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黄
河

々
道

を
繰

る
金
宋
交

渉

二

.北
宋
慶
暦
八
年
(
一
〇
四
八
年
)
以
後
､
黄
河
は
北
'
束
二
道

に
分
れ
て
海
に
注
い
だ
が
'
宋
の
政
治
家
の
間
に
は
'
北
流
河

逮

(大
部
分
今
の
北
支
那
の
運
河
の
線
に
同
じ
く
､
大
名
の
東

方
を
北
流
し
て
海
に
注
ぐ
)
を
塞
い
で
専
ら
末
流
河
道

(大
名

の
東
北
よ
少
東
北
流
)
に
よ
ら
し
め
､
以
て
契
丹
南
進
に
封
す

る
防
禦
第
二
線
(第

1
線
は
清
潔
)
と
な
さ
ん
と
す
る
者
あ
少
'

之
に
関
し
て
貴
々
た
る
論
議
を
生
じ
て
ゐ
る
こ
と
に
就
て
は
､

す
で
に
松
井
等
氏
が

｢
宋
封
契
丹
の
戦
略
地
理
｣

(浦
鮮
地
理

歴
史
研
究
報
薯
第
四
所
収
)

一
一
四
-
二

一〇
講
に
於
て
論
述

し
て
居
り
､
相
葉
岩
音
博
士
も
槍
訂
浦
洲
賢
連
発
六
九
頁
に
於

て
｢
黄
河
と
栄
達
金
｣
と
い
ふ
項
目
を
設
け
て
概
述
し
て
居
る
｡

外

山

軍

治

南
北
両
民
族
の
交
軍
に
際
し
て
は
'
揚
子
江
な
ど
に
は
比
す
べ
.

く
も
な
い
が
'
黄
河
は
何
と
い
っ
て
も
北
支
那
に
於
け
る
最
大

の
天
険
で
騎
馬
に
は
長
じ
て
ゐ
て
も
操
舟
に
は
習
は
な
い
北
族

に
と
っ
て
は
か
な
り
の
難
盛
に
遷
仏
な
か
っ
た
O

架
に
於
て
は

か
1

る
北
族
の
習
性
を
看
破
し
て
'
黄
河
々
流
を
利
用
し
て
北

①

族
の
侵
入
を
防
禦
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
復
元
符
二
年

(
一
〇
九
九
年
)
東
流
断
紹
し
て
よ
り
後
は
河
流
に
関
す
る
紛
雫

も
自
ら
や
み
､
崇
軍
畑
年
(
一
一
〇
五
年
)
頃
に
は
北
流
安
定
し

た
が
'
こ
の
後
達
の
国
勢
漸
-
顔
-
､
速
に
新
興
の
金
圃
之
に

代
っ
て
北
方
よ
り
朱
を
邸
迫
す
る
に
至
っ
た
o
金
宋
交
軍
の
際

に
於
て
も
ま
た
宋
人
は
黄
河
々
流
を
防
禦
の
具
に
供
し
'
黄
河

を
決
っ
て
東
南
流
せ
七
め
て
し
ば
し
金
軍
の
侵
略
を
免
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
'
こ
1
に
興
味
を
惹
-
の
は
'
こ
の
決
河
に
よ

45
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っ
て
生
じ
た
二
つ
の
河
道
が
'
土
地
割
譲
の
際
の
境
界
線
と
し

て
金
宋
補
開
聞
に
問
軽
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
｡

本
篇
の
目
的
は
'
割
地
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
二
つ
の
黄
河

々
道
に
裁
て
説
明
を
加

へ
'
こ
の
二
つ
の
河
道
を
繰
る
金
宋
両

園
の
交
渉
の
腰
緑
を
略
述
せ
ん
と
す
る
に
在
る
｡

二

五

1

に
い
ふ
割
地
交
渉
と
は
､
金
照
宗
天
筆
九
年
､
宋
高
宗

招
輿
八
年
(
二

三
八
年
)
に
於
て
'
金
が
劉
濠
の
帝
国
の
故
地

た
る
河
南
'
駅
西
の
地
を
朱
に
割
譲
せ
ん
と
す
る
に
際
し
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
劉
像
は
末
の
済
南
の
知
噺
で
あ
っ
た
が

天
骨
六
年
末
金
に
降
り
､
天
倉
八
年

(米
麹
炎
四
年
､

二

三

〇
年
)
金
の
宗
室
の
猛
婿
宗
翰
の
推
挽
に
よ
っ
て
帝
国
皇
帝
の

位
に
如
き
'
河
南
'
駅
西
の
地
を
輿

へ
ら
れ
'
朱
に
封
す
る
金

の
前
衛
図
と
し
て
八
年
間
そ
の
命
脈
を
保
っ
た
け
れ
ど
も
'
唯

T
の
後
援
者
た
る
宗
潮
の
失
脚
後
'
金
宝
の
方
針
襲
更
に
よ
っ

て
'
無
宗
天
倉
十
五
年

(帝
阜
昌
八
年
'
宋
紹
輿
七
年
'

〓

㊤

三
七

年)蓮
に
厳
せ
ら
れ
､
そ
の
故
地
は
一
時
金
の
手
に
締
し

は③たヽ 0

す
る
と
山
東
方
面
の
鐘
護
に
任
じ
て
ゐ
た
左
副
元
帥
壇
俄

④

陰
に
南
栄
と
乗
艦
を
通
じ
'
天
啓
元
年
七
月
'
京
師

(禽

寧
府
)
に
朝
L
t
栄
を
し
て
金
に
封
し
て
臣
鰭
を
執
ら
し
め
る

事
を
侯
件
と
し
て
厳
努
の
奮
地
を
返
還
せ
ん
こ
と
を
主
張
す
る

◎

と
'
宗
磐
､
宗
荷
等
之
に
雷
同
L
t
反
封
を
押
し
き
っ
て
遂
に

遠
地
に
決
し
た
.
こ
の
割
地
の
境
界
と
し
て
黄
河
々
道
が
間
鍵

と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

撞
髄
と
宋
延
と
の
問
を
奔
走
斡
旋
し
て
始
終
金
側
の
情
勢
を

宋
延
に
報
昔
し
て
ゐ
る
の
は
米
人
王
倫
で
あ
る
が
'
架
は
こ
の

年
七
月
､
王
倫
を
奉
迎
梓
官
使
と
な
し
て
再
び
金
に
赴
か
し
め

た
｡
王
倫
の
出
費
に
雷
っ
て
宰
相
趨
鼎
は
指
令
を
輿
へ
て
ゐ
る

が
そ
の
中
に
割
地
の
境
界
に
関
し
て

以
大
河
麓
界
｡
乃
淵
聖
〔
-
宋
欽
宗
〕
奮
約
.
井
出
今
日
O
宜

o
o

o
o

O
O

O
･〇

以

奮河麓
大
河
.
若
近
者
新
河
即
滑
河
.
非
大
河
也

(建
炎

以
来
繋
年
要
録

一
二

1
招
興
八
年
七
月
戊
戊
保
に
遁
鼎
専
管

に
操
っ
て
記
載
さ
る
)
-
-
-
≡
(A
)
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と
い
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
が
割
地
に
於
け
る
宋
pの
希
望
傑
件
で
あ

る
｡
.･U
l

に
謂
ふ
所
の
奮
河
'
新
河
と
は
如
何
な
る
河
道
で
あ

る
か
｡
こ
れ
本
筈
に
於
て
解
明
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

･､
之
と
比
較
考
詮
に
賓
す
べ
き
記
載
を
左
に
引
用
す
れ
ば
'
三

朝
北
盟
倉
編

1
九
七
所
収
金
虜
節
要
に
､

金
人
之
階
山
東
O
多
櫨
噸
之
力
也
｡
達
観
久
居
准
州

(
紛
糾

脚
)
｡

阿
易
屯
EE
遁
於
諸
郡
.

毎
認
山
東
以
虜
己
有
｡
共
立

･劉
橡
也
｡
不
能
牧
功
於
己
｡
叉
嘗
怒
濠
不
弁
｡
探
有
悔
審
山

東
之
意
｡

と
い
ひ
'
更
に
轟
い
て

嘩
僻
等
山
東
河
北
固
｡
猷
於
虜
主
日
｡
河
北
素
琉
富
嘉
O
然

0
0

名
洋
瓦
邑
帝
政
之
地
.
糎
城
東
肺
之
利
｡復
毒
粛

啓
河之
南
.

〇
〇

我
初
輿
中
国
議
.
以
河
麓
外
商
.
今
新
河
且
非
我
決
.
役
人

0
0

自
決
之
以
輿
我
也
O
豊
可
粟
之
｡

今
以

新
河麓
界
｡
則
可
外

蟹
敵
国
｡
内
菰
赦
亡
｡
多
有
利
吾
国
英
.
･･････(お
)

と
見
え
る
｡
棲
慨
は
劉
線
と
の
関
係
最
も
緊
密
で
あ
っ
た
の
で

劉
橡
冊
立
の
企
園
が
あ
つ
た
が
宗
鞠
の
展
め
に
先
手
を
打
た
れ

＼

劉
像
は
宗
鞠
の
推
拳
に
よ
っ
て
帝
国
皇
帝
と
な
-
'
噂
蘭
の
鮭

略
し
た
山
東
諸
州
は
帝
国
領
内
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
'
彼
は
こ

れ
を
憎
ん
で
太
宗
に
献
言
し
'
新
河
以
北
の
地
を
奪
回
せ
ん
と

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
宋
史
凶
七
五
劉
預
侍
に
は

｢
金
人

既
立
劉
濠
O
以
葡
河
盛
界
｣
と
見
え
､
金
人
が
賓
国
儀
土
と
し

た
の
は
'
大
鰐
薯
河
以
南
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ

る
｡
さ
て
(
B
)
と
(A
)
を
封
照
す
る
と
新
河
は
金
が
決
っ
た
も

の
で
は
な
く
米
人
自
ら
之
を
決
っ
た
も
の
で
あ
る
｣
と
い
ふ
こ

0

0

0
0

と
'
及
び

｢新

河は
即
ち

清
河で
あ
る
｣
と
い
ふ
こ
と
が
判
明

す
る
で
あ
ら
う
｡

か
-

る
事
資
を
窺
ふ
べ
き
記
載
を
検
索
す
る

と
､
繋
年
要
録

7
八
建
炎
二
年
(金
天
倉
六
年
)
十

1
月
保
に

東
京
(作
表
)
留
守
杜
充
開
有
金
師
｡
乃
決
黄
河
入
滑
河
以
狙

冠
｡
･･････-
-
･･･‥
･(TJ
)

と
あ
り
'
叉
宋
史
二
五
本
紀
同
年
侯
に
は

是
各
社
充
決
黄
河
o
白
酒
入
港
O
以
阻
金
兵
O
･･････(D
)

と
見
え
､
更
に
又
北
盟
倉
縞

一
二

〇
所
収
金
虜
節
要
に
は
'

47-T

⑥
粘
窄
(41蛋

)
婆

場

(附
鯛
鮒
溶
).

以
竃

(新
駅
凱
)

潅
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(鮒
詔

蛸
嚇
)｡
摺
'
警

防
｡時
杜
充
守
雲

｡慮
欝

釆
C

決
大
河
汎
之
｡
賊
不
能
西
乃
束
｡曾
簡
里
帽
(宗
輔
)
衆
｡同
格

塞

:i
(需

靴
).
慧

充

(約
諾

諾

嚇
)
都
(齢
削
雛
)｡
放

棄
是
由
酒
(鮒
鴨
場
詣

東
)
以
犯
揚
州
(
宗

純
)

0

-
-
I(
rJ
)

と
あ
る
の
に
束
が
つ
-
｡
こ
の
三
者
が
同

一
事
賃
に
関
す
る
記

載
で
あ
る
こ
と

一
目
瞭
然
で
あ
る
｡
(
B

)

に

｢
今
新
河
且
非
我

決
｡
彼
人
自
決
之
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
新
河
は
'
即
ち
､
宋
建
炎

二
年
(金
天
倉
六
年
'

二

二
八
年
)
十

一
月
宋
東
京
留
守
杜
充

が
金
軍
の
押
京
進
撃
を
防
が
ん
が
麓
め
に
'
黄
河
を
決
っ
て
導

S
た
河
道
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
､
及
び
こ
の
新
し
き
河
道
が
'

洞
よ
り
涯
に
注
S
だ
こ
と

(山
)
が
判
明
し
､
同
時
に
こ
れ
が
清

⑦

河
と
も
い
は
れ
た
こ
と
‥C
)
が
知
-
得
ら
れ
る
｡
こ
れ
(A
)
吃

於
て

｢
若
近
着
新
河
即
滑
河
｣
と
い
は
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
酒

水
の
流
れ
に
あ
た
っ
て
ゐ
る
願
を
金
史
二
五
地
理
志
に
就
て
調

+(
る
と
､
充
州
酒
水
願

(附
州
雛
)
o
曲
姦

(約
舶
鰍
)
済
州
任

城
麻
(紛
糾
腎

障
州
都
願
(紛
糾
束
)
｡

畢
州
免
震

(鮒
削
g
)
.

牒
州
柿
麻

(約
軌
贈
)
.
徐
州
彰
城
願
(齢
は
雛
)
.

謂

下
謡

(詣
)
.

靖
遷願
(
覧

議

連
)
と
あ
り
･
下
流
寒

の
食
通

河
の
線
に
同
じ
い
〔挿
恩
参
照
〕
.
何
虚
に
於
て
黄
河
を
決
L
で

①

之
に
注
い
だ
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
'

(且

)
に
よ
る
と
'
粘
竿

が
登
院
に
於
て
黄
河
を
渡
り
涌
輝
を
攻
略
し
て
沖
京
に
向
は
ん

と
し
た
の
を
防
が
ん
が
褒
め
に
河
を
決
っ
た
と
い
ふ
か
ら
'
少

-
と
も
そ
れ
よ
り
西
南
に
雷
る
個
虚
に
於
て
黄
河
を
決
っ
て
東

南
埼
せ
し
め
て
潤
水
に
注
が
し
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
S

の
で
あ
る
｡
兎
に
角
'
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
軍
は

一
時
金
軍
の
俊

冠
を
防
ぎ
得
た
の
で
あ
つ
た
が
､
か
-
し
て
生
じ
た
こ
の
河
道

は

一
時
的
の
も
の
で
は
な
-
'
繋
年
要
録

1
八
建
炎
二
年
十

7

月
族
に
は
'
(C
)
の
記
事
の
鹿
ぐ
後
に
'
｢
自
是
河
流
不
復
英
｣

と
い
っ
て
ゐ
る
｡
其
の
後
大
定
八
年

(宋
乾
遣
四
年
､

二

六

八
年
)
以
来
度
々
氾
濫
あ
-
'
河
は
益
々
東
南
流
し
始
め
､
明

昌
五
年
(宋
宿
願
五
年
'

二

九
四
年
)南
北
両
清
河
に
分
流
し

た
が
'
甫
滑
河
は
即
ち
こ
の
潤
水
に
外
な
ら
ぬ
｡
杜
充
の
決
河

は
勿
論
東
南
流
せ
ん
と
す
る
河
勢
を
利
用
し
て
施
し
た
も
の
紅

蓮
ひ
は
な
い
が
t
か
1

る
人
麓
的
工
事
が
大
定
以
後
の
茸
河
道
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甫
超
の
素
因
を
な
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

さ
て
新
河
は
大
腰
以
上
で
推
定
が
つ
い
た
が
'
奮
河
と
は
如

何
な
る
河
道
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
｡
奮
河
が
新
河
に
封
す
る

名
稗
で
あ
少
'
建
炎
二
年
(金
天
倉
六
年
'

二

二
八
年
)
十

一

月
以
前
に
於
け
る
河
道
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
見
雷
が
つ
く
｡

こ
れ
は
北
米
崇
寧
四
年
安
定
し
た
黄
河
北
流
で
'
松
井
等
氏
の

推
定
⊥
た
如
-
(
前
掲
論
文
)大
部
分
今
の
北
支
那
の
運
河
の
線

に
同
じ
-
､
大
名
の
東
方
を
北
流
し
て
天
津
方
面
.に
向
つ
て
海

⑨

に
注
い
だ
も
の
と
思
は
れ
る
∩挿
固
参

照
U
.

≡

以
上
で
新
'
膏
両
河
道
に
関
す
る
説
明
を
経
っ
て
'
劉
珠
の

故
地
割
譲
に
就
て
説
蓮
の
歩
を
進
め
よ
う
｡

宋
側
の
希
望
は
(A
)
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
-
'
大
河
を
以

て
界
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
す
で
に
欽
宗
の
靖
康
元
年

(金
天
倉

⑩

四
年
､
二

二
六
年
)
に
於
け
る
取
り
き
め
で
'
今
日
に
始
つ

た
こ
と
で
は
な
い
｡
東
北
流
し
て
海
に
注
ぐ
所
謂
駕
河
こ
そ
ま

こ
と
の
大
河
で
あ
る
か
ら
､
之
を
境
界
と
し
て
返
還
さ
れ
た
い

と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
.
之
に
封
す
る
金
側
の
主
張
は
之
を
明
記

す
る
も
の
が
な
い
か
ら
判
ら
な
い
が
'
(追
)
に
見
え
る
が
如
く

新
河
は
宋
自
ら
決
っ
て
作
っ
た
黄
河
の
流
れ
で
あ
る
｡.
さ
き
に

靖
康
の
際
に
は
大
河
を
以
て
界
と
な
す
と
い
ふ
こ
と
を
定
め
た

ゞ
け
で
あ
る
か
ら
'
宜
し
く
宋
人
の
自
ら
作
っ
た
新
河
を
以
て

割
輿
の
界
線
と
な
さ
ん
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に

難
-
な
-
'
こ
1
に
金
宋
両
国
は
黄
河
々
道
を
繰
っ
て
興
味
あ

る
封
立
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
奮
河
を
以
て
界
と
す
れ
ば

栄
は
騎
西
の
ほ
か
に
山
東
及
び
河
北
の
一
部
分
を
も
得
'
茸
際

上
殆
ど
劉
橡
の
故
地
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
奔
る
が
'
新
河

を
以
て
界
す
れ
ば
'
河
北
､
山
東
は
勿
論
'
河
南
も
北
部
は
遠

地
に
人
ら
な
S
の
で
あ
る
｡

王
倫
と
金
側
と
の
折
衝
に
随
し
て
は
何
等
記
す
所
が
な
く
､.

た
ゞ
朱
に
於
て
は
招
興
九
年
(金
天
啓
二
年
'

二

三
九
年
)
蕊

⑪

月
'
再
び
王
倫
を
奉
護
梓
官
迎
請
皇
太
后
交
割

地
界
債
と
な
し

50･一



て
派
遣
し
'
王
倫
は
三
月
作
東
に
至
っ
て
金
の
右
副
元
帥
宗
弼

と
曾
見
し
て
地
界
の
交
割
を
畢
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
宋
史
'
繋

年
罫
線
等
に
見
え
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
｡
さ
て
そ
の
結
果
は
ど

う
な
つ
た
と
い
ふ
に
繋
年
要
録

三

三

招
輿
九
年
十
二
月
保
に
'

0
0

初
金
人
之
割
地
也
｡
以
新
河
麓
界
｡

と
あ
る
か
ら
､
宋
側
の
要
求
は
嘗
現
し
な
い
で
'
遂
に
新
河
を

以
て
割
地
の
境
界
と
な
し
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
｡
叉
宋
史

二
九
本
紀
招
興
九
年
三
月
内
申
保
に
'

王
倫
受
地
千
金
･
得
東
(S
)･
西
(撃

南
(醜
大
帝

商
郎
S
)
71二
見
｡

寿
春
(緒
g
)･
宿
(紘

)､
貴

誌

),
管
(蜘
相
調

西
)･
畢

(糾
謡

嚇
)州
.
蒜

西
､
京
西
之
地
･

と
て
そ
の
地
域
の
大
腰
を
示
し
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
も

新
河
を
以
て
遠
地
の
境
界
と
な
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
鴫
O
然

ら
ば
何
故
栄
が
膏
河
以
南
の
地
の
返
還
を
強
く
主
張
し
な
か
っ

た
か
と
い
ふ
と
､
こ
の
遠
地
は
末
が
資
力
に
よ
っ
て
之
を
得
た

も
の
で
は
な
-
､
鹿

糎
と
の
密
約
に
よ
っ
て
t
S
は
ゞ
好
意
的

9
･
J
に
蓋

塞

け
る
こ
と
-
空

音

の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
･
宋

も
強
ひ
て
は
之
を
求
め
ず
'
金
側
の
言
ひ
な
り
に
な
っ
た
も
の

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
の
事
情
を
窺
は
し
.

め
る
の
は
'
北
盟
曾
編

一
九
七
所
収
金
虜
節
要
の
記
事
で
'

於
是
割
河
南
之
地
以
鋸
朝
廷
｡
,
朝
廷
之
得
河
南
｡
皆
撞
憐
之

力
也
O

不
然
則
割
地
何
不
以
奮
河
演
舞
｡
斯
可
見
桑
O
･･

と
5
っ
て
ゐ
る
｡
河
南
の
地
の
返
還
は
'
山
東
地
方
の
経
略
に

力
を
注
ぎ
'
そ
の
結
果
山
東
を
己
が
慣
地
の
如
-
心
得
て
ゐ
る

撞
蘭
の
毒
力
に
負
ふ
も
の
で
あ
る
｡
萄
河
を
以
て
境
と
す
れ
ば

楼
蘭
の
勢
力
範
囲
は
全
-
朱
の
領
内
に
轟
し
て
し
ま
ふ
か
ら
'

彼
の
面
子
を
立
て
1
'
奮
河
を
以
て
境
界
と
な
す
べ
き
こ
と
を

強
く
は
要
求
せ
ず
､
新
河
以
南
の
割
譲
を
受
け
て
折
合
っ
た
と

い
ふ
意
味
な
の
で
あ
る
｡

上
述
す
る
所
に
よ
っ
て
'
膏
努
故
地
の
返
還
と
い
ふ
も
'
茸

は
新
河
以
南
の
地
の
割
譲
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
､

こ
の
割
地
交
渉
に
於
け
る
撞
髄
と
宋
と
の
関
係
が
ほ
ど
明
ら
か
･

に
な
っ
た
と
思
ふ
｡
か
く
し
て
撞
髄
は
恩
を
栄
に
費
る
と
1
も

に
'
己
が
領
有
と
心
得
て
ゐ
た
山
東
諸
州
は
之
を
自
己
の
掌
握

- SIT
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た
入
れ
得
た
の
で
あ
っ
虎
｡
金
は
圃
初
以
来
環
地
の
経
略
統
治

は

一
切
之
を
外
征
諸
将
軍
の
専
断
に
要
し
て
居
た
｡
殿
宗
即
位

後
多
少
之
を
中
英
に
統
制
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
見
え
た
が
'
こ

れ
は
山
西
に
於
け
る
宗
翰

一
派
の
勢
力
を
打
破
せ
ん
と
す
る
篤

■

涯
的
関
係
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
'
北
支
那
に
於
け
る
政
治
外
交

は
こ
の
時
に
至
る
ま
で
も
依
然
と
し
て
諸
元
帥
の
手
に
振
ら
れ

て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡
か
1

る
形
勢
は
海
陵
王

纂
立
に
至
る
ま
で
府
-
の
で
あ
る
｡

四

し
か
る
に
割
地
を
畢
っ
て
､
後
産
-
も
な
ら
ざ
る
天
啓
二
年

(宋
紹
興
九
年
'

二

三
九
年
)
七
八
月
に
至
-
､
宗
磐

･
宗
席

捲
憐
等
は
謀
反
の
廉
に
よ
っ
て
相
つ
S
で
訣
せ
ら
れ
'
空
年
金

は
架
に
封
す
る
憩
度
を

7
奨
し
､
詔
を
賢
し
都
元
帥
宗
蘭
等
を

し
て
再
び
河
南
､
陳
西
の
地
を
奪
回
せ
し
め
る
こ
と
1
な
っ
た

が
'
そ
の
南
伐
の
詔
の
中
に
割
線
を
冊
立
せ
し
こ
と
に
つ
い
て

0
0
0
0

太
宗
始
務
息
民
｡
不
倉
其
土
｡
止
以

大
河
分
流麓
界
｡
自
河

以
南
.
萄
得
瞥
両
虎
之
.
亦
槍
富
民

(繋
年
要
録

1
三
五
紹

輿
十
年
五
､月
内
戊
傑
下
注
所
引
紹
興
講
和
銀
)
I

と
あ
わ
'
劉
壕
に
輿
へ
た
の
は
大
河
の
分
流
以
南
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
ゐ
る
｡
宋
側
記
録
に
よ
れ
ば
金
が
劉
濠
に
輿
へ
た
の
は

蕎
河
以
南
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
詔

に
こ
れ
を
指
し
て
大
河
の
分
流

.な
り
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
'
前

年
の
遠
地
に
際
し
て
､
金
側
で
は
新
河
こ
そ
大
河
で
あ
る
と
頑

張
っ
て
栄
の
要
求
を
完

し
掌

前
'
そ
の
時
の
言
募

と
辻

一

榛
を
合
せ
る
た
め
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
O
か
-
孝

へ
れ
ば
t

.盟

金
の
外
交
解
令
も
ま
た
相
雷
な
も
の
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
な
S
o

f

こ
の
時
の
南
伐
軍
の
親
大
将
は
郡
元
帥
宗
弼
で
'
徐
は
帝
国

廃
止
後
撞
蘭
と
1

も
に
河
南
に
凝
り
'
地
界
の
交
割
に
も
立
合

っ
て
ゐ
る
｡
橿
蘭
の
不
正
外
交
を
喝
破
し
て
河
南
隣
西
を
奪
回

す
べ
き
こ
と
を
建
言
し
た
の
も
彼
で
あ
り
'
宗
磐
'
樽
憐

一
次

の
授
落
後
は
沃
地
に
於
け
る
政
治
外
交
の
榛
を
握
り
'
皇
統
元

年
(宋
招
輿
十

1
年
'

二

四

一
年
)
米
と
の
間
に
和
議
を
す
1

め
'
此
度
は
堆
水
大
散
開
を
結
ぶ
1
線
'
大
腰
劉
漁
の
賛
図
の



南
界
を
以
て
境
界
と
な
す
に
至
っ
た
｡
か
-
し
て
撞
儀
の
外
交

は
こ
人

に
全
-
修
正
せ
ら
れ
'
開
腹
と
な
つ
溌
新
嘗
黄
河
々
道

は
と
も
に
金
図
億
土
内
に
編
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

旺①
黄
河
々
道
を
以
て
外
敵
を
防
染
せ
ん
と
の
計
嚢
は
蒙
古
に
鷹
泊
せ

ら
れ
た
金
に
於
て
も
問
題
と
L･･
つ
て
ゐ
る
O
会
見
二
七
河
渠
志
に
'

(貞
輪
)
三
年
四
月
｡
畢
州
刺
史
顔
盛
大
揮
言
｡
守
禦
之
遺
っ
常

決
大
河
使
北
淡
徳
､
博
､
親
ー
鎗
之
境
.
今

其
故
填
宛
恭
潜
水
.

エ
役
不
穿

.
水
就
-1
.
必
無
凍
汲
之
患
.
両
難
者
.
若
不
以
犯

鎗
池
場
禎
国
利
銘
記
.
必
以
浸
没
河
北
良
田
島
解
O
臣
嘗
聞
河

.

側
故
老
言
｡
水
勢
散
漫
別
様
不
可
以
馬
捗
｡
探
不
可
以
舟
済
.

此
守
聖
之
大
計
也
.
若
目
浸
民
田
｡
則
河
従
之
後
.
駅
悠
沃
琴

.

正
宜
新
盤
｡
耽
倍
干
常
.
利
親
大
蔦
.
若
失
此
計
｡
則
河
南

7

路
兵
食
不
足
｡
両
河
北
､
山
束
之
民
皆
瓦
解
兵
｡
詔
命
義
之
｡

と
め

･O
､
又

四
年
三
月
.
桂
州
刺
史
汲
撒
可
要

旨
｡
近
世
河
離
散
道
｡
自
衛

東
南
両
紙
｡
由
徐
邦
入
海
.
以
此
河
南
之
地
鳥
狭
｡
臣
鮪
見
O

新
郷
麻
西
河
水
可
決
使
泉
北
U
其
南
有
奮
隆
O
水
不
能
溢
O
行

五
十
億
里
興
津
河
合
.
則
由
静
州
､
大
名
'
親
州
'
清
州
'
柵

口
入
海
｡
此
河
之
政
道
也
｡
骨
有
賀
随
｡
補
其
飲
樽
見
臭
｡
如

此
則
山
東
へ

大
名
等
路
潜
在
河
南
｡
丙
河
北
諸
郡
赤
緑
其
牛
｡

週
足
以
盛
粂
備
之
計
O
蓮
足
以
耽
快
復
之
基
｡

と
見
え
る
｡
こ
の
時
に
は
葺
河
が
す
で
に
東
南
流
し
て
細
水
下
流

を
奪
っ
て
唯
に
入
っ
て
海
に
注
い
で
ゐ
た
の
で
あ
る
.
事
は
僻
事

省
に
下
さ
れ
た
が
､
宰
臣
は

｢
河
洗
東
南
蕉
奥
o

l
且
決
之
｡
恐

政
道
不
容
｡
街
湛
両
出
.
分
虚
数
河
.
不
復
可
吹
.
水
分
則
棲
狭

易
渡
｡
天
塞
轍
凍
｡
輿
備
愈
難
｡
此
甚
不
可
｣
と
請
っ
て
藩
に
箕

行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
ゐ
る
｡

㊥
本
誌

一
ノ
六
併
載
拙
稿
｢
山
西
を
中
心
と
せ
る
金
将
宗
劫
の
清
躍
｣

参
照
｡

③
撞
願
は
韓
名
を
昌
と
い
6
'
穆
宗
盈
歌
の
子
､
太
瓢
阿
骨
打
太
宋

呉
乞
箕
等
と
は
従
兄
弟
の
間
柄
で
あ
る
(
せ
系
略
参
看
)｡
天
骨
六

年
山
束
地
方
を
経
略
し
､
劉
漁
･G
亦
之
に
降
っ
て
ゐ
る
.
劉
預
を

擁
立
し
て
羽
賀
を
来
ら
ん
と
し
た
が
'
劉
漁
は
宗
劫
の
推
馨
に
J･6

っ
て
斉
帝
と
な
っ
た
O
自
後
山
東
に
駄
し
て
こ
の
方
面
の
鎮
護
に

任
じ
た
が
'
栄
藤
'
劉
漁
と
好
か
ら
す
､
天
骨
十
五
年
宗
斡
失
意

の
裡
に
死
し
金
の
繭
議
が
劃
珠
を
舷
す
る
こ
と
に

一
決
す
る
や
'

溶
､
滑
の
閏
に
於
て
劉
漁
の
子
麟
を
槍

へ
､
作
家
に
趣
い
て
劉
漁

を
凶
し
て
賛
観
を
虚
し
､
作
意
に
留
っ
て
ゐ
た

(
余
史
七
七
昂
侍
､

劉
漁
停
'
七
九
王
倫
俸
'
北
盟
骨
編

1
八

1
併
収
僻
漁
侍
等
)0

世
系
略
へ
本
静
に
関
係
な
き
者
は
省
け
り
)

｢ 53

ヽ
ヽ
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○
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○
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古
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ト
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ヽ
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磐
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ヽ
ヽ

-宗
幹

】lれHl

-宗
唆
I
tニ
配
州乗

lHIU

-宗
望

ヽ
ヽ

1宗
弼

ヽ
ヽ

1宗
輔
(
靴
里
桑
､
寓
里
唱
)

ヽ
ヽ

I宗
喬

④
金
史
七
九
王
倫
侍
に
よ
る
と
'
天
骨
五
年
王
倫
が
逸
聞
俵
と
し
て

金
に
至
っ
て
拘
留
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
述
し
た
後
'

天
骨
十
年
O

劉
漁
連
歳
出
師
｡

皆
無
功
.

撞
簡
琴

光
帥
左
監

軍
｡
経
略
商
連
｡

密
主
和
議
｡

乃
造
倫
握
｡

党
是
宋
己
遣
使

乞
和
｡
朝
廷
未
之
許
也
｡
倫
見
廉
三

高
宗
)言
和
議
事
｡
庚
王

大
昔
｡
-
-
宋
方
輿
斉
用
兵
｡
未
可
和
｡

と
で
､
樺
僻
と
王
倫
と
の
関
係
が
早
-
も
天
骨
十
年
の
頃
よ
り
生

じ
て
ゐ
る
の
を
知
ら
し
め
る
｡
更
に
緯
い
て
､

●

天
骨
十
五
年
(
紹
興
七
年
)
｡

験
王
闘
犬
水
部
王
(徽
宗
)己
菱
｡

以
倫
伯
叔
準
士
｡
木
簡
其
喪
｡
使
倫
論
捲
悔
日
.
河
南
之
地
｡

上
関
耽
不
日
有
｡
輿
其
封
劉
漁
｡
易
若
齢
之
趨
氏
｡

と
あ
-
､
さ
か
ん
に
捲
願
に
賛
閉
鎖
土
を
乗
に
遥
遠
す
べ
き
こ
と

を
勧
誘
し
た
と
見
え
て
ゐ
る
｡
又
牽
牛
要
償

二

七
紹
興
七
年
十

二
月
努
米
債
に
は
'

敏
献
脚
待
制
王
倫
O
有
朝
請
郎
高
公
給
還
白
金
困
.
初
劉
漁
比

塵
O
左
副
元
帥
魯
図
三
日H
乃
迭
倫
等
轟
日
｡
好
報
江
南
O
改
造

塗
無
轟
｡
和
議
自
此
卒
達
｡

と
あ
-
､
王
倫
は
乗
に
躍
っ
て

｢
金
人
許
遼
梓
宮
及
皇
太
后
O
又

許
還
河
南
諸
州
｣
と
い
っ
た
の
せ
.､
高
宗
は
大
に
喜
び
直
ち
に
王

倫
尊
を
遺
し
て
梓
官
を
奉
迎
せ
し
め
た
.
零
錬

二

九
五
月
丁
未

健
に
よ
る
と
王
倫
は
昌
の
許
に
至
っ
た
俳
､
昌
は
俵
を
し
て
倫
と

と
も
に
北
地
に
至
っ
て
金
主
に
見
え
し
､め
た
｡
倫
は
ま
づ
金
が
劉

漁
を
醸
せ
し
こ
と

を

謝
し
､

然
る
後
に
宋
帝
の
旨
を
致
し
た
｡

金
主
和
を
許
す
こ
と
ゝ
な

-
､

烏
凌
噂
思
謀
等
を
倍
に
乗
に
達

し
'
彼
等
は
翌
年
五
月
に
臨
安
に
到
着
し
た
と
見
え
る
O
以
上
に

よ
っ
て
捷
願
の
宋
と
交
通
せ
し
事
賓
､
王
倫
の
奔
走
せ
し
有
様
が

窺
は
れ
る
.
葦
し
捲
慨
は
宗
韓
の
麟
迫
を
受
け
､
自
ら
攻
略
せ
し

山
束
の
地
方
も
啓
開
領
内
に
編
入
せ
ら
れ
'
僅
か
に
こ
の
地
方
顔

撫
の
役
員
を
輿

へ
ら
れ
た
に
過
ぎ
や
､
瞭
潜
に
塔

へ
な
か
っ
た
の

で
'
宋
国
と
通
じ
で
自
己
の
勢
力
を
襲
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ら

ろ
0

㊥
采
磐
は
太
宗
英
乞
賢
の
長
子
で
あ
る
が
(
世
糸
崎
参
照
)帝
位
を
飼

i,
を
得
や
､
宗
務
､
宗
幹
､
希
升
等
の
掩
護
に
よ
っ
て
太
]zd7;
阿
骨

打
の
嫡
孫
で
あ
る
寛
(
照
宗
)が
皇
僻
と
な
-
､
太
宗
崩
後
位
に
即

い
た
(柵
稿
山
西
を
中
心
と
せ
る
金
将
采
鞠
の
活
躍

〓
ハ
貢
参
照
)

帝
位
に
.5
-
を
得
な
か
っ
た
宗
磐
は
大
師
撃

二
者
事
と

な
っ
た

が
､
身
分
の
尊
貴
の
故
を
以
て
騎
慾
の
感
度
を
と
り
'
宗
翰
孜
後

は
放
屈
の
勢
甚
し
-
､
事
毎
に
犬
侍
額
三
省
串
宗
幹
と
衝
突
し
､

若
年
の
馳
菜

は
之
を
制
す

べ
-
も
な
か
っ
た

(
金
史
七
六
宋
磐
侍

等
)
.

天
肇
九
年
七
月
､
捷
僻
が
克
師
に
朝
し
て
醸
斉
の
嘗
地
を

乗
に
輿

へ
ん
串
を
提
議
す
る
と
､
宗
磐
は
捲
願
と
通
謀
'
時
を
同

じ
う
し
て
入
朝
せ
る
東
京
留
守
か麓
M
と
結
ん
で
之
を
支
持
し
た
.
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著
し
こ
れ
は
新
帝
の
尊
属
に
L
T
t
新
帝
及
び
之
を
輔
佐
す
る
宗

幹
等
と
相
容
れ

ざ
る
人
々
の
赤
み
寄
-
で
あ
る
｡
こ
の
時
の
宗
番

の
言
ひ
分
は

｢
我
以
地
輿
乗
｡
宋
必
徳
我
｣
(
金
史
七
七
昌
博
)と

い
ふ
が
如
き
蜂
軸
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
O
宗
憲
(
宗
劫
の
弟
)
は

｢
我
停
宋
人
父
兄
｡
怨
非

一
日
｡

若
復
賛
以
土
地
｡

是
助
健
也
｡

何
徳
之
有
｣
(
同
樽
)と
て
反
射
し
た
が
~
宗
磐
､
捷
願
'
完
備
等

の
励
精
せ
る
勢
力
は
宗
幹
'
宗
議
'
鍵
願
の
寅
弟
易
等
の
反
対
派

を
屈
服
せ
し
め
て
遠
地
に
決
し
､
八
日
に
は
張
通
古
を
詔
論
江
南

使
と
し
宋
に
遺
し
て
金
帝
の
詔
を
侍

へ
し
め
､
通
古
は
十
二
月
臨

安
に
至
っ
た
｡
こ
の
時
宋
に
於
T
は
諭
議
沸
騰
し
､
胡
鎗
t･･b
ど
は

上
書
し
て
.
王
倫
は
蕗
を
誘
致
し
て
我
を
臣
妾
た
ら
し
む
｡
秦
滑

は
座
下
を
導

い
て
石
晋
た
ら
し
め
ん
と
す
O
孫
近
又
秦
槍
に
停
脅

す
｡
乞
ふ
三
人
を
斬
ら
ん
と
い
っ
た
位
で
あ
る
が
'
結
局
宋
帝
は

己
を
屈
し
て
金
に
対
し
て
臣
鰻
を
執
る
こ
と
ゝ
な
っ
た

(
金
史
八

二
張
通
青
侍
'
零
線

一
二
三
㌧
四
等
)0

㊥
金
史
に
よ
る
と
'
七
四
宗
翰
樽
に
､

～
宗
翰
昏
東
軍
干
饗
陽
津
｡
遼
骨
容
宗

(
宗
輔
)
手
渡
｡
造
兵
真

束
卒
｡

-
復
坂
徐
州
｡
･･･乃
泣
伏
離
速
'
烏
林
答
泰
欲
'
馬
五

襲
廉
玉
子
揚
州
.

と
あ
-
､
十
九
世
紀
蓉
宗
健
に
は
､

帝
(
宗
輔
)
費
自
河
北
｡

降
滑
州
｡

擬
開
徳
府
｡

攻
大
名
府
克

之
.
河
北
卒
.

･･･両
宗
易
奔
骨
子
横
O
既
卒
河
北
.
遜
額
東
平

及
徐
州
｡

と
い
ひ
'
三
本
紀
天
倉
六
年
嬢
に
よ
れ
ば
､
宋
翰
'
宗
輔
の
渡
に

骨
し
た
の
は
十
月
庚
辰
､
渡
州
を
取
っ
た
の
は
十

1
月
乙
未
､
宗

輔
が
大
名
麻
に
克
っ
た
の
が
十
二
月
丁
卯
と
あ
-
'
節
賓
の
記
事

と

1
致
す
る
棟
で
あ
る
O

⑦
潮
水
下
味
が
清
河
と
い
ほ
れ
た
こ
と
に
我
で
は
､
講
史
方
輿
紀
要

二

二
ハ
川
漬
三
大
河
下

｢
又
東
南
経
緯
河
嚇
南
丙
溌
河
水
合
駕
｣

の
健
に
'

｢
細
水
亦
名
商
緒
河
｣
と
い
ひ
'

一
二
七
川
漬
四
准
水

｢
又
泉
北
経
清
河
糠
南
河
合
於
大
河
｣
の
保
に
'

｢
細
水
亦
名
済

河
｣
と
あ
る
0
叉
行
水
金
鍍

1
玉
に
も
､
金
明
日円
五
年
'
河
が
南

北
清
河
に
分
流
し
た
こ
と
を
述
べ
て

｢
商
状
由
南
構
河
入
准
｡
軸

潤
水
政
道
｡
今

骨
通
河
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
｡

㊥
孫
蔑
伊
氏
は

『
何
社
及
其
影
響
』

(
金
陵
大
挙
申
国
文
化
研
究
所

草
刊
甲
種
)
｢
河
四
従
考
｣
保
に
於
で

｢
建
炎
二
年
杜
充
併
決
河
｡

雄
不
詳
其
所
在
.
旋
従
舵
還
T
十
年
曹
村
決
河
歌
道
｡
則
河
不
由
汚

両
人
洞
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
｡

tJ

㊥
こ
の
園
は
帝
国
阜
昌
七
年

(
金
天
骨
十
四
年
､
宋
紹
讐

八
年
'

7

1
三
六
年
)
四
月
に
刻
せ
ら
れ
た
も
の
で
'
同
年
十
月
刻
せ
ら
れ

た
撃
夷
問
と
ゝ
も
に
西
安
碑
林
中
に
在
-
'
現
存
支
那
地
間
中
最

古
の
も
の
と
し
て
麗
親
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
こ
の
樹
に
あ
ら
ほ
れ
て

ゐ
る
河
道
は
､
何
時
頃
の
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
に
な
し
得
な

い
が
､
本
編
に
論
じ
て
ゐ
る
時
代
に
最

も
近
-
且
精
確
な
他
国
で

あ
る
と
い
ふ
意
味
で
掲
げ
て
お
い
た
｡
原
拓
の
寓
虞
で
は
鮮
明
を

駅
-
の
で
t

C
havannes,t.
Le
s
d
e
ux
ptus
an
c
ie
n
s

s
p
6
C
･

im

e
n
s

d
e

]a

c
a
r
tog
r
a
p

h

i
e

c
h
h
o
･:se
"

(
B
lこ
e
ti
n
d
e

L
.
E
coleF
r
a
n
g

ai
se
D
.
E
x
trenile
o
rienこ
I
l

t
9
0
3
)
併
載
の

/
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本
に
操
っ
た
.

⑳
天
骨
凶
年
(靖
寧
冗
年
)
正
月
金
軍
は
宋
都
押
京
を
攻
め
'
巾
山
'

河
問
､
大
原
三
鏡
の
割
議
を
約
せ
し
め
て
撤
兵
し
た
が
'
宋
に
於

て
は
之
を
履
行
せ
ず
､
却
っ
て
金
闘
内
に
内
乱
を
誘
斐
せ
ん
と
企

て
た
の
で
､
金
軍
大
に
培

-
､
こ
の
年
十

1
月
再
び
汀
京
を
攻
囲

し
た
(
本
誌

一
ノ
六
拙
稿
参
照
)｡
乗
に
於
て
は
大
に
僧
れ
'
黄
河

以
北
の
地
を
割
-
こ
と
を
的
し
た
の
で
あ
る
｡
弔
伐
鎗

(
四
部
叢

刊
三
編
)
下

｢
先
主
輿
河
北
河
束
勅
｣
に
は

鷹
葺
河
見
今
続
行
以
北
州
府
｡
並
仰
開
門
藤
子
大
金
｡

と
い
ひ
､
割
藤
の
州
府
を
載
せ
､
河
北
路
に
於
で
は

蒋
州
､
衛
州
､
相
州
､

磁
州
ー
拓
州
､
邪
州
'

避
州
､

虞
定

府
'
中
山
麻
､
永
寧
軍
､
探
州
'
析
州
､
北
平
軍
､
河
開
府
'

英
州
'
安
粛
軍
'
傾
安
軍
'
虞
信
軍
､
堆
州
'
保
定
軍
､
信
安

軍
'
保
州
､
覇
州
｡

と
あ
る
｡
同
書
次
項
の

｢
枢
密
院
告
諭
繭
路
指
揮
｣
に
は
そ
の
ほ

か
に

｢
永
静
軍
､
葦
州
'
恩
州
'
育
州
｣
を
加

へ
て
ゐ
る
が
､
こ

の
方
が
正
し
い
｡

⑪
乗
で
は
割
地
の
ほ
か
に
歓
宗
の
梓
官
'
皇
太
后
の
返
選
を
求
め
て
･

ゐ
る
が
'
金
側
に
於
て
は
之
を
返
す
つ
も
-
は
な
か
つ
た
｡
張
通

市
が
栄
に
催
し
た
時
に

｢
発
揮
河
南
地
｡

徐
議
僚
串
｣
(
零
線

1

二
四
.
十
二
月
丙
子
偉
)と
い
っ
て
滞
る
の
で
も
判
る
｡

(昭
和
十
二
年
三
月
77.7十

7
日
)

｢
我
が
国
に
敬
け
る
占
婆
衷
研
究
の
硯
aS
J
(
輔
諾

酢

)

(
質
)
(
段
)
(
行
)

(
誤
)
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1日 lllllH I
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刀迦問
題

M
a
r
y
?
p
o
√
,

e
p
am
a

E
rだ

い
は
る

決
定
す
る
｡

達
を
適
と

C
e
i

正
し

い
か

達
郎
ち
蓮

(
正
)

カ迦問
題

M
a
la.t･o

･po】y･

C

a
m

p

:
.

I

鮎
il
mいは

れ
る

決
定
す
る
､

達
を
蓮
と

e
e
L

正
し
い
か
を

達
郎
ち
連
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No
uv
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h
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く
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a
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c
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