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排
満
思
想
の

意
味

-
楊
篤
生
の

場
合

-

板

垣

望

一

北
一

輝
の

『

支
部
革
命
外
史
』

は
､

北
が

孫
文
の

｢

米
国
的
民

主
共

和

思
想
+

に

封
此

さ

せ

た

排
満
思
想
と

は
一

億
何
な
の

か
､

と

い

う
問
題
へ

の

関
心
を

呼
び

起
こ

■
す

が
､

こ

の

ノ

ー

ト

に

於
て

は
､

そ
れ

を

楊
篤
生
の

場
合
に

つ

い

て

検

討
し

て

み

た
い

と

思
う

｡

(

1
)

楊
鏡
餅

､

字
篤
生

､

改
名

守
仁

､

親
叔
壬

｡

清
同

治
壬

申
(

一

八

七
二

年
)

一

〇
月

長
沙
に

生

れ

た
｡

七

歳
に

し
て

文
を

能
く
し

､

一

五

歳
､

博

(

2
)

士

弟
子
貝
に

補
さ

れ
､

後
､

業
を

省
城
の

嶽
麓

･

城
南

･

校
経
三

書
院
に

疑
い

､

性
理

彿
老
及
び

経
史
百

家
を

精
研
し

た
｡

九
四

年
､

日

清
戦
争
に

際
し

江

防
海
防
策
を

作
り

嘗
局

を

痛
誼

､

時
に

畢
使
張
亨
嘉

･

江

標
は

特

に

之
を

賞
し

､

九
六

年
､

選
抜
を

得
､

翌
丁

酉
(

九
七

年
)

科
に

は

抜
貢

孝
廉
と

な

り
､

戊
成

一

試
に

春
官

､

又
鹿
西

知
騒
に

分
覆
さ

れ

た

が

任
に

(

3
)

至
ら

ず
､

途
に

仕
進
の

意
を

絶
っ

た
｡

湖
南
攣
法
運
動
に

於
て

は
､

後
に

そ

の

失
敗
後

､

清
朝
髄
制
の

改

愛
で

は

な

く
､

そ

れ

か

ら
の

自
立
を

め

ざ

す
に

至
っ

た

唐
才
常
ら

と

共
に

時
務
草
堂
教
握
に

任
じ

､

江

標
に

ょ

る

科

へ

2

)

畢
答
案
を

整
め

た

『

玩
湘
過
重
錬
』

(

八

巻
､

丁

酉

冬

梓
行
)

に

も

列
名

､

政
壁
後
は

郷
に

避
け
て

難
を

逃
れ

､

九
九

年
､

江

蘇
撃
使
攫
鴻
政
の

璃
に

應
じ

て

入

幕
し

た
が

､

官
途
汚
濁
を

以
て

節
去

｡

一

九
〇
〇
年
か

ら

〇
一

年
の

間
は

開
明

的
な

湘
紳

､

龍
湛
震
の

と

こ

ろ

に

い

た

が
､

や

が

て

〇
一

一

(

4
)

年
春

､

東
京
に

渡
り

､

初
め

宏
文
学
院

､

纏
い

で

早
稲
田

大
学
に

入

り
､

『

政
治
学
大
綱
』

二

名
､

『

哲
畢
大
観
』

二

奄
､

『

史
学
原
論
』

(

浮
田

和
民

著
)

等
の

諸
著
を

著
わ

し
､

か

た

わ

ら

黄
興

･

陳
天
華
ら

湖
南
の

留
東
同

(

5
)

人
と

『

溝
寧
讃
編
』

を

愚
行
し

た
が

､

こ

れ

は

大
半
楊
の

作
に

出
る

も
の

だ
っ

た

と
い

う
｡

〇
三

年
､

〇
四

年
の

間
に

は
､

政
府
軍
の

指
揮
下
で

拒

俄
禦
侮
に

托
し
て

以
て

革
命
を

謀

ら

ん

と

し

た

拒
俄
義
勇
除

､

つ

い

で

｢

拒
俄
な

る

ロ

兢
も

清
政
府
を

欺
く

能
わ

ず
､

適
に

以
て

自
ら

吾
が

民

に

復
た

一

の

奴

隷
の

模
型
を

示

す
の

み
､

故
に

宗
旨
は

之
を

表
明
せ

ざ

る

可

ら

ず
+

と

し

て

登

場
し
て

く
る

軍
国
民

教
育
曾
の

動
き

に

参
加

､

食
中
に

暗
殺
囲
(

中

国
革

命

集

合
)

を

密
讃
し

､

率
先
し

て

爆
炸
物
を

研
究
中
誤

っ

て
一

眼
を

失
明

す
る
こ

と

も

あ
っ

た
｡

〇
四

年
夏

､

暗
殺
陳
を

組
織
し

て

東
京
か

ら

北
京
に

蹄
り

､

横
合
を

待
っ

て

い

た

が

乗
ず

る

可

き

隙
な

く
､

そ
こ

で

既
に

軍
国
民

教
育
合
同
湘
運
動
員
と

し

て

湖
南
に

辟
り

長
沙

起
義
を

準
備
し
て

い

た

黄
･

陳
･

劉
揆

一

ら
の

電
召
に

よ

り

上

海
に

南
辟

し

て
､

暗
殺
主
義
の

影
響
を

う
け

て

い

た

黄
元
培

･

章
士

到
ら

と

機

関
を

密
設
し

､

湖
南
及
び

東
京
と

の

接
済
の

任
に

嘗
っ

た
｡

し
か

し

九
月

湘

事

敗
れ

､

売
ら

は

上

海
に

亡

命
､

再
挙
を

謀
っ

て

新
聞
路
に

磯
闇
(

愛
国

協

骨
)

を

設
け

楊
を

推
し
て

合
長
と

し

た

が
､

萬
肩
華
の

王

之
春
を

刺
す

案

が

嶺
す
る

に

及
ん
で

手
入
れ

を

う
け

､

為
に

守
仁
と

改
名

､

計
を

欒
じ

て

7

政
界
よ

り

渦
跡
し

､

再
び

京
師
に

走
っ

て
､

江

海
嶺
難
は

中
央
潰
欒
の

収

山
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救
迅
速
な

る

に

如
ず
と

し

て

中
央
革
命
に

従
事
せ

ん

と

し
､

張
官
幣
(

長

汐
の

人
､

張

租

同
の

弟
)

の

幕
に

入

り

詳
畢
館
教

員
に

任
じ
っ

つ
､

か

た

(

6
)

わ

ら

彼
の

信
徒
呉

樅
ら

と

北
方
暗
殺
圃
を

圭

持
､

横
を

窺
っ

て

い

た

が

や

が

て

憲
政
考
察
出
洋
五

大
臣
随
員
に

も

ぐ

り
こ

む
こ

と

に

成
功
し

た
｡

〇

五

年
九

月
二

六
日

北
京
正

陽
門
車

軸
に

於
て

呉
は

炸
弾
自
爆
に

よ

り

計
量

失
敗
し
て

之
に

死
ん

だ

が
､

楊
は

疑
い

未
だ

及
ば

ず
､

東
京
ま

で

同

行
､

(

7
)

黄
･

陳
･

宋
教
仁
ら

と

共
に

成
立
間
も
な
い

同
盟

曾
の

撰
充
を

等
商

､

随

員
を

節
し

て

再
び

東
京
に

留
ま
る
こ

と

牛
載
に

し
て

､

〇
六

年
夏
再
び

上

海
に

辟
り

正

利
厚
成
韓
を

設
け

て

江

海
の

交
通
機
関
と

な

し
､

〇
七

年
二

(

8
)

月
､

千
石
任
ら
と

｢

神
州
日

報
+

を

創
刊

､

又

湖
南
腐
産
を

ド

イ

ツ

人
に

賛
ら

ん
と

し
た

江
康
年
ら

と

争
い

､

卒
に

麿
約
せ

し

め
る
こ

と

も

あ
っ

た
｡

〇
八

年
､

報
館
の

事
を

箭
去

､

事
機
未
だ

熟
さ

ず
と

判
断
し

て
､

清
廷
汲

過
の

留
学
生

監
督

刺
光
典
の

蒋
に

應
じ

て

秘
書
長
と

な

り

イ
ギ

リ

ス

に

赴

き
､

旋
で

〇
九
年
冬
を

以
て

謝
去

､

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

の

ア

バ

デ
ィ

ー

ン

に

移
住

､

そ
こ

で

少
年
の

日

の

精
力
が

徒
ら

に

科
挙
等
に

費
さ

れ

て

し

ま

っ

た
こ

と

を

歎
じ
っ

つ

改
革
後
の

建
設
の

鵠
勉
学
に

励
ん

で

い

た
｡

し

か

し

辛
亥
三

月
二

九
日

廣
州
の

役
に

黄
ら

同
志
の

精
華
漸
減
す
と

聞
き

､

憂

傷
度
を

過
し

夜
嬢
を

成
さ

ず
､

鳩
自
由
の

書
を

得
て

真
の

志
無
き

を

知
る

も
､

頭
痛
浮
腫
更
に

大
､

加
う
る

に

外
人

の

中
国
瓜
分
の

激
刺
に

感

じ

(

9
)

て
､

つ

い

に

閏
六

月

二
二

日
､

リ

グ
ァ

プ

ー

ル

大
西

洋
岸
に

投
じ
て

死
ん

一

ホ

ン

一F

だ
｡

死

年
四

〇
｡

積
ん

で

い

た
一

古
館
を

石

瑛
･

呉
稚
曙
に

托
し
て

真
に

寄
せ

､

革
命
運

動
軍
費
と

し
た

｡

戸
膿
は

漁
人

が

拶
起
し

､

曹
亜

伯
ら

が

厚
く

葬
っ

た

と
い

う
｡

(

1
)

侮

は

以

下
の

四
つ

を

参
照

｡

楊
昌
済

｢

辟
海
烈

士

楊
君

守
仁

事
略
+

(

『

碑
俸

集

補
』

巷
五

七

所

β
r

∂

収
)

●

●

こ

れ

は

文

中
に

｢

至

今
年
閏

六

月

…
‥

･
投

身

利
物

浦

海

中
+

と

あ

る

と
こ

ろ
を

み

る

と
､

楊
の

死

後
間

も
な

く

書
か

れ

た

も
の

で

あ

ろ

ぅ
｡

し
か

し

そ

れ

だ

け
に

､

よ

く

調
べ

て

書
か

れ

た

も
の

で

は

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

(

楊

昌

臍

は

字

懐

中
､

長

沙
の

人
､

講

話

生
)

曹
丑

伯

｢

楊
篤
生

招

海
+

(

｢

武
昌

革

命
眞

史
+

､

中

国

近

代

史

資

料
叢
刊

『

辛
亥
革

命
』

(

四
)

所

収
)

曹
は

楊
の

屍

を
リ

グ
ァ

プ

ー

ル

公

墓

に

葬
っ

た

人
｡

文

中
に

は

弟
､

楊

殿

麟
の

述
べ

た

事
略
と

湘

人

其
の

作
っ

た

俸
の

二

つ

が

引
い

て

あ
る

｡

種
々

の

鮎
か

ら

見

て

こ

の

俸
が

最
も

良
い

｡

掘

自

由

｢

新

湖

南

作

者
楊

鴬

生
+

(

『

革
命
逸

見
』

第
二

集

所

収
)

曹
の

も

の

に

多
く

を

負
っ

て

い

る
｡

『

清

史
』

第

八

鮒
､

奄
五

五

〇
､

『

革
命
真

人

列

俸
』

四
(

国
防
研

究

院
､

中
華

民

国
五

〇

年

愚

行
)

こ

れ

は

誤

り
が

多
く

､

信

用
で

き

な
い

｡

(

2
)

後
､

江

棟
に

よ

り

欒
法

運

動
の

一
環

と

し

て

同

書
院

内

に

奥

地
･

算
撃

･

方

言

(

円

英

語
)

草

食
が

設

け
ら

れ

る
｡

異

相

湘

『

宋

敦
仁
』

(

毒

北
､

文

星

書
店

､

六

四

年
)

五

頁

参

照
｡

(

3
)

欒
法

運

動
の

最
左

派

と
い

わ
れ

る

湖
南
に

於
る

革
命
運

動
に

つ

い

て

は

次
の

研

究
が

あ

る
｡

郵

渾

洲

｢

十

九

世

紀
末

湖
南
由

雄
新

運

動
+

(

『

歴

史

研

究
』

五

九

年

第
一

期
)

小

野
川

秀

美
氏
｢

戊

成

攣
法
と

渦

南
省
+

(

『

清

末

政

治
思
想

研
究
』
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京

大

東

洋
史

軒
究

含
､

六

〇

年
､

所

収
)

佐
々

木
保

子

氏

｢

湖
南

攣
法

運

動
に

つ

い

て
+

(

『

史

卯
』

五

兢
､

六

四

年
)

佐
々

木

氏
ほ

湖
南

牽
法
に

関

係
し

た

郷

紳

盾
が

運

動
の

深

化
に

伴

っ

て

分

化
し

て

い

っ

た

熱
に

注

目

し
て

そ

れ

を

二

種
に

大
別

し
､

楊

を
そ

の

第
二

種
､

開
明

的

中

小

郷

紳
に

敢
え

て

い

る
｡

(

な

お

楊
の

出

身
に

つ

い

て

曹
壷

伯
前

掲

書

で

は

｢

豪

放

小

康
+

と

し

て

い

る
｡

)

(

4
)

楊

世

験
『

辛

亥

革

命
前

後

湖
南

史

事
』

(

湖

南

人

民

出

版

社
､

五

八

年
)

及
び

諾
彼
岸

｢

俄

国

民
粋

主

義
封

同

盟
曾
的

影

響
+

(

『

歴

史

研

究
』

五

九

年
第

一

期
)

は

彼
が

東

京
に

於

て

間

も

な

く

典

中

骨

に

参
加

し

た
､

と

し
て

い

る

が
､

前

掲
の

諸

俸
に

は

そ
の

記

述
が

な

く

不

明
｡

(

5
)

月

刊
､

〇
二

年
一

〇

月

創
刊

､

湖
南

編
詩
祀

刊
､

全
一

二

期
｡

こ

れ

よ

り

先
一

九

〇

〇

年

に

創

刊

さ

れ

て

い

た

『

静

香

彙

編
』

が

｢

単

行
本

を

詳
し

て

い

る

の

と

こ

と

な

り
､

新
聞

雑

誌
に

の

っ

た

論
文
を

も

選

揮
+

評
載

し
て

お

り
､

且

つ

前

者
が

｢

純

学

問
的

な
の

に

た
い

し
､

こ

れ

は

い

さ

さ

か

政

治

的

傾
向

が

あ

る
｡

+

と

さ

れ
る

｡

(

さ

ね

と

う
･

け
い

し
ゅ

う

氏

『

中

国
人

日

本

留
学
史
』

く

ろ

し
お

出

版
､

六

〇
年

､

二

六

六

頁
参
照

｡

)

(

6
)

楊
の

思

想
に

於
る

暗

殺
の

占
め
る

位
置
に

つ

い

て

は

讃
彼
岸
前

掲
書
に

次
の

如
き

指
摘
が

あ

る
｡

即

ち

諸
に

ょ

れ

ば

楊
･

呉

梱
ら
は

ナ

p

-

ド
ニ

キ

ロ

シ

ア

民

粋
汲
の

暗

殺
政

策
を

接

受

し

た

が
､

そ
の

際
､

そ

の

無
政

府
主

義
思

想

ほ

地

棄
し

た

鮎
が

指
摘

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

彼

ら
の

暗

殺

は
､

無
政

府
の

鳥
で

は

な

く
､

｢

民

族

建
国
主

義
+

(

後
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

詳
述
)

を

建
立

す
る

為
で

あ
っ

て
､

そ
こ

で

は

決
し

て

国
家
や

主

権

の

存

在
は

香
定
さ

れ

て

い

な
い

鮎
が

問
題
に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

､

と

す
る

｡

(

7
)

宋
敦
仁

『

我
之

歴

史
』

第
三

､

〇

六

年
一

月
ニ

ー

日
､

同
三

一

日
の

條
に

そ
の

事
が

見
え

る
｡

(

8
)

蘇
報

等
の

覆

轍
に

塵
み

､

勇
敲

側

撃
の

文

字
を

慣

用
し

た

と
い

う
｡

礪
自

由
｢

両

州
日

報
小

史
+

(

『

革

命
通

史
』

第
二

集

所

収
)

参

照
｡

(

9
)

楊
昌

済

前

掲

書
で

は
一

一

日
｡

〓

さ
て

､

か

く
の

如
く

楊
は

､

愛
法
扱
か

ら

革
命
汲
へ

と

韓
進
し
て

い

く

経
歴
を

一

身
で

持
つ

に

至
っ

た
の

で

あ
る

が
､

こ

こ

で

救
国
と
い

う

課
題

自
髄
は

前
後
を

通
じ
て

不

愛
で

あ

る

と

す

れ

ば

排
滴
思
想
の

導
入

が
､

そ

の

特
換
の

指
標
と

な
る

｡

と

す
る

と
､

そ
の

よ

う
な

排
浦
風
想
の

導
入
に

よ
っ

て

彼
は

如
何
に

救
国
と

い

う
課
題
の

解
決
法
を

深
化
さ

せ

よ

う
と

し

た

の

か
､

そ

れ

を

以

下
､

彼
の

著
作
の

中
に

さ

ぐ
っ

て

み

た

い
｡

｢

民

族
主
義
の

教
育
+

は

前
記
『

沸
撃
詩
編
』

の

第
一

〇
期
(

〇

三

年

(

1
)

九

月

出

版
)

に

の

せ

ら

れ
た

も

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

楊
は

､

現
在
+

救

国
の

課
題
を

果
す
為
に

は
､

国
民
の

精
神
を

振
起
し

､

国
家
の

思
想
を

養

成
し

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

､

と

し
て

｢

国
民

教
育
+

が

叫
ば

れ
て

い

る

が
､

そ

れ
で

い

い

だ

ろ

う
か

､

と

問
う

｡

｢

国
民

教
育
+

は

梁

啓
超
の

｢

新
民

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

説
+

な

ど

と

同
じ

く
､

清
朝
餞
制
を

下
(

国
民
)

か

ら

作
り

攣
葺
い

こ

9

う
と

す
る

も
の

で
､

本
質
的
に

は

欒
法
論
の

範
疇
内
に

あ

る

も

の

で

あ

朗
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る
｡

か

つ

て

時
務
草
堂

教
授
と

し
て

染
の

下
で

そ

れ

を

貴
行
せ

ん

と

し
､

そ

し
て

そ

れ

が

挫
折
す

る

光
景
を

眼
の

あ
た

り

に

見
た

楊
は

､

そ
の

失
敗

の

跡
を

見
つ

め

る

中
か

ら

｢

国
民
と

民
族
と

は
､

そ
の

意
義
包
含
す

る

と

こ

ろ

府
え
て

異
な

る
+

の

で

は

な
い

か
､

と
い

う
こ

と

を

見
出
す

｡

こ

れ

ま
で

は

大
し

た

疑
問
も

な

く
､

い

わ
ば

議
論
の

前
提
と

し

て
､

一

つ

の

ま

と

ま
っ

た

概

念
と

し
て

把
握
さ

れ

て

い

た

｢

国
民
+

と
い

う
概
念
の

中
か

ら
､

｢

民
族
+

と
い

う
概
念
が

析
出
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

楊
篤
生
に

於
る

｢

民

族
+

の

蔑
見

-
｢

今
､

民

族
主
義
の

一

段
階
を

躁
去
し
て

鷺
蓋
然

●

●

●

と

し

て

国
民

教
育
を

建
て

以
て

天
下

に

訳
せ

ん

と

す
る

も
､

園
誰
氏
の

園

●

た

る

か

を

知
ら

ず
､

民

何
の

一

種
族
の

民
た

る
か

を

知

ら

ず
｡

+

単
な

る

幅
の

磨
い

｢

国
民
+

と
い

う
概
念
の

中
で

は
､

自
分
が

ど
こ

に

い

る
の

か

わ
か

ら

な
い

｡

そ
こ

で

｢

国
民

教
育
+

よ

り

貴
い

も

の

は

何
か

と
い

え

ば
､

固
有
の

国
粋
を

保
存
し

自
古
在
昔
の

特
殊
の

種
性

･

風
習

･

能
力

･

道
徳

を

維
持
し

歴
史
の

光
粂
を

畿
揚
し
て

､

其
の

濁
立
の

位
置
を

完
全
に

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

種
族
を

以
て

立

国
の

根
接
と

な

す

民
族
建
国
の

結
果
と

し

て

の

｢

国
民

教
育
+

で

な

け

れ

ば

意
味
が

な
い

の

で

あ

る
､

と

楊
は

主
張
す
る

｡

す
る

と

今
度
は

､

僅
々

国
民

教
育
を

標
畢

す

る

だ

け

で

は

未
だ

足
ら

ず
､

救
国
の

術
は

尚
武
の

風
習
を

侶
起
し

､

軍
人
の

資
格
を

養
成
す
る
に

あ

り
､

と

し
て

｢

軍
国
民
+

三

字
を

掲
げ
て

以
て

天
下
に

兢
せ

ね

ば

な

ら

ぬ
､

と

す
る

者
が

現
わ

れ

て
､

具
倦
的
に

は

外
囲
列
強
の

侵
略
反

封
の

ロ

競
を

掲
げ
る

が
､

彼
ら

が

大
馨
疾
呼
し
て

言
う
と
こ

ろ
の

軍
国
民

教
育
な

る

者
は

､

支
部
民

族
の

利
で

は

あ

る

け
れ

ど
も

､

未
だ

必

ず
し

も

遠
か

に

は

非
支
部
民

族
(

=

満
洲

族
)

の

害
で

は

な

い

の

で
､

彼
が

能
く

之
を

利

用
す
れ

ば
､

亦
威
力
を

境
外
に

伸
し

て
､

堵
の

患
を

静
粛
し

､

私
産
(

そ

飾

れ

は

本

来
我
々

の

も

の

で

あ
っ

た
)

を

保
す
る
こ

と
が

で

き
る

だ

け
だ

｡

-

∂

も

し

支
部
民
族
軍
国
民
と

直

掲
す
る
の

を

悼
っ

て

名
の

み

単
に

軍
国
民

と

唱
え

た
の

だ

と

し
て

も
､

そ
の

賓
を

行
お

う
と

す
る
と

そ

れ

は

非
支
那
民

族
の

斥
絶
せ

ざ

る

能
わ

ざ

る

と
こ

ろ

だ

か

ら
､

ど
の

み

ち

彼
を

あ

ざ

む

く

こ

と
は

で

き

ず
､

か

え
っ

て

吾
が

民
に

又

も

奴
隷
の

模
型
を

示

す
と
い

う

マ

イ

ナ
ス

面
し

か

な
い

｡

従
っ

て

支
部
民
族
軍
国
民

教
育
を

直
掲
し
て

教

育
に

従
事
す
る

も

の

の

事
業
と

な

す
べ

き
で

あ

る
､

と

し

て

彼
ほ

軍
団
民

●

●

教
育
令
内
に

中
国
革

命
薫
合
を

密
讃
し
て

暗
殺
に

従
事
す
る
の

で

あ
る

｡

な

お
､

こ

こ

で

用
い

ら
れ

て

い

る

｢

教
育
+

と
い

う
用
語
は

､

｢

宣
俸
+

或
い

は

｢

鼓
吹
+

と
い

う
言
葉
を

悍
っ

て

の

障
語
で

は

な
い

か

と

考
え

ら

れ

る
｡

少
く

と

も

そ

う
よ

み

か

え

る

こ

と

は

自
然
で

あ

る
｡

例
え

ば

｢

凡

●

●

そ

各
国
民

族
の

革
命
の

事
業
に

鼓

舞
興
起
す
る

の

は
､

教
育
の

影
響
に

由

ら

ざ
る

者
な
し
+

と

言
う

如
く

｡

そ

し
て

又

楊
は

､

革
命
事
業
に

於
て

は
､

必

ず
下

等
社
食
を

以

て

中
堅

､

根
接
地
と

な
し

､

中
等
社
食
を

以
て

前
列

､

運
動
場
と

す
る

､

そ

し
て

前
者
に

封
す
る

教
育
(

鼓

吹
)

の

事
業
は

四
あ

り
､

即
ち

特
別
の

圃
髄
を

結
集
し

､

秘
密
の

書

報
を

流
通
し

､

公
共
の

機

関
を

組
織
し

､

進
取
の

風
向
を

鼓
舞
す
る
こ

と
で

あ

り
､

後
者
に

つ

い

て

は
､

秘
密
社
食

･

努
働
社
食

･

軍
人
社

食
､

就
中

､

後
二

者
の

大
牢
が

そ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

間
よ

り

出
る

秘
密
社
食
と

伍
を

な

す
べ

き
で

あ
る

､

と

し

て

い

る
｡

そ

し

て

こ

こ

で

つ

け

加
え

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

の

は
､

揚
が

こ

の

よ

ぅ
に

､

下
等
社
食
で

は

な

く
､

中

等
社
食
の

革
命
事
業
に

於
る

主

僅
的
役

割
を

重

税
し
た

の

は
､

下

等
社
食
を

革
命
の

主
要
力
量
と

し

て

認
識
で

き

(

2
)

な

か
つ

た

か

ら

で

あ

る

と

い

う

よ

り

も
､

白
身
中
等
祀
合
の

一

員
と

し
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て
､

暗
殺
等

､

身
を

捨
て

て

も

個
人
の

行
動
に

よ
っ

て

革
命
を

行
わ

ん

と

す
る

圭
髄
的
意
志
の

表
白
に

急
で

卦
っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

(

1
)

『

辛
亥

革

命
前

十

年
間

時
論
選

集
』

第
一

巻

上

珊

(

三

聯

書

店
､

六
二

年
出
版
)

所

収
｡

こ

れ

は

無
署
名

論
文
で

あ

る

が

讃
彼
岸
は

前

掲
書
に

於
て

之

を

楊
の

作
と

し

て

い

る
｡

文

章
や

語

彙

を

見
て

も
､

又
同

誌
が

大

牢
楊
の

手
に

出
づ

と

い

わ

れ

る

こ

と

か

ら

見
て

も
､

之

を

楊
の

著
と

み

な

す
こ

と

は

安

嘗
で

あ

る
｡

又
､

副
題
に

｢

此

の

篇

ほ

日

本

高
材

世

雄
の

静
ず
る

所

に

よ

っ

て

之

を

増

益

す
+

と

あ

る

が
､

編
詳
で

あ
る

形

跡
は

な

く
､

楊
白
身
の

考

え
に

よ

る

立

論
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
な

副

題
を

つ

け

た
の

は
､

文

中
に

満

洲
の

二

字
を

使
わ

ず
非

支

部

民

族
と

言
っ

て

い

る

所
な

ど

を

も

考

え

あ

わ

せ

る

と
､

或

は

渾
塵

を

悍
っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

前

節

註

(

5
)

参

照
｡

(

2
)

楊
世

喋
前

掲
書

九
七

頁
参

照
｡

三

こ

う
し

て

欒
法
運

動
の

失
敗
を

躍
る

中
で

､

こ

の

運
動
の

い

わ
ば

象
徴

で

｢

国
民
+

と
い

う
概
念
の

中
か

ら
､

主
催
と

し
て

の

｢

民

族
+

を

析
出

･

(

1
)

蔑
見
し
て

い

っ

た

楊
は

､

次
に

そ
れ

を

更
に

詳
く

小

冊
子

『

新
湖
南
』

に

於
て

展
開
す
る
の

で

あ

る
｡

こ

の

小

鮒
子
は

､

楊
と

同
じ

く

牽
法
論
か

ら

(

2
)

排
滴
論
に

傾
い

て

い

っ

た

敵
襲
甲
が

前
年
に

出
し

た
､

廣
東
が

猫
立
し

て

満
清
の

痍
粁
か

ら

脱
離
す
ぺ

き
こ

と

を

説
い

た

小

鮒
子
『

新
鹿
東
』

を

受

け
て

か
か

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
が

､

そ

の

第
一

篇
｢

緒
言
+

で

楊
は

ま

ず
､

欒
法
失
敗
後

､

膨
群
と

し
て

起
っ

て

き

た

排
滴
論
を

抑
え

る

目

的
で

書
か

れ
た

､

嘗
て

の

指
導
者

､

康
有
為
の

｢

南
海
先

生

(

輿

南

北

美
州

諸

葦
商
)

群
革
命
書
+

(

『

新

民

叢
報
』

第
一

六

競
､

一

九

〇
二

年
八

月

出
版
)

を

批
判
し
そ

れ

を

の

り
こ

え

よ

う
と

す
る

｡

即
ち

康
の

言
に

よ

れ
ば

｢

凡

そ

物
は

合
す
れ

ば

則
ち

大
､

分
れ

れ

ば

則
ち

小

で

あ

る
｡

合
す

れ
ば

則
ち

強
く

､

分
れ

れ

ば

則
ち

弱
い

の

は

物
の

理
で

あ

る
｡

…

…
ロ

シ

ア

が

大
国

で

あ
る

所
以
は

諸
種
族
を

勇
納
せ

る

故
を

以
て

で

は

な
い

か
､

清
洲
は

漠

-1

カ.

り

ご

と

を

合
せ

る

と

寓
里

の

地

を

開
き

中
国
鏡
大
の

圏

を

行
っ

た
｡

教
化
は

も

お

上

と

よ

り

益
々

磨
く

被
び

､

種
族
は

更
に

滑
々

雄
厚
と

な
っ

た
｡

つ

ま

り

中

国
に

益
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

…

…

そ
も

そ

も

夷

夏
の

別
は

『

春
秋
』

に

出
る
が

､

そ

こ

で

は

た

だ

徳
の

み
が

親
し

ま

れ

て

い

る
｡

そ

れ

だ
か

ら

孔

子
の

所
謂
ゆ
る

中
国
夷
次
の

別
と

い

う
の

も
､

今
の

所
謂
ゆ
る

文
明

野
欒

の

ご

と

き

も

の

に

す
ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

だ

か

ら

中

国
夷
放
と

い

っ

て

も

決
っ

た

言
葉
な
の

で

は

な

く

欒
移
す
る

も

の

で

あ
っ

て
､

徳
が

あ

れ

ば

夷

秋
も

中
開
と

謂
い

､

道
が

無
け
れ

ば

中
国
も

亦
夷
放
と

謂
う
の

で

あ

る
｡

将
に

進
化
の

為
に

考
え

る
べ

き
で

あ

り
､

人

種
の

為
に

考
え
る

の

で

は

な

い

の

で

あ

る
｡

･

…
･

そ

し
て

満
州
は

明
代
に

於
て

は
､

春
秋
時
代
の

楚
の

よ

う
な
も

の

だ
っ

た

が
､

今
ほ

漢
の

高
租
の

時
の

楚
の

よ

う
な

も
の

で
､

鈍
ら

中
国
で

あ

る
｡

だ
か

ら

君
に

し
て

道
無
く
民

を

促
す

る
こ

と
が

で

き

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ず
､

命
を

革
め

よ

う
と

す

る

な

ら
ば

命
を

革
め

る

だ

け

だ
｡

ど

う
し

て

必

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ず
満
を

改
め

て

自
ら

内
乱
を

生
も

う
か

｡

…

…

満
漢
は

不

分
で

あ

る
｡

+

と
｡

ヽ

ヽ

た

し
か

に

こ

れ

は
一

見
説
得
力
が

あ

り

そ

う
に

見
え

る
｡

中
国
文
明
の

進
化
の

為
に

わ

ざ

わ

ざ

満
を

敵
と

し
て

定
立

す
る

人

種
的
観
鮎
は

必

要
で

一
.

⊥

あ

ろ

う
か

｡

場
は

何
故
満
を

耕
す
る

思
想
を

導
入

し

な

け

れ
ば

な

ら
な

か

朗
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ゥ

た
の

か
ヶ

ま
こ

と

に

庭
の

言
う
如
く

｢

今
､

地
を

割
き

民
を

常
ぎ

､

款

を

賠
な
い

民
を

剥
る

の

は

誠
に

痛
恨

す
べ

き

だ

が
､

此

れ

は

単
に

円
太

后
･

紫
綬

･

剛
穀
し

数
人
の

罪
で

あ
っ

て

満
洲
全
籍
人
の

興
り

知
ら
ぬ

と

こ

ろ
で

あ

る

の

に
､

ど

う
し
て

責
く
之
を

攻
め

よ

う

か
｡

+

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

そ
こ

で

揚
が

言
う
に

は
､

凡
そ

民

族
を

吸
い

集
め
る

時
は

必

ず

力
が

働
き

､

そ

し
て

そ
の

結
合
力
に

は

二

種
あ

り
､

一

は

｢

化
合
+

に

例

え
ら

れ

る

｢

親

和
力
+

で
､

自
然
に

生

れ

同

種
に

於
て

最
も

著
し
い

｡

他

の
一

は

｢

混
合
+

に

例
え
ら

れ

る

｢

混
合
力
+

で
､

現
在
過
去
の

事
食
に

生

れ
､

歴
史
に

混
成
し

､

政
治
上

の

調

和
と

宗
教
の

融
結
力
に

よ

る
｡

異

種
の

結
合
ほ

後
者
に

よ

る

が
､

合
せ

る

方
が

強
大
で

､

合
わ

せ

ら

れ

る

方

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

別
と
い

う
俸
挽
的
な

考
え

方
は

､

廉
の

如
く
ナ
ハ

化

的
差
別

(

段

階
)

と

㍊
亡

J

し
て

捉
え
ら

れ

る
の

で

は

な

く
､

危
機
に

際
し

て

の

自
己
の

確
認

､

自
覚

､

つ

ま

り

民

族
的
区
別

と

し
て

捉
え
ら

れ

て

い

る
の

で

あ

る
｡

自
化
の

宙
別

の

な
い

と
こ

ろ

に

自
覚
は

生

れ

な
い

｡

排
浦
風
恕
の

中
に

は

已

に

滴
=

他
､

を

排
す
る

=

直
別
す
る

､

こ

と

に

よ
っ

て

自
己

を

確
認
し

ょ

う
と

す

る

主
慣
の

目
覚
め
へ

の

意
志
が

含
ま

れ

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

次
の

第
二

篇
｢

湖
南
人
の

性
質
及
び

其
の

責
任
+

に

於
て

は

｢

湖
南
人

の

脳
帯
に

流
侍
す
る
こ

と

最
も

醍
に

し

て

深
な

る
+

明

夫
清
初
の

種
界
の

悲
劇
が

掘
り

起
さ

れ
､

葦
生

辟
根
立
命
の

所
と

す

る
べ

き

種
族
の

威
し

の

民
族
根
性
が

如
何
に

薄
く

と

も
､

全
く

滅
亡

し
て

し

ま

わ

な
い

限
り

､

そ

れ
ほ

所
詮
混
合
に

す
ぎ

ず
､

必

ず
解
散
の

形
状
を

呈

す
る

｡

今
浦
族
混

合
の

資
力
既
に

な

く
､

こ

の

列
強
環
親
の

危
機
的
状
況
の

中
で

､

も
し

浦

族
と

離
絶
し

な

け

れ

ば
､

自
ら
の

吸

集
カ
=

親
和
力
を

凝
固
す
る
こ

と

が

で

き

ず
､

彼
と

共
に

自
種
人
の

醗
酵
毒
肺
の

下

に

契
れ

る

だ

け
だ

､

と
｡

こ

こ

で

楊
は

｢

自
ら

相
国
著
す
る
+

こ

と

を

危
機
に

際
し

て

の

第
一
の

要

請
と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な
っ

て

い

る
｡

そ
こ

に

ほ

既
に

進
化
と

か

文

明
と

か
い

う
言

葉
の

登
場
す
る

飴
裕
は

な
い

｡

間
に

隙
の

あ
る

混
合
に

依

る

こ

と

は

で

き

ず
､

自
然
的
生

理

的
に

一

丸
と

な

り

う
る

(

と

楊
は

考

え

る
)

同

種
の

親
和
力
に

し
か

依
る
こ

と

は

で

き

な
い

よ

う
な

事
態
に

な
っ

て

い

る
､

と

捉
え

ら
れ

て

い

る
｡

こ

う

見
て

く

る

と
､

楊
に

於
る

排
浦
思

想
ほ
蔑
二

義
的
に

は

危
機
に

際
し

て

自
己

に

腐
り

そ
こ

に

主
髄
を

創
出
し

ょ

ぅ
と

し

て

提
出
さ
れ

て

き
た
の

で

あ
っ

て
､

直
接
に

浦
を

排
す
る

､

復

仇
す
る

､

と
い

う
こ

と

は

第
二

義
で

あ

る

と
い

う
こ

と

が

わ

か

る
｡

郎

夏

み
､

漢
人
家

園
の

痛
を

説
い

た

王

船
山
が

思
い

起
さ
れ

る
｡

し

か

し

又

語

嗣
同
の

説
く

如
く

､

太
平
天
国
の

際
そ

う
し

た

種
性
を

忘
れ

､

同
種
を

鍵

滅
し

て

胡
族
に

媚
び

､

天
下
の

大
罪
を

負
っ

た

鮎
が

反
省
さ

れ

る
｡

そ

し

て

楊
は

主
観
的
判
断
に

於
て

天
下
に

負
っ

た

罪
を

重

し
と

規
定
し

､

そ

し

て

そ
の

湖
南
人
の

｢

原
罪
+

を

自
ら

荷
お

う
と

す
る

姿
勢
で

そ
の

重
い

責

任
に

立
ち

向

お

う
と

す
る

｡

新
世
界
を

閲
辟
し
ょ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

先

ず
前
祉
を

揃
雪
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

前
祉
を

揃
雪
す
る

に

は

先

ず
自

ら

之
を

血
を

以
て

購
え

､

と

楊
は

湖
南
の

中
等
社
食
が

歴

史
に

負
っ

た

(

と

揚
が

判

断
す
る
)

責
任
を

血
で

果
す
よ

う
呼
び

か

け

る
の

で

あ
る

｡

第
三

篇
｢

現
今
大
局
の

危
迫
+

で

は
､

中
国
内
部
の

中
心

鮎
(

勢
力

範

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

園
)

を

足
場
と

し

た

諸
列
強
の

侵
略
は

太

平
大

同
の

畳
を

築
こ

う
と

､

乗

愛
平
等
の

波
に

導
か

れ

よ

う
と

､

防
ぐ
こ

と

は

で

き

な
い

｡

何
故
な

ら

現

在
の

危
械
の

本

質
が

､

列
強
が

我
が

不

肯
の

官
吏

･

紳
富
を

指
揮
し

て
､

我
が

愈
民

･

慌
民

を

屠
割

･

鈴
束
し

､

更
に

下
っ

て

我
が

不

骨
の

教
民

･

窮
民
を

騒
策

･

愚
誘
し
て

同
類
を

斌
滅
し
､

異
種
を

擁
護
さ

せ

て

い

る

鮎
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に
､

つ

ま

り

侵
略
が

単
に

外
側
か

ら
の

み

来
て

い

る
の

で

は

な

く
､

民

族

内
部
に

ま
で

浸
透
し
て

同
類
相
食
む

事
態
に

ま
で

進
ん

で

い

る
､

と
こ

ろ

に

求
め

ら

れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

こ

う
し

た

内
部

分
裂
に

際
し

､

列
強
を

虎

あ

み

或
ほ

羅
に

例
え

れ
ば

､

満
族
は

偲
､

田
の

役
割
を

果
し
て

､

民

族
的
同

一

化
の

ガ
ン

に

な
っ

て

い

る
の

だ

が
､

し

か

し

此

れ

は

怪
し

む
に

足
り
な
い

の

で

あ
っ

て

吾
が

湖
南
が

自
ら
そ

の

種
性
を

忘
れ

て
､

自
ら

此
の

嘩
果
を

追
っ

て

過
れ

る
こ

と

が
で

き

な
い

よ

う
に

し

て

し

ま
っ

た
の

で

あ

る
､

列

強
が

東
亜

を

以

て

二

〇
世
紀
商
工

業
競
争
の

中
心

鮎
と

し
､

そ
こ

で

客
で

ヽ

は

な

く

重
た

ら

ん

と

す
る
こ

と

久
し
い

も

の

が

あ

る

現
在

､

こ

れ

に

封
す

る

に

は

自
ら

が

自
ら
の

圭
と

な
れ

る

よ

う
に

せ

ね

ば

な

ら

な
い

､

と

問
題

を

自
己

の

内

側
に

引
き
つ

け
て

､

現
今
大
局
の

危
迫
を

認
識
し
て

､

第
四

篇
｢

湖
南
新
嘗
真
の

評
判
及
び

理

論
の

必

ず
一

途
に

出
づ

る
こ

と
+

に

硬

け
､

こ

こ

で

王

先
謙

･

葉
徳
輝

･

孔
憲
敦
ら

諸
々

の

新
曹
焦
が

徒
ら
に

私

利
私
権
を

争
う
の

み
で

あ
っ

た
こ

と

を

批
判

･

反
省
し
っ

つ
､

自
ら
の

理

論
=

民

族
建
国
主
義
及
び

個
人

樟
利
主
義
を

展
開

す

る

の

で

あ

る
｡

日

く
､

近
時
敏
美
の

民
族
主
義
の

前
に

は

固
よ

り

己
に

所
謂
帝
国
主
義
が

あ

っ

た

が
､

思

う
に

此
の

主
義
の

原
動
力
は

或
い

ほ

世
圭

一

人

の

野
心

に

出
､

或
い

ほ

武
夫
健
清

一

二

人
の

樺
略
に

出
る

に

過
ぎ

な
い

も
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

民

族
主
義
が

欒
じ

た

現
時
の

民

族
帝
国
主
義
と

な
る

と

是

と

は

異
な

る
｡

則
ち

､

此
の

主
義
の

原

動
力
と

な
っ

て

い

る
の

は
､

国
民

一

人
々

々

の

生

殖
蕃
盛
の

力
の

膨
脹
す
る

所
或
い

は

又

国
民

一

人
々

々

の

工

商
業
蟄
達

､

資
本
充
賓
の

膨
脹
す
る

所
で

あ
っ

て
､

全
国
民
の

思
想
を

蔑
生
の

基
本
と

し
､

全
国
人
の

耳
目
を

運
動
の

機
関
と

し

て
い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

今
日

地

球
諸
国
に

於
て

所
謂
陵
庶
無
前
な
る

帝
国
圭
養

は

賢
に

民

族
主
義
を

以
て

そ

の

板
低
と

し

て

い

る
の

だ
か

ら
､

こ

の

帝
国

主
義
の

潮
流
を

横
過
せ

ん
と

欲
す
る

者
は

､

同
じ

く

民

族
主
義
を

以
て

竪

堀
を

築
き

以

て

之
を

梓
る
の

で

な
け

れ

ば

如
何
と

も

し
が

た
い

､

と
｡

か

く
て

民

族
建
国
主
義
は

民

族
の

一

人
々

々

が

満
を

し

り

ぞ

け
て

､

自
己
が

自
己
で

あ

る

所
以

=

種
性

､

を

自
覚
し

､

自
己

が

自
己
の

主
人
と

な
る
こ

と
が

そ

の

基
礎
で

あ

る
｡

す
る

と
､

楊
に

於
る

民
族
建
国
主
義
或
は

排
漏

思
想
ほ

自
己

認
識
或
い

は

自
己
の

愚
見
と

い

う
媒
介
を

加
え
て

考
え

て

み

る
と

個
人

権
利
主
義
=

個
の

自
覚
に

つ

な

が

る

も

の

を

本
束
そ
の

中
に

持

(

3
)

っ

て

い

た
､

と
い

う
こ

と
が

わ
か

る
｡

民

族
建
国
主
義
は

個
人

権
利
主
義

を

得
て

之
を

輔
表
し

な

け

れ
ば

､

其
の

分
子
の

親
和
猶

お

未
だ

密
な

ら

ず
､

其
の

質
鮎
の

結
集
猶
お

未
だ

堅
で

は

な
い

､

と

楊
は

言
う

｡

又
､

人

人
が

中
国
を

観
て

公
共
の

中
国
と

な

す
の

み

で
､

個
人

権
利
主
義
を

基
礎

に

し

な
い

な

ら
ば

､

中
国
は

濁
立

す

る

こ

と

で

が

き

な
い

｡

何
故
な

ら

ば
､

そ

う
だ

と

す
る

と
､

中
国
は

質
鮎
排
列
せ

る

の

み

の

混
合
物
で

､

白

風
見

を

も
と

に

し

た

親
和
力
構
造
の

化
合
物
で

は

な
い

｡

混
合
物
は

積
沙
の

如
く

風
に

過
っ

て

拐
り

､

流
れ

に

随
っ

て

蕩
き

､

外
力
を

受
け

る
の

が

錨

鉄
に

及
ば
な
い

の

に

己

に

離
冠
措
散
の

象
が

あ

る
｡

化
合
物
は

そ

う
で

は

な
い

､

其
の

本
爽
の

親
和
力
の

原
則
(

そ

れ

は

種
性

或
い

は

個
の

自

覚
に

基
づ

く
)

に

依
る

の

で

な

け

れ

ば

決
し
て

之
を

改
欒

､

滅
亡

さ
せ

る
こ

と

が
で

き

な
い

程
強
い

､

と

楊
は

言
う

｡

こ

う
し

て
､

排
満
と

民

主
は

接
覆

さ

れ
て

理

論
の

必

ず
一

途
に

出
る
こ

と
が

論
讃
さ

れ
､

そ
の

行
動
と

し
て

第
五

篇
｢

破
壊
+

が

説
か

れ

る
｡

一

次
抑
歴
す
れ

ば

反
封
の

風
潮
も

亦
一

せ

す

一

次
高
ま
る

｡

重

力
を

腰
水

植
に

加
え
る

如
く

､

摂
力

愈
々

繁
れ

ば

噴
起
す

つ

上

ウ
リ

る
こ

と

愈
々

強
い

｡

皮
球
を

地

に

輝
ず
る

如
く

､

用
力
愈
々

塞
け

れ
ば

躍

甜
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-1

や

起
す
る

こ

と

愈
々

疾
い

｡

故
に

抑
歴
は

反
封
の

良
友
で

あ

り

破
壊
の

導
師

で

あ
る

､

と

破
壊

･

暗
殺

･

暴
動
が

説
か

れ
る

｡

し

か

し
､

破
壊

者
を

炸

薬
･

細
水
(

硫

酸
)

に

例
え

て

み

る

と
､

そ

れ
は

既
に

覆
し

た

後
に

は

超

大
の

分
解
力
を

有
し

絶
大
の

生

産
物
を

残
す
が

､

し

か

し

己
に

欒
じ
て

功

用
を

な

し
て

後
は

そ

れ

自
身
の

能
力
は

散
じ
て

飛
煙
の

如
く

給
え

て

幻
泡
.

の

如
く

､

復
た

は

其
の

原
来
の

髄

質
形
状
を

存
さ

ず
､

と

破
壊
主

義
の

限

界
を

見
き
わ

め

つ

つ
､

暗
殺
者
と

し

て
の

自
己
を

捨
石
と

し

て

位
置
づ

け

て

い

る
｡

か

く
て

最
後
に

第
六

篇
に

於
て

こ

う
し

た

理

論
と

行
動
と

の

政
治

的
表

現
と

し
て

､

湖
南
の

自
立
が

､

中

国
の

｢

濁
立
+

の

馬
の

不

可
映
の

第
一

歩
で

あ

る
こ

と

が

説
か

れ
､

濁
立
の

歌
が

よ

ま
れ

る
｡

湖
南
自
立
の

主
張

は
､

己
に

戊
戌
欒
法
時
に

於
る

郷

紳
屠
に

よ

る

清
朝
髄
制
内
に

於
る

地

方

の

相
封
的
濁
立
の

主
張
と

は

貿
を

異
に

し
て

い

る
｡

そ
れ

は

危
機
に

普
る

圭

僅
を

満
漠
不

分
の

枠
の

外
に

析

出
､

創
出
し
ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

､
そ

し
て

そ

の

方
向
は

後
の

華
興
禽
の

長
沙
起
義
を
は

じ

め

と

す
る

革

命
運
動
の

方

向
を

指
し

示
し

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

(

1
)

一

九

〇
三

年
日

本
で

出

版

さ

れ

た
｡

署

名
は

湖
南
の

湖

南
人

｡

前
掲
『

時

論

選

集
』

第
一

零

下

筋

所

収
｡

(

2
)

.
欧
は

廣
東
の

人
｡

署

名

太

平

洋

客
｡

康
の

弟

子
｡

梁
の

下

に

時

務
草
堂

分

数
習
に

任
じ

て

い

た

が
､

そ
の

思

想

は

急

進

的
で

あ
っ

た

と
い

う
｡

戊

成

政

欒
後

､

横
濱
に

逃
れ

梁

を

佐

け
て

｢

清

議
報
+

撰

稿

人
の

一

で

あ
っ

た

が
､

滴
清
を

排

斥

す
る

論
調
あ

り
､

又
一

方
孫

文

ら

革

命
汲

と

も

近
づ

き
､

為
に

廉
の

忌
に

腐
れ

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

に

適
わ

さ

れ
て

･
『

大

同
日

報
』

等
を

主

宰

し

た
｡

｢

新

鹿
東
+

は
､

は

じ

め

同

報
に

連

載
さ

れ
､

後
､

横
濱
新

民

叢
報
紅
か

ら

印

行

さ

れ

以
仁

J

た
｡

(

3
)

武
藤

明
子

氏
は

｢

陳
天

撃
と

楊

敏

麟
+

(

『

寧

楽

史
苑
』

第
一

四

競
､

六

六

年
)

に

於
て

｢

楊
‥

…

た
は
こ

の

鮎
(

『

個
』

の

自

覚
を

指

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

す

一
筆
者
)

が

ま
っ

た

く

故
知
し

て

い

た
+

(

傍

鮎

筆
者
)

と

し

て

い

る

が
､

こ

れ
は

以

上
の

鮎
か

ら

見
て

う

な

ず
け

な
い

｡

四

劉
大

牢
氏
は

｢

辛
革
亥
命
と

反
満
開
題
+

に

於
て

､

反
満
は
こ

れ

ま
で

一

つ

の

濁
立
し

た

運
動
で

は

な
か

っ

た
､

そ

れ

は

異
な
っ

た

時
に

､

異
な

っ

た

階
級
の

利
益
に

従
っ

た
､

例
え

ば

滴
初
入

閣
時
に

於
て

は
､

大
地

主

は

反
滴
放
で

あ
っ

た
が

中
小

新
興
地

主
は
こ

の

新
政
権
を

迎
え
て

反
明
擁

鳩
派
で

あ
っ

た
､

そ

れ

放
こ

の

時
鮎
に

於
け

る

反

満
は

基
本
的
に

は

地

主

階
級
内
部
の

権
力

闘
争
の

範
疇
内
に

あ

る

も
の

で

あ
っ

て
､

決
し
て

封
建

制
を

打
破
し

て

歴

史
を

前
進
さ

せ

よ

う
と

す
る

進
歩
的
革
命
連
動
で

は

な

か

っ

た
｡

し

か

し

二

〇
世
紀
初
頭

､

単
純
な

農
民

戦
争
が

す
で

に

過
ぎ

去

り
､

労
働
者
階
級
は

ま

だ
一

つ

の

濁
立
し
た

力
と

し

て

政
治
の

舞
墓
に

登

場
し
て

お

ら

ず
､

歴
史
を

推
し

進
め
る

カ
が

ブ
ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

革
命
汲
の

手
中
に

集
中
し

て

い

た

時
の

､

つ

ま

り
ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ
ー

が

民

主
革
命
を

行
わ
ん

と

し
つ

つ

あ
っ

た

時
の

､

反
満
開
争
は

全
て

民

族
的
差
別
に

よ
る

損
害
を

は
ね

の

け
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

敢
､

専
制
制
度
を

打
倒
し
て

､

政
権
を

手
に

入
れ

､

資
本
主
義
を

履
展
さ
せ

る

為
に

道
を

開
か

ん

と

す
る

も
の

で

あ
っ

た

か

ら
､

こ

の

時

鮎
に

於
け

る

反
漏
闘
争
の

内
容
は
つ

ま

り

ブ
ル

ジ

ョ

ワ

民

主
革
命
の

内
容
に

イ
コ

ー

.ル
な
の

で

あ
っ

て
､

前
者
は

後
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者
の

範
噂
内
に

あ

る

も
の

で

あ
っ

た
､

と

い

う
配
粘
か

ら
､

資
産
階
級
学

者
の

ふ

り

ま
い

て

い

る

所

謂
辛
亥
革
命
園
内
民

族
革
命
説

､

つ

ま

り

辛
亥

革
命
を

漢
族
の

満
族
統
治
反
封
と

だ

け

捉
え

て
､

そ

れ

が

基
本
的
に

は

歴

史
を

一

段
階
前
進
さ

せ

た
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

民
主
軍
命
で

あ
っ

た
こ

と

を

否
定

(

1
)

す
る

説
を

批
判
し

て

い

る
｡

こ

こ

で

劉
氏
は

あ

く

ま
で

辛
亥
革
命
中
の

反

満
開
題
を
ブ

ル

ジ
ョ

ワ

民

主
革

命
の

一

部
と

し
て

､

そ
の

枠
の

中
で

理

解
し

ょ

う
と

し
て

い

る

よ

う

に

み

え

る
｡

劉
氏
は

辛
亥
革
命
を

蕾
制
度
と

の

闘
争
と
い

う
観
鮎
か

ら

見

る

時
､

英
彿
型

革
命
よ

り

は

劣
る

が
､

プ
ロ

シ

ア

型

よ

り

は

進
ん

で

い

た
､

と

規
定
し

､

辛
亥
革
命
が

あ

く
ま

で

ブ
ル

ジ

ョ

ワ

革
命
の

中
国
的

一

撃
形
で

あ

る

と
い

う
理

解
の

仕
方
の

中
で

反
備
問
題
を

位
置
づ

け
よ

う
と

し
て

い

る

如
く

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

比

喩
的
に

言
う

な

ら

ば
､

辛
亥
革
命

中
の

思
想
家
の

中
に

｢

中
国
の

ロ

ッ

ク
+

や

｢

中
国
的
ル

ソ

ー
+

を

探
す

こ

と

が

少
く
と

も

理

論
的
に

は

可
能
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

し

か

し
､

こ

の

ノ

ー

ト
に

於
る

我
々

の

問
題
関
心

は
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

民

主
革

命
的
要
素
を

､

或
い

ほ

｢

中
開
の

ル

ソ

ー
+

を
､

幸
一
亥

革
命
中
に

探
し

出

す
こ

と

に

は

な

か
っ

た
｡

我
々

は
､

辛
亥
革
命
が

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

民

主
革
命

で

あ
っ

た

か

香
か

､

と

問
う
前
に

､

辛
亥
革
命
を

そ

れ

白
膿
に

印
し
て

見

て

み
た

い

と

思
っ

た
の

で

あ
る

｡

そ
し

て
､

そ
の

結
果

､

そ
こ

に

そ

う
し

た

要
素
が

存
在
し

て
い

た

と

し
て

も
そ

れ

は

そ

れ

で

よ
い

の

で

あ
る

｡

つ

ま

り
､

我
々

の

問
題
関
心

は

辛
亥
革
命
中
の

排
滴
思
想
の

中
に

､

ブ
ル

ジ

ヨ

ワ

民

主
主
義
思
想
を

見
出
そ

う
と

す
る

こ

と

に

あ

る

の

で

は

な

く
､

｢

ロ

ッ

ク
+

や

｢

ル

ソ

ー
+

を

含
ん

で

し

か

も

そ

れ

を

超
え

る

も
の

と

し

て
の

､

そ

の

後
の

中
国
革
命
の

展
開
を

必

然
に

す
る

よ

う
な

も
の

の

萌
芽

が

そ
の

中
に

己
に

あ
っ

た
の

で

は

な
い

か
､

と
い

う
と
こ

ろ
に

あ

る
｡

だ

か

ら
､

私
達
は

反
満
が

ブ

ル

ジ
ョ

ワ

民

主
革
命
の

内
の

一

部
で

あ

る
､

と

は

言
わ

ず
､

反

浦
が

何
を

内
包
し
て

い

た

の

か
､

少
く

と

も

孫
文
の

如
き

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

民

主
革
命
的

要
素
は

そ
の

一

部
で

は

な
い

の

か
､

と

い

う
問

い

方
を

出
螢
鮎
と

し

た
の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

よ

う
に

見
て

き

た

結
果

､

我

我
は
と

り

あ

え

ず
､

排

満
思
想
が

本
暦
只

的
に

は

｢

自
己

に

辟
る
+

｢

自
分

を

と

り
も

ど

す
+

も
の

と

し
て

あ
っ

た
､

と
い

う
こ

と

を

確
認
す
る
こ

と

が

で

き
た

｡

し

か

し
､

こ

れ
は

楊
篤
生
の

場
合
に

つ

い

て

だ
っ

た

の

で

あ

っ

て
､

我
々

は

之
を

西
欧
民

主
主
義
思
想
と

比

較
し

た

り

す

る

前
に

､

更

に

も
っ

と

深
く

､

他
の

人
々

の

場
合
に

つ

い

て
､

そ
の

排
満
思
想
の

内
容

を

さ

ぐ
っ

て

み

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

1
)

『

中

国
近

代

史

諸

問

題
』

(

人

民

出
版

社
､

六
五

年
)

所

収
､

原

載

『

歴

史

研
究
』

六
一

年
第
五

期
｡

〔

付

記
〕

本

稿
の

作

成
に

あ

た
っ

て

は
､
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