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「日本こそが中国だ」と叫んだ山鹿素行

ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
点
に
対
す
る
認
識
は
十
分
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、国
家
の
根
幹
で
あ
る
農
業
を
破
壊
し
、様
々

な
分
野
の
制
度
改
革
を
促
し
伝
統
を
破
壊
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平

洋
経
済
連
携
協
定
）
を
進
め
よ
う
と
い
う
勢
力
が
権
力
を
維
持
し

て
い
ま
す
。
消
費
増
税
を
め
ぐ
っ
て
、
民
主
党
・
自
民
党
の
増
税

賛
成
派
と
公
明
党
が
手
を
組
み
、
新
た
な
幕
府
体
制
を
形
成
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
国
体
の
理
想
を
忘
れ
去
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
人
全
体
が
、本
来
の
理
想
的
な
姿
を
見
失
い
、利
己
主
義
、

個
人
主
義
、
効
率
万
能
主
義
、
競
争
主
義
、
物
質
至
上
主
義
に
陥

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け

止
め
て
い
る
人
も
い
ま
す
が
、
全
く
意
識
し
て
い
な
い
人
も
少
な

く
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

今
日
の
日
本
人
の
堕
落
は
、
欧
米
を
模
倣
し
て
近
代
化
を
進
め

た
結
果
で
あ
り
、
敗
戦
・
占
領
に
は
じ
ま
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
追
従

連
載
に
あ
た
っ
て

　

わ
が
国
で
は
、
国
難
に
直
面
し
た
と
き
に
は
、
必
ず
原
点
に
戻

っ
て
国
を
立
て
直
そ
う
と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
大

化
の
改
新
、
建
武
の
中
興
、
明
治
維
新
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
う
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
、
常
に
「
怒
れ
る
サ
ム
ラ
イ
」
の
存
在
が
あ
り

ま
し
た
。

　

江
戸
幕
府
を
倒
し
た
も
の
は
、
万
世
一
系
の
ご
皇
室
を
戴
き
共

存
共
栄
の
道
義
国
家
と
し
て
永
遠
に
続
い
て
い
く
と
い
う
、
わ
が

国
の
国
体
の
理
想
か
ら
逸
脱
す
る
幕
府
の
政
治
へ
の
不
満
で
あ

り
、
同
時
に
対
外
的
な
危
機
に
備
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
危
機
を
深

刻
化
さ
せ
、
し
か
も
そ
の
責
任
を
と
ろ
う
と
し
な
い
幕
府
へ
の
強

い
憤
り
で
し
た
。

　

現
在
の
危
機
は
、
幕
末
の
危
機
と
共
通
す
る
部
分
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
領
土
問
題
や
資
源
問
題
な
ど
目
に
見
え

る
問
題
に
対
す
る
危
機
感
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
欧
米
の
リ
ベ

の
結
果
で
も
あ
り
ま
す
。
自
ら
の
力
で
国
を
守
ろ
う
と
い
う
考
え

方
が
否
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
依
存
に
安
住
し
よ
う
と
い
う
勢

力
に
よ
る
体
制
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

筆
者
は
、本
誌
に
お
い
て
「
日
本
文
明
の
先
駆
者
」
を
連
載
し
、

幕
末
か
ら
明
治
、
大
正
を
中
心
に
活
躍
し
た
志
士
の
伝
記
を
書
い

て
き
ま
し
た
（『
維
新
と
興
亜
に
駆
け
た
日
本
人
』
展
転
社
）。
そ

こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
は
、
国
体
の
理
想
、
日
本
人
の

生
き
方
の
理
想
を
示
し
、
志
士
た
ち
の
魂
を
揺
り
動
か
し
た
本
の

存
在
で
し
た
。
そ
れ
ら
の
本
は
、
ま
さ
に
座
右
の
書
で
あ
り
、
聖

典
と
も
言
い
う
る
も
の
で
し
た
。

　

か
つ
て
、
明
治
維
新
は
ご
く
一
握
り
の
志
士
が
目
覚
め
、
果
敢

に
行
動
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
突
破
口
が
開
け
ま
し
た
。
現
在
の
体

制
を
倒
す
の
も
、
ご
く
一
握
り
の
サ
ム
ラ
イ
の
出
現
に
よ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
連
載
を
通
じ
て
、
若
き
日
本
人
が
、
幕
末

の
志
士
を
奮
い
立
た
せ
た
書
の
真
髄
に
触
れ
て
国
体
の
理
想
を
認

識
し
、
自
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
決
意
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、四
回
に
分
け
て
山や

ま

鹿が

素そ

行こ
う

の
『
中

ち
ゅ
う

朝ち
ょ
う

事
実
』（
一
六
六
九

年
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。
続
い
て
、
浅あ

さ

見み

絅け
い

斎さ
い

の
『
靖せ

い

献け
ん

遺い

言げ
ん

』

（
一
六
八
四
年
～
八
七
年
）、山や

ま

県が
た

大だ
い

弐に

の『
柳

り
ゅ
う

子し

新
論
』（
一
七
五
九

年
）、
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

の
『
直な

お

毘び
の

霊み
た
ま』（

一
七
七
一
年
）、
蒲が

も

生う

君く
ん

平ぺ
い

の
『
山さ

ん

陵り
ょ
う

志し

』（
一
八
〇
一
年
）、
平ひ

ら

田た

篤あ
つ

胤た
ね

の
『
霊た

ま

能の

真み

柱は
し
ら』

（
一
八
一
二
年
）、
会
沢
正せ

い

志し

斎さ
い

の
『
新
論
』（
一
八
二
五
年
）、
頼ら

い

山さ
ん

陽よ
う

の
『
日
本
外
史
』（
一
八
二
六
年
）、
大
塩
中
斎
（
平
八
郎
）

の
『
洗せ

ん

心し
ん

洞ど
う

箚さ
っ

記き

』（
一
八
三
三
年
）、
藤
田
東
湖
の
『
弘こ

う

道ど
う

館か
ん

記き

述じ
ゅ
つ

義ぎ

』（
一
八
四
七
年
）
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
以

上
の
著
者
は
、
国
学
、
崎き

門も
ん

学
、
陽
明
学
、
古
学
、
水
戸
学
に
大

別
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
本
は
、
幕
末
の
志
士
の
魂
を
揺
り
動
か
し
、
明
治
維

新
の
実
現
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
明

治
維
新
の
理
想
は
、
や
が
て
藩
閥
支
配
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
、
再

び
国
内
の
矛
盾
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
第
二
の
維

新
と
し
て
昭
和
維
新
運
動
が
高
揚
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の

運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
志
士
た
ち
も
ま
た
、
右
に
挙
げ
た
書
を
座

右
の
書
と
し
て
い
た
の
で
す
。
昭
和
維
新
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち

も
ま
た
、
独
自
の
著
作
を
著
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
な

っ
た
の
が
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
国
体
論
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
現
在
、
愛
国
者
を
自
任
す
る
人
達
で
あ
っ
て
も
、
頼

山
陽
の
『
日
本
外
史
』
な
ど
、
限
ら
れ
た
本
し
か
読
ん
だ
こ
と
が

な
い
の
が
現
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
、
こ
れ
ら
の
本
は
、

日
本
人
の
必
読
文
献
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で

す
。例
え
ば
、昭
和
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た『
国
体
明
徴
国
民
読
本
』

に
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』、『
続
日
本
紀
』、『
神
皇
正
統
記
』

な
ど
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

１

「
日
本
こ
そ
が
中
国
だ
」

　
　
　
と
叫
ん
だ
山
鹿
素
行

（
第
一
回
）
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た
い
と
語
り
ま
し
た
。
当
時
、
乃
木
は
学
習
院
長
、
御
年
満
十
一

歳
の
皇
太
子
殿
下
は
学
習
院
初
等
科
五
年
生
で
し
た
。
以
下
、
そ

の
と
き
の
模
様
を
大
正
天
皇
の
御
学
友
、
甘か

ん

露ろ

寺じ

受お
さ

長な
が

氏
の
著
書

『
背
広
の
天
皇
』
に
基
づ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

乃
木
は
、
ま
ず
皇
太
子
殿
下
が
陸
海
軍
少
尉
に
任
官
さ
れ
た
こ

と
に
お
祝
い
の
お
言
葉
を
か
け
、「
い
ま
さ
ら
申
し
あ
げ
る
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、皇
太
子
と
な
ら
れ
ま
し
た
以
上
は
、

一
層
の
ご
勉
強
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
続
け

て
乃
木
は
、「
殿
下
は
、
も
は
や
、
陸
海
軍
の
将
校
で
あ
ら
せ
ら

れ
ま
す
。
将
来
の
大
元
帥
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の

方
の
ご
学
問
も
、
こ
れ
か
ら
お
励
み
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
わ
け
で
、
こ
れ
か
ら
殿
下
は
な
か
な
か
お
忙
し
く
な
ら

れ
ま
す
。
─
─
希
典
が
最
後
に
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、

ど
う
ぞ
幾
重
に
も
、
お
身
体
を
大
切
に
あ
そ
ば
す
よ
う
に
─
─
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　

こ
こ
ま
で
言
う
と
、
声
が
く
ぐ
も
っ
て
、
し
ば
ら
く
は
ジ
ッ
と

う
つ
む
い
た
き
り
で
し
た
。
頬
の
あ
た
り
が
、
か
す
か
に
震
え
て

い
ま
し
た
。

　

顔
を
あ
げ
た
乃
木
は
、「
今
日
は
、
私
が
ふ
だ
ん
愛
読
し
て
お

り
ま
す
書
物
を
殿
下
に
差
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
、
こ
こ
に
持

っ
て
参
り
ま
し
た
。『
中
朝
事
実
』
と
い
う
本
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

大
切
な
所
に
は
私
が
朱
点
を
つ
け
て
お
き
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
の

　

日
本
の
国
体
の
理
想
に
目
覚
め
、
維
新
に
立
ち
あ
が
る
明
日
の

サ
ム
ラ
イ
の
登
場
を
願
っ
て
、
こ
の
連
載
を
始
め
ま
す
。
ほ
と
ん

ど
の
書
の
原
文
は
漢
文
で
、
や
や
難
解
な
本
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
の
書
の
真
価
を
、
若
い
世
代
の
人
た
ち
に
理
解
し
て

も
ら
う
た
め
に
、
先
人
が
残
し
た
訳
や
大
意
を
用
い
て
、
で
き
る

限
り
平
易
に
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
十
分
に
説
明
し
尽
く

せ
な
い
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
、『
古
事
記
』、『
日

本
書
紀
』
に
つ
い
て
、
ま
ず
基
本
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

裕
仁
親
王
殿
下
の
仁
政
を
願
っ
て
伝
授
さ
れ
た
『
中
朝
事
実
』

　

い
ま
か
ら
百
年
前
の
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
七
月
三
十

日
、
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
、
九
月
十
三
日
青
山
の
帝
国
陸
軍
練

兵
場
（
現
在
の
神
宮
外
苑
）
に
お
い
て
大
喪
の
礼
が
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

午
前
八
時
、
明
治
天
皇
の
柩
が
、
神
宮
外
苑
絵
画
館
裏
口
に
当

た
る
臨
時
駅
か
ら
、
京
都
桃
山
御
陵
に
向
か
っ
て
ご
発
引
の
砲
声

が
轟
き
わ
た
る
と
同
時
に
、
乃
木
希
典
将
軍
は
赤
坂
の
自
邸
で
、

静
子
夫
人
と
共
に
自
刃
し
、
明
治
大
帝
の
御
後
を
慕
っ
て
い
っ
た

の
で
し
た
。

　

そ
の
二
日
前
の
九
月
十
一
日
、
乃
木
は
東
宮
御
所
へ
赴
き
、
皇

太
子
裕
仁
親
王
殿
下
（
後
の
昭
和
天
皇
）
だ
け
に
お
目
に
か
か
り

と
こ
ろ
で
は
、
お
解
り
に
く
い
所
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
だ
ん

だ
ん
お
解
り
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
お
側
の
者
に
で
も
読
ま

せ
て
お
き
き
に
な
り
ま
す
よ
う
に
─
─
。
こ
の
本
は
私
が
た
く
さ

ん
読
み
ま
し
た
本
の
中
で
一
番
良
い
本
だ
と
思
い
ま
し
て
差
し
上

げ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
殿
下
が
ご
成
人
な
さ
い
ま
す
と
、
こ

の
本
の
面
白
味
が
よ
く
お
解
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

　

自
刃
を
決
意
し
、
乃
木
が
最
後
の
仕
事
と
し
て
是
非
と
も
皇
太

子
殿
下
に
伝
授
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
が
、
山
鹿
素
行
『
中
朝
事

実
』
だ
っ
た
の
で
す
。
乃
木
は
、
そ
の
三
日
前
の
九
月
八
日
に

は
、
椿
山
荘
に
赴
い
て
、
山
縣
有
朋
（
枢
密
院
議
長
）
に
自
ら
中

朝
事
実
を
抜
書
し
た
「
中
朝
事
実
抜
抄
」
を
手
渡
し
、
大
正
天
皇

　

す
る
と
、
乃
木
は
一
段
と
声
を
落
し
て
、「
は
い
─
─
私
は
、

た
だ
い
ま
、
ご
大
葬
に
つ
い
て
、
英
国
コ
ン
ノ
ー
ト
殿
下
の
ご
接

伴
役
を
お
お
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
コ
ン
ノ
ー
ト
殿
下
が
英
国

へ
お
帰
り
の
途
中
、
ず
っ
と
お
供
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
遠
い
所
へ
参
り
ま
す
の
で
、
学
習
院
の
卒
業
式
に
は
多
分
出

ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
本
日
お
伺
い
し
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
、
お
答
え
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
六
十
六
年
を
経
た
昭
和
五
十
三
年
十
月
十
二
日
、
松

栄
会
（
宮
内
庁
Ｏ
Ｂ
幹
部
会
）
の
拝
謁
が
あ
り
、
宮
内
庁
総
務
課

長
を
務
め
た
大
野
健
雄
氏
は
陛
下
に
近
況
な
ど
を
申
し
上
げ
る
機

会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
大
野
氏
が
「
先
般
、
山
鹿
素
行
の
例
祭
が

宗
参
寺
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
明
治
四
十
年

乃
木
大
将
自
筆
の
祭
文
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
こ
と
の
ほ
か
感
激

致
し
ま
し
た
。
中
朝
事
実
を
か
つ
て
献
上
の
こ
と
も
あ
る
由
、
聞

き
及
び
ま
し
た
が
…
…
」と
申
し
上
げ
る
と
、陛
下
は
即
座
に
、「
あ

れ
は
乃
木
の
自
決
す
る
直
前
だ
っ
た
の
だ
ね
。
自
分
は
ま
だ
初
等

科
だ
っ
た
の
で
中
朝
事
実
な
ど
難
し
い
も
の
は
当
時
は
分
か
ら
な

か
っ
た
が
、
二
部
あ
っ
た
。
赤
丸
が
つ
い
て
お
り
、
大
切
に
し
て

い
た
」
と
大
変
懐
し
く
、
な
お
続
け
て
お
話
な
さ
り
た
い
ご
様
子

で
し
た
が
、
後
に
順
番
を
待
つ
人
も
い
た
の
で
、
大
野
氏
は
拝
礼

し
て
辞
去
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

大
野
氏
を
感
激
さ
せ
た
乃
木
の
手
に
な
る
祭
文
に
は
、「
素
行

山鹿素行先生墓前で祭文を奏上する乃木希典将軍
（明治40年12月29日、牛込宗参寺境内）

に
伝
献
方
依
頼
し
て
い

ま
す
。

　

さ
て
、
乃
木
の
様
子

が
な
ん
と
な
く
、
い
つ

も
と
違
っ
た
感
じ
な
の

で
、
皇
太
子
殿
下
は
、

虫
が
知
ら
せ
た
の
で
し

ょ
う
か
、「
院
長
閣
下

は
、
ど
こ
か
へ
行
か
れ

る
の
で
す
か
」
と
お
尋

ね
に
な
り
ま
し
た
。


