
】

橋

論

叢

弟
七

巻

第
五

貌

帥

成
立
へ

の
一

つ

の

邁
+

を

直
接
に

漂
着
に

噂
へ

ん

が

た

め

で

あ
る

｡

そ

し

て

筆
者
は

そ

れ
に

つ

い

て

の

批
評
を

或
に

は

差
担
へ

た

く

思
ふ

u

な

ぜ

な

ら

ば

そ

れ
は

こ

1

に

手
引
と
さ

れ
た

｢

信
憑
さ
る
べ

き
幾
人
か

の

研
究
者

の

報
貨
+

が

果
し

て

信

寧
ヾ
る
べ

き
か

否
か

の

語
義
に

我
々

を

導
く
で

あ

ら

う
か

ら

で

あ
る

｡

ゼ

ウ

ス

は
プ

ロ

メ

テ

ウ

ス

へ

の

復
讐
と

し

て

パ

ソ

ド

ー

ラ

の

匝
を

輿
へ

た

と

言
は

れ

る

が
､

ギ
リ

シ

ャ

碑
話
ほ

そ

れ

白
身
ま

た

】

つ

の

パ

▲
ソ

ド

ー

ラ

の

匝
な
の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

た
ゞ

女
の

こ

と

ゼ

け

を

記
し

て

お

か

う
｡

こ

の

讃
の

謡
碍
的
な
る

叙
述
に

も
拘
ら

ず
､

そ
の

成

立

の

動
機
で

あ
つ

た

と
い

は

れ
た

と

こ

ろ

の

｢

人
倫
の

成
立
+

の

章
が

殴

り
に

簡
略
で

あ
る

こ

と

は

頂
薪
の

期

待
を

裏
切
る

に

充
分
で

あ
つ

た
｡

例

へ

ば

｢

ソ

ク

ラ

テ

ス

に

於
け

る

ダ

イ
モ

ニ

オ

ン
､

プ

ラ

ト

ン

に

於
け

る
エ

ロ

ス

は

無
祓
さ

れ
る
に

は

放
り

に

重
安
な

役
割
を

有
つ

｡

恐
ら

く
か
ゝ

る

ダ

イ
モ

ソ

的
な
も
の

を

顧

零
せ

ず

し
て

は
､

彼

等
の

理

解
は

一

面
的
に

終

る

で

あ
ら

う
+

(

一

七

二

重
こ

と

は
ソ

ク

ラ

テ

ス

再
挙
な
い

し
プ

ラ

ト
ン

哲
学
の

常
識
で

あ
る

｡

｢

プ

ラ

ト

ン

衝
撃
に

畠

け

る
､､

､

ユ

ー

ト

ス

と
ロ

ゴ

ス

+

の

解
樺
は

最

も
古
典
的
な

問
題
の

三
で

あ
る

｡

し

か

も
我
々

は

滋

に

輿
へ

ら

れ
た

ダ

イ
モ

ソ

の

親
定
か

ら

し

て

ほ
､

｢

人
倫
の

成
立
+

に

暫

し
て

決
定
的
な
意

味
を

も
つ

こ

の

間
題
に

つ

い

て

遺
憾
な
が

ら

多
く

を

撃

ぶ

こ

と

は

で

き
な
い

｡

こ

れ
に

閲
す
る

著
者
の

よ

り

周

怖
な
見

解
に

接
す

る

こ

と

に

ょ
つ

て

我
々

の

豪
を

啓
か

れ
ん

こ

と

を

麒
ふ

の

ほ

恐
ら

く

筆
者

の

み
の

希
望

で

ほ

あ
る

ま

い
｡

木
村
増

大
郎
薯

『

東
亜

経
済
政

策
』

一

金

巻

字
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L
づ

か

な

緬
讃
に

堪
へ

る

興
亜

経
済
書
を

求
め
て

木

村
檜
太
郎

浄
土
の

近
業
｢

東
亜

経

済
政
策
L

を

得
た

｡

こ

れ
は

綜
聯
の

書
で

む
る

｡

.
さ

う
し

て

其
の

棍
抵
を

な
す
も
の

は

新
東
亜
に

封
す
る

撫
き
理

解
で

あ
り

､

そ
の

上
に

透
徹
せ

る

見
解
を

も
つ

て

〓
貝

さ

れ
た

一

群
の

問
題
が

そ
の

重
要
度

に

如
し

て

取
壊
ほ

れ
て

ゐ
る

｡

｢

も
は

や

徒
ら

に

禦
る

諭
を

弄
す
る

が

ご

と

き
こ

と

ほ

許
さ

れ
な
い

｡

現
宣
に

即
し

た

且
つ

具
臆
約

束
東

経
帝
政

策
が

全
面
俄
に

究

甜
樹
立

さ

れ

ね

ば

な
ら

ぬ

こ

と
､

眞
に

今
日

よ

り

急
な
る

は

な
い

｡

+

-
こ

れ
が

此
の

著
書
の

冒
喝
に

示

さ

れ
た

博
士
の

態
度
で

あ
る

｡

世
上
の

あ
ま
り

に

も
矯

激
な
東
亜

新
経
済
秩
序
論
の

積
行
す
る

中
に

､

か

く
の

ご

と

き
中
正

の

立

場
に

終
飴
す
る

態
度
こ

そ

は

充
分
に

尊
重
さ

れ
ね
ば

な
ら

ぬ

で

あ
ら

う
｡

ふ

ポ



ヰ

i斗

博
士
の

見

解
に
よ

れ
ば

､

東
東

新
笹
済
秩

序
の

眼
目

と

す
る

と
㌧
+

ろ

は

欧
米
の

帝
国
主

義
的

搾
取
支
配
を

排
除
す
る

と

共
に

､

日

本

自
ら
の

利
己

的
璃
占
活
動
を

抑
制
し
､

列
強
の

痘
民

約
費
慾
の

嘩
場
と

し

て

の

東
城

を

韓
じ

て

東
亜

諸
民
族
の

共
簗
の

柴
土

た

ら
し

む

る
に

あ
る

｡

要
す
る

に

東

亜

の

解
放
で

あ
る

｡

東
要

は

政
治

､

経
済

､

文
化
の

あ
ら

ゆ

る

領
域
に

わ

た
つ

て

帝
国
主

義
的
御
睦
よ

り

解
放
さ

れ
ね

ば

な

ら

な
い

｡

し

か

L
て

先

づ

経
済
的
に

解
放
さ

る
べ

き
で

あ
る

｡

東
亜
の

眞

賓
な
る

政
治
的
な

ら

び

に

文

化
的

安
定
は
.､

そ
の

後
に

は

じ

め

て

確
立

さ

れ
る

で

あ
ら

う
｡

第
一

に

来
る
べ

き
も
の

は

東
亜

諸
民
族
の

経
済
的
解
放
で

あ
る

｡

そ
れ

故
､

欧
米
の

帝
国
主

義
的
ブ
ロ

ッ

ク

経
済
の

攻
勢
に

封
摩
し

て
､

東
並

の

繹
済
も
亦

一

種
の

一

軍
位
駒
集
圏
態
勢
を

執
ら

ぎ
る
を

得
な
い

｡

し

か

し

な
が

ら

此
の

集
団
態
勢
は

欧
米

流
の

帝
国
主

義
的
経
済
ブ
ロ

ク

ク

と
は

全

く

そ
の

原
理
を

異
に

し
て

ゐ

る
｡

大
東
東
経

帝
国
の

取
幹
を

な
す
も
の

は

云

ふ

ま
で

も
な

く

日

満
支

障
済

で

あ
る

が
､

轟
き
に

叙
べ

た

る

東
亜

新
経
済
秩

序
の

基
本
理

念
を

葦
踊
す

る

場
合
に

と

ら

る
べ

き
｢

東
亜

協
同

鮭
制
の

形
態

+

は
､

各
国
各
地
方
大

夫
に

そ
の

繹
清
孝
展
の

過
程

を

異
に

し
て

ゐ

る

が

た

め

に
､

ぞ
の

出
ハ

な
る

讃
晃
の

様
相
に

應
じ
て

一

定
の

段
階

的
秩

序
に

蓮
つ

て

構
成
さ

れ
ね

ば

な

ら

な
い

｡

し

た

が
つ

て

例
へ

ば

日

清
経
済
の
.

指
導

原
理

が

日

清
経
済
の

融

9 1

合
二

鰹
化
に

あ
り

と

す
れ
ば

､

結
局
両
国
間
に

経
済
上

か

ら

は

廣
汎
た
る

書

評

一

種
の

経
済
聯
盟
の

形
簸
を

結
成
す
べ

き
で

あ
る

｡

次
に

､

し

か

ら

ば

目

立
な

ら
び

に

満
支
障
済
関
係
は

如
何
に

こ

れ
を

親
律
す
べ

き
か

と
い

ふ

に
､

目

安
の

新
た

な
る

経
済
的
構
成
は

､

外
形
的
に

は

い

は

ゆ

る

繹

準
フ

ロ

ッ

ク

と

多
く
の
こ

親

似
粘
を

有
す
る

と

ほ
い

へ

､

そ
の

目
標
は

日

本
を

盟

主
と
し

た

ブ

ロ

ッ

ク

的

経

済
支
配
で

は

な
ど

卜

､

民
族

資
本
の

自
立
を

促

し
､

民
族

経
済
の

成
長
を

薄
志
し

て
､

直
接
に

は
目

安
な
ら
び

に

浦
安

経

済
の
■
相
互

補
完
関
係
を

樹
立

せ

ん

と

す
る

に

あ
る

と
い

ふ

べ

き
で

あ
る

｡

か

く

て

日

浦
安
三

国
の

緊
密
な
る

捉
携
に

よ
つ

て

そ
の

結
合
経
済
力
が

高
度
に

讃
揚
せ

ら

る
ゝ

に

及
ん

で
､

は

じ

め

て

≡

国
の

政
治
的
連

繋
も
外

交
の

共
同
方
針
も
確
立

さ

れ
る

の
■
で

あ
る

｡

し

た

が
つ

て

叙
上

の

目
的
を

達
成
せ

し

む
る

た

め

に

は
､

ま
づ

≡

圃
の

経
済
的
利
害
を

い

か

に

し

て

調

整
し

共
通
朗
た

ら
し

む
ろ

か

と
い

ふ
こ

と
が

緊
急
の

重
大
問
題
と

し

て

登

場
せ

ぎ
る

を

得
な
い

こ

と
1

な
る

｡

而
し

て

こ

れ
が
た

め

に

ほ
､

何
よ

り

も
三

国
間
に

緊
矯
な
る

経
済
協
定
が

結
成
さ

れ
る

と

同
時
に

､

個
々

の

具

既
約

経
済
間
遠
を

虞
理

す
る

た

め
の

共
同
経
済
委
員
昏
の

設
定
さ

れ
る
こ

と

が

必

要
で

あ
る

｡

日

満
支
障
済
協
定
は

産
業

､

貿
易

､

金

融
､

交
通
そ
の

他

賎
汎
な
る

範

囲
に

わ

た

り

三

国
間
の

経
済
関
係
を

親

得
す
る

も
の

で

あ
つ

て
､

常
設

横

関
た

る

共
同

委
員
合
ほ

三

国
相
互

間
の

経
済
的
協
力
と

利
害
の

調
整
を

観

る

こ

と

を

任
務
と

す
べ

き
で

あ
る

｡

か

く

し
て

三

国
間
の

摩

臍
関
係
が

現

5 3 3
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賓
に

相
互

依
存
的
緊
帝
位
を

加
ふ

る
に

径
つ

て
､

繹
臍
協
定
は

三

園
経
済

聯
盟
の

結
成
に

導
入
せ

ら

る
ゝ

こ

と
ゝ

な
る

の

で

あ
る

｡

こ

の

日

清
文
経

済
困
の

確
立
に

よ

つ

て
一

膝
は

欧
米
の

ブ

ロ

ッ

ク

繹
済
の

攻
勢
に

封
結
す

る

集
困
態
勢
を

と

る
こ

と
ほ

出
奔
よ

う
が

､

い

ま

だ

こ

れ
を

以
て

大
東
串

経
済
圏
の

自
主

的
襲
罷
を

全
う
す
る

を

得
な
い

｡

こ

ゝ

に

お
い

て

勢
ひ

南

洋
諸
地
方
を

も
包
括
せ

る

大
東
亜

共
菜
園
の

確
立

に

む
か

つ

て

邦
題
す
べ

く
企

囲
せ

ぎ
る

を

得

聖
+

と
ゝ

な
る

の

で

あ
る

｡

し

た

が
つ

て

将
舜
は

飽

く
ま

で

も
こ

れ
ら
の

講
地
方
と
の

間
に

お

い

て

も

警
固
な
る

繹
臍
聯
短
を

結
成
す
べ

く
各
種
の

貿
踊
的
工

作
が

進
め

ら

る
べ

き
で

あ
る

｡

口

端
支
お

よ

び

南

洋
詔
地
方
は

夫
々

考
察
段
階
を

異
に

し
.

､

考
､

特
曳

の

事
情
を

有
す
る

の

で

あ
る

か

ら
､

大
東
窮
の

新
秩
序
建
設
も
こ

れ
を

】

撃
に

遼
行
せ

ん

と

す
る

ご

と

き
理

想

論
に

超
る

こ

と

な
く

､

上

非
叙
ぶ

る

が
ご

と

く
こ

れ
が

賓
硯
を

期
す
る

た

め

に

は

如
何
な
る

鰹

制
を

と

る
べ

き

か
､

巌
稽
な
る

検
討
を

重
ね

一

歩
々

々

賛
躇
に

移
す
べ

き
も
の

で

あ
る

こ

と

を

理

解
し

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
｡

〓

第

〓
早

第
二

簡
ほ

目

安
経
済
開
係
の

基
調
を

論
じ
て

ゐ

る
｡

抑
､

占
H

安

両
国
は

全
く
国
家
存
立
の

基
礎
を

同
じ

く
す
る

も
の

で

あ
る

｡

す
な
は

ち

支
部
の

衰
顛
は

や

が

て

は

わ
が

囲
の

存
工

止

な
ら

び
に

襲
寅
に

大
な
る

危
抄

と

障

碍
と

を

輿
ふ

る

も
の

で

あ
る

と

同
時
に

､

わ
が

国
が

東
西
の

勢
力
に

括

抗
す
る
に

足
る

国
力
を

有
す
る

が

た

め
に

こ

そ
､

支
部
の

攣
止

保
全
は

期
し

得
ら

れ
る

の

で

あ
つ

て
､

も
し
一

朝
わ
が

国
に

し

て

国
勢
振
は

ぎ
る

に

至

ら

ん

か
､

支
部
の

運
命
や

賓
に

知
る
べ

き
で

あ
る

｡

か

く
の

ご

と

く

両
国
は

倶
に

国
家
存
立
の

基
本
に

お
い

て
一

致
せ

る
の

み

な
ら

ず
､

殊
に

両
国
の

経
済
国
係
に

い

た
つ

て

は

全

く

共
通
の

地
位
に

存
立

せ

る

も
の

で

あ
る

｡

し

か

る
に

周
知
の

ご

と

く

支
部
に

お

け
る

近
年
の

封
日

態
度
は

た

ゞ

に

非
協

調
的
で

あ
つ

た

ば

か

り
で

な
く

､

む
し

ろ

反
抗
的
で

あ
つ

た
｡

け

だ

L

か

く
の

ご

と

く
一

般
支
部
国
民
を

し

て

抗
日

的
た

ら

し

む
る

に

至
つ

た

の

は
､

も
と
よ

り
一

面
に

お
い

て
､

過
去
に

お

け
る

わ
が

国
の

封
支
政

策

が

欧
米
に

追
従
し

た

帝
国
主

義
的
外

交
と

誤
認
さ

れ

易
き
妓
ひ

が

あ
つ

た

た

め
､

や
⊥

も
す
れ
ば

支
部
の

疑
惑
を

招
致
す
る
に

至
つ

た
こ

と

に

も
由

苑
し

て

ゐ

る
｡

け

れ
ど

も
取
木
に

お

い

て

ほ
､

む
し

ろ

支
部
が

自
ら
の

横

顔
を

忘
れ

事
大
思
想
か

ら

脱

却
し

得
な
い

と

こ

ろ

に

捏

因
す
る

も
の

で

あ

る
｡

彼
等
の

見

解
に

よ

れ
ば

､

日

本
に

と
つ

て

こ

そ
､

工

業
生

産
品
の

販

路
と
し

て

支
部

市
場
を

失
ふ
は

や

が
て

日

本
工

業
の

致
命
朗
損
失
で

あ
り

真
部
よ

り

原
料
品

食
糧
品
の

供
給
を

絶
た

る
ゝ

は

日

本
の

閥
民
生

括
上
の

一

大
打

撃
た

る

を

失
は

な
い

が
､

支
部
に

と
つ

て

は

開

園
の

経

済
が

さ

ま

で

緊

苧
は

る

共
存
妖
能

這
あ
る

も
の

と

は

も
と
よ
▼り
認
識
し
て

ゐ

な
い

｡
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恥

井

宅●

否
､

む
し

ろ

日

本
工

業
品
の

侵
入

は
､

支
部
に

ま

さ

に

勃
興
せ

ん

と

し
つ

つ

あ
る

近
代
工

業
を

匪

迫
す
る

も
の

で

あ
る

と

し

て
､

日

貨
抵
制
を

白
図

工

業
の

保
護
と
い

ふ

名
目
上
の

目
的
に

利
用
せ

る

の

み

な
ら

ず
､

園
内
に

お

け
る

産
業
資
源
を

保

有
濁
占
す
る
こ

と

は

自
国
産
業
の

讃
迂
を

促
進
せ

し

む
る

所
以
で

あ
る
と

し

て
､

資
緒
の

開
放
す
ら

亜
否
し

釆
つ

た
の

で

あ

か
｡

殊
に

径
非
文
郷
国
民
ほ

､

日

本
は

資
源
生
産
力
の

乏
し

き
に

拘
ら

ず

人

口

噂
殖
力
の
■
旺

盛
な
る

た

め

に
､

支

部
に

勤
し

て

侵
略

的
野
心

を

癒
す
る

.

も
の

と

況
く

誤
記
し

奔
つ

た
｡

そ
の

結
果

､

両
国
の

善
隣
友
交
開

璃
は

甚

だ
し

く
阻
害
さ

る
1

に

至
つ

た
｡

日

本
人
が

常
に

日

支
親
善
を

口

に

す
る

の

ほ
､

日

本
は

そ
の

生

存
に

必
要
と

す
る

原
料
も
食
料
も
支
部
に

仰
が

ざ

る
を

得
な
い

と

同
時
に

､

そ
の

工

業
製
品

も
支

部
に

販

路
を

求
め

な
く
て

は

成
立

す
る
を

得
な
い

地
位
に

あ
る

が

故
で

あ
る

と

曲

解
し
て

ゐ

る
｡

さ

れ
ば

支
部
が

決
然
と
し

て

日

支

障
臍

断
交
を

敢

行
す
れ
ば

､

日

本
は

忽
ち

そ
の

生
存
を

危
く
せ

ら

る
1

に

相
違
な
い

と
の

迷
妄
に

陪
つ

て

ゐ
た
の

で

あ
る

｡

こ

れ
這
攻

寄
欒
を

誘
讃
せ

し

め

た
一

大
動
機
で

も
あ
つ

た

と
い

ふ

べ

き
で

あ
る

｡

抑
己

支

部
は

浜
大
な
る

資
源
生
産

力
を

包
癒
し
､

殊
に

そ
の

農
業
の

ご

と

き
ほ

無
限
に

讃
達
す
る

の

可

能
性
を

有
し

て

ゐ
る

｡

し

か

る
に

政
府
の

施

政
宜

し

き
を

得
ず

､

い

ま

な
ほ

其
の

生

産
力
を

充
分
に

重

湯
す
る

に

至

書

評

ら

ず
､

し

か

も
他
方
人
口

の

檜
加
と

相
俣
つ

て

い

ま

や

到
底
支
部
は

往
時

の

ご

と

く

経
済
上

の

自
給
を

維
持
す
る
こ

と

が

出
奔
な
い

か

ら
､

国
民
の

大
多
数
が

生
活
の

匪
迫
を

受
け

､

祀
昏
が

無
数
の

細
民
に

憎
ま

さ

れ
て

ゐ

る

状
態
で

あ
る

｡

支
部
の

ご

と

く
に

数
千
年
来
極
端
な
る

農
本
主

義
を

固

執
し

､

純
然
た
る

農
業
経
済
を

も
つ

て

立

国
の

基
本
と

な
し

き
た

つ

た

農

業
国
に

あ
つ

て

は
､

そ
の

政
治
の

安
定
し

な
か

つ

た

の

と

相
侠
つ

て
､

勢

ひ

国
民

性
が

洪
庵
的
と

な
り

､

資
本
の

蓄
積
お
よ

び

蓮

用
が

旺

ん

と

な
る

を

得
な
い

こ

と
ゝ

な
る

を

免
れ
な
い

の

で

あ
る

｡

支

部
が

世

界
に

比
な
き

偉
大
な
る

俸
統
的
文

化
と

無
限
の

天

然
資
源
と

を

保
有
し

な
が

ら
､

経
済

の

板
は

な
い

の

も
こ

れ
が

た

め
で

あ
る

｡

融

合
が

か
ゝ

る

固

定
的
な
る

実

態
を

毒
す

る

に

至
つ

て

は
､

保
護
政
策
の

救
果
を

多
く
期

待
す
る

を

得
な

い

の

み

な
ら

ず
､

却
つ

て

そ
の

た

め

に
一

般
国
民

経
済
を

匿
迫
す
る

こ

と

と

な

る

弊
が

あ
る

｡

元

来
支
部
の

工

業
の

板
ほ

な
い

所
以
は

､

必
ず

し

も
外
国
品
の

農
学
が

慌
烈
な
る

が

た

め

の

み

で

ほ

な
く

､

む
し

ろ

主

と

し

て

支
部
の

政
治
経
済

組
織
な
ら
び

に

国
民
性
の

上

に

幾
多
の

快
晴
が

潜
在
せ

る

が
た

め

に

外
な

ら
ぬ

｡

故
に

た

と

ひ

外
国
品
の
■
稔
入

を

防
過
し
て

も
､

直
接
国
内
工

業
の

讃
達
を

促
す
こ

と

は

至

難
た

る

を

免
れ
な
い

の

み

な
ら
ず

､

或
ひ

は

却
つ

て

外
囲
の

読
替
と

い

ふ

刺
戟
を

失
ふ

に
お

い

て

ほ

益
亡

国
民
を

し
て

保
守

退
避
酌
な

ら

し

め
､

毒
物
の

改
良
進
歩
を

阻
止

す
る
こ

と
ゝ

な
る

危
険
が
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橋

論

叢

第
七

巻

第
五

故

94

あ
る

｡

至

廉
な

る

日

本
工

業
品

を

排
撃
し

急
激
な
る

工

業
保
護
政
策
を

と

ら

ん

と

す
る

が

如
き
こ

と

が

如
何
に

誤
ま

れ
る

諷
識
に

rH
讃
し

て

ゐ

る

も

の

で

あ
る

か

は
､

凡

そ
右
の

笥
情
に

よ
つ

て

も
附
か

で

あ
ら

う
｡

日

本
の

安
弘
に

期
待

す
る

と

こ

ろ

は
､

そ
の

存
立

上

必
要
な
る

原
料
食
.

料
を

仰
ぐ
こ

と
で

あ
る

｡

支

部
の

ご

と

き
無

限
の

富
源
を

秘
赦
し
て

自
ら

封
じ

て

ゐ
る

国
に

勤
し

て

ほ
､

日

本
の

ゴ

と

き

樫
碑
文

化
の

進
歩
の

著
し

い

国
が

､

そ
の

国
士

を

開
讃
し

文

化
を

普
及
す
る
こ

と

は

鞭
界
人
類
の

共

存
と

い

ふ

大
局
よ

り

み

て

正

常
で

あ
り

､

是
認
さ
る
べ

き
で

あ
る

｡

し

か

も
そ
の

た

め

に

何
等
支
部
の

領
土

を

侵
略
す
る

必

要
は

な

く
､

支
部
は

軍

に

そ
の

資
源
を

開
放
す

れ
ば

足
る
の

み

で

あ
り

､

且
つ

そ
の

結
果
た

る

や

支
部
の

富
を

嬉
し

､

社

命
の

最
も
要
求
せ

る

と
こ

ろ

に

合
致
す
る

こ

と
ゝ

な
る
の

で

あ
る

｡

お

よ

そ
支
部
の

経
済
は

､

い

ま

な
ほ

極
度
の

農
本
的

性
質
を

有
し

､

麿
∵

大
な
る

土

地
と

こ

れ
が

開
凄
に

適
切
な
る

生
産
能

力
の

あ
る

無

限
の

労

働

力
と

を

有
す
る

以
上

は
､

そ
の

経
済
を

振
興
す
る
の

基
本
方

策
は

､

何

と

い

つ

て

も
ま
づ

地
上

地
下

資
源
の

開
襲
を

は
か

る
こ

と

で

な
く
て

は

な

ら

ぬ
｡

す
な
は

ち

少

数
の

産

業
を

保
護
す
る

よ

り

も
､

そ
の

聖
富
な

る

天

然

資
源
の

閃
琴
に

努
む
る

こ

と

が

囲
民
経

帝
を

準
駐
せ

し

む

る

端
本

琴
た

る

と

同
時
に

､

ま
た

最
も
支
部
現
下
の

融
合
の

急
需
に

應
ず

る

所
以
で

あ
る

｡

け

だ
し

､

か

､

る

瞭
始
産
業
の
■
開
牽
振
興
に

よ
つ

て
､

は

じ

め

て

大
衆
の

､

≠

■
戟

富
の

程

度
ほ

檜
蓬
し

､

資
本
の

蓄
積
お

よ

び

運
用
も
旺

ん

と

な
り

､

延
い

て

産
業
の

原
動
力
も
培
養
さ

れ
商
工

業
孝
露
の

素
地
も
構
築
せ

ら

れ
る
の

で

あ
る

｡

こ

れ
を

要
す
る

に
､

支
部
ほ

国
民
の

八

割
以
上

が

農
業
に

従
事
し

､

し

か

も
そ
の

農

業
人
口

に

お
い

て

も

過
剰
に

陪
つ

て

ゐ

る

現

情
よ

り

し

て
､

ま

づ

極
力
生

産
の

替
進
を

策
す
る

こ

と

が

基
本
図
策
た

る
べ

き
で

あ
る

｡

し

た

が
つ

て

支

部
と

し
て

は
､

こ

の

際
日

本
と

提

携
し
て

ま
づ

国
土
の

開

垂
､

生
産
の

檜
蓬
に

努
む

る

こ

と

が

最
も
賢

卵
な
る

策
で

あ
る
の
■
み

な
ら

ず
､

そ
の

特
に

急
務
と

す
る

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

右
は

本
署
の

著
者
が
目

安
経
済
関
係
の

基
調
を

論
じ

た

る

個
魔
の

要
旨

で

あ
る

が

最
も
熱
意
に

み

ち

括
彩
の

み

な

ぎ
れ
る

章
句
で

あ
る

｡

三

大
東
亜

共
菜
園
の

経
済
新
秩
序
を

論
じ

て

日

清
支
≡

固
経
済
の

相
互

補

完
園
係
の

確
立

に

あ
り

と

な
す

言
語
は

､

た

し

か

に

傾
浩
に

債
す
る

も
の

が

あ
る

｡

殊
に

中
枢
た

る
べ

き
目

安
の

経
済
関
係
に

論
及
し

て

は
､

ま

づ

日

本
の

反

省
を

促
が

し
､

鋳
じ
て

支

部
経
済
の

猥
故
に

冷
最
な

る

批

判
を

下
し

て
､

ま

さ

に

鞄
々

と

し
て

共

発
の

大

義
を

語
く

論
調
の

う
ち

に

は
､

む
し

ろ

凛
然
た

る

気
塊
す
ら

感
得
さ

れ
る
の
■
で

あ
る

｡

目

安
経

済
を

夜
来
の

ご

と

く
た
い

二

途
に

資
本
主

義
的
乃
至

帝
国
主

義
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弥

≠

的
な
る

額
沌
の

み

よ

り

眺
め

る

態
度
は

､

も
ち

ろ

ん

改
■
め

ら

れ
ね
ぼ

な

ら

な
い

｡

心
し

ろ

現
賓
の

事
態
の

赤
裸
々

な
る

認

識
の

う
ち

に

原
理

的
な

共

粂
の

鯛
係
が

把
握
さ

る
べ

き
で

あ
る

｡

し

た

が
つ

て

日

浦
安
三

園
経
済
の

開
讃

建
設
工

作
に

し

て

も
､

巌
と

し

て

工

業
立

地
條
件
に

も
と

づ
い

て

行

は

る
べ

き
で

あ
ら

う
｡

す
な
は

ち

日

本
女
工

向

級
工

業
中
心
地
と

し
､

満

洲

を

基
本
的
重
工

業
な
ら

び

に

農
業
中
心

地
と

し
､

支

部
を

原
始
産
業
な
ら

び

に

蛭
工
業
中
心
地
と

し
､

こ

の

や

う
に

夫
モ

の

分
野
を

裁

定
す
る

こ

と

に

よ
つ

て

三

国
間
の

産
業
護

尾
上
の

摩
擦
を

さ

け
る

と

同
時
に

､

進
ん

で

●

相
互

補
完
的
に

共
柴
関
係
を

も
た

ら

す
べ

き
で

あ
る

と

い

ふ

考
へ

方
で

あ

る
｡

こ

の

考
へ

方
の

基

礎
の

上

に
､

資
源

､

産
業

､

通
貨

､

貿
易

､

拓
殖

､

人
口

な
ど
の

諸
問
題
が

取
扱
は

れ
､

さ

ら
に

添
ゆ

る

に

戦
時
食
糧
政
策
と

支
部
の

農
業

､

在
支
列
国
利
権
封
策

､

華
僑
封
策
の

三

つ

の

章
が

設
け

ら

れ
て

ゐ

る
｡

経
じ

て

い

へ

ば

此

喜
の

表

題
が

已

東
東

経
帝
政
策
』

と

し

て

あ
る

に

も

拘
ら

ず
､

通

讃
の

印
象
に

は
､

い

ぼ

ゆ
る

政
策
論
と

し

て

の

感
興
に

と

ぽ

し
い

憾
み

が

あ
ろ

｡

し

か

し

そ
れ
は

此
告
が

東
並
の

現
茸
を

飛
躍
せ

ず

と

の

立

場
に

あ
く

ま

で

も
忠
茸
で

あ
つ

た

結
果
で

あ
つ

て
､

毒
も
そ
の

偵
値

ノ

に

影
響
す
る

が

ご

と

き
性
質
の

も
の

で

な
い

こ

と

勿
論
で

あ
る

｡

あ
る

ひ

鮎

は

却

て
､

大
東
亜
の

経
済
新
秩
序
を

論
じ

て

か

く

も
謙
虚
で

あ
り

且

っ

書

評

を♯

良
心

的
で

あ
る

者
の

み

が
､

ひ

と

･
ケ

政
策
論
者
の

名
に

僚
す
る
の

で

あ

ら

う
か

｡

思
ふ

に
､

大
東
亜

共

発
困
の

建

設
は

そ
の

こ

と

自
醍
が

す
で

に
､

久
し

く
欧
米

資
本
主

義
諸
国
の

植
民
地
乃
至

牛
植
民
地
た

る

地
位
に

隷
属
せ

し

め

ら

れ
て

ゐ
た

東
並

諸
国
の

解
放
で

あ
り

､

拷
立
の

経

済
囲
家
へ

の

更
生

を

意
味
し
て

ゐ

る
｡

こ

の

意
味
に

お
い

て

も
は

や

単
な

る

東
東

経
済
諭
は

許
さ

れ
な
い

｡

論
じ

ら

れ
る

も
の

は

絶
て

が
『

東
亜

経
済
政
策
』

で

な
け
れ

ば

な
ら

ぬ
の

で

あ
ら

う
｡

東
並

経
済
に

属
す
る

も
の

ほ
､

そ

れ
が

資
源

､

通

貨
､

人
口

な
ど
の

執
れ
で

あ
ら

う
と

も
決
し
て

鼓

存
の

関
係
に

お

い

て

把

握
さ

れ
る
の

で

は

な
い

｡

す
べ

て

ほ

醍

制
的
に

､

秩

序
的
に

構
成
さ

れ
て

あ
る

｡

東
亜

経
済
は

そ

れ
故
に

､

ひ

と
つ

の

互

大
な
る

政
策
監

制
で

あ
る

｡

(

木

村
噂
太

郎
薯

『

東

亜

経
済
政

策
』

昭

和
十

五

年
十

二

月
､

千

倉
書

房
刊

､

定

債
三

園
､

菊

版
三

石

八

十
一

夏
)
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