
綬
遠
事
件
と
西
北
抗
日
情
勢
の
新
展
開

寺

康

映

雄

目

次

は

じ

め

に

一
絵
遠
事
件
の
特
色
に
つ
い
て

二
援
綴
運
動
と
図
民
政
府
の
劉
態

三
「
西
北
轡
導
」
か
ら
み
た
絵
遼
問
題

四
険
北
紅
軍
の
動
向
と
綴
遠
事
件

む

す

び
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は

じ

め

西
安
事
件
直
前
の
一
九
三
六
年
十
一
月
に
お
こ
っ
た
緩
遠
事
件
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
日
本
が
着
手
し
た
内
蒙
工
作
の
最
後
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
そ
の
も
の
は
日
本
が
そ
れ
ま
で
に
賞
施
し
た
大
陸
侵
略
工
作
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
未
熟
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た

西
安
事
件
の
勃
護
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
末
は
中
途
半
端
に
彩
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
が
日
中
全
面
戦
争
の
開
始
を
目
前
に
し
た

緊
迫
し
た
朕
況
の
な
か
で
お
こ
っ
た
こ
と
は
、
中
圏
全
瞳
に
大
き
な
反
響
と
抵
抗
を
よ
び
お
こ
し
た
。
も
し
西
安
事
件
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

こ
の
と
き
す
で
に
日
中
間
の
戦
端
が
聞
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
の
も
嘗
然
で
あ
っ
た
。
と
く
に
険
西
恥
甘
粛
・
寧
夏
省
な
ど
緩

53 
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遠
・
内
蒙
に
隣
接
す
る
西
北
地
匡
の
政
治
・
軍
事
情
勢
に
あ
た
え
た
影
響
は
分
く
な
か

っ
た
。
こ
こ
で
は
経
連
事
件
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
の

が
目
的
で
は
な
く
、
事
件
を
め
ぐ
っ
て
西
北
地
区
に
お
け
る
抗
日
情
勢
と
の
関
連
を
考
察
す
る
が
、
一
腰
、
最
初
に
提
遠
事
件
の
特
色
に
つ
い

て
若
干
の
貼
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
W

緩
遠
事
件
の
特
色
に
つ
い
て

日
本
の
内
蒙
工
作
は
さ
か
の
ぼ

っ
て
辛
亥
革
命
の
頃
に
は
じ
め
て
具
佳
化
し
、
満
洲
園
建
園
以
後
は
主
と
し
て
熱
河
作
戦
を
起
黙
と
し
て
土

肥
原
・
秦
徳
純
協
定
を
へ
て
西
部
内
蒙
古
に
た
い
す
る
工
作
が
本
格
化
し
、
三
五
年
十
二
月
に
は
、

い
わ
ゆ
る
察
東
事
件
を
ひ
き
お
こ
し
中
園

側
と
の
緊
張
を
急
速
に
深
め
て
い

っ
た
。
そ
し
て
翌
三
六
年
十
一
月
、
関
東
軍
に
後
お
し
さ
れ
た
蒙
古
軍
の
部
隊
が
将
遠
省
東
部
に
侵
入
し
、

こ
れ
に
た
い
し
て
緩
遠
省
主
席
侍
作
義
は
直
に
臨
戦
し
て
こ
の
部
隊
を
撃
滅
し
、

さ
ら
に
す
す
ん
で
内
蒙
の
重
要
都
市
で
あ
る
百
霊
廟
を
占
領

- 54-

す
る
と
い
う
事
件
に
設
展
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
綬
遠
事
件
の
直
接
の
護
想
は
、
同
三
六
年
一
月
に
関
東
軍
参
謀
部
が
作
成
し
た
「
劉
蒙
(
西
北
〉
施
策
要
領
(
案
吋
」
に
も
と
づ
き
、

月
に
こ
れ
を
本
決
定
と
し
て
直
に
こ
れ
を
賀
行
に
移
す
た
め
、
関
東
軍
板
垣
参
謀
長
の
承
認
の
も
と
で
第
二
課
(
課
長
、
武
藤
章
〉
が
蒙
古
軍
の 四

編
成
に
首

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
七
月
に
は
板
垣
参
謀
長
・
武
藤
課
長
・
田
中
隆
吉
・
田
中
久
の
各
参
謀
が
徳
化
で
合
議
し
た
結
果
、
内

蒙
工
作
の
積
極
論
者
で
あ

っ
た
田
中
隆
吉
中
佐
が
内
蒙
特
務
機
関
長
を
か
ね
て
寅
際
に
緩
遠
作
戦
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た。

，し
か
し
こ
の
よ
う
な
関
東
軍
の
内
蒙
謀
略
工
作
に
た
い
し
て
陸
軍
中
央
と
し
て
は
決
し
て
正
式
の
承
認
を
あ
た
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

@
 

た
。
す
な
わ
ち
陸
軍
と
し
て
は
三
六
年
一
月
の
「
第
一
次
北
支
那
慮
理
要
綱
」
に
お
い
て
支
那
駐
屯
箪
に
た
い
し
「
封
内
蒙
工
作
は
其
範
囲
を

概
し
て
外
長
城
線
以
北
に
限
定
し
且
東
部
綬
遠
四
蒙
旗
の
地
域
に
波
及
せ
し
め
ざ
る
も
の
と
す
」
と
決
定
し
て
い
た
。
ま
た
関
東
軍
が
作
成
提

示
し
た
さ
き
の
「
劉
内
蒙
施
策
要
領
」
に
た
い
し
陸
軍
中
央
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
示
を
あ
た
え
て
い
た
。

第

一

方

針



f

緩
遠
省
南
部
並
寧
夏
方
面
に
劃
す
る
施
策
は
北
支
工
作
と
の
関
係
等
に
鑑
み
主
と
し
て
支
那
駐
屯
軍
之
に
任
、
ず
る
も
の
と
す

J

第

要
綱

て
関
東
軍
の
行
ふ
内
蒙
軍
政
府
の
指
導
は
穏
密

E
内
面
工
作
に
擦
り
主
と
し
て
特
務
機
闘
を
通
じ
寅
施
し
、
最
少
限
の
白
人
顧
問
圏
等
を
し

て
之
を
輔
佐
せ
し
む
る
も
の
と
す

七
、
関
東
軍
の
指
導
す
る
軍
政
府
管
轄
匡
域
と
翼
祭
政
務
委
員
舎
、
経
遠
省
、
外
蒙
古
等
と
の
紛
争
慮
理
に
閲
し
て
陸
軍
中
央
部
の
指
示
を
受

@
 

陸
軍
省
決
定
「
封
内
蒙
施
策
賓
施
要
領
」

く
る
も
の
と
す

す
な
わ
ち
陸
軍
中
央
は
三
五
年
の
華
北
分
離
工
作
の
謀
略
を
め
ぐ
っ
て
現
地
の
天
津
軍
と
関
東
軍
と
の
聞
に
封
立
・
確
執
が
生
じ
た
た
め
、

こ
れ
以
後
、
華
北
の
謀
略
に
つ
い
て
は
天
津
軍
を
嘗
ら
し
め
、
関
東
軍
に
つ
い
て
は
そ
の
活
動
を
長
城
線
以
北
に
限
定
し
、
ま
た
そ
の
内
蒙
工

作
の
方
法
に
も
一
定
の
制
限
を
加
え
、
関
東
軍
の
暴
走
を
い
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
華
北
で
の
行
動
を
封
じ
ら
れ
た
関
東
軍
は
、

@
 

以
後
主
と
し
て
そ
の
内
蒙
工
作
に
そ
の
姿
が
ク

?
lズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、
三
六
年
一
月
に
着
想
さ
れ
十
一
月
に
勃
裂
し
た
一
連

の
閥
東
軍
に
よ
る
劃
内
蒙
謀
略
工
作
は
、
最
初
か
ら
中
央
の
意
固
に
反
し
、
中
央
の
制
限
を
は
る
か
に
超
え
る
濁
断
的
行
動
で
あ
っ
た
と
い
え

- 55-

ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
緩
遠
事
件
の
第
一
の
重
要
な
特
色
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
関
東
軍
の
濁
断
行
震
に
た
い
し
て
中
央

が
質
質
的
に
暗
黙
の
諒
解
を
あ
た
え
る
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
「
中
央
と
し
て
は
関
東
軍
支
那
通
謀
略
家
の
安
全
排
と
し
て
提
供
せ
る
も
の
」

、
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
遠
工
作
の
第
二
の
特
色
は
閥
東
軍
が
立
案
計
劃
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
寅
際
は
内
蒙
工
作
積
極
涯
で
あ
る

田
中
隆
士
口
参
謀
に
よ
る
個
人
的
な
謀
略
工
作
の
性
格
が
強
く
、
ー
関
東
軍
と
し
て
直
接
こ
の
工
作
に
積
極
的
な
援
朗
を
あ
た
え
た
と
は
い
え
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
関
東
軍
と
し
て
は
、
こ
の
事
件
に
た
い
し
て
若
干
の
兵
器
、

戦
車
を
あ
た
え
、
飛
行
機
(
満
洲
航
空
株
式
曾
吐
〉
を
出
動
さ
せ
た

こ
と
は
事
寅
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
中
園
入
に
日
本
。の
侵
略
意
園
を
強
く
印
象
づ
け
た
こ
と
は
後
に
の
ベ
る
逼
り
で
あ
る
が
、
一
方
、
関
東
軍

全
瞳
と
し
で
は
直
接
こ
れ
に
関
係
し
な
か
っ
た
こ
と
も
事
責
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
豪
古
カ
イ
ラ
イ
寧
を
利
用
す
る
個
人
的
あ
る
い
は
関
東
軍

第
二
課
限
り
の
秘
密
謀
略
の
域
を
出
る
も
の
で
は
一な
か
っ
た
y

十
二
月
六
日
、
上
海
護
の
「
海
軍
情
報
部
記
録
L

で
は
「
今
回
内
蒙
軍
の
行
動

55 
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に
は
我
天
津
・
関
東
軍
共
に
直
接
の
援
助
な
く
、
従
来
内
蒙
工
作
と
し
て
扶
翼
し
来
れ
る
結
果
と
し
て
相
営
精
鋭
な
る
武
器
と
飛
行
機
参
加
の

⑥
 

外
、
若
干
の
特
殊
工
作
員
の
指
導
あ
る
程
度
の
如
く
云
々
」
と
報
告
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
謹
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

経
由
場
事
件
の
第
三
の
特
色
は
、
こ
の
謀
略
工
作
に
つ
か
わ
れ
た
蒙
古
カ
イ
ラ
イ
部
陵
の
素
質
が
き
わ
め
て
悪
く
、
寄
せ
集
め
の
軍
陵
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
駐
満
海
軍
部
の
「
察
暗
爾
方
面
観
察
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
李
守
信
部
隊
の
「
募
兵
に
は
相
嘗
の
困
難
を
感
じ
、
熱
河
省
内
蒙

喝

族
よ
り
も
か
り
集
め
、
又
満
洲
園
匪
賊
を
改
繁
せ
る
も
の
も
少
数
あ
り

」
「
見
方
に
よ
り
で
は
規
格
に
か
ま
は
ず
集
め
ら
れ
る
も
の
を
集
め
頭

①
 

数
を
揃
へ
た
る
も
の
な
り
武
器
は
関
東
軍
に
て
世
話
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
相
嘗
の
恰
好
を
整
へ
あ
り
L

と
報
告
さ
れ
、
ま
た
上
海
護
「
海
軍

情
報
部
記
録
」
で
は
「
李
守
信
の
部
隊
は
梢
々
戦
闘
力
を
有
す
る
も
王
英
、
包
悦
卿
等
の
部
隊
は
:
・
:
:
:
所
謂
匪
軍
に
類
す
る
も
の
大
多
数
な

@
 

り
、
其
他
内
蒙
土
着
箪
の
多
く
は
訓
練
乏
し
く
質
践
の
経
験
な
き
震
戦
闘
力
な
し
と
云
は
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
「
目
下
の
情
勢

@
 

よ
り
観
察
す
る
に
内
蒙
箪
は
有
力
な
る
満
洲
軍
或
は
皇
軍
の
援
助
な
き
限
り
所
期
の
目
的
達
成
不
可
能
な
る
如
く
」
と
結
論
し
、
緩
遠
謀
略
工

経
遠
事
件
が
結
局
、
十
一
月
二
十
四
日
経
遠
省
主
席
停
作
儀
に
よ
る
百
霊
廟
占
領
、

敗
、
一
部
部
隊
の
反
飽
と
い
う
内
蒙
軍
お
よ
び
関
東
軍
首
局
に
と

っ
て
は
甚
だ
不
本
意
な
事
態
に
お
ち
い

っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
、
関
東
軍
内

部
で
は

一
部
に
出
兵
論
が
で
た
が
「
中
央
ノ
方
針
ニ
ヨ
リ
現
紋
以
上
積
極
的

ニ
出
ラ
レ
ズ
」
ま
た
「
閥
外
出
兵
ニ

救
裁
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
勿
論
ナ

⑪
 

リ
ト
シ
如
何
ニ
結
果
ヲ
導
ク
ベ
キ
カ
ニ
付
テ
苦
慮
」
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
突
如
、
西
安
事
件
が
護
生
し
、
こ
の
大
事
件
に
世
界

つ
づ
い
て
十
二
月
四
日
金
甲
山
部
陵
四
千
名
の
反
撃
失

- 56ー

作
の
失
敗
を
議
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
耳
目
が
集
中
し
て
い
る
聞
に
、
関
東
軍
は
事
態
を
有
耶
無
耶
に
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
ん
だ
。

⑪
 

問
題
ハ
差
嘗
リ
恰
好
良
キ
結
末
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
こ
の
事
件
は
陸
軍
中
央
の
意
固
に
反
し
て
行
な
わ
れ
た
関
東
軍
の
濁
断
的
行
震
で
あ
り
、
し
か
も
闘
東
軍
一
参
謀
の
個
人
的
性
格
の

つ
よ
い
未
熟
な
謀
略
と
し
て
失
敗
す
べ
き
性
格
を
最
初
か
ら
も
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
西
安
事
件
の
勃
震
に
よ
っ
て
緊
迫
し

た
日
中
開
戦
の
危
機
が
間
一
髪
で
延
引
さ
れ
た
。
結
局
、
日
本
の
大
陸
工
作
と
し
て
は
何
の
う
る
と
こ
ろ
も
な
い
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反

つ
ま
り
西
安
事
件
の
勃
護
に
よ

っ
て
「
緩
遠



し
て
中
園
に
た
い
し
て
は
日
中
戦
争
の
切
迫
し
た
情
況
と
く
に
嘗
時
の
西
北
地
匡
に
お
け
る
抗
日
情
勢
の
新
し
い
展
開
に
た
い
し
て
重
大
な
影

響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
1

以
下
、
そ
の
貼
を
め
ぐ
っ
て
「
西
北
構
導
L

に
あ
ら
わ
れ
た
論
調
の
推
移
と
、
長
征
を
へ
て
快
北
に
集
結
し

た
直
後
の
中
共
の
動
向
を
中
心
と
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。
そ
の
ま
え
に
ま
ず
一
般
の
中
園
人
や
園
民
政
府
は
、

L
Hの
事
件
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
反
腰
を
示
し
た
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

援
緩
運
動
と
園
民
政
府
の
封
雇

嘗
時
の
外
務
省
出
先
機
関
か
ら
の
電
文
は
、
こ
の
事
件
に
た
い
す
る
各
地
の
新
聞
論
調
や
一
般
輿
論
の
動
向
を
紹
介
分
析
し
て
中
央
に
報
告

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
関
東
軍
や
日
本
政
府
が
い
か
に
捧
明
し
よ
う
と
も
、
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
彼
ら
の
勢
力
が
巌
然
と
存
在
し
、
今

や
「
日
本
ハ
途
ニ
m
M
面
デ
脱
キ
捨
テ
大
陸
侵
略
ノ
正
盟
ヲ
現
ハ
シ
来
レ
ル
」
も
の
と
し
、
「
備
軍
(
蒙
古
軍
〉
ノ
緩
遼
侵
略
ハ
日
本
ノ
大
陸
政
策
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遂
行
ニ
ア
リ
先
ツ
綬
東
ヲ
窺
ヒ
更
-
一
内
蒙
古
ヲ
併
呑
シ
中
園
ノ
支
配
擢
ヲ
獲
得
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
・
:
:
:
:
今
次
ノ
積
極
的
緩
遠
進
出
ハ
外
交

@
 

上
偶
然
ノ
副
作
用
ニ
ア
ラ
ス
」
と
み
て
、
経
遠
進
出
を
決
し
て
偶
護
的
な
も
の
と
考
え
ず
、
日
本
の
大
陸
政
策
遂
行
の
な
か
で
と
ら
え
た
の
は

嘗
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
情
況
下
に
お
い
て
は
「
綬
東
問
題
ハ
寅
ニ
日
支
衝
突
ノ
導
火
線
ナ
リ
云
々
ノ
読
ヲ
ナ
ス
者
多
シ
」
と
し

て
日
中
聞
の
戦
争
に
護
展
す
る
可
能
性
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
事
件
を
一
般
に
「
園
家
存
亡
の
分
岐
貼
」

「
支
那
民
族
生
存
ノ
震
ノ
血

戦
ノ
序
幕
ナ
リ
」
と
き
わ
め
て
重
大
観
し
た
の
で
あ
る
。

経
遠
事
件
に
た
い
す
る
中
園
側
の
こ
の
よ
う
な
評
債
は
、

日
本
の
東
北
占
領
か
ら
ひ
き
つ
づ
く
華
北
特
殊
工
作
の
歴
史
的
経
過
か
ら
み
て
嘗

然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
各
地
か
ら
の
電
文
の
な
か
で
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
十
一
月
十
八
日
贋
東
設
、
中
村
組
領
事
の
報
告
旬
、

「
園
華
報
」
の
記
事
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
緩
遠
事
件
を
日
本
の
大
陸
政
策
の
な
か
で
と
ら
え
た
具
瞳
的
な
記
事
と
し
て
注
目

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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「
某
園
ハ

ハ
円
蒙
古
占
領
ニ
依
リ
大
陸
政
策
ヲ
達
成
セ
ン

ト
シ
同
蘇
聯
ト
中
園
漫
境
ト
ノ
連
絡
ヲ
遮
断
セ
ン
ト
シ
伺
耗
東
地
方
ノ
奥
地
ハ
英
米
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ノ
注
意
ヲ
惹
カ
ス
自
由
ニ
一
議
食
シ
得
帥
蒙
古
自
治
ノ
美
名
-
一
依
リ
園
際
的
非
難
ヲ
避
ケ
得
へ
シ
ト
思
考
シ
テ
葱
-
一
一
桜
遠
ヲ
窺
ヒ
タ
リ
伺
テ
中
央

政
府
ハ
寅
力
ヲ
以
テ
蒙
匪
ノ
緩
遠
侵
入
ヲ
阻
止
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
卒
緩
沿
線
及
山
西
、
快
西
ノ
奥
地
モ
河
北
ト
同
一
ノ
運
命

一
陥
ル
ヘ
シ
」

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
緩
遠
事
件
の
護
生
を
日
本
の
西
北
地
匿
か
ら
す
る
大
陸
侵
入
計
劃
の
な
か
で
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は

次
節
で
と
り
あ
げ
る
「
西
北
期
間
導
」
の
な
か
で
よ
り
一
一
層
具
鐙
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
輿
論
の
も
と
に
全
圏
各
地
に
お
い
て
は
義
摘
金
の
募
集
、
慰
問
運
動
等
慶
汎
な
援
緩
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

日
本
の
華
北
分
離
工
作
に
封
抗
し
て
結
成
さ
れ
た
全
園
皐
生
救
園
連
合
舎
、
全
圏
各
界
救
園
連
合
舎
等
の
積
極
的
な
抗
日
活
動
や
、
新
聞
言
論

機
関
の
宣
停
、
世
論
喚
起
、
さ
ら
に
園
民
政
府
の
抗
日
へ
の
鼓
吹
援
助
等
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
運
動
が
放
舘
業
者
、
娯

祭
場
、
大
商
庖
よ
り
市
営
貧
民
住
宅
等
の
全
く
の
下
層
民
衆
か
ら
、
極
端
な
例
と
し
て
は
監
獄
囚
人
に
い
た
る
ま
で
波
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が

⑭
 

報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
は
あ
く
ま
で
も
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
ハ
抗
日
剃
匠
ヲ
以
テ
ス
ベ
ク
」

'
し
、
こ
の
蓮
動
を
園
民
黛
の
統
制
下
に
お
く
こ
と
を
企
聞
し
た
。
そ
れ
は
援
緩
運
動
の
高
揚
に
よ

っ
て
運
動
の
主
導
権
が
共
産
禁
に
掌
握
さ
れ

ら
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
全
園
的
全
階
層
的
な
援
緩
運
動
に
た
い
し
て
園
民
政
府
は
、
こ
の
事
件
を
利
用
し
て
民
族
的
危
機
感
を
あ
お
り
な
が

「
中
央
訓
令
ニ
ヨ
リ
援
緩
運
動
ノ
宣
惇

ニ
努
力
ス
ヘ
シ
」
と
傍
達
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る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

「援
緩
義
摘
金
運
動
ハ

元
々
抗
日
救
園
舎
ノ
主
宰

-
一
テ
計
劃
セ
ラ
レ
居
タ
ル
握
、

同
運
動

⑬
 

ヲ
救
闇
舎
一
波
ニ
委
ネ
ル
ト
キ
ハ
抗
日
気
勢
一
層
盛
ト
ナ
リ
事
態
盆
々
悪
化
ス
ル
倶
ア
ル
ヲ
以
テ
」
、
上
海
で
は
「
財
界
有
力
者
協
議
ノ
上
、

市
商
曾
・
地
方
協
曾
及
赤
十
字
組
曾
ノ
三
園
盟
ヲ
聯
合
シ
テ
緩
遠
剃
匠
慰
第
救
護
委
員
曾
ヲ
組
織
シ
杜
月
笠

・
虞
沿
卿
:
:
:
等
凡
ユ
ル
財
界
有

⑮
 

力
者
ヲ
委
員
-
一
奉
ケ
」
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
運
動
か
ら
救
園
舎
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
園
民
政
府
の
中
央
新
聞
検
査
慮
で
は
、
新

聞
や
言
論
界
の
緩
遠
事
件
に
た
・い
す
る
自
由
な
批
判
を
制
限
す
る
た
め
「
綬
遠
事
件
-
一
割
ス
ル
皐
生
其
他
ノ
民
衆
運
動
ノ
記
事
ハ
此
際
検
査
虚

⑪
 

ニ
一一
於
テ
巌
重
ナ
ル
検
査
ヲ
加
へ
中
央
ノ
統
一
ヲ
破
リ
或
ハ
星
生
ヲ
煽
動
シ
文
ハ
共
産
禁
-
一
利
用
セ
ラ
ル
ル
カ
如
キ
記
事
ノ
護
表
ヲ
巌
禁
ス
」
と



⑮
 

の
訓
令
を
裂
し
た
。
こ
れ
は
「
昨
年
以
来
ノ
皐
生
運
動
ニ
手
ヲ
爆
キ
タ
ル
中
央
政
府
カ
此
際
共
産
黛
-
一
利
用
セ
ラ
ル
ル
ヲ
恐
レ
テ
ノ
用
意
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
緩
遠
事
件
を
端
と
し
て
再
び
北
京
を
は
じ
め
天
津
・
上
海
に
お
い
て
畢
生
を
中
心
と
す
る
抗
日
宜
俸
の
デ
モ
が
激
し
く
展
開
L

た
が
、
と
く
に
十
二
月
十
二
日
、
北
京
で
三
千
名
の
皐
生
が
翼
察
政
権
成
立
一
周
年
に
嘗

っ
て
行
な
っ
た
デ
モ
に
た
い
し
℃
警
官

・
歩
兵
部
隊
‘

を
出
動
さ
せ
て
、
こ
れ
を
鎮
座
し
数
十
名
を
逮
捕
す
る
と
い
う
行
動
に
出
た
。
こ
の
よ
う
に
園
民
政
府
が
緩
遠
事
件
に
た
い
し
て
と
っ
た
態
度

は
、
一
貫
し
て
今
ま
で
の
安
内
援
外
、
抗
日
剃
匪
と
基
本
的
に
は
襲
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
た
の
は
緩
遠
事
件
が
護
生
し
た
十
二

月
二
十
三
日
の
「
抗
日
七
君
子
」
の
逮
捕
で
あ
り
、
さ
ら
に
上
海
・
青
ー島
の
日
本
紡
績
舎
祉
に
お
け
る
約
十
蔦
の
第
働
者
が
行
な
っ
た
ス
ト
ラ

イ
キ
に
た
い
す
る
弾
藍
で
あ
っ
た
。

経
遠
事
件
と
「
西
北
構
導
」
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つ
ぎ
に
日
本
の
緩
遠
侵
入
お
よ
び
緩
遠
事
件
に
た
い
す
る
中
園
人
の
考
え
方
や
反
躍
を
地
域
的
に
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
西
北
地
匿
を
中

心
に
し
て
考
察
し
た
い
が
、
そ
の
た
め
嘗
時
の
西
安
で
護
行
さ
れ
た
「
西
北
穣
導
」
の
論
説
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ら
論
説
の
多
く
は
、
東
北
地
方
を
す
で
に
手
中
に
お
さ
め
今
や
華
北
の
大
部
に
勢
力
を
扶
植
し
た
日
本
が
、
つ
ぎ
に
侵
略
の
針
象
と
す

⑮
 

る
の
は
必
ず
西
北
地
区
で
あ
る
こ
と
を
多
く
の
誼
接
を
あ
げ
て
橡
言
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
私
貨
深
入
西
北
」
(
第
八
期
導
言
)
、
李
承
翁
「
閥

1

於
西
北
走
私
」
(
第
十
一
期
サ
で
は
、
葉
東
貿
易
に
よ
る
経
済
侵
略
が
す
で
に
西
北
地
方
に
深
く
入
り
こ
み
、
軍
閥
割
操
に
よ
っ
て
経
済
的
護
展

が
お
く
れ
た
こ
の
地
方
で
は
、
ー
こ
の
た
め
商
工
業
が
破
産
し
農
民
の
生
活
程
度
が
極
度
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
現
肢
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
日
本
製
品
は
青
島
か
ら
天
津
を
へ
て
西
安
・
威
陽
等
の
都
市
に
多
量
に
蓮
ば
れ
、
そ
れ
ら
の
都
市
で
は
商
品
の
六
割
が
密
職
の
日
本
製

品
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
甘
粛
地
方
深
く
蘭
州
に
ま
で
及
び
、
こ
こ
で
は
「
中
山
市
場
二
百
軒
の
商
庖
及
び
市
内
の
綿
布

商
・
海
産
物
庖
に
は
ほ
と
ん
ど
園
貨
を
み
ず
、
入
造
赫
製
品
ト
綿
製
品
や
海
産
物
な
ど
大
部
分
が
日
本
酎
粧
品
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

59 
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ま
た
三
十
六
年
に
な
っ
て
満
鎖
社
員
な
ど
の
経
済
視
察
員
、
武
官
、
外
交
官
な
ど
の
西
安
各
地
へ
の
来
訪
が
日
と
と
も
に
急
増
し
、
最
近
四

カ
月
間
で
六

O
徐
人
が
数
え
ら
れ
る
が
、
満
鎖
社
員
の
西
北
地
方
視
察
は
「
満
載
を
以
て
西
北
経
済
を
支
配
せ
ん
と
す
る
野
心
」
を
明
か
に
す

る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
外
交
官
の
大
牢
が
寧
夏
・
蘭
州
に
ゆ
き
、
こ
の
地
方
に
特
務
機
闘
を
お
き
無
電
を
装
備
し
て
い
る
の
は
「
寧
夏
省

-
甘
粛
省
が
す
で
に
日
本
の
今
後
の
侵
略
劃
象
と
な
っ
た
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
日
本
の
行
動

が
日
に
日
に
露
骨
に
な
り
買
に
軽
視
す
る
に
忍
び
な
い
」
情
勢
に
な
っ
た
こ
と
は
「
日
本
の
西
北
に
た
い
す
る
侵
略
政
策
が
す
で
に
積
極
的
に

な
り
危
亡
の
機
が
眉
臆
に
迫

っ
た
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
断
じ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
日
本
が
西
北
地
方
を
侵
略
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、

論
文
で
は
六
つ
の
根
擦
を
あ
げ
て
詳
論
し
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
つ
ぎ
の
、
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

朱
北
峯
「
西
北
往
何
慮
去
?
」
(
第
十
一
脚
〉
の

付

日
本
帝
圏
主
義
は
全
中
闘
を
完
全
に
併
呑
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
が
、

そ
の
侵
略
の
段
階
は
大
鐙

東
か
ら
西
へ
、

北
か
ら
南
へ
と
準

← 60 -

む
、
す
な
わ
ち
ま
、
ず
朝
鮮
か
ら
は
じ
ま
っ
て
西
へ
進
ん
で
満
州
、
さ
ら
に
南
進
し
て
華
北
を
占
領
し
た
現
在
、
華
北
か
ら
西
進
し
て
西
北
地
方

へ
向
う
。
今
や
第
一
段
階
(
朝
鮮
〉
と
第
二
段
階
(
満
洲
〉
が
完
成
し
、
第
三
段
階
(
華
北
〉
が
す
で
に
八
割
を
完
成
し
た
今
日
、
第
四
段
階
で

あ
る
西
北
地
方
を
占
領
す
る
こ
と
は
必
然
の
要
求
で
あ
る
。

(斗

日
本
帝
国
主
義
が
す
で
に
手
中
に
牧
め
た
華
北
の
地
盤
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
す
す
ん
で
西
北
地
方
を
併
呑
し
な
け
れ
ば
や
ま
な

し、。

日
本
が
中
園
北
部
を
侵
略
し
た
主
な
目
的
は
ソ
連
に
封
抗
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
も
し
中
園
の
西
北
地
方
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
蒙
古
を

包
囲
す
る
こ
と
も
、
新
彊
に
侵
略
す
る
こ
と
も
、
シ
ベ
リ
ア
を
横
断
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
逆
に
ソ
連
が
新
彊
か
ら
東
へ
出
撃
す
る
危
険
性
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
ソ
連
を
征
服
す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
外
蒙
古
を
征
服
す
る
た
め
に
は
必
ず
西
北
地
方
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

同ら
な
い
。

帥

日
本
が
中
園
南
部
を
征
服
す
る
た
め
に
は
、
中
園
北
部
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

っ
て
、
必
ず
慶
大
な
西
北
地
方
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら



p

h
i
h

、。

ゃ
ね
し

伺
西
北
地
方
は
中
園
で
は
ま
だ
慮
女
地
で
あ
っ
て
、
新
彊
に
一
部
ソ
連
の
勢
力
が
入
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
省
に
は
外
園
の
特
殊
勢

力
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
西
北
地
方
に
入
る
の
に
園
際
干
渉
を
顧
み
る
必
要
が
な
い
の
は
き
わ
め
て
好
都
合
で
あ
る
A

約

最
近
数
年
間
、

日
本
で
は
経
済
恐
慌
と
人
口
過
剰
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
西
北
地
方
は
満
洲
や
華
北
に
く
ら
べ
て
、

さ
ら
に
「
地
慶

人
稀
」
で
最
も
都
合
の
良
い
植
民
地
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
原
因
に
よ
っ
て
日
本
が
西
北
地
方
を
侵
略
す
る
こ
と
は
必
然
の
情
勢
で
あ
る
と
し
、

さ
ら
に
そ
の
具
睦
的
な
侵
略
計
劃
を
八

段
階
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
昨
年
(
一
九
三
五
年
〉
十
二
月
備
軍
李
守
信
部
隊
が
察
東
よ
り
緩
遠
に
侵
入
し
(
察
東
事
愛
)
、
ま
た
現

在
卒
緩
線
に
日
本
軍
人
が
出
渡
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
西
北
地
方
へ
の
侵
入
は
ま
ず
程
遠
地
方
か
ら
開
始
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
緩

遠
か
ら
寧
夏
へ
入
る
と
同
時
に
、
一
方
山
西
を
逼
っ
て
険
西
へ
侵
入
し
、
つ
い
で
緩
遠
・
険
西
か
ら
同
時
に
甘
粛
に
出
、
さ
ら
に
青
海
省
に
す

す
み
、
こ
こ
に
カ
イ
ラ
イ
政
擢
を
樹
立
し
、
つ
ぎ
に
新
彊
省
に
入
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
日
本
の
西
北
侵
略
計
劃
が
完
成
す
る
。
し
た
が
っ
て

緩
遺
問
題
は
寅
に
こ
の
計
劃
の
最
初
の
段
階
に
す
、
ぎ
な
い
。
九
・
一
八
事
饗
後
、
日
本
は
三
、
四
年
に
し
て
華
北
に
入
っ
た
が
、
現
在
の
日
本
企

の
や
り
方
は
決
し
て
こ
の
よ
う
に
緩
慢
で
は
な
く
、
華
北
を
完
全
に
手
に
入
れ
た
な
ら
ば
、
西
北
の
危
機
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
警
告
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
綬
遠
問
題
を
外
蒙
及
び
ソ
連
に
た
い
す
る
包
国
政
策
に
も
と
ず
く
日
本
の
西
北
侵
略
計
劃
の
一
環
と
し

地
方
に
お
け
る
中
園
人
の
共
通
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。

て
と
ら
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
西
北
穣
導
」
の
他
の
論
説
に
も
よ
く
み
ら
れ
、
こ
れ
が
緩
遠
問
題
に
た
い
す
る
、
と
く
に
西
北

@
 

た
と
え
ば
日
生
「
緩
東
問
題
」
(
第
十
六
期
)
に
「
有
職
の
土
は
某
園
の
考
え
方
が
内

ソ
連
南
方
の
聯
繋
を
遮
断
し
、

一
方
で
は
中
園
、

一
方
で
は
外
蒙
に
た
い
し
て
包
圏
の
形
勢
を
と

蒙
を
か
す
め
と
り
西
に
向

っ
て
遁
準
し
、
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り
、
以
て
中
部
シ
ベ
リ
ア
に
進
攻
す
る
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
某
園
が
必
ず
緩
遼
東
部
お
よ
び
そ
の
以
西
を

と
る
こ
と
は
す
で
に
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
論
者
の
「
再
論
経
東
問
題
」
(
第
十
七
払
に
お
い
て
も
同
様
の
考
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え
方
を
一
示
し
、
経
東
問
題
の
重
要
な
意
義
は
、
第
一
に
日
本
が
外
蒙
と
ソ
連
に
た
い
す
る
大
包
園
態
勢
を
つ
く
り
満
洲
北
部
に
た
い
す
る
軍
事

第
二
に
中
園
の
最
後
の
園
防
根
接
地
で
あ
る
西
北
地
方
の

一
撃
に
こ
れ
を
破
漉
せ
ん
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
緩
東
を
侵
略
し
さ
ら
に
西
北
に
進
む
こ
と
は
不
易
の
闘
策
で

あ
り
、
中
途
で
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

「
建
設
」
と

「
開
設
」

を
完
成
す
る
以
前

上
の
脅
威
を
減
少
す
る
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
日
本
の
西
北
侵
略
計
劃
の
目
的
は
、

買
は
最
初
に
あ
げ
た
閥
東
軍
の

「
劃
蒙
(
西
北
)
施
策
要
領
」

(
一
ニ
六
年
一
月
〉
の
内
容
と
全
く
一
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち

「施
策
要
領
」
第

一
、
方
針
の
項
に

「
軍
ハ
帝
園
陸
軍
ノ
情
勢
判
断

ニ
基
キ
劉
蘇
作
戦
準
備
ノ
魚
、
:
:
:
其
勢
力
(
徳
王
ノ
濁
裁
ス
ル
内
蒙
古
軍
政
府
)
ヲ
逐
次
支
那
西
域
地
方

ニ
蹴
大
シ
北
支
工
作
ノ
進
展
ニ
伴
ヒ
内

蒙
ヲ
シ
テ
中
央
ヨ
リ
分
離
自
立
ス
ル

ニ
至
ラ
シ
ム
:
・
:
其
成
果
事
グ
ル

ニ
従
ヒ
之
ヲ
根
接
地
ト
シ

テ
其
勢
力
ヲ
緩
遠

-一
扶
植
シ
衣
デ
外
蒙
古
及

青
海
、
新
彊
、
西
蔵
等

ニ
蹴
大
セ
ン

コ
ト

ヲ
期
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
、

一
般
指
導
の
要
領
の
航
空
に
関
す
る
項
で
「
満
洲
航
空

曾
枇
ヲ
シ

テ
:
:
:
百
霊
廟

・
経
遠

・
包
頭

・
寧
夏

・
阿
並
普
王
府
等

ニ
其
航
路
ヲ
確
保
セ
シ
メ
爵
シ
ウ
レ
パ
機
ヲ
看
テ
之
ヲ
青
海

-一
延
伸
セ
ン

コ
ト
ヲ
闇
ル
」
、
ま
た
織
道
及
港
問
に
関
す
る
項
で
「
蒙
古
自
治
勢
力
ノ
強
化
横
大

-一
伴
ヒ
鍛
道
敷
設
ノ
目
標
ハ
卒
経
線
ヲ
甘
粛

・
蘭
州
ヲ
経

テ
新
彊
及
西
臓

ニ
又
其
支
線
ヲ
庫
倫
方
面

ニ
延
長
シ
以
テ
貫
質
的
強
力
ナ
ル
劃
蘇
工
作
上
ノ
幹
線
ヲ
築
ク

ニ
ア
リ
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
案
は
最
初
に
、
も
ふ
れ
た
よ
う
に
陸
軍
中
央
部
の
承
認
を
へ
な
い
閥
東
軍
参
謀
部
の
濁
自
の
立
案
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
一
示
さ
れ
た
西
北
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侵
略
の
青
寓
員
は
前
掲
、
朱
北
峯
の
分
析
と
全
く

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
西
北
侵
略
が
ま
ず
経
遠
地
方
か
ら
開
始
さ
れ
る
と

い
う
預
言
も
、
間
も
な
く
緩
遼
事
件
に
よ
っ
て
明
白
な
事
買
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

今
や
「
経
連
の
存
亡
が
皐
に

一
省
の
存
在
の
み
で
な
く
、
全
民
族
の
存
亡
に
開
わ
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
現
在
川
こ
れ

に
た
い
し
て
ど
う
よ
う
な
行
動
が
必
要
と
さ
れ
る
か
。

@
 

専
蹴
〉
に
お
い
て
、

李
子
民
「
牧
復
東
北
H
保
障
華
北
H
輩
固
西
北
」
(第
十
八
期
、
九

・一

八
、
五
週
年
紀
念

西
北
地
方
は
今
や
中
園
最
後
の
園
防
の
根
接
地
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
民
族
復
興
の
出
設
勲
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
我
々
が
華
北
を
守
ら
ね
ば
東
北
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
西
北
を
固
め
な
け
れ
ば
華
北
を
保
障



す
る
こ
、と
が
で
き
な
い
。
」
い
い
か
え
る
と
寸
輩
周
西
北
、
才
能
保
障
華
北
、
保
障
華
北
‘
才
能
牧
復
東
北
L

係
に
あ
る
。
か
く
し
て
「
緩
東
問
題
が
我
々
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
西
北
地
方
の
土
地
と
主
権
を
保
守
す
る
と
い
う
一
黙
に
の
み
あ
る
の
で
は

な
く
て
、
華
北
を
保
障
し
東
北
の
失
地
を
牧
復
す
る
」
と
い
う
重
大
な
使
命
ーを
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
緩
還
問
題
が
一
地
方

こ
の
三
者
は
全
く
不
可
分
の
開

の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
中
圏
全
瞳
の
運
命
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
全
民
族
の
力
を
結
集
し
て
日
本
の
経
連
侵
出
に
嘗
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
質
現
す
る
に
は
園
民
黛
の
根
強
い
「
安
内
援
外
論
」
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
一

そ
の
貼
に
つ
い
て
緩
還
問
題
が
愈
々
急
を
告
げ
る
十
二
月
一
日
に
出
さ
れ
た
「
緩
遠
問
題
専
競
」
(
第
二
十
五
期
〉
所
載
の
王
飛
「
犠
牲
的
最

後
関
頭
」
で
は
、
「
統
一
的
連
合
救
亡
戦
線
を
建
て
、
具
瞳
的
な
力
量
と
民
族
戦
争
の
焔
に
よ
っ
て
敵
の
進
攻
に
答
え
る
」
こ
と
を
要
求
し
、

「
一
切
の
不
正
確
な
理
論
は
決
し
て
存
在
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
全
園
救
亡
戦
線
の
瑳
展
を
阻
止
し
て
い
る
ベ
テ

シ
の
議
論
と
し
て
唯
武
器
論
、
準
備
論
、
期
待
論
、
讃
書
救
園
論
を
あ
げ
、
民
族
の
危
機
が
焦
眉
の
急
に
迫
っ
て
い
る
今
日
「
欲
接
外
、
必
先

安
内
」
に
固
執
す
る
限
り
、
全
華
北
・
西
北
は
必
ず
敵
の
手
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
一
園
の
政
府
が
民
意
に
も
と
ず
い
て
建
て
ら

れ
て
い
る
以
上
、
政
府
は
必
ず
全
園
の
民
衆
が
欲
し
て
い
る
民
族
抗
敵
戦
争
を
護
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
緩
遠
事
件

に
よ
っ
て
今
ま
で
政
府
が
主
張
し
て
き
た
「
安
内
躍
外
」
の
論
理
に
た
い
す
る
破
産
を
宣
告
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
西
北
地
方
に
お
い
て
、
緩
遠
事
件
に
封
虚
す
る
た
め
安
内
に
先
立
つ
全
園
的
救
亡
戦
線
の
結
成
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
で

き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
西
北
潜
導
」
に
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
こ
の
教
亡
戦
線
の
結
成
に
つ
い
て
「
歴
史
地

理
上
、
ま
た
倫
理
上
、
特
殊
な
闘
係
を
も
っ
東
北
軍
が
園
土
回
復
の
工
作
上
、
特
別
な
任
務
と
作
用
を
も

っ
て
い
る
」
こ
と
を
の
ベ
、
彼
ら
の

抗
日
行
動
が
絶
射
に
正
し
い
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
直
に
全
力
を
あ
げ
で
抗
日
に
立
ち
上
る
こ
と
を
要
請
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
李
子
民
「
忽
様
打
回
老
家
去
?
」
(
第
二
十
二
期
、
十
一
月
一
日
)
で
は
「
彼
ら
東
北
軍
将
兵
の
抗
日
情
緒
と
抗
日
行
動
は
絶
劉
正
嘗
な
も
の
で

あ
り
、
将
来
、
史
買
は
必
ず
、
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そ
の
正
賞
な
こ
と
と
、
少
数
の
園
民
が
そ
の
こ
と
を
諒
解
し
な
い
こ
と
の
誤
り
を
謹
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
東
北

軍
は
統
一
の
破
壊
者
、
民
族
戦
線
の
素
範
者
で
は
な
く
て
、
逆
に
抗
日
戦
線
上
、
も
っ
と
も
堅
固
か
つ
犠
牲
的
な
、
力
あ
り
忠
勇
な
る
兵
士
で
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あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
林
光
漢
「
東
北
軍
将
士
鷹
奮
起
請
鰻
抗
敵
」
(
第
二
十
五
期
)
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
訴
え
た
。
「
敵
が
緩
東
を
奪

え
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
東
北
軍
は
必
ず
東
北
四
省
の
故
郷
と
さ
ら
に
隔
絶
し
て
し
ま
い
、
戦
略
上
で
緩
遠
・
チ
ャ
ハ
ル
か
ら
遼
東
・
熱
河
の

地
を
つ
く
有
利
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
。
」
し
た
が
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
は
嘗
面
の
事
態
が
、

た
ん
に
園
家
民
族
の
生
死
存
亡
の
問
題
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
同
時
に
東
北
軍
自
身
の
生
死
存
亡
の
開
顕
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
東
北
軍
全
鎧
の
将
兵
が
、
こ
の
現
賓
を
よ
く
認
識
、
把
握
し
、

た
だ
ち
に
起
ち
上
っ
て
抗
戦
に
志
願
す
る
よ
う
希
草
す
る
。
:
:
:
一
旦
、
経
遠
を
失
え
ば
事
責
上
、
君
た
ち
の

〈
打
回
老
家
去
的
掃
路
〉
を
断

ち
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
経
遠
事
件
を
契
機
と
し
て
、
今
ま
で
専
ら
剃
匠
に
従
事
し
て
い
た
東
北
軍
賂
兵
に
た
い
し
て
、
抗
日
に
起
ち
上
る
こ
と
を

強
く
要
求
し
、
そ
の
行
動
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
共
産
黛
に
よ
る
東
北
軍
将
兵
に
た
い
す
る
統
一
戦
線
結
成
へ
の
呼
び
か

け
、
あ
る
い
は
西
安
に
お
い
て
十
二
月
九
日
、
開
学
生
た
ち
が
行
な
っ
た
抗
日
要
求
の
デ
モ
と
正
に
符
節
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
は
抗
日
要
求
が
、
今
ま
で
の
園
民
黛
に
よ
る
剃
匪
一
漫
倒
の
ワ
ク
を
つ
き
破
っ
て
ゆ
く
園
民
的
輿
論
の
強
い
も
り
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上
り
が
あ
っ
た
の
で
る
る
。四

快
北
紅
軍
の
動
向
と
緩
遠
事
件

つ
ぎ
に
日
本
の
封
西
北
工
作
に
た
い
し
て
、
嘗
時
、
長
征
を
終
え
て
快
西
省
北
部
に
入
っ
た
紅
軍
の
動
向
と
、
経
遠
事
件
が
抗
日
民
族
統
一

戦
線
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
か
を
考
え
た
い
。

@
 

毛
海
東
の
ひ
き
い
る
第
一
軍
闇
第
一
方
面
軍
主
力
約
七
千
と
徐
海
東
の
ひ
き
い
る
第
二
五
軍
約
三
千
、
合
せ
て
約
一
寓
の
紅
軍
が
映
北
の
果

起
鎖
に
到
着
し
た
の
は
一
九
三
五
年
十
月
二
十
日
で
、
こ
れ
を
迎
え
た
の
は
、
こ
の
地
方
で
数
年
来
、
ソ
ビ
エ
ト
匿
建
設
に
努
力
し
て
き
た
劉

@
 

志
丹
の
ひ
き
い
る
約
一
高
の
部
陵
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
約
二
寓
の
紅
軍
が
三
五
年
中
に
快
北
根
強
地
に
集
結
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
そ
の
大
部
分
の
部
陵
は
翌
三
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
月
末
ま
で
の
聞
に
、
結
氷
期
に
入
っ
た
黄
河
を
数
カ
所
に
わ
た
っ
て
渡
渉
し
、
直
に



い
わ
ゆ
る
「
東
征
」
で
あ
る
。
こ
の
紅
軍
の
電
撃
的
な
山
西
侵
入
は
決
し
て
何
の
前
鯛
れ
も
な
く
突
如
と
し
て

、
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

賓
は

「
三
五
年
末
か
ら
共
産
黛
の
た
め
に
山
西
省
西
南
部
の
河
津
・
夏
鯨
・
狩
化
等
の
地
方
が
す
で
に
赤
化
せ

@
 

ら
れ
て
い
た
」
し
、
さ
ら
に
「
同
年
末
に
な
っ
て
は
盆
々
娼
肢
を
き
わ
め
、
黄
河
結
氷
期
以
後
、
山
西
危
し
と
随
分
喧
俸
さ
れ
、
・
:
:
・
今
日
の

@
 

山
西
侵
入
の
如
き
も
不
可
避
の
問
題
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
」
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
西
省
に
出
撃
を
開
始
し
た
。

と
こ
ろ
で
困
難
な
長
征
を
終
え
て
や

っ
と
快
北
に
着
い
た
紅
軍
が
、
新
し
い
根
接
地
で
充
分
な
休
養
と
補
強
を
と
る
間
も
な
く
、
引
き
つ
づ

@
 

中
園
共
産
黛
の
公
式
文
書
で
は
、

紅
軍
が
抗
日
救
園
の
目
的
を
貧
現
す
る
た

い
て
東
征
を
開
始
し
た
原
因
は
何
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

め
、
山
西
か
ら
河
北
あ
る
い
は
チ
ャ
ハ
ル
に
で
よ
う
と
し
、
閤
錫
山
に
協
力
を
よ
び
か
け
た
こ
と
に
た
い
し
、
彼
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
で

あ
る
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
長
征
中
に
北
上
抗
日
の
目
的
を
か
か
げ
、
抗
日
の
た
め
に
戦
略
上
有
利
な
地
域
に
入

っ
た
紅
軍
が
、
ま
ず
抗
日
寅
践
の

誠
意
を
示
す
必
要
性
を
痛
感
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
公
式
護
表
と
は
別
に
、
嘗
時
の
紅
軍
に
は
、
か
か

る
行
動
に
出
で
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
有
力
な
理
由
と
し
て
は
第
一
に
挟
北
地
区
に
お
け
る
物
質
的
経
済
的

飲
乏
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
紅
軍
が
長
征
を
終
え
て
は
じ
め
て
快
北
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
き
、
南
京
で
は
「
赤
軍
も
つ
い
に
地
獄
に
落

@
 

ち
た
か
、
あ
の
薄
地
で
何
寓
と
い
う
大
軍
を
養
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
自
滅
す
る
に
違
い
な
い
」
と
い
う
噂
が
立
っ
た
と
い
わ
れ
る
遁
り
、
こ
の
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牒
北
を
ふ
く
む
西
北
地
方
は
中
園
の
後
進
地
域
と
し
て
、

ま
た
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三

O
年
ま
で
の
聞
に
大
干
魅
か
ら
大
飢
謹
が
お
こ
り
、

@
 

二一

O
O高
か
ら
六

O
O蔦
の
餓
死
し者
が
で
た
と
い
わ
れ
、
ま
だ
そ
の
疲
弊
し
た
朕
態
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
江
西
省
の
根
接

地
時
代
に
く
ら
べ
て
人
的
、
物
的
な
貧
弱
さ
は
お
お
多
べ
く
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
嘗
時
、
周
思
衆
や
臭
亮
卒
が
ス
ノ
ー
に
率
直
に
語

?
た
遁

@

r
 

り
で
あ
っ
た
。
紅
軍
が
こ
の
よ
う
な
地
域
に
と
ど
ま
る
限
り
、
兵
力
や
物
資
の
補
給
を
充
分
に
援
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
日
を

追
う
て
ジ
リ
貧
獄
態
に
お
ち
い
る
こ
と
は
避
け
難
い
で
あ
ーろ
う
。
ま
た
「
西
北
を
積
極
的
に
防
禦
す
る
意
味
か
ら
も
、
中
共
は
江
西
末
期
の
よ

う
に
圏
劇
を
座
し
て
待
ち
、
戦
の
主
導
権
を
再
度
喪
失
す
る
愚
之
悲
惨
を
く
り
か
え
す
べ
き
で
な
か
っ
向
。
」

Q5 

つ
ま
り
紅
軍
東
征
の
目
的
は
抗
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日
の
意
圃
と
姿
勢
を
全
園
に
示
す
と
い
う
公
式
譲
表
以
外
に
、
快
北
根
接
地
に
お
け
る
物
的
・
人
的
資
源
の
銑
乏
が
紅
軍
を
し
て
山
西
の
豊
富

な
資
源
に
注
目
さ
せ
た
と
と
も
に
、
積
極
的
戦
術
へ
の
輯
換
に
よ

っ
て
紅
軍
兵
士
の
士
気
と
抗
日
へ
の
意
欲
を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
に
あ

っ
た
と

@
 

い
え
よ
う
。

さ
ら
に
日
本
側
の
資
料
に
よ
れ
ば
「
毛
、
徐
等
の
所
謂
紅
箪
甘
・
快
支
隊
の
跳
梁
振
り
は
一
時
、
山
西
全
省
を
席
捲
し
て
緩
遠
・
察
恰
爾
を

@
 

冒
し
新
彊
・
外
蒙
聞
に
堅
固
な
赤
色
ル

l
ト
を
建
設
す
る
か
と
憂
慮
さ
れ
た
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
紅
軍
の
東
征
が
山
西
か
ら
緩
遠
に

@
 

入
り
外
蒙
・
ソ
連
と
連
絡
し
、
「
こ
れ
を
以
て
蘇
支
共
同
戦
線
に
よ
る
北
支
お
よ
び
満
洲
の
包
圏
牽
制
を
企
園
し
つ
つ
あ
る
」
も
の
と
殻
測
し

た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
果
た
し
て
事
賓
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の
た
め
ソ
連
側
の
指
導
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
紅
寧
の
山
西
進
入
が
程
遠
省
と
の
境
界
近
く
ま
で
北
上
し
て
い
る
事
寅
や
、
山
西
進
入
に
先
立
っ
て
包
頭
・
緩
遠
な
ど
に
お
い

@
 

て
快
北
紅
箪
の
先
鋒
陵
、
便
衣
陵
あ
る
い
は
薫
政
治
工
作
員
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
関
東
軍
の
西
北

工
作
に
封
抗
し
て
紅
軍
が
こ
の
時
黙
に
お
い
て
山
西
か
ら
緩
遠
・

察
恰
爾
へ
の
準
出
を
ひ
そ
か
に
企
園
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
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る

一
方
、
山
西
進
撃
の
寅
情
に

つ
い
て
は
「
組
兵
力
は
二
高
と
も
い
い
三
高
と
も
い
う
が
、
快
西
に
渡

っ
た
員
賓
の
共
産
軍
は
二
蔦
に
も
及
ば

@
 

な
い
で
、
多
く
は
附
近
の
土
民
を
徴
瑳
使
用
し
て
雲
達
磨
の
如
く
増
え
た
」
と
い
わ
れ
、

「
既
に
山
西
侵
入
後
、

一
カ
月
払
駄
を
鰹
て
も
剃
匪
軍

事
は
何
ら
の
進
展
を
示
さ
ず
、
例
に
よ

っ
て
紅
箪
を
遠
巻
き
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

軍
事

会五
巧紅
妙軍
なは
る」
赤の

花開

露;
語字
童話
め衣
た@陵

」政

治
工

そ
し

作
員
、
宣
俸
煽
動
員
等
を
山
西
、
経
遠
南
省
の
要
地
に
放
っ
て
所
調
政
治
七
分
、

て
「
共
産
軍
が
多
数
の
土
民
を
擁
し
て
省
内
狭
少
地
域
に
お
い
て
市
も
兵
力
一
四
、
五
高
の
包
圏
網
を
自
由
に
行
動
し
つ
つ
あ
る
寅
情
は
到
底

@
 

戦
術
常
識
で
は
判
断
し
え
な
い
と
こ
ろ
」
と
な
り
、
ゲ
リ
ラ
戟
に
な
れ
な
い
山
西
閤
錫
山
軍
の
虚
に
乗
じ
、
抗
日
思
想
宣
俸
に
よ
っ
て
民
衆
を

@
 

味
方
に
ひ
き
つ
け
自
在
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
閤
錫
山
は
「
公
道
圏
」

て
紅
軍
の
東
進
を
血
止
せ
ん
と
し
た
が
成
功
せ
ず
、

「
防
共
保
衛
圏
」
を
組
織
し
、
主
力
軍
に
配
合
し

@
 

や
む
な
く
蒋
介
石
中
央
軍
に
救
援
を
依
頼
す
る
他
な
か
っ
た
。
こ
の
好
機
を
と
ら
え
山
西



省
の
中
央
化
を
意
園
し
た
蒋
介
石
は
陳
誠
・
胡
宗
南
の
ひ
き
い
る
七
カ
師
圏
約
十
高
を
動
員
北
上
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
紅
軍
は
三
月
二
十
二
日
か
ら
い
っ
せ
い
に
山
西
省
か
ら
撤
涯
を
開
始
し
、
五
月
は
じ
め
に
完
了
エ
た
。
こ
の
間
、
紅
軍
は
山
西
省
の

@
 

三
分
の
一
に
あ
た
る
十
八
豚
を
占
領
し
て
抗
日
宣
俸
の
任
務
を
一
醸
成
功
さ
せ
る
と
と
も
に
約
七
千
の
兵
力
と
武
器
そ
の
他
を
獲
得
し
た
が
、

そ
の
突
然
の
撤
退
は
何
に
起
因
し
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因
に
つ
い
て
黄
河
以
西
に
回
師
し
た
紅
軍
が
、
五
月
五
日
に
渡
し
た
「
停
戦
議
和
一
致
抗
日
逼
電
」

電
」
に
お
い
て
は
「
ソ
ビ
エ
ト
中
央
政
府
と
紅
軍
革
命
軍
事
委
員
舎
は
困
難
を
前
に
し
て
双
方
が
決
戦
す
る
こ
と
は
勝
敗
が
ど
ち
ら
の
も
の
に

な
っ
て
も
、
す
べ
て
中
園
の
園
防
力
量
の
損
失
と
な
り
日
本
帝
園
主
義
が
喜
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
:
:
:
故
に
山
西
に
お
い
て
多
く
の
勝
利
を
得
た

け
れ
ど
も
、
あ
え
て
抗
日
先
鋒
軍
を
黄
河
の
西
岸
に
撤
退
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
抗
日
統
一
戦
線
の
賓
現
を

い
わ
ゆ
る

「
五
・
五
回
師
通

第
一
義
と
す
る
こ
と
が
撤
退
の
原
因
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
貧
に
は
紅
軍
の
東
征
が
中
央
軍
十
寓
の
涯
遣
に
よ
っ
て
事
寅
上
阻
止

さ
れ
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
中
共
は
今
ま
で
の
反
蒋
抗
日
か
ら
逼
蒋
あ
る
い
は
連
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震
せ
ら
れ
た

「
寓
悪
的
買
園
賊
頭
子
」
あ
る
い
は
「
漢
好
買
園
賊
」
と
よ
ん
で
い
た
の
が
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
紅
軍
の
東
征
は
、
日
本
の
西
北
工
作
に
た
い
し
山
西
あ
る
い
は
緩
遠
に
出
て

直
接
、
封
日
作
戦
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
「
過
境
抗
日
』
の
意
園
を
も
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訪
問
介
石
の
反
慮
を
み
よ
う
と
す

る
政
治
的
狙
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
蒋
介
石
が
中
央
大
軍
を
北
上
さ
せ
、
あ
く
ま
ず
も
紅
軍
に
敵
劃
し
東
征
を
阻
止
す
る
以
上
、
こ
れ
を
打
破

す
る
こ
と
は
現
在
の
紅
箪
の
力
を
以
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
被
を
敵
に
回
す
こ
と
は
い
た
ず
ら
に
犠
牲
を
多
く
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
、
こ
の
さ
い
山
西
を
撤
退
し
、
統
一
戦
線
に
蒋
介
石
を
加
え
る
こ
と
が
よ
り
現
質
的
有
利
な
戦
術
で
あ
る
と
剣
断
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
こ
と
は
決
し
て
紅
軍
が
中
央
軍
に
敗
北
し
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
「
八
・
一
宣
言
」
い
ら
い
の
抗
日
民
族
統
一
戦
線
を
い

蒋
抗
日
へ
の
戦
術
の
轄
換
を
行
な
い
、
「
五
・
五
回
師
通
電
」
を
設
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
四
月
五
日
、
毛
津
東
・
朱
徳
の
連
名
で

@
 

「
魚
反
劉
買
園
賊
蒋
介
石
間
錫
山
柄
阻
中
園
人
民
紅
軍
抗
日
先
鋒
軍
東
下
抗
目
指
飽
抗
日
后
方
宣
言
」
に
お
い
て
、
蒋
介
石
を

「
五
・
五
回
師
逼
電
」
に
お
い
て
蒋
介
石
氏
と
改
め
ら
れ
て
い

67 
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か
に
し
て
寅
現
す
る
か
と
い
う
原
則
の
も
と
に
、
議
の
主
瞳
性
を
護
揮
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
山
西
を
撤
退
し
た
紅
軍
は
、
保
安
に
根
接
地
を
新
し
く
建
設
す
る
と
と
も
に
、

「四
蔦
乃
至
五
蔦
の
兵
部
を
も
っ
て
五
月
か
ら
新
た

第
二
に
醤
東
北
軍
と
西
北
民
衆
(
回

そ
れ
は
遂
に
東
北
軍
と
の
聞
に
部
分
的
停
戦
を
成
立
さ
せ

「
西
征
軍
第

一
軍
固
と
蓄
東
北
軍
が
甘
粛
省
内
の
清
水
河
を
は
さ
ん
で
向
き
あ
っ
た
封
崎
線
は
三
十
六
年
六
月
頃
に
は
抗
日
統

一
戦
線
に
か
わ

っ
て
い
伊
の
で
あ
る
。
ま
た
黄
河
以
東
の
甘
粛
・
寧
夏
省
境
一
帯
は
中
園
で
最
大
の
回
数
徒
集
中
地
域
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
禁
中
央
は
三
十

@
 

六
年
五
月
「
封
回
族
人
民
的
宣
言
」
を
布
告
し
て
回
民
の
民
族
的
解
放
と
濁
立
な
ら
び
に
抗
日
統
一
戦
線
へ
の
参
加
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
寅

際
に
回
数
徒
に
た
い
す
る
紅
軍
の
規
律
を
徹
底
さ
せ
、
抗
日
宣
俸
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
部
で
は
抗
日
回
民
軍
の
結
成
と
い
う
事
態
が

@
 

賓
現
さ
れ
旬
。
ま
た
三
十
六
年
七
月
に

「
封
寄
老
舎
的
宣
言
」
を
出
し
て
、
こ
の
地
方
の
秘
密
結
社
に
た
い
し
て
も
統

一
戦
線
へ
の
参
加
を
呼

び
か
け
た
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
統
一
戦
線
政
策
工
作
に
つ
い
て
は
紅
軍
兵
士
の
あ
い
だ
に
お
い
て
も
容
易
に
理
解
さ
れ
ず
、
ま
た

な
行
動
を
開
始
し
、
第
一
軍
圏
(
左
繁
軍
)
と
第
二
十
五
箪

(
右
翼
軍
)
の
二
手
に
分
れ
、

9
 

い
わ
ゆ
る
「
西
征
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
三
つ
の
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
。
第
一
に
中
央
軍
の
包
園
を
打
ち
破
り
根
嬢
地
を
嬢
大
強
化
す
る

こ
と
で
あ
り
、
事
貰
こ
の
西
征
に
よ
っ
て
東
西
五

0
0キ
ロ
徐
り
の
地
域
を
解
放
す
る
結
果
に
な
っ
た
。

と
の
聞
に
抗
日
民
族
統
一
戦
線
工
作
を
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

快
西

・
甘
粛

・
寧
夏
三
省
の
省
境
地
帯
に
向
っ
た
。

数
徒
〉
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甘
粛
・
寧
夏
地
方
の
民
衆
の
政
治
意
識
が
山
西
に
比
較
し
て
極
め
て
低
調
で
あ
る
た
め
、
様
々
な
困
難
に
直
面
し
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
っ
た
。

@
 

し
か
し
そ
れ
ら
の
障
害
を
紅
軍
兵
士
に
た
い
す
る
数
育
工
作
を
通
じ
て

，
次
第
に
克
服
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
大
き
な
西
征
の
目
的

は
、
四
川
・
西
康
各
省
に
柿
開
戦
し
て
い
た
朱
徳
・
徐
向
前
・
張
園
濡
ら
の
ひ
き
い
る
第
二
軍
、
お
よ
び
賀
龍
・
粛
克
ら
の
ひ
き
い
る
第
四
軍
の

北
上
を
助
け
、
こ
れ
と
合
流
を
計
り
、
紅
軍
の
大
同
園
結
を
西
北
地
匡
に
お
い
て
再
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
事
件
は
第
一
・
第

二
・
第
四
方
面
軍
の
先
遣
隊
が
三
十
六
年
十
月
八
日
、
甘
粛
の
禽
寧
・
静
寧
地
匡
に
お
い
て
合
流
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
貫
現
し
た
。
こ
の
こ
と

は
業
自
瞳
と
し
て
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
紅
軍
の
抗
日
へ
の
意
気
を
高
め
、
合
流
に
よ
っ
て
約
九
寓
の
正
規
軍
を
擁
す
る
貫

@
 

力
と
相
ま

っ
て
西
北
地
匿
に
お
け
る
近
迫
し
た
抗
日
情
勢
に
た
い
し
て
重
大
な
縛
換
を
あ
た
え
る
要
素
と
な

っ
た
。
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紅
軍
の
大
合
流
を
濠
測
し
て
い
た
雑
誌
「
東

E
」
の
一
論
文
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
園
共
産
黛
関
係
の
宣
俸
文
献
に
現
わ
れ
る
'
と
こ
ろ
を
綜
合
す
る
に
、
快
北
を
中
心
に
中
園
紅
農
革
命
紅
軍
の
集
結
が
完
成
し
た
携
に

は
、
こ
の
強
大
な
る
勢
力
に
根
本
的
改
編
を
施
し
、
挟
北
↓
帯
を
根
接
地
と
し
、
山
西
・
揺
遠
を
第
一
線
と
す
る
北
支
及
び
満
洲
園
包
園
陣
形

の
確
立
を
急
ぐ
と
同
時
に
、
一
切
の
奮
怨
を
越
え
て
抗
日
倒
蒋
を
目
指
す
所
謂
抗
日
連
合
軍
の
具
瞳
的
結
成
に
乗
出
さ
ん
と
す
る
計
劃
を
抱
い

て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
:
:
:
果
た
し
て
全
紅
軍
の
集
結
が
完
成
し
、
新
彊
及
び
外
蒙
よ
り
す
る
ソ
連
と
の
緊
密
な
連
絡
が
強
化
さ
れ
れ

ば
、
紅
軍
の
支
那
各
地
抗
日
勢
力
及
び
反
蒋
勢
力
に
劃
す
る
権
威
信
墓
も
急
速
に
擦
大
さ
れ
、
張
皐
良
を
首
班
と
す
る
奮
東
北
軍
を
始
め
、
地

方
軍
閥
の
一
部
、
各
省
港
境
の
土
匪
、
戦
禍
と
天
災
と
枇
政
と
に
苦
悩
す
る
各
地
の
窮
民
等
の
抗
日
連
合
軍
へ
の
参
加
は
、
そ
の
可
能
性
を
倍

化
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
こ
と
に
奮
貢
北
軍
十
五
寓
の
大
部
隊
は
:
:
:
今
や
蒋
兵
の
意
気
は
極
度
に
温
喪
し
、
積
極
的
な
闘
志
全
然
な
き
の

み
な
ら
ず
、
機
舎
さ
え
あ
れ
ば
土
匪
化
せ
ん
と
す
る
危
険
な
朕
態
に
あ
る
た
め
、
満
洲
喪
失
の
怨
恨
に
起
因
し
、
そ
の
抗
日
連
合
軍
へ
の
加
盟

は
極
め
て
自
然
の
推
移
と
み
ら
れ
て
い
る
。
」

ま
た
嘗
時
、
現
地
に
あ
っ
た
ス
ノ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
弘
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「
赤
軍
の
正
規
軍
は
全
部
い
ま
や
中
園
の
西
北
部
に
集
結
L
、
保
安
と
呉
起
鎮
の
工
場
に
冬
服
が
ど
ん
ど
ん
護
注
さ
れ
て
い
た
。
三
つ
の
大

軍
圏
の
連
合
に
よ
っ
て
兵
力
は
す
で
に
八
、
九
蔦
の
装
備
の
良
い
老
練
の
戦
士
を
敷
与
え
る
に
い
た
っ
て
い
た
。
:
:
:
中
園
に
お
け
る
最
良
の
赤

軍
部
陵
は
す
べ
て
大
き
な
あ
た
ら
し
い
地
域
に
集
結
し
、
同
盟
軍
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十
寓
に
達
す
る
東
北
軍
の
同
情
的
な
軍
隊
が

近
く
に
い
る
の
で
、
赤
軍
は
い
ま
や
統
一
戦
線
結
成
の
提
案
も
、
南
京
政
府
に
よ
っ
て
切
賓
な
興
味
を
も
っ
て
聞
き
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

信
ず
る
に
至
っ
た
。
」

こ
こ
に
あ
げ
た
二
つ
の
記
事
は
、

い
ず
れ
も
紅
軍
が
合
流
集
結
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
軍
事
と
威
信
が
に
わ
か
に
高
ま
り
、
そ
の
こ

69 

と
が
東
北
軍
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
軍
閥
・
土
匪
・
民
衆
に
あ
た
え
る
重
大
な
影
響
を
の
ベ
、
今
や
紅
軍
の
提
唱
す
る
抗
日
統
一
戦
線
結
成
の

機
が
自
然
に
、
し
か
も
急
速
に
熟
し
つ
つ
あ
る
現
献
を
指
摘
し
て
い
る
。
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さ
て
合
流
を
遂
げ
た
後
の
紅
軍
は
、
上
述
の
よ
う
な
有
利
な
朕
況
の
な
か
で
、

ひ
き
つ
づ
き
統
一
戦
線
工
作
を
浸
透
し
て
ゆ
く
政
策
を
と
っ

た

ス
メ
ド
レ
ー
に
よ
れ
ば
「
毛
淳
東
は
す
で
に
十
月
二
十
日
に
は
命
令
を
出
し
て
、
自
衛
の
た
め
や
む
を
え
な
い
場
合
の
ほ
か
、
園
民
議
部

隊
と
の
戦
闘
を
や
め
、
も

っ
ぱ
ら
宣
俸
を
強
化
す
る
よ
う
、
紅
軍
に
つ
た
え
て
い
た
。

ま
た
、
東
北
軍
を
紅
軍
に
編
入
す
る
こ
と
も
、

」
れ
以

上
や
ら
な
い
よ
う
に
命
じ
た
。
十
月
二
十
七
日
に
は
、
紅
軍
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
統
一
戦
線
の
ビ
ラ
を
貼
っ
た
う
え
で
、
敵
軍
の
前
面
か
ら
撤

退
し
は
じ
め
~
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
合
流
後
の
紅
軍
は
、
西
北
地
匿
に
お
け
る
部
分
的
な
抗
日
か
ら
西
北
全
抗
日
連
合
軍
結
成
へ

の
展
望
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
紅
軍
の
行
動
に
つ
い
て
閲
心
を
も
つ
も
の
の
聞
に
重
要
視
さ
れ
た
の
は
、
合
流
後
の
紅
軍
が
果
た
し
て
具
瞳
的
に
い
か
な
る
方
向
に

抗
日
の
出
路
を
求
め
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
嘗
時
の
「
天
津
大
公
報
」
の
記
事
に
よ
っ
て
み
る
と
、
西
京
、
北
鼠
お
よ
び
快
北
へ
の

四
歳
の
三
つ
の
方
向
に
分
け
て
猿
測
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
北
質
す
な
わ
ち
寧
夏
・
内
蒙
へ
の
進
出
と
、
西
蔵
す
な
わ
ち
甘
粛
河
西
地
方
か

@
 

ら
青
海
に
す
す
み
、
ソ
ビ
エ
ト
と
の
園
際
線
を
打
開
す
る
途
の
二
つ
が
有
力
観
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
ま
た
十
一
月
十
四
日
付
「
天
津
大

@
 

公
報
」
で
は
合
流
後
の
紅
軍
の
動
向
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
観
測
し
て
い
る
。
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「
一
、
毛
津
東
部
と
合
流
後
、
全
力
を
事
げ
で
西
準
し
、
甘
(
州
)
・
涼
(
州
)

一
帯
に
新
根
援
地
を
求
め
る
。

毛
津
東
は
す
で
に
屡
々
寧
夏
を
犯
し
て
未
だ
逼
し
く
す
る
を
え
ず
、

二
、
黄
河
に
沿
う
て
東
北
に

朱
・

向
い
縄
遠
一
帯
に
出
路
を
尋
ね
る
。

過
去
の
情
況
か
ら
い
う
と
、

毛
・
徐
が
連
合
し
て
甘
涼
を
犯
す
こ
と
は
大
軍
の
迫
撃
下
に
お
い
て
必
ず
奏
功
し
難
い
。
故
に
費
匪
の
今
後
の
動
向
は
或
い
は
第
二
の
コ

l
ス

を
執
る
で
あ
ろ
う
。
」

ま
た
「
朝
日
新
聞
」
(
十
一
月
十
二
日
付
〉
の
記
事
に

北
上
せ
ん
と
す
る
形
勢
に
あ
り
」
と
の
ベ
、
同
日
付
天
津
特
電
を
紹
介
し
て
、

る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
な
れ
ば
内
蒙
一
帯
の
赤
化
が
憂
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
こ
の
黙
か
ら
も
北
方
の
形
勢
に
重
大
な
る
襲

@
 

化
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。
雑
誌
「
東
亜
」
所
載
の
一
論
文
で
は
、
「
西
北
に
そ
の
主
力
を
集
中
し
た
共
産
軍
の
一
部

「
共
産
軍
の
朱
・
毛
・
徐
ら
の
約
二
高
五
千
は
甘
粛
・
寧
夏
よ
り
緩
遠
に
入
り
、

「
共
産
軍
は
今
後
、
黄
河
結
氷
と
と
も
に
易
々
と
寧
夏
省
に
入

な
お



は
十
月
初
旬
よ
り
愈
々
甘
粛
省
北
部
よ
り
寧
夏
省
に
侵
入
し
、
更
に
緩
遠
省
に
入
っ
た
」
と
い
う
情
報
を
俸
え
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
大
合
流
後
の
紅
軍
の
今
後
の
行
動
と
し
て
寧
夏
か
ら
緩
遠
，に
向
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
観
測
が
最
も
有
力
で
あ

@
 

り
、
ま
た
そ
の
計
劃
の
一
部
が
現
責
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
6

一
方
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
紅
軍
自
盟
が
、
そ
の
意
園
を
端
的

に
示
し
た
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
三
十
六
年
七
月
、
保
安
近
く
の
百
(
王
?
〉
家
坪
で
周
恩
来
が
紅
軍
集
結
後
に
お
け

る
こ
つ
の
戟
術
計
劃
に
つ
い
て
ス
ノ
ー
に
語

っ
た
言
葉
は
、
間
接
で
は
あ
る
が
重
要
な
資
料
で
あ
旬
。
す
な
わ
ち
、

「
合
流
に
成
功
す
れ
ば
、
す
ぐ
曾
議
を
聞
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
戦
略
計
劃
を
討
議
す
る
は
ず
で
す
。

第
一
案
、
南
方
な
ら
び
に
東
方
に
軍
を
展
開
、
甘
粛
省
南
部
に
入
AV

て
河
南
に
向
か
い
、
必
要
な
ら
ば
、
そ
こ
で
南
京
・
日
本
隻
方
へ
の
封

抗
行
震
に
出
る
た
め
、
ソ
ビ
エ
ト
基
地
構
築
を
目
指
す
。
.

第
二
案
、
即
時
緩
遠
お
よ
び
内
蒙
に
浸
透
、
直
接
日
本
軍
と
接
鰯
す
る
努
力
を
す
る
。
:
:
:
第
二
案
を
採
用
す
れ
ば
政
治
献
況
が
好
轄
し
た

場
合
、
紅
軍
が
猫
立
で
抗
日
戦
に
で
ら
れ
る
だ
け
の
、
強
力
な
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
」

こ
こ
陀
示
さ
れ
た
こ
案
の
う
ち
嘗
時
の
軍
事
政
治
情
勢
か
ら
み
て
、
第
一
案
は
賓
現
の
可
能
性
の
乏
し
い
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
第

や
は
り
最
も
現
賓
性
の
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
地
理
的
に
み
て
寧
夏
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二
案
が
様
々
な
困
難
な
篠
件
が
と
も
な
う
に
し
て
も
、

省
を
南
北
に
貫
流
す
る
黄
河
を
西
に
渡
渉
し
、
黄
河
に
沿
う
て
北
上
す
れ
ば
内
蒙
に
入
り
包
頭
を
へ
て
緩
遠
に
い
た
る
ル

l
ト
が
あ
り
、
こ
の

ル
i
ト
は
歴
史
的
に
も
早
く
開
け
て
い
た
。
そ
し
て
紅
軍
は
周
恩
来
の
示
す
第
二
案
に
よ
っ
て
、
こ
の
ル

l
ト
を
利
用
し
て
緩
遠
に
進
出
せ
ん

と
し
て
い
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
賞
観
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
合
流
後
の
紅
軍
が
一
睡
、
何
故
に
こ
の
地
方
へ
の
進
出
を
企
園
じ
た
の
で
あ
ろ
う

台、

緩
遠
問
題
は
す
で
に
三
十
五
年
十
二
月
に
お
こ
っ
た
察
東
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
盆
々
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
中
国
側
で
は
遠
か
ら
ず

日
本
軍
が
こ
こ
か
ら
西
北
地
匿
へ
侵
入
オ
る
と
の
議
測
を
も
っ
た
。
と
く
に
緩
遠
・
内
蒙
に
隣
接
す
る
地
域
を
根
接
地
と
し
て
い
た
紅
軍
と
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
強
い
関
心
を
示
し
た
の
は
嘗
然
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
正
確
な
情
報
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
ス
メ
ド
レ
ー
に
よ

71 
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れ
ば
コ
二
十
六
年
十
月
二
十
六
日
、
シ
ャ
オ
・
ホ
・
チ
ェ
ン
で
こ
の
地
方
に
い
る
全
紅
軍
の
大
集
舎
が
も
た
れ
た
。
林
彪
や
、
そ
の
他
の
指
導

@
 

者
が
立
っ
て
西
北
の
情
勢
、
紅
軍
と
白
軍
と
の
配
置
、
日
本
軍
の
緩
遺
侵
入
な
ど
に
つ
い
て
く
わ
し
く
報
告
し
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
あ
く
ま
で
も
抗
日
救
園
を
第
一
義
と
し
、
合
流
に
よ
っ
て
兵
力
を
倍
化
し
た
紅
軍
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
揺
遠
に
お
け
る
重
大
事
態

@
 

に
直
面
す
る
に
及
ん
で
、
中
央
軍
の
包
囲
下
に
お
い
て
自
ら
の
抗
日
の
出
路
を
こ
の
方
面
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ

し
て
憂
慮
さ
れ
た
蒙
古
カ
イ
ラ
イ
軍
の
侵
入
は
、
つ
い
に
十
一
月
十
二
日
、
経
遠
事
件
と
し
て
勃
護
し
た
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
西
北
地
匿
、
い
な
全
中
闘
に
と
っ
て
の
危
機
的
朕
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒋
介
石
は
紅
軍
を
黄
河
の
東
側
地
区
で
一
孝

に
包
園
磯
滅
せ
ん
と
計
劃
し
、
十
個
師
を
動
員
討
伐
に
向
け
て
い
た
。
毛
浮
東
は
得
意
の
遊
撃
戦
で
、
こ
の
包
圏
軍
を
快
西
・
甘
粛
根
接
地
の

奥
深
く
誘
い
こ
み
、
つ
い
に
甘
粛
省
環
厭
北
部
の
山
城
壁
に
お
い
て
戦
機
を
つ
か
ん
だ
紅
軍
は
、
十
一
月
二
十
一
日
胡
宗
南
の
指
揮
す
る
有
力

@
 

い
わ
ゆ
る
山
城
壁
戦
闘
り
勝
利
で
あ
っ
た
。
こ

な
包
園
部
隊
(
第
一
軍
〉
に
襲
い
か
か
り
、
こ
れ
に
潰
滅
的
な
打
撃
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
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れ
は
緩
遺
事
件
費
生
か
ら
十
日
後
で
、
援
経
運
動
は
全
中
閣
に
贋
が
り
、
抗
日
救
閣
の
風
潮
は
最
高
潮
に
た
っ
し
て
い
た
。
そ
し
て
中
園
共
産

黛
は
、
こ
の
機
舎
を
遁
せ
ず
、
こ
れ
か
ら
十
日
後
の
十
二
月
一
目
、
蒋
介
石
に
た
い
し
て
内
戦
停
止
・
一
致
抗
日
を
要
求
す
る
書
翰
を
遺
る
と

@
 

同
時
に
、
同
日
付
で
「
緩
遠
抗
戦
に
闘
す
る
通
電
」
を
全
園
に
向
け
て
鼓
し
た
の
で
あ
る
。

前
者
の
書
翰
は
中
園
人
民
紅
軍
二
十
高
を
代
表
し
て
毛
津
東
・
朱
徳
ら
十
二
名
の
名
に
お
い
て
「
蒋
介
石
先
生
」
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
「
敷
月
来
、
経
東
の
情
勢
盆
々
危
く
、
:
:
:
今
は
緩
遠
の
形
勢
、
日
に
悪
化
に
お
も
む
き
、
今
日
内
戦
を
停
止
し
、
明
日
紅
軍
と

先
生
の
西
北
剃
共
の
大
軍
が
、
す
べ
て
互
に
残
殺
す
る
内
戦
の
職
場
か
ら
抗
日
の
前
線
に
お
も
む
け
ば
、
終
遠
の
園
防
力
は
敷
十
倍
に
急
増
し

よ
う
」
と
訴
え
、
蒋
介
石
が
紅
軍
と
と
も
に
緩
遠
抗
戦
に
立
上
る
よ
う
要
求
し
た
。
後
者
の
通
電
は
中
園
共
産
黛
中
央
委
員
舎
、
中
園
ソ
ビ
エ

ト
中
央
政
府
の
名
に
お
い
て
、
ハ
円
、
大
軍
を
出
動
し
て
山
西
・
緩
遠
前
線
に
増
援
し
、
全
園
的
抗
戦
を
準
備
す
る
こ
と
、
。
、
紅
軍
へ
の
攻
撃

領
袖
を
即
時
樟
放
す
る
こ
と
、
の
三
項
目
を
要
求
、

を
停
止
す
る
こ
と
、
局
、
人
民
の
抗
日
救
園
運
動
を
解
放
し
、
言
論
・
集
曾
・
結
祉
の
民
主
的
権
利
を
附
輿
し
、
政
治
犯
並
に
上
海
の
各
愛
園

つ
づ
い
て
「
中
園
共
産
業
指
導
下
の
人
民
紅
軍
は
一
年
来
患
苦
奮
闘
、
東
は
山
西
に
準
み



西
は
寧
夏
に
出
た
が
、
こ
れ
は
中
園
の
領
土
主
権
の
完
成
を
保
持
せ
ん
震
に
抗
日
の
出
路
を
探
究
し
た
行
動
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

「
今
次
、
紅
軍
が
山
城
壁
に
お
い
て
中
央

「
し
か
る
に
南
京
嘗
局
は
之
を
諒
承
せ
ず
、
再
三
、
紅
軍
の
抗
日
へ
の
路
を
阻
碍
し
た
」
と
の
ベ
、

軍
の
一
部
を
消
滅
さ
せ
た
の
は
己
む
を
え
ざ
る
自
衛
行
動
で
あ
り
、

か
つ
劃
外
妥
協
、
劉
内
揚
武
の
主
催
者
に
警
告
を
興
え
た
も
の
で
あ
る
。

:
・
全
園
紅
軍
の
主
力
た
る

一
、
二
、

四
方
面
軍
は
す
で
に
集
結
を
終
り
、

一
途
抗
日
へ
の
道
を
歩
む
の
み
。
我
々
は
即
時
、
菅
緩
前
線
に
出

動
し
て
一
定
の
抗
日
戦
線
を
措
嘗
す
べ
く
準
備
し
て
い
る
」
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
紅
軍
が
と
っ
た
行
動
は
、
経
遠
事
件
に
よ
っ
て
全
園
に
ま
き
お
こ
司
て
き
た
抗
日
の
要
求
を
背
景
と
し
て
、
自
ら
緩

遠
抗
戦
の
決
意
を
示
し
、

再
度
あ
く
ま
で
も
抗
日
統
一
戦
線
の
原
則
を
貫
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
貫
現
を
蒋
介
石
に
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
た
い
し
二
六

O
個
連
陵
を
快
西
・
甘
粛
地
匿
に
集
結
し
、
紅
軍
へ
の
全
面
的
攻
撃
を
準
備
し
よ
う
と
し
た
蒋
介
石
は
、
再
び
西
安

へ
飛
び
張
翠
良
・
楊
虎
械
と
舎
見
し
た
。
十
二
月
九
日
、
西
安
市
内
に
お
い
て
内
戦
停
止
・
一
致
抗
日
を
叫
ぶ
畢
生
の
一
大
デ
モ
が
護
生
し
、

@
 

今
や
抗
日
情
勢
が
全
西
北
を
お
お
う
に
い
た
っ
た
。
張
皐
良
が
か
ね
て
「
東
北
軍
の
全
部
で
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
を
た
だ
ち
に

緩
遠
に
移
動
す
る
動
員
令
を
渡
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
同
地
で
日
本
帝
園
主
義
と
闘
い
、
紳
聖
な
使
命
を
果
し
て
い
る
人
々
を
援
助
さ

@
 

せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
求
さ
え
、
蒋
介
石
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
は
、
西
安
事
件
の
勃
護
を
必
然
的
た
ら
し
め
た
と
い
え
よ
う
。
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む

す

び

瑞
金
時
代
か
ら
二
年
の
歳
月
と
幾
多
の
試
練
を
へ
た
紅
軍
が
三
十
六
年
十
月
、
甘
粛
省
に
お
い
て
再
び
合
流
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
紅
軍
の

戦
力
と
士
気
を
高
揚
さ
せ
た
。
し
か
も
東
征
以
後
、
抗
日
民
族
統
一
戦
線
政
策
の
内
容
を
反
蒋
抗
日
か
ら
連
蒋
抗
日
に
饗
え
、

ーそ
の
政
治
工
作

を
精
力
的
に
西
北
地
匡
一
帯
に
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
方
の
民
衆
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
と
く
に
東
北
軍
将
兵
に
た
い
し

て
今
ま
で
に
な
い
衝
撃
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
紅
軍
を
包
園
激
減
せ
ん
と
し
た
中
央
軍
が
逆
に
山
城
盤
戦
闘
に
お
い
て
惨

敗
を
喫
し
た
こ
と
は
、
第
六
次
園
剃
計
劃
の
失
敗
を
暴
露
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

73 
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一
方
、
こ
の
戦
闘
の
直
前
に
始
っ
た
緩
遠
事
件
は
、
関
東
軍
に
よ
る
西
北
侵
略
計
劃
の
突
破
口
を
な
す
も
の
と
し
て
、
全
園
的
な
援
緩
抗
日

運
動
を
爆
設
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
西
安
に
お
い
て
も
「
西
北
趨
導
」
に
あ
ら
わ
れ
た
輿
論
は
、
こ
の
事
件
を
境
に
し
て
園
民
議
の
安
内
嬢

ょ
う
賂
兵
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

外
論
の
ワ
ク
を
こ
え
、
全
民
族
的
救
亡
連
合
戦
線
論
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
と
も
に
、
東
北
軍
が
剃
匪
か
ら
抗
日
統
一
戦
線
に
立
ち
上
る

の
絶
好
の
機
舎
と
考
え
、

ま
た
東
征
い
ら
い
山
西
あ
る
い
は
緩
遠
・
内
蒙
へ
と
抗
日
の
出
路
を
求
め
て
い
た
紅
軍
は
、
こ
の
間空
港
事
件
を
抗
日
統
一
戦
線
結
成
の
た
め

緩
遠
抗

戦

へ

の

断

乎

た

る

決

意

を

示

す

と

と

も

に

、

統

一

戦

線
の
結
成
を
訴
え
た
の
で
あ

全
閣
に
向

っ
て
再
度
、

る
要
す
る
に
緩
遠
事
件
そ
の
も
の
は
関
東
軍
一
参
謀
の
試
み
た
謀
略
工
作
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
全
中
園
の
圏
内
的
・
封
外
的
諸
矛
盾
が
最
も

集
中
し
尖
鋭
化
し
て
い
た
西
北
地
巨
に
た
い
し
て
、
こ
の
事
件
は
正
に
火
に
油
を
そ
そ
ぐ
作
用
を
果
た
し
、
そ
の
矛
盾
を
極
黙
に
ま
で
高
め
、

つ
い
に
西
安
事
件
と
い
う
劇
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
西
安
事
件
は
、
そ
れ
ま
で
欝
積
し
て
い
た
圏
内
の
諸
矛
盾
を
一
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拳
に
し
て
抗
日
統
一
戦
線
結
成
の
方
向
へ
止
揚
し
輔
化
さ
せ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

註①
緩
遼
事
件
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
秦
邦
彦

『
日
中
戟
宇
史
』
(
河
出
書
房
新
枇
)
の
綴
遼
事
件
の
項
、
以
外
に
み
ら
れ

な
い
。
な
お
事
件
に
闘
す
る
日
本
側
の
資
料
は
『
日
中
戦
争
』

1

(
み
す
ず

書
房

『
現
代
史
資
料
』

8
)
お
よ
び
朝
日
新
聞
社

『太
卒
洋
戦
字
へ
の
道
』

別
容
資
料
編
、
に
ほ
ぼ
集
め
ら
れ
て
い
る
。

②
前
掲
『
日
中
載
容
』

1
、
五
四

O
頁
。

③

右
同
書
、
三
四
九
頁
。

③

右

同
書
、
五
四
七
頁
。

③
島
田
俊
彦
『
関
東
軍
』
(
中
公
新
書
〉
一
一
一
一
一
頁
。

③

前
掲
『
日
中
戦
字
』

1
、
五
八
九
頁
。

①

右
同
書
、
五
六

O
頁。

③

右
同
書
、
五
九
二
頁
。

③

右
同
書
、
五
九
O
頁
。

⑩

右
同
書
、
六
三

O
頁
。

⑪

右
同
書
、
六
三
三
頁
。

⑫
⑬

右
同
書
、
六
四

O
頁
。

⑬

右
同
書
、
六
三
七
、
六
四
三
頁
。

⑬

右
同
書
、
六
四
二
頁
。

⑬
右
同
書
、
六
四
三
頁
。
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@
'
右
同
書
、
六
一
八
頁
a

⑬
右
同
書
、
六
五
九
頁
。

⑬
「
西
北
海
導
」
、
民
国
二
十
五
年
六
月
十
一
日
。

⑧
@
右
同
書
、
七
月
十
一
日
。

⑫
右
同
書
、
九
月
一
目
。

@
右
同
書
、
九
月
十
一
日
。

@
右
同
書
、
九
月
十
八
日
。

@
険
北
に
到
着
し
た
毛
津
東
の
第
一
方
面
軍
お
よ
び
徐
海
東
の
第
二
五
軍

の
丘
ハ
カ
に
つ
い
て
は
、
ス
ノ
l

『
中
共
雑
記
』
(
邦
謬
)
二
ハ
七
|
一
六
九

頁
、
参
照
。
同
様
の
記
事
は
『
中
園
の
赤
い
星
』
〈
一
九
六
八
年
版
へ
の
注
)

に
も
み
え
る
。
な
お
ス
メ
ド
レ
ー
『
偉
大
な
る
道
』
下
、
一
一
一
一
一
頁
で
は
、

毛
津
東
の
ひ
き
い
る
縦
隊
を
二
高
と
記
し
て
い
る
。

@
紅
軍
到
着
前
に
お
け
る
侠
北
根
録
地
の
登
展
と
劉
子
丹
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
『
赤
い
星
』
第
六
部
、
お
よ
び
、
民
園
二
十
五
年
十
二
月
十
七
、
十
八

日
付
「
天
津
大
公
報
」
所
載
の
長
城
「
険
北
牧
復
赤
直
視
察
記
」
帥
刷
、

「
侠
西
共
黛
後
生
経
過
」
に
詳
し
い
。

@
波
多
野
乾
一
『
中
園
共
産
篤
史
』
第
六
省
、
五
一
頁
ρ

@
同
右
書
、
二

l
一
一
一
頁
。

@
黛
中
央
北
方
局
「
抗
日
数
園
宣
言
」
(
波
多
野
「
前
掲
書
」
一
一
一
七
l
二

二
七
頁
、
所
牧
)
お
よ
び
「
停
戟
議
和
一
致
抗
日
通
電
」
(
『
毛
津
東
集
』
第

五
谷
、
所
牧
〉

⑪
貝
塚
茂
樹
『
毛
海
東
侍
』
(
岩
波
新
書
〉
。

@
前
掲
『
赤
い
星
』
第
六
部
、

1
0

@
前
個
別
『
中
共
雑
記
』
九
三
頁
、
一
一

O
頁。

@
藤
井
高
美
『
中
園
革
命
史
』
三
六
八
頁
。

@
前
掲
「
赤
直
視
察
記
」
内
〈
民
園
二
十
五
年
十
二
月
四
日
付
「
天
津
大
公

報
」
)
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
嘗
出
費
時
、
官
経
召
集
過

幾
次
主
要
曾
議
、
償
密
討
論
、
都
認
震
快
北
的
殺
食
巴
空
、
連
春
天
也
渡
不

過
去
、
無
論
如
何
也
要
別
謀
出
路
、
嘗
時
有
的
主
張
西
笈
寧
夏
、
有
的
主
張

過
河
擾
耳
目
、
最
後
遺
毛
津
東
決
定
過
山
西
、
第
て
山
西
的
糠
食
彼
豊
富
、

第
二
叉
因
貌
召
封
外
、
博
得
各
方
向
情
」
ま
た
、
同
年
八
月
二
十
四
日
付

「
大
公
報
」
の
「
朱
徐
毛
彰
等
之
新
動
向
」
と
題
す
る
「
批
評
」
で
は
、
山

西
進
入
の
理
由
を
、
第
一
に
霧
「
過
耳
目
抗
日
」
以
博
園
民
的
同
情
、
第
二
に

快
北
窮
而
菅
西
宮
、
入
菅
可
以
得
充
分
的
糧
食
輿
現
金
的
補
助
、
第
三
に
伴

攻
山
西
、
可
以
縛
移
中
央
箪
主
力
所
在
、
す
な
わ
ち
共
産
軍
の
「
啓
東
撃
酉

之
侍
統
的
戟
略
」
の
三
黙
と
し
て
い
る
。

@

「支
那
に
お
け
る
抗
日
戦
線
」

〈
「
東
亜
L

一
九
一
一
一
六
年
六
月
貌
、
所
牧
)

@

「
抗
日
倒
蒋
戟
線
の
援
大
強
化
，と
薦
政
権
の
錫
趨
」
(
「
東
亜
」
三
六
年
四

月
腕
、
所
段
、
お
よ
び
波
多
野
「
前
掲
書
」
九
頁
。

@
波
多
野
「
前
掲
書
」
四
二
頁
?

@
前
掲
「
抗
日
倒
蒋
戦
線
の
損
大
強
化
」
。

@
波
多
野
「
前
掲
書
」
三
七
頁
。

⑩
山
西
に
お
け
る
紅
軍
の
ゲ
リ
ラ
活
動
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
二
十
五
年

五
月
九
日
付
「
天
津
大
公
報
」
で
は
「
匪
方
利
用
山
地
、
沿
山
笈
擾
、
乗
隙

縛
趨
卒
原
、
園
攻
懸
城
、
致
園
軍
疲
於
奔
命
、
共
医
大
有
燦
原
之
勢
。
」
と

記
し
て
い
る
。

@
得
華
「
渡
河
長
征
」
(
中
園
人
民
解
放
軍
三

O
年
徴
文
編
輯
委
員
曾
編

『
星
火
煉
原
』

4
、
所
枚
〉

「
閣
錫
山
吃
了
幾
次
苦
頭
、
不
敢
胃
然
進
攻
了
、
震
了
了
保
住
他
的
地
盤
、

組
織
「
防
共
保
衛
圏
」
、
「
公
道
圏
」
、
配
合
主
力
沿
扮
河
和
蒲
路
巌
密
設
防
、
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阻
止
我
軍
総
綴
東
進
、
奥
此
同
時
、
叉
再
三
催
促
蒋
介
石
火
速
援
兵
山
西
。」

公
道
園
の
成
立
に
つ
い
て
は
「
山
西
新
軍
叛
襲
之
員
象
」
(
『
中
華
民
国
開

園
五
十
年
文
献
』
附
録
、
『
共
匪
繭
園
史
料
品
県
編
』
第
三
冊
、
所
枚
)
に
つ

ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
民
園
廿
四
年
八
月
間
、
赤
匪
由
江
西
突
園

窓
抵
隊
北
、
育
省
閤
錫
山
氏
奉
命
園
側
、
聞
生
於
赤
匪
之
猫
獄
、
非
純
侍
軍
事

進
剣
所
能
奏
数
、
途
主
張
加
重
政
治
設
施
、
以
増
進
剃
匪
力
量
。
途
郎
提
出

「闘
結
好
人
」
之
口
鋭
、
於
是
年
冬
、
創
立
「
主
張
公
道
園
L

。
閣
氏
自
任

総
園
長
、

耳
目
省
各
軍
政
長
官
、
均
局
幹
部
、
並
於
各
燃

・
匿
・
村
立
各
級
岡

部
、
組
織
普
及
全
省
。
」

⑫

前
掲

『
赤
い
星
』
第
七
部
、

2
0

⑬
前
掲
『
毛
細
揮
東
集
』
第
五
谷
、
所
枚
。

⑬
前
掲
『
中
共
雑
記
』

一
六
八
頁
。

@
前
掲
『
赤
い
星
』
第
十
部
、
3
0

「
太
俊
一
子
に
お
い
て
行
な
っ
た
影
徳
懐

の
演
説
に
も
、
西
征
の
目
的
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
こ
こ
で

の
べ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。

⑬
宵
筆
「
紅
旗
漫
谷
西
風
」
(前
掲
『
星
火
煉
原
』

4
、
所
牧
)
、
岡
本
隆
三

『
西
征
』
潮
出
版
枇
。

@
⑬
前
掲
『
毛
潔
東
集
』
第
五
谷
、
所
牧
。

⑬
前
掲
「
紅
旗
漫
谷
西
風
」
前
掲

『赤
い
星
』
第
八
部
、

3
、

4
。

@
前
掲
『
赤
い
星
』
第
十
部
、
3
0

⑧
前
掲
『
中
共
雑
記
』
一
六
九
頁
。

@
前
掲
「
抗
日
倒
時
間
取
線
の
扱
大
強
化
と
時
間
政
権
の
錦
趨
」

@
前
掲
『
赤
い
星
』
第
十
一

部、

6
。
ま
た
奥
起
銀
は
嘗
時
「
ソ
ビ

エ
ト
匡

内
で
最
大
の
工
場
労
働
者
を
も
ち
、
ま
た
赤
軍
の
主
要
な
兵
器
工
廠
の
所
在

地
と
し
て

重
要
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
織
物
工
場
、

被
服
工
場
、
製
靴
工

場
、
靴
下
工
場
お
よ
び
製
薬
所
が
あ
っ

た
。」

@
ス
メ
ド
レ

ー

『
偉
大
な
る
道
』

下
、
一
一
七
頁
。

@

民

園

二
十
五
年
十
月
十
二
日
付
「
天
津
大
公
報
」
に
は
「
川
快
残
匠
、
合

股
北
武
」
と
題
し
て
、
つ
ぎ
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

「援
軍
事
家
剣
断
、
匪

之
合
股
集
中
隊
甘
寧
遼
扇
、
因
該
地
食
糧
不
甚
充
足
、
紹
難
持
久、

此
後四凪

擾
、
只
有
西
鼠
或
北
旗
及
田
鼠
峡
北
之
三
個
途
径
、
但
国
家
険
北
、
の
難
解

決
其
求
生
問
題
、

而
匪
復
不
願
西
銀
、

所
以
匪
之
目
的
似
在
寧
夏
:
:
」

ま
た
同
年
九
月
二
十
六
日
付
「
天
津
大
公
報
」
に
は
「
今
後
出
路
如
何
、

鼠
往
郁
遠
山
北
麓
敗
、
抑
北
通
寧
夏
入
内
蒙
L

と
題
し
て
、
つ
ぎ
の
記
事
が

み
ら
れ
る
。

「
至
一
般
人
推
測
朱
毛
集
曾
合
後
、
将
寂
入
郁
連
山
北
麓
之
甘

粛
河
西
地
方
岳
刷
新
根
接
地、

或
北
関
凪
過
寧
夏
而
進
入
内
蒙
:
・
:
」

⑧

同

年

十
一
月
十
四
日
付
「
天
津
大
公
報
」
中
、
「
甘
粛
剣
共
之
現
段
階
、

残
共
今
後
的
動
向
」
の
記
事
。
波
多
野
「
前
掲
昔
一
回
」
七
五
頁
。

@
「
最
近
に
お
け
る
西
北
支
那
の
動
向
」
(
前
掲
「
東
亜
」
三
七
年
一
月
続
、

所
収
〉
。

③

「天
津
大
公
報
L

記
者
と
し
て
、
一
九
三
五
年
以
降
、
約
一
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
西
北
地
方
を
放
行
し
た
長
江
は
、
そ
の
放
行
記
『
中
国
の
西
北
角
』

(
昭
和
十
三
年
一
月
、
改
造
枇
)
に
お
い
て
、
容
夏
省
の
黄
河
に
沿
う
た
中

衡
鯨
で
堅
固
な
大
ト
ー
チ
カ
の
群
が
大
約
五
里
の
半
径
を
も
っ
て
並
ん
で
い

る
の
を
み
、
「
こ
の
ト
ー
チ
カ
は
毛
海
東
・
彰
徳
懐
等
が
黄
河
を
渡
る
の
を

防
止
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
」
と
記
し
て
い
る
。
園
民
政
府
が
紅
軍
の
黄

河
渡
河
を
殿
戒
し
て
い
た
の
が
分
る
。

@

前

掲

『
中
共
雑
記
』

一
一
一
一
頁
。

@
ス
メ
ド
レ
ー
「
前
掲
書
」
一
一
七
頁
。

@
前
掲
『
中
園
の
西
北
角
』
三
六
七
頁
。
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の
一摩
泡
に
劉
抗
す
る
た
め
に
は
、
寧
夏
は
甘
粛

・
青
海
雨
一省
の
門
閥
だ
。
寧

夏
一
た
び
破
れ
れ
ば
、
甘

・
青
は
安
全
を
期
し
難
い
。
」

中
西
功
・
西
里
龍
夫
共
著
『
中
園
共
産
黛
と
民
族
統
一
戦
線
』
一

O
七
頁
。

「緩
逮
抗
載
が
開
始
さ
れ
て
い
る
と
き
、
紅
軍
は
そ
の
抗
戦
部
隊
の
直
接
後

方
で
あ
る
緩
遠
、
山
西
北
部
を
脅
威
せ
ず
、
反
射
に
西
方
に
道
を
と
っ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
絵
逮
抗
戦
場
に
達
す
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
道
で
あ
っ

た
。
」

@
護
策
諜
「
結
束
第
二
次
圏
内
革
命
戦
争
的
最
後
一
伏

l
l山
城
盤
戦
闘
L

、

貌
洪
亮
「
夜
戦
山
城
壁
L

(

前
掲
『
星
火
煉
原
』

4
)
。

前
掲
『
赤
い
星
』

第
十
二
部
、
ー
。

@
前
掲
『
毛
津
東
集
』
第
五
容
、
所
枚
。

@

前
掲
『
中
国
共
産
黛
と
民
族
統

一
戦
線
』

一
O
八、

一
O
九
頁
。
満
銭
調

査
部
編
『
抗
日
民
族
統
一
戦
線
運
動
史
』
所
枚
。
三
九
年
七
月
。

@
李
連
壁
「
古
城
怒
火
|
憶
西
安
事
援
前
後
西
安
的
厚
生
運
動
」
(
『
一
一
一
-

九
四
億
録
』
所
枚
。
〉

@
前
掲
『
赤
い
星
』
第
十
二
部
、

1
。
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
手
紙
は
西
北
軍

事
委
員
曾
が
一
九
三
七
年
一
月
二
日
西
安
府
で
設
表
。
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CTurbid) party, and the suppression of the Qing-liu by the Zhuo-liu.

The

　

Qing-liu

　

party consisted　of bureaucrats, tai-xue-sheng　太學生

Cimperial university students), jun-guo-xue-sheg郡國學生(provincial

students), and rich men who behaved like ｙｏｕ･xia游侠的富豪. Most of

them belonged to the great families. The local Qing｡liu cliques were

also led by persons who hailed from the great families. The Qing-liu

aimed to maintain the great families'local control by the ｃｈａ･ju察學

町stem, which had been established in t!lecourse of the Han period。

and by monopolizing the Xiang-iu-li-xuan 郷皐里選system and becoming

bureaucrats. The Confucianism on which they based their criticism

against the eunuchs｡ functioned as the ideology which assisted them in

maintaining the cha-ju system whereby the relations between the state

and the great families　complemented each other.　However, as the

majority of the Qing-liu party hailed ，from the great families, which

were contradictory to the χiang-li 郷里society of the Han period, the

Qing-liu movement was after all not able to unite with the masses of

χiang-li society.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　

This is the reason for their defeat and the appearance of recluse･

like personages C逸民的人士）ｗｈｏ aimed at solidarity with the masses

in order to reconstruct the destroyed χiang-lisociety of the Han period.

The role of these recluse-like people was therefore to become important

in the formation of the aristocracy of the Ｗφ魏and Ghin晋periods。

The Sui-yuan 緩遠Ａｌａｌｒand New Developments

in the Situation of the Anti-Japanese Movement ’

　　　　　　

in the North･western China

　　　　　　　　　　

ＴｅｒｕｏＴｅｒａｈｉｒｏ

　　

The Ｓｕi･yuan 紐遠affair was an amateurish plot framed and carried

out by ａ group led by ａ stafi officerof the Kwan-tung Army 関東軍，

who aimed to invade North-western China･　This affair provoked the

-

２－



Chinese people to strong rｅがstance,and brought about ａ new　develop-

ment in the situation of the anti･Japanese movement in North-western

China, as it occurred in ａ tense atmosphere on the eve of the all out

war between Japan and China｡

　　

In this article,the author tｒａ£esthe reaction of the Ｇｕｏ･min-dang

國民M against this affair,the upsurge and shift of the tone of anti-

Japg.nese arguments through the χi-pei･xiang-dao 西北饗導(published at

χi･ａｎ西安), and the activitiesof the Red Army 紅軍which collected

at the Shan-pei 訣北headquarters after Chang-zheng 長征（tｈｅLong

March). The author shows through these studies that the time for the

formation of an anti-Japanese united front, the formation of which the

Communist Party　of China　had appealed　for, was nearing rapidly,

making the Sui-yuan ａ丘airａ turning point.

Rise and Progress of the Qing-hai 青海

　　　　　　　　

Nomad Tribes

　　　　　　　　

Hiｓａｓki　Ｓａtｏ

　　

Ａ great change occurred in Qing-hai 青海and Tibet ａ･tabout the

turning-point from the Ming 明dynasty to the Qing 清dynasty. That

is, Gusi qan, the chief of the Qosirud branch of the Oyirad tribe,

leading his branch, entered Lha sa, helped the Dalai Lama establish his

regime ；　afterthis event his branch was to be stationed at Qing-hai.

This branch was called the Qing-hai Qosiγud branch. The eight sons

of Gusi qan were called the Qing-hai eight tayijis青海八台吉: they had

great political and military influence over the North-western frontier

of China.

　　

But the ｎｅχtgeneration ｅχhibited a growing tendency towards

disunity. At the beginning of the 18th century, the power of this branch

decreased and, in inverse proportion, the pressure of the Qing dynasty

upon this branch increased. Lobdzan､g danjin, one of the leaders of

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


