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第
五
章

東
亜
会
と
同
文
会

一、
東
亜
会
に
つ
い
て

ア
ジ
ア
主
義
団
体
と
し
て
最
も
重
要
な
東
亜
同
文

会
が
創
立
さ
れ
た
の
は
日
清
戦
争
後
の
一
八
九
八
年

秋
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
東
亜

会
と
同
文
会
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
た
も

の
だ
っ
た
。

東
亜
会
が
誕
生
し
た
の
は
、
日
清
戦
争
に
前
後
し

て
ま
き
お
こ
っ
た
対
華
政
策
論
議
の
渦
中
か
ら
で
あ

る
。
興
亜
会
が
維
新
後
の
精
神
的
緊
張
の
ひ
と
つ
の

表
現
で
あ
り
、
東
邦
協
会
が
立
憲
体
制
確
立
に
と
も

な
う
政
治
的
高
揚
の
あ
る
種
の
産
物
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
東
亜
会
は
明
ら
か
に
日
清
戦
後
に
お
け
る
両
国

関
係
の
新
段
階
を
刻
印
し
て
生
ま
れ
た
ア
ジ
ア
主
義

団
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

狭

間

京
都」品

李但
名
誉

雪樹

東
邦
協
会
誕
生
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
福

本
誠
が
、
東
亜
会
の
成
立
に
も
重
要
な
役
割
を
は
た

し
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
福
本
誠
の
渡
欧
送
別

会
に
三
宅
雪
嶺
、
陸
潟
南
、
池
辺
吉
太
郎
、
帝
大
・

早
大
の
学
生
数
十
名
が
あ
つ
ま
り
、
そ
こ
で
話
が
出

て
井
上
雅
二
、
香
川
悦
次
(
怪
庵
)
を
幹
事
に
準
備

を
す
す
め
る
こ
と
に
し
、
三
十
一
年
春
に
江
藤
新
作

一
派
と
も
合
同
し
て
成
立
の
運
び
と
な
っ
た
、
と
い

う
山
口
酒
田
氏
に
よ
れ
ば
、
井
上
等
の
も
の
と
江
藤

等
の
も
の
の
合
体
を
仲
介
し
た
の
は
平
岡
浩
太
郎
で
、

そ
れ
は
要
す
る
に
、
進
歩
党
系
政
治
家
と
『
日
本
』

グ
ル
ー
プ
、
そ
れ
に
学
生
を
く
わ
え
た
組
織
な
の
で

あ
っ
た
問
。

会
の
創
立
に
か
か
わ
り
、
中
心
的
な
活
動
家
で
あ
っ

た
井
上
雅
二
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
八
年
春
、
日
本
橋

倍
楽
園
で
陸
実
、
三
宅
雄
二
郎
、
犬
養
毅
、
平
岡
浩

太
郎
、
江
藤
新
作
、
香
川
悦
次
、
井
上
雅
二
ら
が
会

合
し
、
以
下
の
こ
と
を
話
し
合
っ
た
と
い
う
。

一
、
機
関
雑
誌
を
発
行
し
、
江
藤
氏
之
を
担
当
す

る
こ
と

一
、
時
事
問
題
を
研
究
し
て
所
見
を
時
々
発
表
す

る
こ
ん
}

一
、
横
浜
、
神
戸
居
留
の
支
那
人
篤
志
家
を
入
会

せ
し
む
る
こ
と

て
光
緒
帝
を
補
佐
し
て
変
法
自
彊
の
局
に
当
た

れ
る
康
有
為
、
梁
啓
超
の
入
会
を
許
す
こ
と
聞

こ
れ
は
会
を
創
立
す
る
た
め
の
趣
旨
と
し
て
は
、

い
か
に
も
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
第
一
条
に
い
う
、

江
藤
新
作
が
担
当
し
た
機
関
誌
『
東
亜
細
亜
』
が
発

見
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
そ
の

存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
条
は
、
会
の
取

り
決
め
と
し
て
さ
し
て
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
ぬ
も

の
で
あ
る
。
第
三
条
は
、
日
本
の
会
と
し
て
一
つ
の

重
点
的
方
針
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
第
四
条
に
い
た
っ

て
は
、
そ
の
口
調
に
も
違
和
感
を
感
ず
る
が
、
そ
も

そ
も
戊
戊
変
法
の
開
始
は
一
八
九
八
年
六
月
の
こ
と

な
の
だ
か
ら
、
後
の
高
み
か
ら
の
整
理
的
叙
述
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

後
年
の
回
想
的
文
章
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
部
分
も
あ
れ
ば
補
完
的
に
埋
め
合

わ
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
第
一
次
史

料
に
く
ら
べ
て
、
普
通
、
正
確
性
に
お
い
て
劣
る
も
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の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
現
D
フιフ
ル
タ
!
を
へ
て

整
理
さ
れ
た
当
事
者
の
記
憶
は
、
か
え
っ
て
活
動
の

真
の
姿
を
を
描
き
だ
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
も
、
ま

ま
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
・
四
条
も
、
結
果
的

に
そ
う
な
っ
た
こ
と
を
、
活
動
開
始
前
の
方
針
で
あ

る
か
に
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
凶
。
じ
っ
さ
い
、

井
上
は
康
梁
一
派
の
羅
普
や
徐
勤
と
親
交
が
あ
っ
た

し
問
、
亡
命
し
て
き
た
康
有
為
・
梁
啓
超
の
面
倒
を

よ
く
み
た
人
物
は
東
亜
会
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
く
、

と
り
わ
け
柏
原
文
太
郎
ら
学
生
グ
ル
ー
プ
(
早
稲
田

系
)
の
名
前
が
目
立
っ
て
い
る
。

徐
勤
(
一
八
七
三
|
一
九
四
五
)
は
、
字
を
君
勉

と
い
い
、
広
東
省
三
水
県
の
人
、
康
門
万
木
草
堂

「
十
大
弟
子
」
に
あ
げ
ら
れ
、
康
有
為
に
も
っ
と
も

忠
誠
を
つ
く
し
「
康
氏
の
子
路
」
と
ま
で
一
吉
わ
れ
た

人
物
だ
っ
た
。
一
八
九
七
年
、
襖
門
で
機
関
誌
『
知

新
報
』
の
創
刊
に
た
ず
さ
わ
り
、
翌
年
六
月
以
前
に

来
日
し
て
横
浜
大
同
学
校
の
経
営
に
任
じ
た
。
前
述

し
た
よ
う
に
東
邦
協
会
の
会
員
に
も
な
っ
て
い
る
。

晩
年
は
舌
褐
を
恐
れ
た
子
の
徐
良
に
よ
っ
て
監
禁
さ

れ
た
た
め
、
気
が
狂
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
問
。

ま
た
羅
並
問
、
字
は
孝
高
、
は
広
東
省
順
徳
県
の
人
、

万
木
草
堂
時
代
か
ら
の
弟
子
。
お
そ
ら
く
一
八
九
七

年
に
日
本
に
留
学
し
、
東
京
高
等
専
門
学
校
(
後
の

早
稲
田
大
学
)
留
学
生
の
第
一
号
と
い
う
。
政
変
後

に
来
日
し
た
梁
啓
超
に
日
本
語
を
手
ほ
ど
き
し
、
ニ

法
維
新
と
の
関
係
を
考
察
さ
れ
た
の
は
、
藤
谷
浩
悦

氏
で
あ
る
問
。

章
程
は
全
十
条
、
四
カ
条
を
抜
き
出
し
て
お
こ
う
。

第
一
条
本
会
は
東
亜
会
と
定
名
す
る
。

第
二
条
本
会
の
宗
旨
は
専
ら
東
亜
の
振
興
を

講
究
す
る
こ
と
を
以
て
主
と
為
し
、
そ

の
実
行
を
図
る
。

第
四
条
本
会
の
会
所
は
日
本
東
京
に
設
け
、

董
事
二
人
を
立
て
て
会
事
を
弁
理
し
、

井
に
支
邦
上
海
に
一
分
会
を
設
け
て
以

て
相
い
応
ず
。

第
六
条
本
会
は
毎
月
雑
誌
一
部
を
発
刊
し
、

名
づ
け
て
『
東
亜
細
亜
』
と
臼
う
。

省
略
し
た
の
は
、
入
会
方
法
、
例
会
、
会
費
な
ど

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
会
の
章
程
と
し
て
首
尾
の

と
と
の
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
十
条
の
あ
と
に
は

「
明
治
三
十
一
年
四
月
幹
事
井
上
雅
二
香
川

悦
次
」
と
年
月
署
名
ま
で
あ
る
問
。
こ
れ
を
も
と
に
、

東
亜
会
の
創
立
を
一
八
九
八
年
四
月
と
確
定
し
た
の

は
、
藤
谷
氏
の
貢
献
で
あ
る
。

会
員
と
し
て
は
、
陸
実
、
福
本
誠
、
神
鞭
知
常
、

犬
養
毅
、
末
永
節
、
原
口
問
一
、
平
山
周
、
徐
勤
、

羅
孝
高
(
羅
普
)
、
内
田
良
平
、
頭
山
満
ら
、
相
当

の
顔
ぶ
れ
を
つ
ら
ね
た
三
十
二
名
の
名
が
あ
が
っ
て

い
る

ω。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
江
藤
新
作
や
佐
藤
宏
、

宮
崎
治
天
の
名
は
見
え
な
い
か
ら
、
か
れ
ら
は
会
の

野型担曽野

人
で
『
和
文
漢
読
法
』
な
る
一
書
を
編
ん
で
、

九
九
年
に
刊
行
し
た

mo

名
前
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
漢
文

訓
読
法
の
一
裏
返
し
的
に
応
用
し
た
も
の
な
の
だ
が
、

こ
の
速
成
法
は
そ
の
簡
便
さ
が
受
け
て
大
流
行
し
、

の
ち
ま
で
影
響
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
以
前
に
は
熱
心
に
唱
え
ら
れ
た

H

官
話
を
共

通
語
に
H

と
い
う
主
張
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
も
は
や

影
を
薄
め
た
の
で
あ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
一
言
葉
を
め

ぐ
る
環
境
は
激
変
し
た
の
で
あ
る
。

「
東
亜
細
亜
』
と
擬
定
さ
れ
た
機
関
誌
は
お
そ
ら

く
刊
行
に
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
亡
命
し
て
き
た
梁
啓
超
が
来

日
し
て
最
初
に
取
り
組
ん
だ
光
緒
帝
救
援
の
請
願
だ
っ

た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
書
簡
は
実
は
東
亜
会

宛
に
も
出
さ
れ
て
い
た
。
「
東
亜
会
に
寄
せ
る
の
書
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
日
本
人
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ

た
附こ

れ
に
は
日
付
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
東
邦
協
会

宛
と
お
そ
ら
く
同
じ
の
十
月
三
十
日
付
の
も
の
だ
ろ

う
か
ら
、
書
き
上
げ
た
と
き
に
は
東
亜
会
は
存
在
し

て
い
た
が
、
直
後
の
十
一
月
二
日
に
同
文
会
と
合
併

し
て
東
亜
同
文
会
に
な
る
の
だ
か
ら
、
た
し
か
に
東

亜
会
の
会
名
そ
の
も
の
は
消
え
て
な
く
っ
た
。
し
か

し
会
の
実
体
は
、
東
亜
同
文
会
と
の
命
名
に
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
新
し
い
組
織
の
な
か
に
再
生
さ
れ
て

創
立
時
に
は
会
員
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
江
藤

が
編
集
担
当
と
の
井
上
雅
二
の
記
述
は
、
こ
れ
ま
た

後
の
任
務
分
担
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
か
り
に
江

藤
が
五
月
に
入
会
し
て
、
章
程
第
六
条
に
い
う
会
誌

『
東
亜
細
亜
』
創
刊
に
取
り
か
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

東
亜
同
文
会
へ
の
移
行
ま
で
約
半
年
あ
る
の
だ
か
ら
、

何
号
か
は
出
せ
る
時
間
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

唐
才
常
の
「
興
亜
義
会
を
論
ず
」
な
る
文
章
は
東

亜
会
に
た
い
す
る
彼
の
評
価
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
問
。
唐
才
常
(
一
八
六
七
l

一
九

O
O
)
は
湖
南

省
溺
陽
県
の
人
、
語
嗣
同
と
と
も
に
「
湖
陽
二
傑
」

を
称
さ
れ
た
。
巡
撫
陳
宝
簸
の
庇
護
の
も
と
に
湖
南

で
の
変
法
運
動
を
す
す
め
、
『
湘
報
』
の
「
主
編
」

を
担
当
し
た
。
の
ち
、
上
海
に
出
て
『
亜
東
時
報
』

の
編
集
に
た
ず
さ
わ
り
、
一
九

O
O年
に
自
立
軍
蜂

起
を
画
策
、
未
発
の
内
に
捕
縛
、
処
刑
さ
れ
た
(
八

月
二
十
二
日
)
問
。

唐
才
常
に
東
亜
会
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
た
の

は
、
横
浜
の
大
同
学
校
校
長
、
東
亜
会
の
発
足
当
初

か
ら
の
会
員
の
徐
勤
で
あ
る
。
徐
勤
は
、
「
日
本
の

処
士
は
、
仁
失
、
侠
失
」
と
絶
賛
し
て
こ
う
い
う
間
。

日
本
の
在
野
志
士
が
中
国
の
滅
亡
は
黄
色
人
種
の
衰

額
で
あ
り
、
黄
色
人
種
の
衰
類
は
日
本
の
危
険
で
あ

る
と
し
て
、
救
世
の
志
を
持
つ
者
が
集
ま
っ
て
興
亜

義
会
を
創
っ
た
、
そ
れ
は
黄
種
を
盛
り
た
て
東
亜
を

守
り
ロ
シ
ア
、
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
侵
略
を
防
ご
う
と
す

ノl

い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
亜
同
文
会
の
機

関
誌
『
東
亜
時
論
』
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
東
邦
協
会
宛
の
も
の
だ
っ
た
問
。
東
亜

同
文
会
会
頭
近
衛
篤
麿
は
東
邦
協
会
副
会
頭
な
の
だ

か
ら
、
近
衛
を
軸
に
考
え
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
よ
う
で

も
あ
る
が
、
東
亜
会
宛
の
も
の
が
「
日
本
人
』
に
載

せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
東
亜
会
と
く
に

吋
日
本
』
『
日
本
人
』
グ
ル
ー
プ
と
、
同
文
会
系
統
の

間
に
若
干
の
ズ
レ
が
あ
っ
た
の
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

前
掲
の
四
条
は
井
上
雅
二
の
『
興
亜
一
路
』
に
拠
っ

た
も
の
だ
が
、
東
亜
会
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
に
資

料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
の
ち
の
吋
東
亜
同

文
会
史
』
も
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
も

の
を
引
い
て
い
る
制
。

し
か
し
、
東
亜
会
に
関
し
て
は
、
中
国
側
の
『
湘

報
』

ω
に
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
東
亜
会
簡
明

章
程
即
興
亜
義
会
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
湘
報
』

は
湖
南
変
法
派
が
刊
行
し
た
日
刊
紙
、
唐
才
常
が

「
序
」
を
、
讃
嗣
向
が
「
後
序
」
を
書
い
て
い
る
。

「
義
会
」
は
日
本
一
語
、
当
時
に
は
よ
く
使
わ
れ
た
が
、

中
国
に
は
定
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
『
漢
語
大
詞

典
』
に
も
項
目
が
な
い
。
「
興
亜
義
会
」
は
東
亜
会

の
性
格
の
説
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
四
字
句
に
し
て

の
そ
の
別
名
の
意
味
も
持
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
の
資
料
を
最
初
に
指
摘
し
て
東
亜
会
と
戊
戊
の
変

-68-

る
も
の
な
の
だ
、
と
。
清
末
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
の

侵
略
性
に
た
い
す
る
人
々
の
警
戒
心
は
一
貫
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
前
年
末
の
鯵
州
湾
奪
取
(
租

借
に
名
を
借
り
た
割
譲
)
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
も
侵
略

国
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
徐
勤
の
云
う
と
こ
ろ
で
注
意
を
引
く
の

は
、
中
国
革
新
の
担
い
手
と
し
て
、
湖
南
省
を
高
く

評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
唐
才
常
に
手
紙
を
書

い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
当
然
の

こ
と
だ
が
、
く
わ
え
て
腐
は
わ
ざ
わ
ざ
、
雑
誌
『
日

本
人
』
の
誌
名
を
あ
げ
て
、
「
湖
南
党
」
「
康
工
部
門

下
」
が
高
く
評
価
さ
れ
、
世
界
中
か
ら
「
支
那
を
掠

る
わ
す
も
の
は
た
だ
湖
南
の
み
、
土
民
勃
々
と
し
て

生
気
あ
り
、
侠
な
る
べ
く
、
仁
な
る
べ
き
は
た
だ
湖

南
の
み
」
と
見
ら
れ
て
い
る
、
と
ま
で
い
う
倒
。
こ

こ
で
い
う
「
湖
南
党
」
と
は
、
開
明
派
巡
撫
陳
宝
簸

の
も
と
で
南
学
会
を
組
織
し
て
改
革
を
す
す
め
た
唐

才
常
ら
、
湖
南
の
変
法
派
の
こ
と
で
あ
る
。

唐
才
常
は
、
も
し
湖
南
が
外
人
の
期
待
に
応
え
ず
、

興
亜
の
精
神
に
背
を
向
け
る
な
ら
、
中
国
は
ダ
メ
に

な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
、
当
面
の
対
策
十
条
を
提
議

す
る
。
第
一
条
は
南
学
会
が
人
を
派
遣
し
て
興
亜
の

会
務
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
、
第
二
条
が
分
会
の
設
立
、

だ
か
ら
、
東
亜
会
と
の
提
携
が
出
発
点
と
な
っ
て
お

り
、
第
九
条
で
『
湘
報
』
と
日
本
側
機
関
誌
の
相
互

頒
布
を
い
う
。
他
は
、
時
務
学
堂
等
へ
の
日
本
人
教
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習
招
聴
、
考
察
人
員
の
派
遣
、
憲
法
等
書
籍
の
翻
訳
、

日
本
商
人
・
南
洋
華
僑
に
よ
る
鉱
山
採
掘
と
工
場
建

設
、
横
浜
大
同
学
校
へ
の
留
学
生
派
遣
な
ど
、
い
ず

れ
も

H

開
放
・
改
革
H

の
清
末
版
で
あ
る
。
た
だ
、

横
浜
・
神
戸
の
華
僑
に
よ
る
「
孔
子
教
堂
」
の
建
設

(
第
八
条
)
だ
け
は
、
康
有
為
派
の
方
案
で
あ
る
こ

と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
の
文
章
で
唐
才
常
が
キ
ュ
ー
バ
問
題
を
引
き
出

し
、
「
か
の
キ
ュ
ー
バ
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
、
ア

メ
リ
カ
人
す
ら
な
お
座
視
す
る
に
忍
び
ず
し
て
、
出

で
て
こ
れ
を
図
る
。
況
や
吾
は
日
本
と
唇
歯
の
盟
を

聯
ぬ
、
カ
を
併
せ
て
維
持
せ
ざ
る
も
の
有
ら
ん
や
?
」

と
い
う
の
を
み
れ
ば
、
唐
才
常
の
考
え
て
い
た
も
の

が
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
東
ア
ジ
ア
版
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
し
か
し
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
例
そ

の
も
の
が
、
先
に
引
い
た
『
日
本
人
』
の
佐
藤
宏
の

文
章
に
拠
っ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

佐
藤
は
そ
の
文
章
で
こ
う
い
う
。
「
諸
君
わ
の
キ
ユ

パ
独
立
制
の
挙
を
見
ず
や
、
米
国
の
志
士
仁
人
は
其

孤
弱
を
関
み
、
:
:
:
甚
し
き
は
国
籍
を
脱
し
、
革
命

に
身
を
投
じ
て
彼
等
の
為
め
に
犬
馬
の
労
を
尽
く
せ

し
事
を
。
東
方
の
桜
花
国
の
人
民
よ
、
八
ム
等
は
之
に

対
し
て
遜
色
な
き
か
」
と
。
つ
ま
り
、
日
本
の
志
士

に
ア
メ
リ
カ
独
立
に
お
け
る
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
、
ギ

リ
シ
ャ
独
立
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ン
の
役
割
を
演
ぜ
よ

と
叱
姥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一、

同
文
会
に
つ
い
て

同
文
会
は
東
亜
会
に
や
や
遅
れ
て
一
八
九
八
年
六

月
、
ま
さ
に
北
京
の
朝
廷
で
変
法
維
新
が
開
始
さ
れ

た
と
き
に
発
足
し
た
。
酒
田
氏
に
よ
れ
ば
、
荒
尾
精

門
下
の
「
大
陸
浪
人
」
と
近
衛
篤
麿
お
よ
び
近
衛
の

経
営
す
る
精
神
社
系
が
合
作
し
た
も
の
だ
っ
た
句

会
の
「
主
旨
」
は
こ
う
で
あ
る
。

時
局
の
変
遷
は
、
日
清
聞
の
問
題
に
研
究
を
要

す
る
事
日
一
日
よ
り
多
か
ら
し
む
。
而
も
其
必

要
に
応
ず
る
の
機
関
な
き
を
憾
む
。
是
五
口
人
間

文
会
を
創
立
し
て
、
実
地
の
問
題
の
研
究
を
為

し
、
以
て
此
必
要
に
応
せ
ん
と
す
る
所
な
り
。

本
会
は
政
党
以
外
に
立
ち
て
、
専
ら
彼
我
人
士

の
情
意
を
疎
通
し
、
高
工
業
の
発
達
を
助
成
す

る
を
以
て
目
的
と
す

ω。

こ
の
「
主
旨
」
の
重
点
が
、
「
彼
我
人
士
の
情
意

を
疎
通
」
す
る
こ
と
に
よ
る
、
「
商
工
業
の
発
達
」

の
助
成
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
わ

ざ
わ
ざ
、
政
党
外
に
立
ち
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

近
衛
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
政
党
と
結
び
つ
い
た

利
権
の
外
に
活
躍
の
場
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

近
衛
篤
麿
を
こ
の
方
面
の
仕
事
に
担
ぎ
出
し
た
の

は
、
政
派
的
な
関
係
の
薄
い
お
公
家
さ
ん
を
と
考
え

「

こ
れ
を
書
い
た
後
、
唐
才
常
は
湖
南
を
は
な
れ
、

日
本
に
来
た
と
き
に
は
犬
養
毅
や
宮
崎
治
天
ら
に
会
っ

て
い
る
。
翌
九
九
年
に
は
『
亜
東
時
報
』
に
七
篇
の

文
章
を
発
表
し
た
。
『
亜
東
時
報
』
は
在
上
海
の
日

本
人
の
団
体
、
乙
未
会
が
一
八
九
八
年
六
月
に
上
海

で
創
刊
し
た
月
刊
誌
(
の
ち
半
月
刊
)
で
あ
っ
て
、

当
初
は
山
根
虎
之
助
(
立
庵
)
が
編
集
し
、
第
六
号

(
一
八
九
九
年
二
月
)
か
ら
は
唐
才
常
が
編
集
を
担

当
し
た
慨
。
乙
未
会
は
白
岩
龍
平
、
宗
万
小
太
郎
が

中
心
と
な
っ
て
い
た
組
織
で
、
上
海
同
文
会
の
基
礎

と
な
っ
た
組
織
で
あ
る
問
。
山
田
良
政
、
川
島
浪
速

ら
も
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

「
日
本
人
は
実
心
に
保
華
す
る
の
論
」
胞
は
ア
ジ

ア
主
義
的
視
点
か
ら
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
文
章

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
「
支
那
保
植
」
が
欧

米
と
は
ち
が
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
力
説
し
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
「
支
那
を
保
植
す
る
」
に
は
人
材

育
成
が
第
一
で
、
育
成
に
は
「
西
国
文
明
の
政
学
」

を
脳
味
噌
に
た
た
き
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ

ス
は
香
港
に
大
学
堂
を
創
っ
た
が
、
商
売
用
の
人
材

を
育
て
る
だ
け
で
、
「
上
を
安
ん
じ
下
を
全
う
し
隣

に
交
わ
り
民
佐
治
め
る
の
具
」
で
あ
る
「
政
事
、
律

令
、
倫
理
、
格
致
」
と
い
っ
た
「
政
学
の
大
端
」
を

け
っ
し
て
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
、
日

本
の
志
士
は
「
政
治
学
・
経
済
学
・
哲
学
・
社
会
学
」

を
懸
命
に
教
え
て
く
れ
る
。
「
こ
れ
す
な
わ
ち
天
の

た
犬
養
毅
の
策
と
の
説
が
あ
る
問
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
よ
う
な
外
部
か
ら
の
力
も
は
た
ら
い
た
だ
ろ
う
が
、

ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
近
衛
は
、
人
種
問
題
に
興

味
を
も
ち
、
「
伺
人
種
同
盟
附
支
那
問
題
の
研
究

の
必
要
」
仰
を
公
表
し
て
、
一
一
一
一
口
論
界
の
注
目
を
浴
び

て
い
た
。
「
東
洋
の
前
途
は
、
終
に
人
種
競
争
の
舞

台
を
免
か
れ
じ
。
:
:
:
最
後
の
運
命
は
、
黄
白
両
人

種
の
競
争
に
し
て
、
此
競
争
の
下
に
は
、
支
那
人
も
、

日
本
人
も
、
共
に
白
人
種
の
仇
敵
と
し
て
認
め
ら
る

る
の
地
位
に
立
た
む
」
と
の
見
解
の
な
か
に
は
、
や

は
り
、
日
中
の
連
携
に
よ
る
欧
米
へ
の
対
抗
が
強
く

の
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
近
衛
を
か
つ
い
だ
組
織
の
結

成
を
準
備
し
た
の
は
、
岸
田
吟
香
、
宗
方
小
太
郎
、

井
手
三
郎
、
中
西
正
樹
、
中
野
二
郎
、
高
橋
謙
、
田

鍋
安
之
助
、
山
内
口
問
、
中
島
真
雄
、
白
岩
龍
平
ら
、

い
ず
れ
も
清
国
の
地
で
薬
局
・
新
聞
・
汽
船
な
ど
の

事
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
面
々
で
あ
る
問
。

近
衛
篤
麿
に
説
い
た
の
は
中
西
正
樹
・
井
手
三
郎

と
白
岩
龍
平
・
大
内
暢
一
一
一
(
近
衛
の
秘
書
)
で
、
主

旨
を
了
承
し
た
近
衛
は
、
六
月
十
四
日
、
彼
ら
に
規

約
書
の
起
草
を
命
じ
た
。
近
衛
家
文
書
中
の
「
明
治

三
十
一
年
か
」
と
註
を
付
さ
れ
た
、
白
岩
龍
平
筆

「
同
文
会
設
立
趣
旨
書
」
慨
は
お
そ
ら
く
そ
の
時
に

起
草
さ
れ
た
文
書
の
一
部
で
あ
る
。

向
上
趣
旨
書
は
、
ま
ず
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
会

将
に
両
国
合
邦
を
来
す
の
局
に
し
て
、
欧
勢
東
漸
を

杜
ぐ
の
一
大
関
換
を
成
す
所
以
な
り
」
。
去
年
の
変

法
で
皇
上
が
大
小
学
堂
を
創
ろ
う
と
さ
れ
る
と
、
ハ
ー

ト
が
阻
ん
だ
。
日
本
人
は
す
で
に
百
里
の
道
の
「
八

九
十
里
」
は
歩
ん
で
お
り
、
中
国
人
が
途
中
か
ら
共

に
進
む
利
は
多
い
。
日
本
人
が
華
人
の
た
め
に
立
て

た
学
制
を
英
米
人
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
誠
と
偽
、

実
と
虚
の
違
い
が
分
か
ろ
う
、
と
。

こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
無
条
件
の
信
頼
で
あ
る
。
く

わ
え
て
、
構
想
は
提
携
を
越
え
て
「
合
邦
」
に
ま
で

突
き
進
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
樽
井
藤
吉
の
影
響
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

今
の
と
こ
ろ
分
か
ら
な
い
。

西
洋
は
公
法
(
国
際
法
)
を
振
り
か
ざ
す
が
、
東

洋
に
は
「
野
蛮
」
の
政
策
で
立
ち
向
か
っ
て
き
て
お

り
、
中
国
は
滅
亡
の
淵
に
望
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う

な
情
勢
を
背
景
に
、
日
本
を
頼
り
に
し
て
そ
れ
に
立

ち
向
か
う
道
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
し
て
東
亜
会
は
ま

ぎ
れ
も
な
く
、
そ
の
道
を
進
む
た
め
の
提
携
を
実
現

す
る
一
つ
の
組
織
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本

へ
の
依
頼
心
の
天
真
繍
漫
な
表
明
は
、
の
ち
の
歴
史

の
展
開
に
照
ら
す
と
不
思
議
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

も
の
な
の
だ
が
、
日
清
戦
争
か
ら
義
和
問
に
い
た
る

こ
の
時
期
は
、
つ
か
の
間
の
、
幸
せ
な
共
有
幻
想
の

時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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名
に
つ
い
て
述
べ
る
。
つ
い
で
、
会
の
性
格
を
き
わ

め
て
簡
単
に
、
支
那
問
題
の
研
究
・
実
行
・
調
査
に

従
事
す
る
、
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
本
会
の
事
業

す
な
わ
ち
、
「
一
、
上
海
に
向
文
会
館
を
設
け
、
両

国
有
志
の
協
同
を
図
る
事
」
等
の
七
項
を
あ
げ
る
。

こ
れ
ら
が
『
時
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
以
下
の
「
同

文
会
網
目
」
五
カ
条
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
、
本
会
は
同
文
会
と
称
し
、
会
館
を
赤
坂
溜
池

町
六
番
地
に
設
く
。

一
、
本
会
は
支
那
問
題
を
研
究
す
る
と
共
に
、
各

般
の
調
査
に
従
事
し
、
各
種
事
業
の
助
成
を
計

る。
一
、
本
会
は
上
海
に
同
文
会
館
を
設
け
、
日
清
両

国
有
志
の
教
導
を
図
る
。

一
、
本
会
は
東
京
に
在
て
は
『
持
論
』
、
支
那
に

在
て
は
『
亜
東
時
報
』
の
両
報
を
以
て
通
信
機

関
と
す
。

一
、
本
会
は
上
海
に
於
る
同
文
学
堂
を
以
て
両
国

人
の
教
育
機
関
と
す
問
。

見
ら
れ
る
と
お
り
、
相
当
に
会
則
ら
し
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
文
中
に
み
え
る
機
構
と
媒
体
は
、

吋
時
論
』
が
東
京
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
で
あ
る

以
外
、
同
文
会
館
、
『
亜
東
時
報
片
岡
文
学
堂
の
い

ず
れ
も
、
み
な
上
海
で
す
で
に
機
能
し
て
い
る
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
酒
田
氏
に
よ
れ
ば
「
乙
未
会
関

係
事
業
で
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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な
お
、
上
引
の
趣
言
書
で
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
、

「
既
設
の
事
業
」
と
し
て
、
「
学
堂
は
上
海
に
日
清
英

語
学
堂
あ
り
、
東
京
に
善
隣
書
院
あ
り
」
に
は
じ
ま

り
、
漢
字
新
聞
・
実
業
・
『
亜
東
時
報
』
に
つ
い
て

と
く
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
現
に
在
清

の
同
志
者
」
と
し
て
「
漢
報
館
宗
方
小
太
郎
」
以

下
、
「
民
間
事
業
に
従
事
せ
る
」
二
十
八
名
の
一
覧

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
倒
。
ち
な
み
に

『
亜
東
時
報
』
は
「
上
海
に
於
て
日
漢
両
文
の
週
刊

雑
誌
に
て
本
月
よ
り
発
行
す
」
と
あ
る
。
間
報
の
創

刊
は
一
八
九
八
年
六
月
の
こ
と
だ
か
ら
問
、
白
岩
の

趣
旨
書
作
成
は
六
丹
と
決
め
ら
れ
そ
う
だ
が
、
こ
こ

で
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
の
と
は
ち
が
い
、
週
刊
で
は
な
く

月
刊
誌
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
、
り
し
て
、
あ
る

い
は
も
う
少
し
早
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

を
要
す
る
に
同
文
会
は
、
大
陸
で
の
活
動
を
基
礎
に

し
て
関
係
者
が
日
本
内
地
の
側
に
働
き
か
け
た
も
の

と
い
う
点
で
、
既
述
の
諸
組
織
と
は
い
わ
ば
逆
の
ベ

ク
ト
ル
を
も
っ
て
動
き
は
じ
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
、
在
華
邦
人
の
力
量
の
蓄
積
が
見
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
ア
ジ
ア
主
義
が
機
能
す
る

H

場
H

が
従
前
と
は
根
抵
的
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ

と
を
し
め
す
重
要
な
兆
候
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

、王
川
東
亜
同
文
会
編
「
対
支
回
顧
録
』
下
巻
、
原
書
房
、

出)

わ
め
て
多
い
が
、
単
純
な
ミ
ス
。
藤
谷
論
文
で
は

正
さ
れ
て
い
る
。

唐
才
常
「
論
興
亜
義
会
」
『
湘
報
』
第
六
十
五
号

(
吋
窟
才
常
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八

O
年
、
所
収
)
。

湯
志
鈎
『
戊
成
時
期
的
学
会
和
報
刊
』
台
湾
商
務

印
書
館
、
一
九
九
三
年
、
二
百
六
十
五
頁
。

徐
勤
の
唐
才
常
宛
書
翰
は
「
論
興
亜
義
会
」
中
の

引
用
に
よ
る
。

下
敷
き
の
文
章
の
一
は
、
佐
藤
宏
「
支
那
朝
鮮
の

真
相
を
説
き
て
同
国
を
改
造
す
る
は
日
本
人
の
責

な
る
所
以
を
論
ず
」
(
『
日
本
人
』
第
六
十
三
号
、

一
八
九
八
年
三
月
二
十
日
)
で
あ
る
。

米
西
戦
争
の
開
始
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
ペ
イ
ン
に
た

い
す
る
宣
戦
布
告
は
一
八
九
八
年
四
月
十
九
日
で

あ
る
が
、
一
八
九
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
キ
ュ
ー

バ
独
立
を
公
約
し
た
マ
ッ
キ
ン
リ
!
が
勝
利
し
た

た
め
緊
張
が
高
ま
っ
た
。
九
八
年
二
月
に
は
開
戦

必
至
の
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
佐

藤
の
文
章
は
そ
の
時
代
情
況
を
踏
ま
え
て
書
か
れ

た
も
の
な
の
で
あ
る
。

陳
善
偉
『
唐
才
常
年
譜
長
編
』
上
下
、
香
港
中

文
大
学
出
版
社
、
一
九
九

O
年
、
五
百
七
十
二
・

五
百
五
十
四
頁
。

中
村
義
吋
白
岩
龍
平
日
記
』
研
文
出
版
、

九
年
、
百
四
十
四
頁
。

仕掛(17) 任問(19) (20) (21) 

九
九

(2) 

一
九
六
八
年
復
刻
版
、
八
百
七
十
五
頁
。
な
お
、

問
書
は
明
治
「
一
二
十
(
一
八
九
七
)
年
春
」
に
成

立
と
す
る
が
、
福
本
誠
の
渡
清
(
渡
欧
の
た
め
の
)

は
一
八
九
八
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

酒
田
正
敏
司
近
代
自
本
に
お
け
る
対
外
硬
運
動
の

研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
百
十

頁
。
康
有
為
の
万
木
草
堂
へ
田
野
橘
次
を
送
り
込

ん
だ
の
も
平
岡
浩
太
郎
で
あ
っ
た
(
上
村
希
美
雄

「
宮
崎
兄
弟
伝
』
ア
ジ
ア
篇
上
、
百
五
十
頁
)
。

井
上
雅
二
『
興
亜
一
路
』
万
光
書
院
、
一
九
三
九

年
、
前
注
酒
田
氏
書
所
引
。

酒
田
氏
は
、
東
亜
会
の
趣
旨
が
「
日
清
両
国
の
経

済
関
係
を
密
な
ら
し
め
、
そ
の
基
礎
を
強
固
に
し
、

将
来
益
々
之
れ
が
発
展
拡
張
を
期
す
る
為
め
、
先

づ
特
殊
な
る
教
育
機
関
と
通
信
機
関
を
設
け
る
に

あ
っ
た
」
と
の
史
料
(
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』

上
巻
、
原
書
房
、
一
九
六
六
年
復
刻
版
、
六
百
八

頁
)
を
提
示
し
、
「
活
動
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
」

と
さ
れ
る
(
向
上
、
百
十
一
頁
)
。
こ
れ
は
趣
旨

と
い
え
る
も
の
だ
が
、
け
っ
し
て
会
の
活
動
の
全

体
を
覆
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

酒
田
氏
前
掲
書
、
百
十
一
一
頁
・
百
三
十
一
一
員
。

陳
漢
才
編
著
「
康
門
弟
子
述
略
』
広
東
高
等
教
育

出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
十
八
、
二
十
四
頁
。
陳

漢
才
は
、
政
変
後
康
有
為
に
従
っ
て
来
日
し
た
と

す
る
が
、
政
変
以
前
の
来
日
で
あ
っ
て
康
を
迎
え

る
側
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
月
号
七
十
五
頁
注
二
十

四
参
照
。

(3) (4) (6) (5) (22) 

唐
才
常
「
日
入
実
心
保
華
論
」
『
亜
東
時
報
』
第

十
七
号
、
一
八
九
九
年
十
一
月
。

酒
田
正
敏
司
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
硬
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
百
十
四
頁
。

「
主
旨
」
『
時
論
』
第
七
号
、
一
八
九
八
年
六
月
二

十
五
日
(
酒
田
正
敏
前
掲
書
、
百
十
八
頁
所
引
)
。

木
堂
先
生
伝
記
刊
行
会
編
『
犬
養
木
堂
伝
』
原
書

一
局
、
一
九
六
八
年
復
刻
本
、
七
百
十
五
頁
。

近
衛
篤
麿
「
同
人
種
同
盟
附
支
那
問
題
の
研
究

の
必
要
」
吋
太
陽
』
第
四
巻
第
一
号
、
一
八
九
八

年
一
月
。

『
東
亜
同
文
会
史
』
霞
山
会
、
一
九
八
八
年
、
三

十
頁
。

『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
鹿
島
研
究
所
出

版
会
、
一
九
六
九
年
、
四
百
一
頁
。

「
同
文
会
網
目
」
『
時
論
』
第
七
号
(
酒
田
氏
前
掲

書
、
百
十
八
頁
所
引
)
。

ジ
ャ
!
ナ
リ
ス
ム
は
宗
方
の
ほ
か
に
、
『
亜
東
時

報
』
の
山
根
虎
之
助
、
『
闘
報
』
の
井
手
三
郎

(
素
行
)
が
い
る
が
、
教
員
・
洋
行
社
員
が
メ
ン

バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
内
、
成
田
藤
輝
は

「
西
蔵
探
検
中
」
、
小
越
平
陸
は
「
吉
林
探
検
中
」

で
あ
る
。

『
亜
東
時
報
』
創
刊
号
、

五
日
(
月
刊
)
。

(23) (24) (25) (26) 白百(28) (29) )
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一
八
九
八
年
六
月

一十

向
上
、
百
三
十
八
頁
。
こ
れ
は
梁
啓
超
の
訳
と
さ

れ
て
い
る
「
佳
人
奇
遇
」
を
羅
普
の
訳
と
明
記
す

る
。
ま
た
、
蒋
貴
麟
「
藤
南
瀧
先
生
弟
子
考
略
」

『
大
陸
雑
誌
』
第
六
十
一
巻
第
三
期
。
両
蓄
と
も
、

政
変
後
の
来
日
と
す
る
が
、
誤
り
。
『
和
文
漢
読

法
』
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
所
蔵
鈴
木
彪
軒
先

生
手
沢
本
以
外
に
も
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
、
別
に
考
察
を
く
わ
え
た
い
。

梁
啓
超
「
論
中
国
政
変
(
寄
東
亜
会
官
官
)
」
『
日
本

人
』
第
八
十
号
、
一
八
九
八
年
十
二
月
五
日
。

梁
啓
趨
「
上
副
島
近
衛
両
公
害
」
司
東
亜
持
論
』

第
一
口
可
。
前
号
、
第
四
章
「
東
邦
協
会
に
つ
い
て
」

注

ω。
東
亜
文
化
研
究
所
編
『
東
亜
同
文
会
史
』
霞
山
会
、

一
九
八
七
年
、
一
二
十
頁
。
第
四
条
の
不
適
切
を
言

わ
ぬ
こ
と
は
同
じ
。

『
湘
報
』
は
、
戊
成
百
日
変
法
の
全
時
期
を
お
お
っ

て
、
第
一
号
(
一
八
九
八
年
三
月
七
日
)
か
ら
第

百
七
十
七
号
(
同
十
月
十
五
日
)
ま
で
が
現
存
す

る
(
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
影
印
本
)
。

藤
谷
浩
悦
「
戊
成
変
法
と
東
亜
会
」
『
史
峯
』
第

二
号
、
一
九
八
九
年
。

「
東
亜
会
簡
明
章
程
即
興
亜
義
会
」
吋
湘
報
』
第

六
十
五
号
、
一
八
九
八
年
五
月
二
十
日
。
な
お
、

「
湘
報
類
纂
』
(
台
湾
大
通
審
局
、
一
九
六
八
年

影
印
本
)
所
収
は
年
月
署
名
を
放
く
。

「
続
登
東
亜
会
会
員
姓
名
」
『
湘
報
』
第
六
十
六
号
、

一
八
九
八
年
五
月
二
十
一
日
。
姓
名
に
誤
植
が
き

(7) (8) (9) )
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大手町広/レストラン 花山
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