
第
二
章 

 

中
国
の
現
実 

 

１
．
満
州
と
中
国 

  

歴
史
を
憂
え
る
日
本
の
識
者
は
、
「
紫
禁
城
の
黄
昏
」
を
読
み
直
せ
と
言
う
。
こ
れ
は
一
九
三
四
年
に

出
版
さ
れ
、
何
よ
り
も
当
時
を
伝
え
る
事
実
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
政
治
家
も
官
僚
も

教
育
者
な
ど
も
思
い
込
み
を
修
正
す
る
た
め
に
も
精
読
す
べ
き
書
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

左
翼
的
な
出
版
社
と
言
わ
れ
る
、
ビ
ク
タ
ー
・
ゴ
ラ
ン
ツ
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
紫
禁
城
の
黄
昏
」
に

書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
の
当
時
シ
ナ
で
起
き
た
真
実
の
歴
史
だ
と
言
う
。
そ
う
言
え
ば
あ
の
時
期
に

書
か
れ
た
、
ま
と
ま
っ
た
資
料
の
存
在
が
あ
ま
り
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

そ
の
意
味
で
も
、
最
も
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
故
な
ら
日
本
擁
護
の
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

当
時
シ
ナ
で
は
、
満
州
を
奪
う
「
滅
満
興
漢
」
を
叫
ん
だ
革
命
が
起
こ
り
、
満
州
最
後
の
皇
帝
と
言
わ

れ
た
溥
儀
は
紫
禁
城
か
ら
追
っ
払
わ
れ
た
。
そ
の
皇
帝
が
最
初
に
頼
っ
た
英
国
か
ら
日
本
公
使
館
に
助
け

を
求
め
、
父
祖
の
地
で
あ
る
満
州
に
戻
っ
て
皇
帝
に
な
り
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。 

 

最
後
の
皇
帝
、
溥
儀
を
支
援
し
た
の
が
日
本
で
あ
り
、
当
面
、
統
治
能
力
の
な
い
溥
儀
政
権
を
日
本
が

支
援
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
の
成
り
行
き
で
し
か
な
い
。 

そ
の
満
州
を
守
る
為
に
戦
っ
た
日
本
が
、
戦
後
言
論
統
制
が
解
け
た
あ
と
も
反
論
し
な
い
ば
か
り
に
、

一
方
的
な
悪
者
に
さ
れ
て
い
る
が
、
日
中
戦
争
は
そ
こ
か
ら
拡
大
し
た
も
の
で
、
日
本
が
本
意
と
し
な
い

戦
争
に
な
だ
れ
込
ん
で
い
っ
た
の
が
真
相
と
云
う
こ
と
に
な
る
。 

 

日
中
外
交
に
は
、
中
国
の
前
提
が
あ
る
。
彼
ら
は
日
中
戦
争
と
い
う
「
国
家
の
戦
い
」
を
曲
げ
て
日
本

を
、「
侵
略
国
家
」
だ
と
し
て
き
た
が
、
こ
の
著
書
を
読
む
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
彼
ら
の
云
う
決
ま
り
文
句
、「
歴
史
を
正
し
く
認
識
し
て
」
は
、
実
は
日
本
が
言
う
べ
き
セ
リ
フ

で
あ
る
こ
と
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

中
国
が
偽
造
し
た
田
中
上
奉
書
は
、
昭
和
２
年
、
当
時
の
田
中
首
相
が
、
昭
和
天
皇
に
報
告
し
た
様
を

装
い
、
日
本
の
大
陸
侵
略
意
図
の
証
拠
と
し
て
き
た
も
の
で
、
中
国
の
対
日
歴
史
の
根
幹
を
為
す
も
の
で

あ
っ
た
が
、
「
南
京
事
件
」
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
も
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

田
中
上
奉
書
に
は
、
あ
り
得
な
い
日
付
が
記
さ
れ
る
な
ど
事
実
関
係
の
誤
り
が
多
く
、
日
本
で
は
当
初

か
ら
偽
文
書
と
し
て
い
た
が
、
中
国
が
本
物
と
し
て
広
め
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

偽
造
の
田
中
上
奉
文
事
件
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
の
日
本
批
判
の
材
料
は
悉
く
捏
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
如
何
に
中
国
が
戦
略
的
な
国
家
で
あ
る
か
が
分
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

書
に
は
「
世
界
を
征
服
し
よ
う
と
欲
せ
ば
、
ま
ず
中
国
を
征
服
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は



明
治
天
皇
が
遺
し
た
政
策
で
あ
る
」
な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、
昭
和
４
年
に
は
英
語
版
や
ロ
シ
ア
語
版
に

も
現
れ
た
と
い
う
。
中
国
は
日
中
戦
争
以
前
か
ら
常
に
日
本
を
敵
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

巧
妙
な
ニ
セ
モ
ノ
は
素
人
に
は
判
り
に
く
く
、
欧
米
に
広
ま
っ
た
の
も
中
国
の
戦
略
で
あ
ろ
う
。
中
国

は
早
い
時
期
か
ら
日
本
を
戦
争
に
誘
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
日
本
は
「
宣
戦
布
告
」
と

同
じ
挑
発
を
受
け
、
中
国
に
対
す
る
感
情
が
悪
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

歴
史
の
偽
装
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
中
国
は
、
最
近
に
な
っ
て
中
国
政
府
直
結
の
研
究
所
長
も

誤
魔
化
し
き
れ
ず
「
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
中
国
の
研
究

努
力
を
、
日
本
側
は
知
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
ま
る
で
日
本
の
責
任
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
言
い
方
を

し
て
い
る
と
い
う
。
盗
人
猛
々
し
い
と
は
、
ま
さ
に
此
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

そ
こ
に
謝
罪
は
な
く
開
き
直
っ
た
態
度
に
あ
き
れ
る
が
、
中
国
人
を
必
要
以
上
に
醜
く
見
せ
、
彼
ら
の

本
性
が
現
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

偽
文
書
だ
と
分
か
っ
て
い
る
な
ら
、
「
反
日
」
教
育
に
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
か
ら
削
除
し
、
日
本
批

判
を
止
め
、
即
刻
日
本
に
謝
罪
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

偽
文
書
が
出
回
っ
た
可
能
性
の
あ
る
英
語
圏
や
、
ロ
シ
ア
な
ど
に
も
、
訂
正
文
書
を
発
信
す
る
の
が
、

道
義
と
言
う
も
の
で
あ
り
、
中
国
に
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
は
無
理
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
腹
立
た
し
く

彼
ら
が
行
動
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
が
行
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 

中
国
は
悪
質
な
偽
造
文
書
を
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
作
成
し
、
日
本
に
様
々
な
罪
を
な
す
り
つ
け
よ
う
と

し
て
き
た
が
、
そ
の
原
則
が
消
え
た
。
こ
の
始
末
は
注
目
に
値
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

中
国
は
「
南
京
大
虐
殺
」
の
作
り
話
に
し
て
も
、
「
抗
日
記
念
館
」
の
、
百
人
切
り
競
争
の
蝋
人
形
に

し
て
も
、
自
作
・
他
作
を
問
わ
ず
ニ
セ
モ
ノ
で
溢
れ
か
え
っ
て
お
り
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
何
も
な
い
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
全
て
に
お
い
て
歴
史
検
証
を
や
り
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

侵
略
さ
れ
た
国
に
、
日
本
が
侵
略
者
と
し
て
の
の
し
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
元
寇
の
侵
略
」
の
子

孫
が
謝
罪
し
な
い
か
ぎ
り
「
日
中
友
好
」
が
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
を
弁
解
す
る
余
地
も
な
く
、
そ
の
多

く
が
日
本
の
責
任
で
は
な
い
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。 

何
か
あ
る
た
び
に
、
「
日
本
の
歴
史
認
識
が
問
題
だ
」
と
主
張
す
る
中
国
の
若
者
た
ち
は
、
「
文
革
中
の

紅
衛
兵
た
ち
の
よ
う
に
自
分
が
市
中
を
引
き
づ
り
廻
し
て
殺
し
た
相
手
が
ど
う
い
う
人
か
も
分
か
ら
ず
、

迫
害
に
加
わ
っ
て
い
た
」
と
言
う
が
、
そ
の
相
手
が
日
本
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。 

何
処
か
で
読
ん
だ
そ
の
表
現
が
こ
と
の
他
似
つ
か
わ
し
い
が
、
日
本
に
と
っ
て
は
重
大
な
事
実
で
あ
る

こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
自
ら
の
先
祖
が
日
本
人
虐
殺
を
行
っ
た
歴
史
、
「
元
寇
の
侵
略
」
を
謝
罪
し
て 

 

い
な
い
民
族
で
あ
る
こ
と
を
彼
ら
に
こ
そ
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

親
中
派
が
、「
日
中
友
好
」
が
重
要
だ
と
言
い
、「
ア
ジ
ア
外
交
を
、
小
泉
首
相
が
壊
し
た
」
と
叫
ぶ
が
、

中
国
外
交
が
如
何
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
事
の
本
質
を
見
よ
う
と
し
な
い
戦
後
政
治
家
の
太
平
楽

志
向
は
、
「
歌
を
忘
れ
た
カ
ナ
リ
ヤ
」
の
よ
う
に
物
悲
し
い
。 

 

多
く
の
日
本
人
が
メ
デ
ィ
ア
に
影
響
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
人
も
そ
れ
以
上
の
洗
脳
を
受
け
て

「
反
日
」
中
国
人
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
二
重
の
批
判
に
曝
さ
れ
た
、
世
に
も
珍
し
い

「
反
省
国
家
」
へ
と
転
げ
落
ち
て
き
た
の
で
あ
る
。 


