ
の
二
っ
の
社
會
蜃
は
：そ
れ

ぞ

れ̂
^

の

で.一 .
率
に
無
產
者
階
較
と
し
て
-̂

扱
ふ
こ
音
得
な
い
許
り
で
&
く
、
直
に
對
立
的
關
係
に
あ
る
雪
が
少
く
な.
い
の
で
あ
ん
。. 

こ
X

に
社
會
階
級
間
の
關
係
倉
の
統
制
の
復
雜
化
が
存
す
る
o
:

第
コ
は
、
帝
國

疆

周

家
の
世
探
市

場
蓄

の

た

め

の

對

立

の

激

化
 

で

あ

る:0
世
界
貿
易
及
び
資
本
輸
出
の
領
域
の
带
奪
に
關
す
る

列
强
抗
爭
の
深
化
で
あ
る
。

 

:

.

こ
の
ニ
っ.
の
狀
態
は
、
同
じ
現
象
の1

1

っ
の
固
で
は
あ
る
が
、
民
族
主
義
に
對
し
て
、
大
な
る
變
化
を
與
べ
て
ゐ
るo

民
族
義
が 

最b
J
Q

傾
向
に
お
い
て
帝
國
主
義
的
の
見
の.
で
あ
る
こ
と
は
、I

I

十
世
紀
初.
葉
か
ら
の
事
實
で
あ
る
が
、
民
族
義
士
し
て
の
フ
ァ 

ッ
シ
ズ
ム
の
發
生
は
こQ

.

現
象
に
新
生
面
を
與
•
へ
；た
。
フ
7

ッ
シ
I

は
大
戰
後
中
間
階
級
運
動
芒
て
起
っ
て
來
た
も
の
で
あ
るO

 

中
間
階
級
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
丨
に
お
い
て
、
民
族
主
義
的
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
を
そ
の
，階
級
的
寒
礎
と
す
る
社
#

主
義
•共
產 

主
義
に
賛
同
す
る
も.
の
は
、
I

り
，に.
多
く
は
な
い
。
こ
の
こ
：と
は
ノ
中
間
階
級
8

濟
的
社
會
的
地
位
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で 

あ
る
が
大
戰
後
に
お
け
る
ブn

レ
タ
リ
ヤ
運
動
の
興
隆
に
對
し
て
は
、
幾
何
か
の
反
感
を
さ
へ
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
o

し
か
し
、.P

 

間
階
級
の
經
濟
的
沒
落
は
事
實
で
あ
り
•

，
こ
の
：事
實
に
直
面
し
て
、
何
等
か
の
打
開
議
が
起
さ
れ
t

と
は
當
然
で
あ
る
。
こ
の
運 

動
が
諸
國
に
お
け
る
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
，運
動
の
初
期
的
現
は
九
で
あ
る
。
故
に
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
運
動
は
、.
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
社
#

主
義
的

ま
た
は
社
會
政
策
的

要
求
を
持
つ
も
の
で
あ
るo

し
か
る
に
、
資
本
塞

に

お
け
る

•

フ
ロ
'

レ
タ

リ

ャ

運

動

の
勃

興

は

、

階
級
に
不
安
I

へ
、
そ
の
勢
力
の
大
衆
的
吏
持
を
必
要
と
し
、
大
衆
抱

t

政
策
が
フ
7

,
シ
ス
ト
に
對
し
て

I

れ
る
。
こ
の
M

 

合

政

策

の

黧

、
フ
ノ
ッ
シ
ズ
ム
は
、
そ
の
初
期
的
形
態
を
脫
し
て
、
後
期
I

態
に
入
り
、
獨
占
資
本
主
義
强
化
の
I

大
衆
支 

£

と
イ
す
る
の
で
あ
る
こ
、
に
至
る
と
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
は
、

そ
の
初
期
に
お
け
る
社
會
的
要
求
を
捨
て
、
、
一
意
、獨
占
資
卞
の 

、强
化
の
た
め
に
國
内
の
銃
制
と
國
外
へ
の
發
展
を
工
作
す.
る
o

运
族
•

民
族
蚀
•民
族
主
義

2

七
四
一)


