
「満洲事変」前夜(1928-31年)における羅隆基の「国民」像(水羽)

「
満
洲
事
変
」
前
夜
　
(
一
九
二
八
～
三
一
年
)
　
に
お
け
る

羅
隆
基
の
　
「
国
民
」
像

水
　
　
羽
　
　
信
　
　
男

第
一
節
　
問
題
の
所
在

中
国
近
代
史
に
お
け
る
「
国
民
」

一
九
八
〇
年
代
以
降
'
中
国
近
代
史
研
究
は
従
来
の
通
説
的
理
解
に

替
る
新
た
な
歴
史
像
を
構
築
す
る
た
め
、
〟
中
華
民
国
史
″
研
究
の
必

要
性
を
提
起
し
た
。
中
国
革
命
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
と
し
て

の
性
格
に
焦
点
を
あ
て
る
と
と
も
に
、
革
命
の
負
の
側
面
を
直
視
し
て
、

そ
の
歴
史
的
意
義
を
再
検
討
す
る
必
要
性
も
指
摘
す
る
に
い
た
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
清
朝
史
お
よ
び
中
華
人
民
共
和
国
史
と
切
り
離
し
て

考
え
る
'
い
わ
ば
断
代
史
的
な
憤
向
を
含
み
か
ね
な
い
中
華
民
国
史
を

包
括
し
、
体
系
的
な
歴
史
像
を
構
築
す
る
た
め
'
国
民
国
家
形
成
史
研

究
の
重
要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
横
山
英
氏
は
'
「
近
代
国
際
社
会
に
お
け
る
主
権
国
家
は
へ

そ
の
体
制
い
か
ん
に
拘
ら
ず
国
民
国
家
n
a
t
i
O
n
-
s
t
a
t
e
と
い
う
国
家

形
態
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
指
摘
し
、
ま
た
西
村
成
雄
氏
も
二
〇

世
紀
を
通
じ
へ
　
中
国
の
変
革
運
動
は
「
国
民
国
家
」
樹
立
へ
向
け
て
の

(
-
)

努
力
へ
と
収
赦
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
両
氏
の
研
究
な
ど
を
通
じ
政
治

史
・
社
会
史
の
分
野
で
は
'
国
民
国
家
形
成
史
研
究
も
一
定
程
度
進
展

し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
た
時
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
〟
近
代
社
会

に
お
け
る
「
国
民
」
像
の
諸
相
″
を
と
り
あ
げ
る
研
究
史
上
の
意
義
の

一
つ
は
'
中
国
民
主
主
義
発
達
史
と
の
関
連
か
ら
国
民
国
家
形
成
史
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
視
点
を
提
起
す
る
点
に
あ
る
t
　
と
報
告
者
は
考
え
て

o

い
る
。
た
と
え
ば
魯
迅
は
'
一
九
二
五
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
国
民
性
の
改
革
で
す
。
=
‥
専
制

で
あ
ろ
う
と
共
和
制
で
あ
ろ
う
と
'
そ
の
他
何
で
あ
ろ
う
と
'
看

板
を
変
え
た
だ
け
で
品
物
が
元
の
ま
ま
で
は
'
お
話
に
な
ら
ぬ
の

で
す
。

つ
ま
り
魯
迅
は
国
民
国
家
形
成
史
の
二
つ
の
側
面
　
-
　
国
家
建
設
史
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と
国
民
形
成
史
　
-
　
の
う
ち
へ
　
後
者
の
立
場
か
ら
「
国
民
」
　
レ
ベ
ル
に

お
け
る
民
主
主
義
定
着
の
度
合
を
問
い
'
国
民
国
家
の
質
を
検
討
す
る

必
要
性
を
'
同
時
代
人
と
し
て
痛
感
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
報
告
者

も
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
共
感
し
た
い
と
考
え
る
。

と
は
い
え
報
告
者
の
考
え
る
民
主
主
義
と
は
「
革
命
的
民
主
主
義
」

の
み
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
報
告
者
は
被
支
配
・
被
抑
圧
・

被
搾
取
の
人
々
の
た
め
に
民
主
主
義
の
実
現
を
め
ざ
す
闘
い
を
'
分
析

の
対
象
と
し
て
き
た
従
来
の
人
民
闘
争
史
研
究
の
問
題
意
識
に
学
び
つ

つ
も
、
多
様
な
思
想
を
基
礎
に
お
く
中
国
に
お
け
る
国
民
形
成
論
の
全

(
3
)

体
像
の
一
端
に
接
近
し
た
い
と
思
う
。

羅
隆
基
の
経
歴
と
『
新
月
」

「
満
州
事
変
」
前
夜
　
(
一
九
二
八
～
三
一
年
)
　
の
羅
隆
基
　
(
一
八
九

八
～
一
九
六
五
年
)
　
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
'
「
国
民
」
形
成

の
問
題
を
論
ず
る
際
'
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
関
し
て
へ
　
彼
の
略
歴
を
紹
介
し
っ
つ
確
認
し
て
お
こ
う
　
(
本
稿
末
尾

の
羅
隆
基
略
年
表
を
参
照
の
こ
と
)
0

羅
隆
基
は
米
国
へ
の
留
学
生
の
た
め
の
予
備
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ

た
清
華
学
校
を
'
五
四
運
動
に
参
加
し
た
た
め
一
年
遅
れ
の
一
九
二
一

年
に
卒
業
'
翌
二
二
年
に
渡
米
し
た
。
そ
の
後
へ
　
社
会
主
義
者
ハ
ロ
ル

ド
=
ラ
ス
キ
の
下
で
の
一
年
間
の
英
国
留
学
を
は
さ
み
'
帰
国
す
る
ま

季
刊
』
を
二
五
年
に
上
海
か
ら
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
留
学
生
組
織

(
A
l
l
i
a
n
c
e
i
n
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
)
　
の
代
表
と
し
て
活
動
し
t
 
T
h
e

C
h
i
n
e
s
e
 
S
t
u
d
e
n
t
s
'
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
の
主
福
を
務
め
た
と
い
わ
れ
る
。

二
八
年
'
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
哲
学
博
士
号
を
え
た
羅
隆
基
は
、
同

年
帰
国
'
上
海
の
光
華
大
学
政
治
系
主
任
に
就
任
し
た
。
以
後
'
二
八

o

年
に
創
刊
さ
れ
た
『
新
月
』
な
ど
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
言
論
活
動
を

展
開
し
て
い
く
。

羅
隆
基
は
『
新
月
』
に
三
四
編
の
評
論
等
を
掲
載
し
て
い
る
が
'
表

-
か
ら
は
沈
従
文
を
の
ぞ
き
'
『
新
月
』
　
の
主
要
な
執
筆
者
が
い
ず
れ

表
-
　
r
新
月
」
主
要
執
筆
者
掲
載
数
お
よ
び
略
歴

22

で
一
貫
し
て
政
治
学
、
な
か
ん
ず
-
英
国
議
会
史
を
研
究
し
た

a0

梁
実
秋
一
九
〇
二
～
一
九
八
七
　
四
九
編
　
清
華
学
校
卒
業
後
'
米
国

留
学
生
と
な
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
な
ど
で
英
文
学
を
学
ぶ
。
二

六
年
帰
国
。
文
芸
評
論
家
と
し
て
活
躍
。

徐
志
摩
一
八
九
七
～
一
九
三
一
四
二
編
　
梁
啓
超
の
門
下
に
入
り
、

そ
の
後
渡
米
'
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
政
治
学
を
学
び
'
ケ
ン
ブ

リ
ジ
大
学
へ
も
留
学
。
二
二
年
帰
国
。
詩
人
。

胡
適
　
一
八
九
一
～
一
九
六
二
　
三
一
編
　
清
華
米
国
留
学
生
と
し
て

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
な
ど
で
学
ぶ
。
一
七
年
帰
国
。
デ
ュ
ー
イ
に

学
ん
だ
中
国
の
代
表
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
。

沈
従
文
　
l
九
〇
二
～
l
九
八
八
　
二
四
縮
　
高
等
小
学
校
卒
業
後
'
軍

隊
へ
入
隊
'
そ
の
後
作
家
に
転
ず
る
。

同
時
に
羅
は
聞
一
多
ら
と
共
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
梁
実
秋
宅
を
連
絡

場
所
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
団
体
'
大
江
会
を
組
織
L
t
　
『
大
江

*
*
李
立
明
『
中
国
現
代
六
百
作
家
小
伝
』
　
(
渡
文
害
局
へ
一
九
七
七
年
)
　
な
ど

に
よ
る
。



「満洲事変」前夜(1928-31年)における羅隆基の「国民」像(水羽)

も
米
国
留
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
新
月
』
誌
上
で
活

発
な
言
論
活
動
を
展
開
し
た
聞
一
多
(
一
三
編
)
　
や
王
道
時
　
(
八
篇
)

も
'
清
華
学
校
を
経
て
米
国
へ
留
学
し
て
い
る
。
英
米
流
の
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
に
接
し
中
国
の
ト
ッ
プ
エ
リ
ー
ト
の
集
団
で
あ
っ
た
彼
ら
は
'
『
新

月
』
を
舞
台
に
民
主
主
義
を
要
求
し
続
け
'
梁
実
秋
・
胡
適
・
羅
隆
基

の
三
人
は
共
産
主
義
に
対
し
て
一
線
を
画
し
っ
つ
も
'
中
国
国
民
党
(
国

民
党
)
　
批
判
'
さ
ら
に
は
孫
文
批
判
の
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
『
人
権

論
集
』
を
編
み
、
一
九
三
〇
年
一
月
に
上
海
新
日
書
店
よ
り
刊
行
し
た
。

今
日
へ
　
彼
ら
は
「
新
月
人
権
派
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

表
2
は
『
新
月
』
　
の
主
要
執
筆
者
五
名
の
執
筆
時
期
と
執
筆
編
数
'

お
よ
び
『
新
月
』
編
集
者
の
一
覧
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
表
か
ら
は
羅
隆
基

が
梁
実
秋
に
か
わ
り
編
集
に
か
か
わ
り
だ
し
た
一
九
三
〇
年
四
月
頃
か

ら
'
主
と
し
て
文
芸
評
論
や
詩
作
を
発
表
し
て
い
た
梁
お
よ
び
徐
志
摩

の
著
作
の
掲
載
数
が
減
少
し
は
じ
め
'
他
方
'
羅
隆
基
の
執
筆
数
が
増

加
し
て
'
『
新
月
』
　
の
民
主
主
義
を
求
め
る
政
治
性
が
強
ま
っ
た
こ
と

が
理
解
で
き
る
。

ま
た
表
2
は
羅
隆
基
が
一
九
三
〇
年
一
一
月
四
日
の
国
民
党
に
よ
る

牀
3

身
柄
の
一
時
拘
束
の
後
も
'
国
民
党
の
桐
喝
に
抗
し
て
'
『
新
月
』
　
の

編
集
に
深
-
か
か
わ
り
続
け
へ
　
精
力
的
な
執
筆
・
翻
訳
活
動
に
よ
り
民

主
化
を
要
求
し
っ
づ
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
身
柄
拘
束
の
後
、

よ
り
多
く
の
民
主
化
を
求
め
る
評
論
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
羅
隆
基
の
言
論
活
動
は
'
多
-
の
読
者
を
惹
き
つ
け
た

と
い
わ
れ
'
当
時
『
天
津
大
公
報
』
と
販
売
部
数
を
競
っ
て
い
た
『
天

津
益
世
報
』
は
'
破
格
の
待
遇
で
羅
隆
基
を
主
筆
と
し
て
招
聴
し
'
彼

は
三
一
年
一
月
華
北
へ
お
も
む
く
。
『
天
津
益
世
報
』
　
の
発
行
部
数
は
'

彼
が
執
筆
し
た
社
論
の
人
気
も
あ
り
へ
　
二
七
年
の
七
千
部
か
ら
'
三
一

C
T

年
に
は
五
万
部
へ
増
加
し
た
と
.
の
こ
と
で
あ
る
。
羅
隆
基
は
三
民
主
義

や
共
産
主
義
か
ら
一
線
を
画
し
た
当
時
の
中
間
派
の
政
治
意
識
を
リ
ー

ド
す
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
し
て
'
『
天
津
益
世
報
』
　
の

読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

羅
隆
基
研
究
の
現
状
と
課
題

報
告
者
は
中
国
近
代
知
識
人
に
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
役
割
の
一
つ

は
、
民
主
的
な
「
国
民
」
像
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
創
出
し
た
「
国
民
」
像
が
'
民
衆
の
民
主
主
義
認

識
の
成
熟
度
を
規
定
す
る
重
要
な
モ
メ
ン
ト
の
一
つ
と
な
っ
た
と
思
わ

(
8
)

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
の
研

究
は
少
な
く
'
こ
と
に
羅
隆
基
お
よ
び
「
新
月
人
権
派
」
　
の
言
論
活
動

に
つ
い
て
は
'
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
民
主
主
義
運
動
史
研
究
に

お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
要
田
は
梁
実
秋
ら
「
新
月
人
権
派
」
　
の
一
部
が
四
九
年
革
命
に

際
し
て
台
湾
へ
逃
れ
、
ま
た
五
七
年
に
中
国
共
産
党
　
(
中
共
)
が
'
大

陸
に
残
っ
た
羅
隆
基
ら
を
「
反
人
民
」
　
の
右
派
分
子
と
し
て
批
判
し
た

こ
と
な
ど
に
関
連
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
近
年
へ
　
飽
和
平
氏
が
中
国
民
主
同
盟
　
(
民
盟
'
一
九
四
四
年
成

立
)
　
に
結
実
L
t
　
発
展
し
て
い
く
一
九
三
〇
・
四
〇
年
代
の
抗
日
民
主

運
動
の
起
点
の
一
つ
と
し
て
'
羅
隆
基
ら
「
新
月
人
権
派
」
を
位
置
づ

C
3

け
る
示
唆
的
な
論
考
を
発
表
し
た
。
抗
日
民
主
運
動
の
起
点
と
し
て
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表2. 「新月」における主要執筆者掲載時期・編数および編集者一覧

凡例: ♯の数は執筆数、 -A--は発行年月日記載なし、 *は再版(志摩紀念号)、編集者は
ヽ

姓のみ(徐/徐志摩、聞!聞-多、蝕/鏡孟侃、梁/梁実秋、葉/葉公超、播/播光且、

胡/胡適、梁!梁実秋、余/余上流、郡/郡洵美、羅/羅隆基)。
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「満洲事変」前夜(1928-31年)における羅隆基の「国民」像(水羽)

は
、
全
国
各
界
救
国
聯
合
会
(
1
九
三
六
年
成
立
)
を
中
心
と
す
る
救

(川)

国
会
運
動
に
関
心
が
集
中
し
た
感
が
あ
っ
た
だ
け
に
'
国
共
両
党
い
ず

れ
に
も
与
せ
ず
'
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
論
陣
を
張
っ
た
羅
隆
基
ら
の
活
動

を
重
視
す
る
飽
論
文
の
指
摘
は
重
要
で
あ
っ
た
。

中
国
の
民
主
主
義
運
動
を
構
成
し
た
思
想
潮
流
の
一
つ
と
し
て
、
彼

ら
の
言
論
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
'
本

報
告
は
一
九
三
〇
年
代
の
知
識
人
研
究
で
は
あ
ま
り
話
題
に
な
ら
な
か

っ
た
「
国
民
」
像
の
分
析
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
'
飽
論
文
を
は
じ
め

と
す
る
研
究
成
果
に
学
び
つ
語
)
羅
隆
基
の
言
論
活
動
を
紹
介
し
て
い

く
。
実
証
部
分
で
は
先
行
研
究
と
重
な
る
部
分
も
少
な
-
な
い
が
へ
　
羅

の
「
国
民
」
像
を
め
ぐ
る
言
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
国
民
形
成
論
の
重
要
な
潮
流
の
一
つ
を
紹
介
し
'
新
た
な
論
点
を
提

起
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

第
二
節
　
羅
隆
基
の
「
国
民
」
像
の
構
造

留
学
中
の
「
国
民
」
像
　
-
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
調

二
〇
世
紀
初
頭
へ
　
清
朝
の
　
「
瓜
分
」
　
の
危
機
が
迫
る
な
か
梁
啓
超
が

「
新
民
説
」
を
提
起
し
て
以
後
へ
「
国
民
」
の
創
地
軸
中
国
近
代
知
識
人

に
と
っ
て
、
共
通
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
創
出
を
目

指
し
た
の
は
'
決
し
て
国
籍
を
看
し
た
人
々
と
い
う
法
的
な
意
味
で
の

国
民
で
は
な
-
、
①
民
族
独
立
'
⑦
国
内
統
一
'
③
自
治
へ
④
富
強
化
な

ど
の
担
い
手
と
し
て
、
よ
り
能
動
的
な
国
民
国
家
の
主
体
た
る
意
味
を

付
与
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
清
末
以
後
へ
　
中
国
近
代
知
識
人
は
さ
ま

ざ
ま
な
観
点
か
ら
'
「
国
民
」
形
成
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
.

一
九
一
九
年
の
五
・
四
運
動
の
前
後
か
ら
は
'
「
国
民
会
議
等
t
　
と

(
_
3
)

に
か
-
(
国
民
)
　
の
名
を
冠
し
た
民
衆
の
運
動
が
族
生
し
」
た
。
「
そ

の
間
'
民
衆
は
'
一
方
で
は
、
伝
統
的
な
宗
族
的
・
同
郷
的
団
体
へ
の

帰
属
か
ら
抜
け
だ
し
'
し
だ
い
に
地
域
ご
と
に
'
職
種
別
に
団
体
(
「
連

合
」
)
を
形
成
し
は
じ
め
、
あ
る
い
は
縦
に
'
あ
る
い
は
横
に
、
そ
れ

ぞ
れ
連
合
的
触
手
を
伸
ば
し
始
め
る
な
か
で
、
近
代
的
な
国
民
へ
と
結

集
を
遂
げ
て
い
っ
た
」
。
一
九
二
四
年
の
第
一
次
国
共
合
作
に
基
づ
き
'

二
五
年
の
　
「
国
民
会
議
運
動
」
'
二
六
年
の
北
伐
へ
と
発
展
し
て
い
-

「
国
民
革
命
」
と
は
'
ま
さ
に
こ
の
　
「
国
民
」
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る

政
治
変
革
運
動
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
国
民
革
命
」
の
時
期
を
羅
隆
基
は
米
国
お
よ
び
英
国
で
過
ご

し
て
お
り
'
当
時
の
彼
の
言
論
活
動
に
関
し
て
は
断
片
的
な
史
料
し
か

提
示
し
え
な
い
が
'
帰
国
後
の
彼
の
言
論
活
動
の
特
徴
を
確
認
す
る
た

め
に
、
留
学
中
の
「
国
民
」
像
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
概
観
し
て
み
た

ヽ

　

0

_
>

羅
隆
基
は
一
九
二
五
年
の
「
大
江
会
」
　
の
宣
言
で
「
い
か
な
る
国
家

も
'
そ
の
国
民
の
国
家
観
念
の
発
達
し
て
い
な
い
も
の
は
、
必
ず
帝
国

主
義
の
侵
略
を
被
り
朝
滅
さ
れ
る
」
と
強
調
し
'
「
国
家
を
先
に
し
他

の
一
切
を
後
と
し
へ
　
国
家
以
外
の
一
切
を
犠
牲
と
L
t
　
中
華
民
国
の
自

(I,

由
・
独
立
と
統
T
と
を
求
め
る
」
と
述
べ
て
い
た
o
　
ま
た
二
六
年
に
は

中
国
が
「
国
家
主
義
」
を
必
要
と
す
る
条
件
と
は
'
歴
史
的
・
地
理
的

要
因
か
ら
中
国
の
民
衆
の
国
家
意
識
が
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
'
ま
た
民

(S)

衆
が
「
家
庭
観
念
」
に
拐
み
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
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羅
隆
基
は
一
九
二
五
年
に
は
孫
文
追
悼
大
会
の
主
席
を
務
め
た
と
い

(

1

6

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

_

7

)

わ
れ
る
が
'
留
学
中
か
ら
国
共
両
党
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
'
「
国

民
革
命
」
を
通
じ
て
の
　
「
国
民
」
形
成
に
つ
い
て
も
'
ほ
と
ん
ど
関
心

を
払
っ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
「
国
民
」
　
の
資
質
と
し
て
'
何
よ
り

も
「
国
家
意
識
」
　
の
獲
得
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
へ
　
こ
の
点
が
彼
の

当
時
の
「
国
民
」
像
の
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
羅
隆
基
が
留
学
し
て
い
た
時
期
の
中
国
の
正
統
政
府
へ
　
す
な

わ
ち
北
京
政
府
の
存
在
の
在
り
様
を
想
起
し
た
と
き
'
そ
れ
は
「
自
由

・
独
立
と
統
一
」
を
実
現
し
た
中
華
民
国
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
羅
隆
基
の
い
う
〟
国
家
″
と
は
現
実
の
既
存
の
権
力

を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
-
'
そ
の
意
味
で
羅
は
既
存
の
権
力
を
「
至

上
の
も
の
」
と
し
て
'
そ
の
強
化
を
追
求
し
た
保
守
的
な
国
家
主
義
者

で
は
な
か
っ
た
。
羅
は
あ
る
べ
き
権
力
の
創
出
を
目
指
し
た
革
新
的
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
'
自
ら
の
　
「
国
民
」
像
を
構
築
し
っ
つ
あ
っ

(S)

た
と
い
え
よ
う
。

一
九
二
八
年
に
羅
隆
基
は
帰
国
す
る
が
へ
　
そ
の
前
年
に
蒋
介
石
・
国

民
党
は
上
海
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
中
共
を
パ
ー
ジ
L
t
　
南
京
国
民

政
府
を
樹
立
し
て
い
た
。
二
八
年
へ
　
北
伐
を
再
開
し
た
薄
は
北
京
か
ら

張
作
霧
を
追
い
へ
　
国
民
政
府
に
よ
る
全
国
統
一
を
一
応
完
成
し
'
そ
の

対
外
主
権
も
ま
た
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
下
へ
　
様
々
な
制
限
付
で
は
あ
っ

(
2
)

た
が
'
諸
列
強
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

羅
隆
基
が
帰
国
し
た
時
'
対
外
お
よ
び
対
内
主
権
を
確
立
す
る
条
件

を
獲
得
し
っ
つ
あ
っ
た
蒋
介
石
・
国
民
党
は
'
孫
文
の
「
訓
政
」
理
論

を
根
拠
に
「
以
党
治
国
」
と
い
わ
れ
る
独
裁
体
制
を
実
施
し
'
思
想
的

に
は
伝
統
文
化
の
復
活
を
は
か
り
な
が
ら
へ
　
国
民
統
合
を
進
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
同
時
に
国
民
党
は
中
共
・
地
方
実
力
派
と
の
内
戦
を
継
続

し
'
全
国
政
権
と
し
て
の
実
を
備
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
羅
隆
基
が
中
国
に
お
け
る
民
主
主
義
の
実
現
を
め
ざ
せ

ば
'
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
に
お
け
る
対
外
主
権
の
一
応
の
承
認
と
い
う

条
件
に
も
規
定
さ
れ
'
当
面
の
最
大
の
課
題
と
し
て
「
訓
政
」
と
内
戦

と
に
対
抗
し
う
る
「
国
民
」
像
を
提
起
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。

帰
国
後
の
「
国
民
」
像
1
国
内
統
一
と
自
治
能
力
の
強
調

一
九
二
八
年
以
後
の
羅
隆
基
の
「
国
民
」
像
の
問
題
を
論
じ
る
た
め

に
、
ま
ず
彼
が
あ
る
べ
き
権
力
の
在
り
方
と
し
て
'
国
家
形
成
の
目
的

を
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
J
(
町
お
き
た

j
S
)
さ
ら
に
羅
隆
基
は
孫
文
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

一

彼
[
=
孫
文
]
　
の
短
所
　
-
　
そ
れ
は
同
時
に
長
所
で
も
あ
っ
た

の
だ
が
　
-
　
は
'
方
策
の
選
択
上
'
総
じ
て
目
的
を
考
慮
し
て
'

手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
原
則
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

国
家
の
目
的
[
=
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
]
　
に
注
意
が
払
わ
れ
な

か
っ
た
た
め
、
「
救
国
」
「
建
国
」
が
目
的
と
み
な
さ
れ
'
そ
れ
ゆ

え
彼
の
方
策
は
国
家
[
本
来
]
　
の
性
質
・
目
的
と
相
反
す
る
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
最
後
に
は
「
党
を
国
の
上
に
お
く
」

・
と
い
う
方
策
を
と
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
を
証
明
し
て
い
る
。

羅
隆
基
に
と
っ
て
「
国
家
は
道
具
で
あ
り
'
国
家
は
わ
れ
わ
れ
人
類

の
生
活
上
の
多
-
の
道
具
の
う
ち
の
一
つ
で
'
唯
一
の
道
具
」
で
は
な

b櫛E

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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「満州事変」前夜(1928-31年)における羅隆基の「国民」像(水羽)

如
上
の
国
家
観
を
有
し
た
彼
は
'
帰
国
後
の
当
面
の
課
題
と
な
っ
た

国
内
統
一
に
つ
い
て
も
、
い
な
な
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
拠
っ
て
国
内
統

一
を
実
現
す
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
っ
た
。
羅
隆
基
は
独

裁
政
治
が
専
制
者
の
腐
敗
を
も
た
ら
し
'
「
今
日
の
如
く
共
産
党
が
発

3
岨
E

展
す
る
機
会
を
与
え
た
」
と
考
え
へ
　
「
独
裁
制
度
が
中
国
の
こ
の
二
〇

(
2
4
)

年
来
の
内
戦
の
要
因
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で

彼
は
思
想
の
自
由
と
い
う
原
則
的
立
場
か
ら
'
共
産
主
義
の
存
在
を
容

<p.1

認
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。

彼
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
実
現
す
る
た
め
に
国
家
統
一
を

目
指
し
、
統
一
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
〝
自
由
″
の
実
現
を
追
求
し
て
'

そ
の
国
家
レ
ベ
ル
で
の
達
成
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
羅
隆
基
に
と
っ
て
　
〟
自
由
″
　
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
'

い
か
に
守
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
羅
は
「
国
民
」
　
の

批
判
精
神
の
発
展
を
何
よ
り
も
重
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
へ
　
次
の
よ
う

(
2
6
)

に
独
裁
政
治
を
指
弾
し
て
い
る
。

自
分
だ
け
が
己
の
権
利
の
審
判
者
、
そ
し
て
忠
実
な
衛
兵
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
が
独
裁
制
に
反

対
す
る
理
由
で
あ
る
。
‥
‥
独
裁
制
度
の
圧
迫
と
破
壊
の
後
は
'

国
民
の
思
想
に
は
怯
惰
性
'
消
極
性
'
依
頼
性
'
奴
隷
性
が
充
満

し
て
し
ま
い
'
国
民
は
無
思
想
の
機
械
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
し
て
独
裁
に
か
わ
る
自
治
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
「
国
民
」
　
の
創

出
を
希
求
し
'
「
政
治
・
経
済
の
安
定
'
社
会
制
度
の
強
化
は
'
‥
・
・

人
民
の
自
治
能
力
に
依
拠
し
て
い
る
。
自
治
能
力
は
民
主
政
治
の
本
質

で
あ
り
'
精
華
で
あ
る
」
と
い
う
米
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
引

用
L
t
　
言
論
の
自
由
を
圧
迫
す
る
者
に
対
し
て
'
こ
の
言
葉
を
「
座
右

(
2
7
)

の
銘
」
と
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
羅
が
「
国
民
」
の
資
質
と
し
て
'

個
人
主
義
的
な
批
判
精
神
の
滴
義
を
基
礎
と
し
た
自
治
能
力
の
発
展
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
羅
隆
基
が
社
会
改
革
の
担
い
手
と
な
り
う
る
能
力
の
獲
得

を
'
「
国
民
」
　
の
資
質
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
だ
と
思
わ
れ
る
。
羅
が
求
め
た
幅
広
い
人
権
の
拡
大
・
擁
護
の
な
か

に
は
'
人
身
保
護
な
ど
の
基
本
的
人
権
や
普
通
選
挙
権
へ
　
財
政
審
査
権

じ岨E

と
と
も
に
革
命
権
な
ど
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
当
時
の
国
民
党
系
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
提
起
し
た
「
国
民
」

と
は
'
国
家
す
な
わ
ち
国
民
政
府
の
発
展
の
た
め
の
〟
道
具
″
で
あ
り
'

〟
手
段
″
　
で
あ
っ
た
。
国
民
党
は
「
上
か
ら
の
自
治
」
論
で
あ
る
国
民

党
の
　
「
訓
政
論
」
に
基
づ
き
'
既
存
の
国
家
へ
の
無
条
件
の
奉
仕
を
期

a
)

待
さ
れ
た
「
国
民
」
像
を
提
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
中
共
は
'
「
新
月
人
権
派
」
を
草
命
中

の
最
も
危
険
な
存
在
の
一
つ
と
見
な
し
'
「
反
革
命
的
党
派
」
と
規
定

し
て
い
た
。
当
時
の
中
共
に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
と
は
'
「
豪
紳
・

買
弁
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
・
国
民
党
」
を
打
倒
す
る
ソ
ビ
エ
ト
革
命
を

遂
行
す
る
〝
革
命
的
な
労
農
大
衆
″
　
の
創
出
で
あ
り
、
革
命
の
　
〟
敵
″

(
8
)

を
も
含
め
た
広
義
の
概
念
と
し
て
の
国
民
の
形
成
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
の
な
か
で
、
羅
隆
基
は
〝
自
由
″
　
の

実
現
を
国
家
統
l
の
基
本
に
す
え
'
批
判
精
神
の
滴
義
の
必
要
性
か
ら

も
独
裁
政
治
を
批
判
し
、
民
主
政
治
の
本
質
で
あ
る
自
治
能
力
を
獲
得

し
た
「
国
民
」
の
創
出
を
追
求
し
て
い
た
。
羅
の
活
動
は
国
民
党
の
イ
デ
オ
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ロ
ギ
I
支
配
に
抗
L
t
　
当
時
の
言
論
界
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
潮

流
の
形
成
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
の
言
論
活
動
は
、
抗
日
統
一
戦
線

政
策
に
転
じ
る
前
の
中
共
の
政
治
的
狭
陰
さ
を
、
「
国
民
」
形
成
論
の

立
場
か
ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
　
羅
隆
基
の
「
国
民
」
形
成
論

「
国
民
」
形
成
の
担
い
手

羅
隆
基
は
「
国
民
」
　
へ
の
成
長
を
望
み
つ
つ
も
現
実
の
中
国
の
民
衆

に
対
し
て
、
英
米
両
国
の
国
民
よ
り
も
「
政
治
上
の
知
識
で
劣
っ
て
」

(

~

蝣

い
る
と
み
な
し
て
い
た
。
英
国
の
議
会
選
挙
を
見
聞
し
て
'
そ
の
腐
敗

ぶ
り
を
リ
ア
ル
に
と
ら
え
て
い
た
羅
に
と
っ
て
'
英
米
の
国
民
と
い
え

(
3
2
)

ど
も
決
し
て
理
想
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
彼
が

中
国
民
衆
の
「
遅
れ
」
を
指
摘
す
る
と
き
'
そ
れ
は
極
め
て
深
刻
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
国
民
」
を
創
出
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
。
留
学
中
の
一
九
二

〇
代
半
ば
に
彼
は
'
「
中
国
の
労
働
者
が
国
家
の
問
題
を
解
決
す
る
こ

と
は
で
き
ず
'
知
識
階
級
の
み
が
解
決
で
き
る
」
と
述
べ
た
と
い
わ
れ
'

'

3

)

中
国
の
政
治
指
導
者
と
し
て
知
識
人
を
想
定
し
て
い
た
。
ま
た
二
八
年

の
博
士
論
文
で
も
英
国
の
選
挙
の
実
態
に
言
及
し
て
'
選
挙
に
お
い
て

労
働
者
を
公
正
に
取
り
扱
う
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
払
い
つ
つ
も
、
知

識
人
の
高
い
倫
理
性
・
論
理
性
を
政
治
発
展
の
上
で
重
視
す
る
べ
き
も

の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。

帰
国
後
も
国
民
党
に
よ
る
上
海
の
知
識
人
の
選
挙
資
格
審
査
の
動
き

に
対
し
て
'
当
地
の
　
「
大
学
の
な
か
に
国
民
の
資
格
に
不
十
分
な
人
が

こ
れ
ほ
ど
多
い
こ
と
は
'
確
実
に
国
家
の
前
途
を
憂
え
さ
せ
る
」
と
皮

(S)

肉
っ
た
。
ま
た
羅
は
「
半
開
化
」
　
の
中
国
に
お
い
て
、
政
治
的
能
力
を

も
っ
た
「
国
民
」
と
し
て
「
日
本
・
欧
米
へ
の
留
学
生
」
を
位
置
づ
け
'

そ
の
数
が
「
米
国
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
あ
る
一
大
学
の
一
期
の
卒
業
生

(
8
)

に
も
及
ば
な
い
」
と
嘆
い
て
い
る
。

羅
隆
基
は
同
様
の
指
摘
を
「
溝
洲
事
変
」
後
も
繰
り
返
し
'
「
真
に

政
治
に
参
加
す
る
知
識
を
有
L
t
　
真
に
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
に
関
心

<S)

を
抱
い
て
い
る
」
階
層
と
し
て
教
育
界
-
知
識
人
層
を
位
置
づ
け
へ
　
そ

の
一
方
で
「
県
長
の
人
選
の
上
で
の
一
つ
の
弊
害
は
、
県
長
の
知
的
レ

ベ
ル
が
大
変
低
い
こ
と
で
あ
る
。
=
‥
彼
ら
の
な
か
に
は
学
歴
が
ひ
ど

く
低
く
'
瑠
鞄
に
暗
い
人
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
」
と
危
機
感

を
表
明
し
た
。

現
実
の
中
国
民
衆
の
知
的
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
嘆
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
民

衆
の
政
治
能
力
を
極
め
て
未
熟
な
も
の
と
評
価
し
た
羅
隆
基
は
、
留
学

中
か
ら
一
貫
し
て
「
国
民
」
形
成
の
要
と
し
て
近
代
的
政
治
知
識
の
習

熟
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
知
識
人
と
い
っ
て
も
多
様
な

思
想
的
・
政
治
的
・
経
済
的
背
景
を
も
っ
て
い
る
。
羅
隆
基
が
注
目
し

た
の
は
い
か
な
る
知
識
人
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
指
摘
し
た
発
言
は
な
い
が
へ
　
羅
は
た
と
え

ば
1
九
三
l
年
四
月
の
国
民
政
府
に
よ
る
国
民
会
議
選
挙
有
権
者
名
簿

の
公
表
に
際
し
て
'
上
海
選
挙
区
の
有
権
者
数
が
'
全
市
人
口
を
百
万

(
3
)

人
と
す
れ
ば
へ
　
そ
の
五
%
に
み
た
な
い
と
批
判
し
た
O

上
海
の
人
口
は
一
九
三
〇
年
九
月
の
段
階
で
、
約
三
百
万
人
と
い
わ
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れ
'
実
際
に
は
有
権
者
数
四
万
六
〇
〇
七
人
は
人
口
の
一
・
五
三
%
で

I

*

・

J

し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
'
羅
が
有
権
者
の
増
員
を
求
め
た
根
拠
は
'
「
上

海
は
比
較
的
開
化
し
た
区
域
で
有
権
者
と
な
る
資
格
を
持
つ
人
数
」
も

他
地
区
と
比
較
し
て
多
い
こ
と
へ
　
さ
ら
に
は
外
国
人
の
関
心
が
高
く
公

正
な
選
挙
が
行
わ
れ
う
る
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
な
ど
の
点
で
あ
っ

た
。本

報
告
と
の
関
連
で
い
え
ば
'
こ
こ
で
羅
隆
基
が
上
海
の
「
開
化
」

的
側
面
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
政
治
参
加
を

抑
制
す
る
国
民
党
を
痛
切
に
抑
検
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

こ
の
有
権
者
名
簿
の
公
布
以
前
'
私
は
上
海
が
全
国
有
数
の
大

都
市
だ
と
考
え
て
い
た
。
[
し
か
し
]
今
に
な
っ
て
私
が
間
違
っ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
-
・
農
業
の
有
権
者
が
商
[
工
]
業
の

有
権
者
の
ほ
と
ん
ど
十
倍
で
'
上
海
の
農
業
の
規
模
は
商
[
工
]

業
と
比
べ
て
'
少
な
く
と
も
十
倍
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
一
九
三
〇
年
代
の
全
国
の
工
場
数
で
三
四
%
へ
　
工
業

生
産
額
で
五
〇
%
を
占
め
て
い
た
上
海
の
近
代
産
業
の
発
展
を
前
提
と

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

運
動
な
ど
〟
大
衆
闘
争
″
　
へ
の
参
加
を
通
じ
て
民
衆
の
政
治
意
識
を
覚

醒
・
改
造
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
清
末
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
中

国
近
現
代
史
の
な
か
で
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
き
た
。
知
識
人
を
政
治

的
指
導
者
と
し
'
民
衆
の
知
的
レ
ベ
ル
の
向
上
と
そ
れ
に
基
づ
く
政
治

能
力
の
向
上
を
希
求
し
た
羅
隆
基
の
　
「
国
民
」
形
成
論
は
'
そ
の
点
で

特
徴
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

だ
が
彼
は
知
識
人
に
よ
る
政
治
の
独
占
を
試
み
て
い
た
の
で
は
な

い
。
彼
の
言
論
の
特
徴
の
一
つ
は
、
民
衆
の
行
政
参
加
を
通
じ
た
政
治

教
育
を
望
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
羅
隆
基
は
'
実
際
に
民

衆
と
接
す
る
行
政
人
員
が
政
治
知
識
に
習
熟
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い

(
3
)

た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
羅
隆
基
は
'
近
代
的
な
要
素
を
も
っ
て
上
海
を
「
開
化
」

的
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
,
彼
が
「
国
民
」
形
成
の
担
い
手
と
し
て
・
　
L

も
っ
と
も
期
待
し
て
い
た
の
は
、
都
市
的
で
資
本
主
義
的
な
社
会
基
盤

(
g

を
背
景
と
し
た
知
識
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
国
民
」
形
成
の
方
策

「
国
民
」
形
成
の
一
つ
の
有
力
な
方
法
と
し
て
、
民
族
運
動
・
革
命

[
国
民
党
は
]
人
民
に
政
治
上
の
権
利
を
運
用
す
る
機
会
を
与

え
な
い
。
こ
れ
は
陸
上
で
水
泳
を
教
え
る
こ
と
に
等
し
い
。
[
こ

う
し
た
政
策
を
と
る
]
根
本
的
な
原
因
は
'
水
泳
を
教
え
る
教
師

[
-
国
民
党
の
行
政
人
員
]
自
身
が
泳
ぎ
方
を
知
ら
な
い
こ
と
に

あ
る
。
教
師
が
水
に
入
る
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
、
彼
は
あ
え
て

そ
ば
に
い
る
人
を
水
に
入
れ
よ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
羅
隆
基
は
次
の
よ
う
に
制
度
改
革
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い

8
'

悲
観
的
な
人
は
'
あ
る
い
は
現
在
の
中
国
の
政
治
上
'
人
心
の

改
造
が
制
度
の
建
設
に
比
べ
て
さ
ら
に
重
要
だ
と
考
え
る
。
-
・

[
し
か
し
な
が
ら
]
わ
れ
わ
れ
は
国
家
に
堕
落
し
た
人
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
、
制
度
が
重
要
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
制
度
の
功

用
は
堕
落
し
た
人
が
悪
事
を
為
す
機
会
を
最
低
限
度
ま
で
に
減
少
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さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
羅
隆
基
は
英
国
社
会
民
主
主
義
に
よ
る
教
育
の
普
及
へ
　
市
政
改

革
な
ど
に
よ
る
「
一
滴
一
点
」
　
の
漸
進
的
な
改
革
を
'
「
暴
力
革
命
」

で
は
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
果
を
生
み
出
す
も
の
と
評
価
し
て

(
4
)

い
た
。
羅
隆
基
は
制
度
改
革
を
通
じ
た
漸
進
的
変
革
を
「
国
民
」
　
の
資

質
を
形
成
す
る
う
え
で
重
要
な
方
策
と
位
置
づ
け
'
前
述
し
た
よ
う
な

民
衆
が
政
治
へ
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
知
識
を
習
得
し
て
い
く

と
い
う
彼
な
り
の
展
望
と
結
び
付
け
つ
つ
、
主
体
的
・
選
択
的
に
追
求

し
て
い
た
と
判
断
し
て
も
'
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
展
望
は
'
国
民
党
に
よ
る
白
色
テ
ロ
が
横
行
し
て
い
た
当

時
の
情
勢
を
踏
ま
え
れ
ば
'
単
な
る
〟
改
良
主
義
〟
以
上
の
闘
争
的
な

意
味
を
も
っ
た
と
い
え
'
羅
隆
基
ら
が
提
示
す
る
こ
と
の
で
き
た
現
実

的
な
「
国
民
」
創
出
の
た
め
の
方
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
四
節
　
結
語

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
追
求

羅
隆
基
は
彼
に
と
っ
て
必
要
だ
と
考
え
た
欧
米
思
想
を
摂
取
L
t
　
そ

の
時
々
の
時
事
問
題
に
言
及
し
て
'
多
く
の
論
評
を
発
表
し
た
が
、
自

ら
の
思
想
を
体
系
的
に
提
起
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

彼
は
英
国
功
利
主
義
の
用
語
を
用
い
て
'
国
家
を
民
衆
の
幸
福
を
実
現

す
る
た
め
の
「
道
具
」
　
の
1
つ
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
し
て
い
た
。
彼
の

「
国
民
」
像
の
思
想
的
背
景
に
あ
っ
た
の
は
'
西
欧
個
人
主
義
的
な
自

由
主
義
へ
　
殊
に
ラ
ス
キ
か
ら
学
ん
だ
容
共
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
っ

た
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
羅
隆
基
の
言
論
活
動
に
対
し
て
『
新
月
』
同
人
の
梁
実
秋
は
'

一
九
四
七
年
に
「
は
な
は
だ
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
が
、
や
や
中
国

の
政
治
哲
学
の
伝
統
的
基
礎
に
欠
け
て
い
る
」
と
述
べ
へ
　
羅
隆
基
の
観

'

3

j

念
性
・
理
念
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
た
し
か
に
羅
隆
基
が
欧
米
の
政
治

学
説
を
生
硬
な
形
で
直
裁
に
提
示
し
た
こ
と
も
少
な
-
な
か
っ
た
。
羅

の
観
念
的
・
理
念
的
な
傾
向
は
'
彼
が
第
一
次
国
共
合
作
の
成
立
'
北

伐
の
進
展
へ
　
上
海
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
な
ど
'
「
国
民
」
創
設
の
可
能
性

を
め
ぐ
る
二
〇
年
代
変
革
の
激
動
期
を
中
国
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
促
進
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
羅
隆
基
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
当
面
重
視
し
た
「
国
民
」
像
を

提
示
し
た
留
学
時
代
か
ら
'
国
民
党
の
l
党
独
裁
政
治
を
批
判
し
て
'

自
治
能
力
を
も
っ
た
「
国
民
」
　
の
形
成
を
従
来
以
上
に
強
調
し
た
「
満

州
事
変
」
前
夜
ま
で
'
中
国
の
民
主
化
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
権
力
に
対

し
て
批
判
精
神
を
失
わ
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
治
能
力
と
を
も
っ

た
「
国
民
」
　
の
形
成
を
求
め
続
け
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
羅
隆
基
は

一
九
三
二
年
に
'
張
君
勒
と
と
も
に
中
国
国
家
社
会
党
　
(
国
社
党
)
　
の

準
備
.
を
は
じ
め
る
な
ど
'
「
満
州
事
変
」
以
後
の
中
国
の
民
族
的
危
機

に
対
応
し
'
民
主
主
義
の
実
現
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

羅
隆
基
は
「
国
家
有
機
体
説
」
　
の
立
場
か
ら
国
民
を
国
家
に
包
摂
し

た
梁
啓
超
や
'
国
家
の
発
展
の
た
め
に
個
人
の
自
由
の
抑
制
を
唱
え
た

孫
文
ら
と
は
異
り
'
西
欧
個
人
主
義
に
基
礎
を
お
く
と
い
う
点
で
は
新

文
化
運
動
期
の
陳
独
秀
ら
の
考
え
方
を
継
承
し
て
い
た
。
さ
ら
に
羅
隆

基
を
代
表
の
一
人
と
し
て
『
新
月
』
に
集
い
'
や
が
て
『
自
由
評
論
』
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へ
と
活
動
を
連
続
さ
せ
て
い
く
'
張
東
謀
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
1
群

は
'
中
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
も
一
線
を
画
し
っ
つ
'
王
道
時
'
聞
一

多
ら
を
も
含
め
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
政
治
思
潮
の
一
つ
の
潮
流
を

形
成
し
た
の
で
あ
る
。

報
告
者
は
彼
ら
を
さ
し
あ
た
り
'
英
米
留
学
生
が
中
心
と
な
っ
た
容

共
リ
ベ
ラ
ル
派
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
新
文
化
運
動
期
に
基
礎
的
教
育

を
受
け
た
彼
ら
は
'
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
群
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
l
つ
の
緩
や
か
な
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
'
四
九
年
以

後
も
中
国
民
主
主
義
運
動
の
重
要
な
l
翼
を
占
め
た
と
い
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
付
い
て
い
な
い
中
国
の
言
論
界
に
お
い
て
'

彼
ら
の
言
論
が
果
た
し
た
積
極
的
な
意
義
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
。

羅
隆
基
の
「
国
民
」
像
の
現
実
的
可
能
性

羅
隆
基
の
歴
史
的
重
要
性
を
強
調
し
た
ス
パ
ー
氏
も
'
彼
の
リ
ベ
ラ

リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
に
着
目
し
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
'
そ
の
一
方
で
羅
が
〟
民
主
主
義
を
熱
望
す
る
民
衆
の
闘
い
″
　
で
は

な
く
'
上
か
ら
の
改
革
を
期
待
し
'
蒋
介
石
へ
憲
政
実
施
の
希
望
を
託

し
た
点
に
注
目
し
て
い
る
。
氏
は
光
緒
帝
に
請
願
し
た
康
有
為
と
羅
隆

基
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
'
羅
の
伝
統
的
な
思
考
様
式
を
問
題
視
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
羅
隆
基
の
言
論
に
高
い
評
価
を
与
え

た
湯
本
氏
も
'
民
主
主
義
実
現
の
た
め
の
運
動
論
・
組
織
論
が
な
い
こ

と
を
羅
の
限
界
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
国
側
の
多
-
の
研
究
に
お
い
て
は
'
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
羅

隆
基
ら
の
民
主
化
要
求
は
'
知
識
人
を
中
心
と
し
た
も
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
ら
が
国
民
党
の
　
〟
暗
黒
支
配
が
下
に
あ
っ
た
こ
と
'
す
な
わ
ち

中
共
が
大
衆
的
な
民
主
主
義
運
動
に
対
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立

す
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
い
わ
ば
1
時
的

に
、
意
義
を
有
し
た
と
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

総
じ
て
従
来
の
研
究
が
描
く
羅
隆
基
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
〟
大
衆
闘
争

の
軽
視
″
な
ど
民
衆
か
ら
遊
離
し
た
知
識
人
の
観
念
性
・
理
念
性
を
'

そ
の
内
実
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
彼
の
民
衆
の
政
治
参

加
を
通
じ
た
知
識
の
獲
得
に
基
づ
-
「
国
民
」
形
成
を
目
指
す
姿
勢
は
、

た
と
え
ば
ラ
ス
キ
の
"
T
h
e
 
P
-
e
a
 
F
o
H
E
q
u
巴
i
t
y
"
の
翻
訳
作
業
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
次
の
英
文
を
'
「
民
主
主
義
が
人
民
に
与

え
る
知
識
　
-
　
そ
れ
は
権
利
へ
い
た
る
道
で
あ
る
I
は
'
独
裁
制
度

の
も
と
で
の
恩
恵
へ
貴
族
階
級
の
威
信
が
牲
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

T
h
e
 
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
t
h
e
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
r
o
a
d
 
l
i
e
s
 
o
p
e
n
 
t
o

旧
_
(
博
旧
i
s
 
a
s
p
u
r
a
n
d
 
a
n
 
i
n
c
e
n
t
i
v
e
w
h
i
c
h
n
e
i
t
h
e
r
t
h
e

f
a
v
o
r
s
 
o
f
 
a
 
d
i
c
t
a
t
o
r
s
h
i
p
 
n
o
r
 
t
h
e
 
p
r
e
s
t
i
g
e
 
o
f
 
a
n

a
r
i
s
t
o
c
r
a
c
y
 
c
a
n
 
e
v
o
k
e
.

こ
の
　
〟
誤
訳
″
は
当
面
'
民
主
主
義
の
実
践
に
よ
り
習
得
さ
れ
る
近

代
的
政
治
知
識
こ
そ
が
'
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
条
件
で

あ
る
と
み
な
し
た
羅
隆
基
が
'
彼
な
り
の
視
点
か
ら
お
こ
な
っ
た
改
訳

で
は
な
か
ろ
う
か
(
因
み
に
引
用
部
分
を
関
嘉
彦
・
三
宅
正
也
両
氏
は
'

「
権
力
の
地
位
に
つ
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
'
人
を
奮
い
起
た
せ
る
。

そ
れ
は
'
独
裁
制
の
持
つ
い
か
な
る
便
』
C
.
貴
族
制
の
威
信
も
な
し

得
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
訳
出
し
て
い
る
)
0
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こ
う
し
た
羅
隆
基
の
　
〟
知
識
″
重
視
の
姿
勢
は
'
彼
が
中
国
の
民
衆

の
知
的
・
政
治
的
レ
ベ
ル
を
極
め
て
低
-
評
価
し
'
ま
た
「
暴
力
革
命
」

に
象
徴
さ
れ
る
〟
大
衆
闘
争
″
　
へ
の
参
加
に
よ
る
「
国
民
」
形
成
に
期

待
を
か
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
起
因
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
こ
う
し
た
議
論
は
'
理
想
的
な
政
治
能
力
を
獲
得
し
て
は
じ
め

て
人
び
と
が
政
治
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
'
「
英

米
人
も
な
お
訓
政
段
階
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
錯
誤
の
な
か

で
経
験
し
'
経
験
か
ら
進
歩
を
え
る
'
こ
れ
が
英
米
人
の
政
治
方
法
で

ぁ
り
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
が
訓
政
に
反
対
す
る
理
由
で
あ
謹
)
と
い
う

1
党
独
裁
制
度
に
対
す
る
痛
切
な
批
判
を
背
景
と
し
て
い
た
。

「
満
州
事
変
」
前
夜
に
お
い
て
羅
隆
基
は
〟
大
衆
闘
争
〟
　
へ
の
参
加

と
は
異
っ
た
方
法
で
'
す
な
わ
ち
容
共
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
実
現
　
-

と
り
わ
け
漸
進
的
な
民
主
的
な
制
度
変
革
　
-
　
を
通
じ
て
'
民
衆
を
「
国

民
」
　
へ
と
練
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
羅
隆
基
の
　
「
国
民
」

形
成
論
が
多
民
族
国
家
と
し
て
の
中
国
の
現
実
に
つ
い
て
具
体
的
な
論

及
を
な
し
え
て
い
な
い
な
ど
'
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
を
抱
え
て
い
た
こ
と

を
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
中
国
革
命
に
お
け
る
共
産
党
指
導
下
の
　
〟
大

(
4
8
)

衆
闘
争
〟
　
の
負
の
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
'
彼
の
　
「
国

民
」
像
が
内
包
し
た
政
治
的
な
現
実
的
可
能
性
を
再
検
討
し
て
も
よ
い

時
期
に
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

*

*

*

*

*

「
満
州
事
変
」
直
前
に
は
民
族
的
な
危
機
状
況
も
深
化
し
'
羅
隆
基

は
「
国
民
」
　
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
化
に
言
論
活
動
の
力
点
を
移
行

し
、
新
た
な
国
家
構
想
を
提
示
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
ま
た
来
た
る

べ
き
日
中
全
面
戦
争
の
勃
発
は
、
彼
の
「
国
民
」
形
成
論
の
社
会
的
基

盤
で
あ
っ
た
都
市
の
少
な
か
ら
ぬ
喪
失
を
意
味
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ

た
。
彼
は
状
況
の
変
化
に
対
応
し
っ
つ
'
活
況
な
言
論
活
動
を
継
続
し

て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
羅
隆
基
は
「
満
州
事
変
」
直
前
に
中
国
社
会
の
「
根
本
的

ヂ

ィ

ク

タ

ト

ゥ

ー

ラ

改
造
」
　
の
　
「
手
段
」
と
し
て
'
「
辿
克
特
託
」
　
の
必
要
性
を
承
認
し

(S)
た
。
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
い
う
民
主
集
中
制
に
ヒ
ン
ト
を
え
た
も

の
で
あ
っ
た
が
'
彼
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
は
民
族
的
危
機
の
深
化

を
テ
コ
に
'
国
共
合
作
に
基
づ
く
強
力
な
統
一
戦
線
政
府
の
樹
立
を
求

<
s

め
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
こ
う
し
た
羅
隆
基
の
展
望
は
'
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
戦
争
の
遂
行
の
た
め
の
挙
国
一
致
体
制
の
実
現
を
背
景
と
し
て
'

社
会
主
義
的
改
革
の
実
現
を
め
ざ
し
た
英
国
労
働
党
左
派
指
導
者
と
し

て
の
ラ
ス
キ
の
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
と
類
似
す
る
も
の
だ
っ
た
'

(
5
1
)

と
も
い
え
よ
う
。

少
な
く
と
も
羅
隆
基
も
設
立
に
参
与
し
た
国
社
党
の
綱
領
的
文
害

は
'
ソ
連
型
の
計
画
経
済
の
実
施
や
'
中
国
の
産
業
化
の
推
進
'
農
村

も

に
お
け
る
自
作
農
創
出
の
必
要
性
な
ど
、
欧
州
の
社
会
民
主
主
義
勢
力

〈
5
2
)

の
経
済
綱
領
に
も
通
ず
る
政
策
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
は

「
満
州
事
変
」
以
後
'
諸
党
派
に
よ
る
聯
席
会
議
に
よ
り
聯
合
政
府
を

樹
立
L
t
　
こ
の
聯
合
政
府
に
よ
り
普
通
選
挙
に
基
づ
く
代
議
機
関
を
設

立
す
る
と
い
う
t
　
の
ち
の
民
盟
の
権
力
組
織
論
の
原
型
を
提
示
し
'
強

力
な
統
一
戦
線
政
府
に
よ
る
中
国
の
民
主
化
を
展
望
し
て
い
た
の
で
あ
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本
稿
は
筆
者
が
昨
年
へ
　
広
島
史
学
研
究
会
大
会
で
お
こ
な
っ
た

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
報
告
の
際
の
草
稿
を
も
と
に
、
若
干
の
論
点
整

理
お
よ
び
補
綴
を
お
こ
な
い
'
ま
た
当
日
時
間
の
関
係
で
言
及
で

き
な
か
っ
た
点
を
'
註
な
ど
の
形
で
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

杭
山
菜
「
ま
え
が
き
」
横
山
英
・
曾
田
三
郎
編
『
中
国
の
近
代
化
と

政
治
的
統
合
』
渓
水
杜
t
 
l
九
九
二
年
'
西
村
成
雄
「
二
〇
世
紀
中
国

を
通
底
す
る
『
国
民
国
家
の
論
理
』
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
社
会
主
義
」

『
歴
史
評
論
』
五
一
五
号
'
一
九
九
三
年
な
ど
。

(
2
)
　
魯
迅
・
許
広
平
/
竹
内
好
・
松
枝
茂
夫
訳
『
両
地
害
』
筑
摩
害
房
'

一
九
七
八
年
。

(
3
)
　
水
羽
「
施
復
亮
の
　
『
中
間
派
』
論
と
そ
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」
は
'

「
革
命
的
民
主
主
義
者
」
と
さ
れ
た
馬
叙
倫
・
郡
初
民
ら
と
は
異
っ
た

民
主
主
義
論
の
在
り
様
を
'
施
復
亮
に
即
し
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
(
今

永
清
二
縮
『
ア
ジ
ア
の
地
域
と
社
会
』
功
草
害
房
t
 
l
九
九
四
年
'
所

収
)
。
な
お
「
革
命
的
民
主
主
義
者
」
　
の
活
動
に
つ
い
て
は
へ
　
平
野
正

『
中
国
の
知
識
人
と
民
主
主
義
思
想
』
研
文
出
版
へ
一
九
八
七
年
を
参

照
の
こ
と
。

(
4
)
　
公
刊
さ
れ
た
羅
隆
基
の
博
士
論
文
　
(
L
o
,
L
u
n
g
-
c
h
i
,
T
h
e
 
C
o
n
-

d
u
c
t
o
f
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
E
l
e
c
t
i
o
n
s
 
i
n
E
n
g
l
a
n
d
,
J
u
l
i
u
s
 
L
e
w
i
n
&

S
o
n
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
1
9
2
8
)
　
の
前
言
に
よ
る
　
(
本
史
料
に
つ
い
て
は
'

報
告
者
に
よ
る
紹
介
(
『
広
島
大
学
東
洋
史
研
究
室
報
告
』
　
l
六
号
t

l
九
九
四
年
)
が
あ
る
)
0

な
お
羅
隆
基
の
略
歴
に
つ
い
て
は
へ
　
殊
に
断
り
の
無
い
場
合
へ
　
以
下

の
文
献
を
利
用
し
た
。
梁
実
秋
「
羅
隆
基
論
」
『
世
紀
評
論
』
　
二
巻
一

五
期
'
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
日
'
李
項
「
談
王
道
時
与
羅
隆
基
(
上

・
下
)
」
『
伝
記
文
学
』
三
九
巻
二
'
三
期
'
一
九
八
一
年
'
劉
紹
唐
主

編
『
民
国
人
物
小
伝
　
(
ユ
ハ
)
』
伝
記
文
学
出
版
社
'
一
九
八
四
年
'
馬

洪
武
ら
編
著
『
抗
日
戦
争
事
件
人
物
録
』
上
海
人
民
出
版
社
、
l
九
八

六
年
t
 
B
o
o
r
m
a
n
(
e
d
.
)
,
B
i
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
o
f
R
e
p
u
b
l
i
c
a
n

C
h
i
n
a
,
V
o
1
.
2
,
C
o
l
u
m
b
i
a
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
1
9
6
8
.
(
本
稿
末
尾

の
羅
隆
基
略
年
表
も
以
上
の
文
献
に
よ
り
作
成
し
た
)
0

(
5
)
　
『
新
月
』
　
は
中
国
近
代
文
学
史
上
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
し
め

て
お
り
へ
一
定
の
研
究
の
進
展
が
見
ら
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
陳
子
善
「
関

於
新
月
派
的
新
史
料
」
『
明
報
月
刊
』
一
九
八
八
年
八
月
号
や
琉
紹
馨

/
馬
鳳
如
訳
「
新
月
派
と
新
古
典
主
義
」
『
下
関
市
立
大
学
論
集
』
三

四
巻
二
号
'
一
九
九
〇
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
6
)
　
羅
隆
基
「
我
的
被
揃
的
経
過
与
反
感
」
『
新
月
』
三
巻
三
号
'
1
九

三
〇
年
冬
?
　
(
?
を
付
し
て
示
し
た
発
行
時
期
は
'
原
史
料
に
記
載
が

な
い
た
め
報
告
者
が
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

(
7
)
　
羅
隆
基
「
羅
隆
基
回
憶
録
」
『
文
化
史
料
』
八
'
一
九
八
四
年
'
お

よ
び
F
r
e
d
r
i
c
J
.
S
p
a
r
,
"
H
u
m
a
n
R
i
g
h
t
s
a
n
d
P
o
l
i
t
i
c
a
l
E
n
g
a
g
e
-

m
e
n
t
:
L
u
o
 
L
o
n
g
i
i
 
i
n
 
t
h
e
1
9
3
0
s
"
i
n
 
R
o
g
e
r
 
B
.
J
e
a
n
s
(
e
d
.
)
,

R
o
a
d
s
 
N
o
t
 
T
a
k
e
n
:
　
T
h
e
 
S
t
r
u
g
g
l
e
 
o
f
 
O
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
P
a
r
t
i
e
s
 
i
n

T
w
e
n
t
i
e
t
h
-
C
e
n
t
u
r
y
 
C
h
i
n
a
,
W
e
s
t
v
i
e
w
 
P
r
e
s
s
,
1
9
9
2
.

(
8
)
　
水
羽
「
l
九
四
〇
年
代
後
半
期
に
お
け
る
中
国
民
主
派
知
識
人
の
国

家
統
合
を
め
ぐ
る
論
調
」
桟
山
菜
・
骨
輿
二
郎
前
掲
F
:
所
収
な
ど
を
あ
少

照
の
こ
と
。
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(
9
)
　
飽
和
平
「
論
〟
人
権
派
″
的
政
治
主
張
」
『
民
国
棺
案
』
一
九
九
一

年
二
期
。

(
2
)
　
救
国
会
運
動
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
に
い
た
る
ま
で
の
知

識
人
に
よ
る
民
主
主
義
運
動
の
動
静
に
関
す
る
唯
l
の
専
著
が
平
野
正

『
中
国
革
命
の
知
識
人
』
日
中
出
版
へ
一
九
七
七
年
で
あ
る
。

(
3
)
　
羅
隆
基
に
関
す
る
先
行
研
究
へ
　
お
よ
び
そ
の
成
果
と
課
題
の
概
略
は

次
の
通
り
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
'
ま
ず
中
国
(
大
陸
)
　
で
「
新
月
人
権
派
」

と
の
関
連
か
ら
'
二
〇
年
代
後
半
以
後
'
三
〇
年
代
前
半
ま
で
の
時
期

に
お
け
る
羅
隆
基
の
言
論
活
動
に
関
す
る
紹
介
が
始
ま
っ
た
　
(
秦
英
君

「
人
権
派
政
治
思
想
浅
析
」
『
史
学
月
刊
』
一
九
八
六
年
六
期
、
劉
健

清
「
人
権
派
論
略
」
『
南
開
学
報
』
一
九
八
七
年
二
期
'
陳
旭
麓
主
編

『
五
四
以
来
政
派
及
其
思
想
』
上
海
人
民
出
版
社
二
九
八
七
年
な
ど
)
0

中
国
の
研
究
で
は
羅
隆
基
の
民
主
主
義
論
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
限
界
を

も
ち
な
が
ら
も
、
当
時
の
国
民
党
一
党
専
制
下
で
は
'
一
定
の
政
治
的

意
義
を
も
っ
た
と
評
価
し
た
。

同
じ
頃
'
米
国
で
は
ネ
イ
サ
ン
氏
が
羅
隆
基
の
活
動
を
'
国
家
に
従

属
し
な
_
い
個
人
主
義
を
基
礎
に
お
-
中
国
で
は
珍
し
い
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
し
て
紹
介
し
た
　
(
ネ
イ
サ
ン
ほ
か
/
斎
藤
意
彦
・
興
椙
一
郎
訳
『
中

国
の
人
権
』
有
信
望
へ
一
九
九
〇
年
'
原
著
は
一
九
八
六
年
に
出
版
)
0

な
お
ネ
イ
サ
ン
氏
は
最
近
の
研
究
で
は
明
確
に
'
羅
隆
基
の
思
想
と
実

践
を
中
国
の
民
主
化
に
と
っ
て
「
役
に
立
つ
過
去
」
と
位
置
づ
け
て
い

る
　
(
A
n
d
r
e
w
 
J
.
N
a
t
h
a
n
,
"
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
o
n

C
h
i
n
e
s
e
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
:
T
h
e
 
O
v
e
r
s
e
a
s
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
 
M
o
v
e
m
e
n
t

T
o
d
a
y
"
,
i
n
R
o
a
d
s
N
o
t
 
T
a
k
e
n
.
)
o

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
「
新
月
人
権
派
」
お
よ
び
羅
隆
基
に
対
す

る
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
嘱
矢
が
飽
和
平
前
掲
論
文
で
あ

り
'
続
い
て
曹
敏
華
「
二
十
年
代
末
中
国
人
権
派
政
治
主
張
述
論
」
『
理

論
学
習
月
刊
』
一
九
九
二
年
四
期
　
(
『
復
印
報
刊
資
料
中
国
現
代
史
』

一
九
九
二
年
七
期
所
収
)
　
な
ど
が
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
日
本
で
の
研
究

と
し
て
は
津
野
田
興
一
「
羅
隆
基
の
戦
後
民
主
主
義
構
想
」
『
近
き
に

在
り
て
』
一
九
号
'
一
九
九
一
年
が
あ
る
。
津
野
田
論
文
は
羅
の
民
主

主
義
論
に
内
在
し
た
ベ
ン
サ
ム
流
の
人
権
論
の
特
色
と
'
そ
の
意
味
に

つ
い
て
の
関
心
は
低
か
っ
た
が
　
(
水
羽
「
抗
日
言
論
の
一
潮
流
」
『
史

学
研
究
』
一
七
八
号
'
一
九
八
八
年
を
参
照
)
'
中
国
民
主
同
盟
の
政

治
綱
領
に
羅
隆
基
の
民
主
主
義
構
想
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す

る
な
ど
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
た
。

上
記
の
諸
研
究
の
ほ
か
に
'
本
報
告
が
主
と
し
て
参
照
し
た
の
は
次

の
諸
論
考
で
あ
る
。

ス
パ
ー
前
掲
論
文
。

湯
本
国
穂
「
民
国
期
人
権
論
争
の
思
惟
構
造
」
『
現
代
中
国
.
エ
バ
六

号
へ
一
九
九
一
年
'
同
「
国
民
党
統
治
開
始
期
に
お
け
る
政
治
的
思
惟

I
『
新
生
命
』
、
羅
隆
基
、
胡
適
を
中
心
に
　
(
1
-
l
l
)
」
『
千
葉
大

学
法
学
論
集
』
七
巻
一
号
/
七
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
二
年
]
ハ
月
/
一

九
九
三
年
三
月
。

ス
パ
ー
氏
は
1
九
二
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
後
半
に
い
た
る
時
期

に
お
け
る
羅
隆
基
の
言
論
活
動
を
検
討
し
て
'
本
格
的
な
専
論
研
究
を

提
示
し
'
湯
本
氏
は
国
民
党
系
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
の
対
比
の
な
か
で
『
新

月
』
誌
上
の
胡
適
・
羅
隆
基
ら
の
民
主
主
義
論
を
分
析
し
た
。
両
氏
は

と
も
に
史
料
を
丹
念
に
蒐
集
L
t
　
正
隆
基
を
国
家
よ
り
個
人
を
優
先
し
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「満洲事変」前夜(1928-31年)における荘隆基の「国民」像(水羽)

た
中
国
で
は
希
有
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
高
く
評
価
す
る
な
ど
'
興

味
深
い
論
点
を
提
起
L
t
　
羅
隆
基
研
究
の
新
し
い
地
平
を
拓
い
た
O

だ
が
両
氏
の
研
究
は
、
①
「
満
州
事
変
」
前
後
の
羅
隆
基
の
論
調
の

変
化
に
着
目
し
て
い
な
い
な
ど
'
羅
隆
基
の
思
想
の
歴
史
的
変
化
の
位

置
づ
け
に
お
い
て
報
告
者
と
視
点
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
o
　
ま
た
⑦
羅
隆
基
の
中
共
認
識
や
知
識
人
重
視
の
政
治
姿
勢
に
つ
い

て
の
言
及
は
あ
る
が
、
羅
の
政
権
構
想
や
彼
な
り
の
　
「
国
民
」
像
に
関

わ
る
人
権
論
の
特
徴
に
つ
い
て
へ
　
あ
ま
り
関
心
を
は
ら
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
分
析
視
角
上
の
特
徴
は
、
ひ
と
つ
に
は
両
氏
が
羅
隆
基
の

思
想
と
行
動
と
を
動
態
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
静
能
叫
的
に
分
析
し
'

同
時
に
国
民
党
や
張
君
勒
ら
と
比
較
は
し
て
も
t
　
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

救
国
会
派
知
識
人
ら
と
羅
と
の
言
論
の
異
同
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な

い
こ
と
t
　
な
ど
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問

題
に
つ
い
て
は
'
水
羽
「
中
国
近
代
知
識
人
論
1
1
九
三
〇
年
代
の

羅
隆
基
を
素
材
と
し
て
」
『
中
国
近
代
化
の
歴
史
と
現
実
』
法
律
文
化

社
'
近
刊
所
収
に
お
い
て
'
報
告
者
の
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
た
津
野
田
論
文
お
よ
び
ス
パ
ー
論
文
は
'
個
人
主
義
的
な
立
場
を

堅
持
し
た
羅
隆
基
の
特
殊
性
に
力
点
を
お
い
て
い
る
が
'
報
告
者
は
羅

隆
基
を
含
む
l
群
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
の
政
治
動
向
を
問
題
と
す
べ
き

だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
新
月
人
権
派
」
に
着
日
し
た
中
国

で
の
研
究
や
湯
本
論
文
に
刺
激
を
う
け
て
い
る
が
'
『
新
月
』
同
人
が

羅
隆
基
の
　
『
自
由
評
論
』
と
胡
適
の
　
『
独
立
評
論
』
　
へ
と
分
岐
し
て
ゆ

く
問
題
な
ど
を
含
め
へ
容
共
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
を
湯
本
氏
ら
以
上
に
'

長
期
的
な
ス
パ
ン
か
ら
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

梁
啓
超
の
「
新
民
説
」
提
起
後
の
清
末
の
言
論
界
に
お
け
る
「
国
民
」

を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
'
飽
晶
編
『
魯
迅
〝
国
民
性
思
想
.
討
論

集
』
天
津
人
民
出
版
社
'
一
九
八
二
年
や
北
岡
正
子
「
も
う
一
つ
の
国

民
性
論
議
　
-
　
魯
迅
・
許
寿
裳
の
国
民
性
論
議
へ
の
波
動
　
-
　
」
『
関

西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』
一
〇
号
、
一
九
八
九
年
な
ど
も
参
照
の
こ

と
。
梁
啓
超
の
新
民
説
を
は
じ
め
清
末
以
来
の
思
想
史
に
関
す
る
本
報

告
の
叙
述
は
'
次
の
諸
文
献
を
参
照
し
た
。

杭
山
菜
「
脱
出
へ
の
苦
悩
　
-
　
染
啓
超
と
そ
の
時
代
　
-
　
」
『
広
島

大
学
文
学
部
紀
要
』
三
一
巻
二
号
'
一
九
七
二
年
へ
　
楠
瀬
正
明
「
梁
啓

超
の
国
家
構
想
」
『
史
学
研
究
』
　
l
二
1
　
・
I
I
合
併
号
t
 
l
九
七
四
年
へ

横
山
英
「
梁
啓
超
の
立
憲
政
策
論
」
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
五

巻
t
 
l
九
七
五
年
'
同
「
清
末
立
憲
思
想
の
研
究
」
『
広
島
大
学
文
学

部
紀
要
』
三
八
巻
'
一
九
七
八
年
。

シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
/
平
野
健
一
郎
訳
『
中
国
の
近
代
化
と
知
識
人
』
東

京
大
学
出
版
会
'
一
九
七
八
年
'
横
山
宏
幸
『
陳
独
秀
』
朝
日
新
聞
社
'

一
九
八
三
年
へ
　
同
『
中
国
近
代
政
治
思
想
史
入
門
』
研
文
出
版
'
一
九

八
七
年
へ
　
林
硫
生
/
丸
山
校
章
・
陳
正
醍
訳
『
中
国
の
思
想
的
危
機
』

研
文
出
版
'
一
九
八
九
年
'
溝
口
雄
三
　
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
東
京

大
学
出
版
会
t
 
l
九
八
九
年
'
大
谷
敏
夫
『
中
国
近
代
政
治
思
想
史
概

説
』
汲
古
書
院
t
 
l
九
九
三
年
。

(
2
)
　
以
下
へ
　
坂
野
良
書
「
中
国
に
お
け
る
一
九
二
〇
年
代
変
革
と
新
民
主

主
義
革
命
史
観
」
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
九
、
l
九
八
四

年
。

(
2
)
　
現
在
の
と
こ
ろ
「
大
江
会
宣
言
」
の
全
文
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
報
告
で
は
梁
実
秋
前
掲
「
羅
隆
基
論
」
に
引
用
さ
れ
た
抄
録
を
利
用

し
た
。
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(
1
)
　
金
人
氏
「
国
家
主
義
的
論
弁
」
清
華
大
学
校
史
研
究
室
編
『
清
華
大

学
史
料
選
編
(
一
)
』
清
華
大
学
出
版
社
'
一
九
九
一
年
(
原
載
‥
『
清

華
周
刊
』
三
七
l
期
'
1
九
二
六
年
三
月
l
九
日
)
。
本
史
料
は
〝
L

君
〟
　
の
帰
国
を
機
会
に
'
「
三
民
主
義
」
、
「
共
産
主
義
」
'
「
国
家
主
義
」

の
優
劣
を
論
じ
る
た
め
に
、
清
華
学
校
で
開
催
さ
れ
た
討
論
会
の
要
旨

で
あ
る
。
報
告
者
は
そ
の
略
歴
や
言
論
活
動
の
内
容
な
ど
か
ら
'
〝
L

君
〟
を
羅
隆
基
を
指
す
も
の
と
判
断
し
叙
述
を
進
め
て
い
る
。

(
2
)
　
梁
実
秋
前
掲
「
羅
隆
基
論
」
。

(
」
)
　
金
人
氏
前
掲
「
国
家
主
義
的
論
弁
」
。

(
2
)
　
浦
薛
鳳
「
憶
清
華
辛
酉
級
十
位
級
友
(
上
)
」
『
伝
記
文
学
』
四
七
巻

二
期
'
一
九
八
五
年
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
　
「
四
二
二
」
上
海
反
共
ク
ー
デ
タ
I
に
よ
り
へ
「
国
民
革
命
」
が
「
挫

折
」
あ
る
い
は
「
敗
北
」
し
た
と
み
な
す
評
価
が
従
来
お
こ
な
わ
れ
て

き
た
が
'
近
年
で
は
蒋
介
石
・
国
民
党
の
志
向
し
た
「
国
民
革
命
」
の

成
立
と
捉
え
る
視
点
が
提
起
さ
れ
へ
新
た
な
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
(
中

国
現
代
史
研
究
会
編
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
'
一
九

八
六
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
)
0

ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
評
価
が
従
来
主
流
で
あ
っ

た
が
'
最
新
の
研
究
は
そ
れ
が
「
中
国
民
族
主
義
の
存
在
」
を
再
認
識

し
た
も
の
で
あ
り
'
国
民
政
府
の
外
交
努
力
な
ど
に
よ
る
関
税
自
主
権

回
復
を
許
容
す
る
も
の
だ
っ
た
と
'
積
極
的
に
評
価
す
る
姿
勢
を
示
唆

し
て
い
る
　
(
姫
田
光
義
ほ
か
『
中
国
二
〇
世
紀
史
』
東
京
大
学
出
版
会
t

l
九
九
三
年
な
ど
)
.

(
8
)
　
羅
隆
基
「
論
人
権
」
梁
実
秋
・
胡
適
・
羅
隆
基
『
人
権
論
集
』
上
海

新
日
吉
店
t
 
l
九
三
〇
年
l
月
o

(
c
o
)

(
S
)

f
l
f
i
,

(
2
6
)

f
t
-
¥

/
o
o
¥

^
.
C
M
)

(
5
)

(
c
'
l
l

/
c
o
N

v
c
o
J

(
3
)

羅
隆
基
「
我
間
要
什
歴
様
的
政
治
制
度
」
『
新
月
』
　
二
巻
l
二
号
'

一
九
三
〇
年
六
月
。

努
生
[
羅
隆
基
]
「
『
人
権
』
釈
疑
」
『
新
月
』
三
巻
一
〇
号
'
一
九

三
一
年
夏
?
。
報
告
者
は
こ
う
し
た
羅
隆
基
の
言
説
に
'
ラ
ス
キ
の
多

元
主
義
国
家
論
の
影
響
を
見
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
津
野
田
前

掲
論
文
も
参
照
の
こ
と
。

羅
隆
基
「
論
中
国
的
共
産
　
-
　
為
共
産
問
題
忠
告
国
民
党
　
-
　
」
『
新

月
』
三
巻
一
〇
号
、
一
九
三
一
年
夏
?
0

羅
隆
基
前
掲
「
我
刑
要
什
磨
様
的
政
治
制
度
」
。

羅
隆
基
「
告
圧
迫
言
論
自
由
老
」
前
掲
『
人
権
論
集
』
。

羅
隆
基
前
掲
「
我
刑
要
什
磨
様
的
政
治
制
度
」
。

羅
隆
基
前
掲
「
告
圧
迫
言
論
自
由
老
」
。

努
生
[
羅
隆
基
]
「
人
権
、
不
能
留
在
約
法
襲
?
」
『
新
月
』
三
巻
七

号
、
一
九
三
一
年
春
?
'
羅
隆
基
前
掲
「
論
人
権
」
お
よ
び
羅
隆
基
前

掲
「
我
間
要
什
磨
様
的
政
治
制
度
」
。

国
民
党
系
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
「
国
民
」
像
に
つ
い
て
は
'
湯
本
前
掲

論
文
に
拠
る
。

中
共
の
　
「
新
月
人
権
派
」
評
価
に
つ
い
て
は
'
平
野
前
掲
『
中
国
革

命
の
知
識
人
』
'
王
学
蜂
「
中
間
努
力
与
抗
日
民
族
統
l
戦
線
的
建
立
」

・
『
民
国
桔
案
』
一
九
九
四
年
三
期
な
ど
を
参
照
し
た
。

羅
隆
基
「
専
家
政
治
」
前
掲
『
人
権
論
集
』
。

羅
隆
基
前
掲
博
士
論
文

金
人
氏
前
掲
「
国
家
主
義
的
論
弁
」
。

努
生
[
羅
隆
基
]
「
上
海
民
会
選
挙
」
『
新
月
』
三
巻
七
号
'
一
九
三

一
年
春
?
0
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「満州事変」前夜(1928-31年)における羅隆基の「国民」像(水羽)

羅
隆
基
「
我
対
党
務
上
的
『
遊
惰
批
評
』
」
『
新
月
』
　
二
巻
八
号
'
一

九
二
九
年
一
〇
月
。

(
3
)
　
正
隆
基
「
評
国
民
大
会
選
挙
法
」
『
天
沖
益
世
報
』
　
l
九
三
六
年
五

月
六
日
。

羅
隆
基
「
全
国
県
政
討
論
会
開
幕
」
『
天
挿
益
世
報
』
一
九
三
六
年

三
月
一
四
日
。

以
下
'
羅
隆
基
前
掲
「
上
海
民
会
選
挙
」
に
よ
る
。

K
e
n
)
　
以
下
'
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
立
大

学
経
済
研
究
所
編
『
上
海
.
D
東
京
大
学
出
版
会
t
 
l
九
八
六
年
に
よ
る
。

(
?
)
　
羅
隆
基
に
よ
れ
ば
「
大
都
市
」
上
海
の
大
学
団
体
の
会
員
人
数
は
八
、

六
四
〇
人
で
'
当
時
の
上
海
は
全
国
的
に
み
て
も
有
数
の
知
識
人
の
活

動
場
所
だ
っ
た
　
(
羅
隆
基
前
掲
「
上
海
民
会
選
挙
」
)
。
ま
た
ア
ン
リ
オ

氏
が
、
上
海
の
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
　
(
当
時
の
中
国
の
学
制
で
は
中

学
校
・
専
門
学
校
に
相
当
)
　
ま
で
の
教
師
の
数
が
'
南
京
国
民
政
府
に

よ
る
全
国
政
権
が
一
応
成
立
し
た
一
九
二
八
年
以
降
'
急
速
に
増
加
し

た
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
上
海

の
中
国
人
居
住
区
に
お
け
る
学
齢
児
の
就
学
率
も
'
一
九
二
九
-
三
〇

年
の
四
二
%
か
ら
l
九
三
五
-
三
六
年
の
五
九
%
へ
増
加
し
て
い
る

(Christian Henriot(Translated byN.Castelino),Shanghai

1
9
2
7
-
1
9
3
7
;
M
u
n
i
c
i
p
a
l
P
o
w
e
r
,
L
o
c
a
l
i
t
y
,
a
n
d
M
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
,

UniversityofCalifornia Press,1993)-

資
本
主
義
化
と
と
も
に
上
海
に
お
け
る
知
識
人
層
は
全
体
と
し
て
増

加
し
'
そ
の
政
治
的
知
識
も
深
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

羅
隆
基
が
中
国
政
治
の
指
導
者
と
し
て
期
待
し
た
知
識
人
は
'
上
海
な

ど
中
国
の
都
市
部
に
お
い
て
次
第
に
広
範
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
'
ス

(
3
)

(
3
)

(
5
)

(
5
)

(
3
)

(?)
(
5
)

(
3
)

(?)
(S)

(
」
)

(
5
2
)

パ
ー
氏
の
い
う
〝
知
識
人
共
同
体
″
　
(
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 
c
o
m
m
u
n
i
t
y
)
　
を

担
い
手
と
す
る
「
国
民
」
形
成
へ
の
羅
隆
基
の
展
望
を
支
え
る
'
そ
れ

な
り
の
近
代
的
な
社
会
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

羅
隆
基
前
掲
「
専
家
政
治
」
。

羅
隆
基
前
掲
「
我
偶
要
什
磨
様
的
政
治
制
度
」
。

羅
隆
基
「
論
共
産
主
義
　
-
　
共
産
主
義
理
論
上
的
批
評
　
-
　
」
『
新

月
』
三
巻
1
号
へ
一
九
三
〇
年
三
月
1
0
日
0

染
実
秋
前
掲
「
羅
隆
基
論
」
。

羅
隆
基
「
平
等
的
呼
蔽
」
『
新
月
』
三
巻
七
号
t
 
l
九
三
l
年
春
?
。

H
a
r
o
l
d
 
J
o
s
e
p
h
 
L
a
s
k
i
,
 
"
T
h
e
 
P
l
e
a
 
F
o
r
 
E
q
u
a
l
i
t
y
"
i
n
 
L
a
s
k
i
.

T
h
e
d
a
n
g
e
r
s
 
o
f
o
b
e
d
i
e
n
c
e
&
o
t
h
e
r
e
s
s
a
y
s
,
[
s
.
m
.
]
,
1
9
3
0
.

関
嘉
彦
・
三
宅
正
也
訳
「
政
治
評
論
集
」
『
世
界
大
思
想
全
集
(
社
会
・

宗
教
・
科
学
思
想
篇
二
T
六
巻
・
ラ
ス
キ
)
』
河
出
書
居
t
 
l
九
五
六
年
。

羅
隆
基
前
掲
「
我
間
要
什
磨
様
的
政
治
制
度
」
。

た
と
え
ば
奥
村
哲
「
抗
日
戦
争
と
中
国
社
会
主
義
」
『
歴
史
学
研
究
』

六
五
1
号
t
 
l
九
九
三
年
な
ど
。

前
掲
「
論
中
国
的
共
産
」
。

以
下
t
 
T
九
三
〇
年
代
半
ば
の
羅
隆
基
の
言
論
活
動
に
つ
い
て
は
'

水
羽
前
掲
「
中
国
近
代
知
識
人
論
」
で
報
告
者
の
見
解
を
示
し
た
。

「
同
意
に
よ
る
革
命
」
に
つ
い
て
は
'
小
笠
原
欣
幸
『
ハ
ロ
ル
ド
・

ラ
ス
キ
』
勤
草
書
房
t
 
l
九
八
七
年
を
参
照
の
こ
と
。

水
羽
前
掲
「
抗
日
言
論
の
一
潮
流
」
。

(
広
島
大
学
文
学
部
)
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羅隆基時年表

1898江西省安福県で生まれる(生年については97・98・99年の三説があるが、ここでは『辞

海』上海辞書出版社、 1984年などに拠った)。

1898戊戊の変法。

1911辛亥革命。

1912清華学校入学。

19五四運動。

21清華学校卒業。

22米国留学(ウィスコンシン大学;23年に政治学学士となる)0

24第一次国共合作。

25ウィスコンシン大学修士(その後コロンビア大学で研究、 26年まで)0

梁実秋・聞-多らとともに「大江会」を組織し、 『大江季刊』を上海で発行。

26渡英、 1年間、ラスキの指導を受ける(27年まで、その後米国へ再渡航)0

26北伐開始。

27蒋介石の上海反共クーデター0

28コロンビア大学哲学博士号取得(博士論文; The Conduct ofParliamentaヴElections in

England)同年帰国し、上海の光華大学政治系主任に就任。

28 『新月』創刊。

30 1月に『人権論集』 (上海新日書店)を胡適・梁実秋とともに刊行。

11月、国民党により一時身柄を拘束される。

31 1月華北-赴き、天津の南開大学で教鞭をとり、 『天津益世報』総編集に就任。

31 「九一八」 (「満州事変」)0

32 「一二八」 (「第一次上海事変」)に際して、羅隆基は一九路軍の後方支援に従事。

32張君勤と非合法に国家社会党の結成準備(正式成立は34年)0

37 「七七」 (「慮溝橋事件」)0

38国民参政会参加(41年に参政員の資格を国民党により剥奪される)0

42回社党を脱退。

44中国民主同盟(民盟)成立に際して、中央委員会常任委員・昆明の責任者に就任。民

衆周刊社設立。

45抗日戦争勝利。

46政治協商会議に民盟代表として参加0

49上海脱出、北京に赴き民盟代表・全国委員会委員として人民政治協商会議に参加。

49中華人民共和国成立。

中華人民共和国において羅隆基は、全国人民代表大会の江西省代表および常務委員会

委員、国務院森林工業部長、民盟副主席などを歴任。

57中共の言論自由化の呼びかけ(「百家争鳴・百花斉放」)に応じて、複数政党制に基づ

く代議制度などを要求。しかし「反右派闘争」においては、 "鴨放期"の言論活動ゆえ

に、章伯釣と共に"反党、反社会主義、反人民の政治連盟"を結成したとして批判、

政治生命を絶たれる。

65北京で死去.

典拠:註(4)の文献により作成。
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A state and a society in a process

of nation building

-from HShushisho" (衆庶) to HShinmin" (臣民)-

by Jun Misawa

This paper handles with the theme oHlow the nation state oりapan has been form-

ed. In this process, I can fmd two groups of problems. One is a problem of

"building a nation ; the other is a problem of "building a state."

First, I deal with the problems about the premises that the modern Japanese society

took over from the pre-modern society in building the nation. Second, regarding the'

period of Bunmei Kaika (文明開化) in the Meiji era as an epoch of building "the na-

tion," I study the process in which from the early modern ages Japanese people with

a rich consciousness and energy grew up to be "a nation under the support and the

following repression of the Meiji government. In this study, the recognition of posses-

sion, foreign relation, and self-government are important view points. Third, I gain

an insight into "Shinmin that was provided by the Meiji constitution in the opposi-

tional relation between 'the formed nation'and the Meiji government.

Luo long-qi s `Nation image on the eve of

the Manchuria Incident (1928-31)

by Nobuo Mizuha

Our symposium theme was "The Various Phases of `Nation Images in the

Modern Society". In the recent studies of the modern Chinese history, there have

been also several theses about pobtical and social process of founding the nation

state. However from the view point of democratic developments in modern china, the

`nation'images have not analized satisfactorily.

Therefore, I chose Luo long-qi (羅隆基; 1898-1965) , who was a very famous

western-educated political scientist. He studied under Harold Laski at the London

School of Economics in 1926-27, received a Ph. D. degree at Columbia University in

1928, and returned to China in 1928. As a liberalist, he kept away form Communism,

and criticized Guomindang s one party rule storongly.

In my thesis, my emphasis is on the next three points; (1) the nature of Luo

long-qi s `Nation image, (2) Luo s formation of `Nation (3) the historical meaning of

his 'Nation image.

1
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