
中
華
民
國
初
�
に
お
け
る
大
總
瓜
就
任
式
典

吉

澤

�

一

郞

は
じ
め
に

一

孫
�
の
臨
時
大
總
瓜
就
任

二

袁
世
凱
の
臨
時
大
總
瓜
就
任

1

袁
世
凱
の
北
京
政
權
の
成
立

2

袁
世
凱
の
就
任
儀
禮

三

袁
世
凱
の
正
式
大
總
瓜
就
任

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
一
九
一
二
年
に
中
華
民
國
の
臨
時
大
總
瓜
と
な
っ
た
孫
�
お
よ
び
袁
世
凱
︑
そ
し
て
一
九
一
三
年
に
正
式
の
大
總
瓜
と
な
っ
た
袁

世
凱
の
就
任
式
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
の
目
�
は
︑
就
任
式
の
政
治
�
�
味
に
�
目
し
︑
大
總
瓜
の
政
治
�
正
瓜
性
が
如
何
に
表
現
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
︑
中
國
古
代
	
硏
究
に
お
い
て
は
︑
皇
�
が
實
踐
す
る
儀
禮
が
重
�
視
さ
れ
︑
精
緻
な
硏
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
と
く
に
︑

卽
位
儀
禮
は
︑
そ
の
國
家
の
正
瓜
性
の
原
理
が
示
さ
れ
る
場
と
し
て
︑
特
別
の
留
�
が
な
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う(1

)
︒
ま
た
︑
淸
初
の
皇
�
權

の
形
成
に
つ
い
て
も
︑
卽
位
儀
禮
に
留
�
し
て
硏
究
す
る
視
角
が
示
さ
れ
て
い
る(2

)
︒
こ
れ
に
對
し
︑
共
和
制
で
あ
る
中
華
民
國
に
つ
い
て
は
︑

同
樣
の
問
題
�
識
か
ら
の
硏
究
は
立
ち
後
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
︑
�
代
國
家
は
現
實
�
な
權
力
關
係
に
卽
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
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き
で
あ
る
と
い
う
發
想
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
怨
生
の
中
華
民
國
に
と
っ
て
︑
い
か
な
る
儀
禮
に
よ
っ
て
國
家
の
正
瓜
性
や
理
念
を
顯
示
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
︑
す
ぐ
に
も

解
決
を
�
ら
れ
る
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
共
和
制
の
國
家
に
お
い
て
も
︑
儀
禮
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
を
表
現
す
る
こ
と

が
必
�
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
北
京
�
在
の
外
�
官
と
ど
の
よ
う
な
儀
禮
で
接
す
る
の
か
︑
さ
ら
に
紫
禁
城
內
に
存
續
し
て
い
る
淸
�

の
�
廷
と
は
如
何
な
る
形
で
�
際
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
課
題
は
非
常
に
廣
範
な
の
で
︑

本
稿
は
︑
大
總
瓜
の
就
任
式
典
を
め
ぐ
る
儀
禮
に
論
點
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

�
年
の
中
國
�
代
	
硏
究
に
お
い
て
は
︑
國
民
瓜
合
に
つ
な
が
る
象
�
の
硏
究
に
つ
い
て
︑
關
心
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
な
か

で
も
國
旗
や
記
念
日
な
ど
中
華
民
國
の
象
�
は
︑
硏
究
が
大
き
く
�
ん
で
い
る
分
野
で
あ
る(3

)
︒
お
そ
ら
く
︑
廣
く
都
市
民
衆
に
ま
で
中
華
民
國

の
存
在
を
知
ら
し
め
て
い
っ
た
�
�
で
は
︑
こ
れ
ら
象
�
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
本
稿
で
論
じ
る
就
任
の

儀
式
は
︑
必
ず
し
も
多
く
の
人
々
が
參
加
な
い
し
目
睹
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑
ま
た
特
定
の
日
に
 
行
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
︒

と
は
い
え
︑
大
總
瓜
の
就
任
式
典
は
︑
特
別
な
重
�
性
を
!
し
て
い
た
儀
禮
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
い
な
い
︒
儀
禮
の
實
踐
は
︑
政
治
權
力
の

表
象

(象
�
�
表
現
)
に
�
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
︑
政
治
�
正
瓜
性
を
"
築
す
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
�
味
に
お
い
て
政
治
�
�
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
怨
し
い
象
�
に
よ
る
國
民
瓜
合
で
は
な
く
︑
儀
禮
を
#
じ
て
大
總
瓜
の
正
瓜
性
を
演
出
し
よ
う
と
す
る
企
圖
と
摸

索
に
�
目
し
た
い(4

)
︒

�
�
で
は
︑
中
華
民
國
袁
世
凱
政
權
の
成
立
に
つ
い
て
︑
淸
�
か
ら
の
政
權
委
託
と
の
關
係
に
�
目
す
る
硏
究
が
登
場
し
︑
論
爭
�
な
狀
況

と
な
っ
て
い
る(5

)
︒
本
稿
も
︑
こ
の
よ
う
な
潮
液
を
�
識
し
な
が
ら
も
︑
袁
世
凱
政
權
が
直
面
し
た
困
難
は
︑
政
權
の
正
瓜
性
を
&
瞭
に
單
一
の

原
理
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
點
に
あ
る
こ
と
を
强
(
す
る
つ
も
り
で
あ
る
︒
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一

孫
�
の
臨
時
大
總
瓜
就
任

ま
ず
︑
孫
�
の
臨
時
大
總
瓜
就
任
式
典

(一
九
一
二
年
一
)
一
日
～
二
日
)
は
︑
中
華
民
國
の
円
國
と
し
て
�
味
づ
け
ら
れ
︑
き
わ
め
て
重
�

な
歷
	
�
�
義
を
!
し
て
い
る
︒
旣
に
ジ
ョ
セ
フ
・
エ
シ
ェ
リ
ッ
ク
が
一
定
の
考
察
を
加
え
て
い
る
が(6

)
︑
本
違
で
は
特
に
孫
�
に
よ
る
誓
詞
に

つ
い
て
�
目
し
て
み
た
い
︒

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
武
昌
蜂
-
の
知
ら
せ
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
で
.
け
取
っ
た
孫
�
は
︑
歐
洲
を
經
由
し
て
︑
一
九
一
一
年
一
二

)
二
五
日
に
上
海
に
到
着
し
た
︒
そ
の
後
︑
二
九
日
に
南
京
に
お
い
て
十
七
省
の
代
表
が
投
票
し
た
結
果
︑
十
六
票
を
得
た
孫
�
が
臨
時
大
總

瓜
に
0
出
さ
れ
た
の
で
あ
る(7

)
︒
同
日
︑
各
省
代
表
會
は
︑﹃
民
立
報
﹄
氣
附
で
孫
�
に
電
報
を
打
っ
て
當
0
を
知
ら
せ
た
が
︑
そ
の
な
か
に
は

﹁
ど
う
か
た
だ
ち
に

(原
�
は
﹁
卽
日
﹂
)
︑
南
京
に
い
ら
し
て
臨
時
政
府
を
組
織
し
て
く
だ
さ
い(8

)
﹂
と
あ
る
だ
け
で
︑
就
任
の
日
�
に
つ
い
て
&

記
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
對
す
る
孫
�
の
1
電
に
も
﹁
た
だ
ち
に

(原
�
は
﹁
刻
日
﹂
)
南
京
に
赴
い
て
就
任
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん(9

)
﹂
と
い

う
よ
う
に
︑
就
任
の
�
日
を
特
定
す
る
言
い
方
は
無
い
︒

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
孫
�
が
自
ら
西
曆
の
一
)
一
日
に
就
任
し
た
い
と
强
く
3
張
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
3
な
根
據
は
︑
江
西

都
督
府
か
ら
代
表
と
し
て
南
京
に
4
5
さ
れ
て
い
た
王
!
蘭
の
囘
想
で
あ
る
︒
南
京
に
集
ま
っ
て
い
る
各
省
代
表
た
ち
の
な
か
か
ら
馬
君
武
・

景
耀
)
な
ど
六
名
が
︑
孫
�
を
歡
7
す
る
た
め
に
上
海
に
4
5
さ
れ
︑
王
!
蘭
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
は
一
二
)
二
七
日
に
孫

�
と
面
會
し
︑
孫
�
が
臨
時
政
府
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
�
向
を
確
8
し
よ
う
と
し
た
︒
孫
�
は
︑
も
し
自
分
が
大
總
瓜
に
0
出
さ
れ
る
な
ら

ば
︑
西
曆
一
)
一
日
に
就
任
す
る
こ
と
を
希
9
し
た
︒
陽
曆
を
:
用
し
て
革
命
の
成
功
を
&
確
に
示
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め

に
は
︑
一
)
一
日
以
;
に
0
擧
を
實
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
六
名
の
代
表
は
<
い
で
南
京
に
戾
っ
て
各
省
代
表
と
協
議
し
て
︑
一
二

)
二
九
日
に
投
票
を
行
う
よ
う
に
し
た
と
い
う(10

)
︒

こ
の
囘
想
は
︑
あ
る
�
度
は
	
實
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
>
り
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
愼
重
に
利
用
す
る
必
�
が
あ
る
︒
>
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り
と
い
う
の
は
︑
孫
�
の
希
9
す
る
就
任
日
�
に
あ
わ
せ
て
<
い
で
投
票
を
行
な
っ
た
と
い
う
說
&
で
あ
る
︒
臨
時
大
總
瓜
の
0
擧
が
一
二
)

二
九
日
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
一
二
)
二
六
日
づ
け
の
各
省
代
表
會
の
電
報
で
公
布
さ
れ
て
い
た(11

)
︒
こ
の
0
擧
日
�
は
︑
孫
�
が
二

五
日
に
上
海
に
到
着
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
た
と
見
て
よ
く
︑
そ
の
時
點
で
各
省
代
表
た
ち
の
多
數
が
孫
�
を
�
!
力
候
補
と
し
て

想
定
し
て
い
た
こ
と
も
&
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
孫
�
が
一
)
一
日
に
就
任
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
0
擇
さ
れ
た
0
擧
日
�
と
み

る
根
據
は
乏
し
い
︒

そ
れ
で
は
︑
一
)
一
日
に
就
任
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
の
は
︑
ど
の
時
點
な
の
だ
ろ
う
か
︒
一
二
)
三
一
日
︑
黃
興
が
南
京
か
ら
上
海
﹃
民

立
報
﹄
社
の
于
右
任
に
あ
て
て
打
っ
た
電
報
に
は
﹁
今
日
︑
參
議
院
が
決
議
し
て
&
日
を
中
華
民
國
元
年
正
)
一
日
と
し
︑
孫
大
總
瓜
が
南
京

に
來
て
臨
時
政
府
の
組
織
を
發
表
す
る(12

)
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
孫
�
が
一
)
一
日
に
就
任
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
中
華
民
國
は
陽
曆
を
:
用
す

る
こ
と
は
︑
そ
の
;
日
に
よ
う
や
く
正
式
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る(13

)
︒

西
曆
一
)
一
日
に
孫
�
が
就
任
し
民
國
紀
元
が
:
用
さ
れ
る
こ
と
を
︑
;
年
一
二
)
の
う
ち
に
報
B
し
た
怨
聞
記
事
は
見
當
た
ら
な
い
︒

﹃
申
報
﹄
は
一
)
一
日
に
祝
辭
を
寄
せ
﹁
今
日
は
何
の
日
か
︒
共
和
民
國
紀
元
の
第
一
日
で
あ
り
︑
大
總
瓜
就
任
の
�
初
の
日
で
あ
り
︑
ま
た

我
が
四
億
の
同
D
が
命
E
を
託
し
共
和
を
末
永
く
享
.
す
る
元
日
で
あ
る
︒
陽
曆
で
怨
年
に
あ
た
る
と
き
に
︑
ち
ょ
う
ど
民
3
開
幕
の
當
日
と

な
っ
た
の
は
︑
何
と
輝
か
し
い
盛
代
で
は
な
い
か
﹂
と
あ
る(14

)
︒
こ
れ
は
︑
當
時
の
報
B
の
な
か
で
も
︑
民
國
紀
元
の
開
始
を
吿
げ
た
い
ち
早
い

例
で
あ
ろ
う
︒

孫
�
は
︑
一
)
一
日
︑
上
海
か
ら
南
京
へ
と
鐵
B
で
移
動
し
た
︒﹁︹
南
京
の
︺
下
關
に
着
く
と
禮
G
が
擊
た
れ
て
か
ら
車
は
出
發
し
︑
大
總

瓜
府
に
至
っ
た
︒
沿
B
で
は
あ
ま
ね
く
國
旗
を
揭
げ
︑
軍
K
が
び
っ
し
り
�
置
さ
れ
︑
市
民
の
歡
喜
は
�
高
潮
に
L
し
た
︒
總
瓜
府
に
入
る
と

す
ぐ
就
任
誓
詞
と
宣
言
書
が
宣
布
さ
れ
た(15

)
﹂︒
こ
こ
に
い
う
總
瓜
府
は
︑
淸
�
時
代
の
兩
江
總
督
衙
門
で
あ
っ
た
︒
こ
の
記
営
が
正
し
い
と
す

れ
ば
︑
誓
詞
と
宣
言
書
は
事
;
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
南
京
到
着
時
點
の
孫
�
が
こ
の
二
種
の
�
書
の
內
容
を
正
確
に
把
握
し
て

い
た
可
能
性
は
低
い
︒
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英
字
紙
の
報
B
に
よ
れ
ば
︑
孫
�
が
そ
の
衙
門
�
く
に
着
い
た
の
は
午
後
六
時
一
五
分
で
あ
り
︑
式
典
は
一
〇
時
M
に
始
ま
っ
た
と
い
う
︒

衙
門
に
到
着
し
た
と
き
の
孫
�
は
︑
軍
N

(
a
m
ilita
ry
c
a
p
)
を
手
に
持
ち
︑
軍
X
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
無
地
の
カ
ー
キ
色
の
ス
ー
ツ

(
a

p
la
in
k
h
a
k
i
su
it
o
f
m
ilita
ry
c
u
t)
を
着
て
い
た
︒
そ
の
X
に
は
︑
`
違
や
モ
ー
ル
は
附
い
て
い
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
軍
用
の
ゆ
っ
た
り
し
た

ケ
ー
プ
を
ま
と
っ
て
い
た(16

)
︒
式
典
に
お
け
る
孫
�
の
X
裝
を
示
す
	
料
は
見
い
だ
せ
な
い
が
︑
ケ
ー
プ
を
脫
い
だ
ほ
か
は
到
着
時
の
X
裝
の
ま

ま
だ
っ
た
と
︑
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
︒

『民
立
報
﹄
の
報
B
に
よ
れ
ば
︑
臨
時
大
總
瓜
.
任
禮
は
︑
c
の
よ
う
に
執
り
行
な
わ
れ
た
︒

昨
晚
︹
一
)
一
日
の
晚
︺
一
一
時
に
大
總
瓜
が
大
公
堂
に
現
れ
る
と
︑
海
軍
・
陸
軍
の
代
表
お
よ
び
各
省
の
公
民
代
表
は
一
齊
に
歡
聲

を
あ
げ
︑
萬
歲
の
聲
は
天
地
を
振
る
わ
せ
た
︒
軍
樂
を
奏
し
た
後
︑
代
表
團
は
景
�
召
︹
耀
)
︺
君
を
推
し
て
0
出
の
樣
子
を
報
吿
さ
せ

た
︒
い
わ
く
︑﹁
今
日
の
擧
は
五
千
年
の
歷
	
上
︑
未
曾
!
の
こ
と
で
す
︒
わ
が
國
民
の
願
い
と
は
︑
共
和
政
府
の
成
立
そ
し
て
滿
洲
專

制
政
府
の
打
倒
で
あ
り
︑
政
府
が
す
べ
て
の
人
に
自
由
・
幸
福
を
享
.
さ
せ
る
こ
と
で
す
︒
孫
先
生
は
︑
�
代
革
命
の
創
始
者
で
あ
り
︑

政
治
の
學
識
に
富
ん
で
い
ま
す
︒
各
省
の
公
民
が
0
出
し
︑
今
日
︑
就
任
さ
れ
る
に
あ
た
り
︑
孫
先
生
が
常
に
國
民
の
自
由
を
愛
護
し
︑

國
民
の
�
待
に
背
か
ぬ
よ
う
に
願
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
ど
う
か
總
瓜
︑
宣
誓
く
だ
さ
い
﹂
と
︒

總
瓜
は
大
き
な
聲
で
c
の
よ
う
な
誓
詞
を
営
べ
た
︒﹁
滿
淸
の
專
制
政
府
を
顚
h
さ
せ
︑
中
華
民
國
を
强
固
に
し
︑
民
の
生
活
・
幸
福

の
た
め
圖
る
こ
と
が
國
民
の
總
�
で
あ
り
︑
私
は
ま
さ
に
そ
れ
に
從
い
︑
國
に
忠
實
に
︑
人
々
の
た
め
に
働
き
ま
す
︒
專
制
政
府
が
倒
れ
︑

國
內
に
變
亂
が
な
く
な
っ
て
︑
民
國
が
世
界
に
屹
立
し
列
國
か
ら
公
8
さ
れ
た
な
ら
︑
そ
の
と
き
︑
私
は
臨
時
大
總
瓜
の
職
か
ら
離
れ
る

べ
き
で
す
︒
謹
ん
で
︑
こ
れ
を
國
民
に
誓
い
ま
す
﹂︒

代
表
團
の
景
君
は
續
い
て
歡
7
の
言
葉
を
讀
ん
だ
︒
大
�
は
﹁
憲
法
に
k
う
な
か
れ
︒
民
�
に
k
う
な
か
れ
︒
惡
人
を
用
い
る
な
か
れ
︒

德
な
ら
ざ
る
こ
と
を
な
す
な
か
れ
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
大
總
瓜
の
印
綬
を
與
え
た
︒
そ
れ
に
は
﹁
中
華
民
國
臨
時
大

總
瓜
之
印
﹂
と
あ
っ
た
︒
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總
瓜
は
そ
れ
で
宣
言
書
に
押
印
し
︑
胡
漢
民
君
が
宣
言
書
を
代
讀
し
た

(こ
れ
は
怨
聞
の
�
初
を
見
よ
)
︒
ま
た
︑
海
陸
軍
人
代
表
の
徐

紹
楨
總
司
令
が
大
き
な
聲
で
頌
詞
を
讀
み
︑
心
か
ら
歡
7
す
る
氣
持
ち
を
示
し
た
︒
總
瓜
は
そ
れ
に
應
え
︑
o
力
を
盡
く
し
て
國
民
の
總

�
に
か
な
う
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
営
べ
た
︒
續
い
て
︑
代
表
た
ち
お
よ
び
海
陸
軍
人
た
ち
は
大
き
な
聲
で
﹁
中
華
共
和
萬

歲
﹂
と
三
囘
叫
ん
だ
︒
こ
う
し
て
儀
式
が
p
わ
る
と
軍
樂
が
演
奏
さ
れ
解
散
と
な
っ
た(17

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
式
典
は
孫
�
の
南
京
到
着
の
都
合
に
よ
っ
て
深
夜
に
開
催
さ
れ
︑
比
�
�
鯵
q
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
日
本
の
南
京
領

事
鈴
木
榮
作
の
報
吿
に
據
れ
ば
︑
式
典
が
ひ
と
ま
ず
濟
ん
だ
あ
と
︑
臨
時
政
府
組
織
に
つ
い
て
二
︑
三
論
議
し
た
後
︑
午
;
二
時
に
萬
歲
の
聲

で
p
了
し
た
と
い
う(18

)
︒

こ
の
式
c
第
に
は
︑
い
く
つ
か
檢
討
を
�
す
る
點
が
あ
る
︒
ま
ず
孫
�
の
宣
誓
で
あ
る
︒
そ
れ
に
先
立
っ
て
︑
景
耀
)
が
代
表
團
の
な
か
か

ら
0
ば
れ
て
孫
�
0
出
に
つ
い
て
報
吿
し
て
い
る
︒
景
耀
)
は
同
r
會
員
で
あ
り
︑
こ
の
と
き
山
西
省
の
代
表
と
し
て
南
京
に
お
い
て
臨
時
政

府
の
成
立
を
劃
策
し
て
い
た(19

)
︒
景
耀
)
の
發
言
に
よ
れ
ば
︑﹁
各
省
の
公
民
﹂
が
孫
�
を
0
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
正
瓜
性
の
根
據
が
お
か
れ
︑

つ
い
で
孫
�
の
宣
誓
を
求
め
た
︒

中
華
書
局
本
の
﹃
孫
中
山
o
集
﹄
に
は
︑
こ
の
報
B
に
引
用
さ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
�
の
誓
詞
が
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
中
國
歷
	
t
物
館
v
藏

の
原
�
書
の
寫
眞
に
基
づ
く
と
�
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
同
書
の
口
繪
に
そ
の
寫
眞
版
が
揭
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
お
そ
ら
く
孫
�
の

筆
跡
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
を
.
け
︑
孫
�
と
い
う
署
名
の
下
に
私
印
と
思
わ
れ
る
も
の
が
押
し
て
あ
る(20

)
︒

こ
こ
で
十
分
な
留
�
に
値
す
る
の
は
︑
孫
�
の
誓
詞
に
は
︑
中
華
民
國
の
た
め
に
働
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
︑
中
華
民
國
の
體
制
が
安

定
を
み
た
な
ら
ば
孫
�
は
臨
時
大
總
瓜
の
職
を
辭
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
辭
任
規
定
は
︑
一
見
す
る
と
奇
妙

か
も
し
れ
な
い
が
︑
實
は
不
可
缺
な
項
目
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
︑
孫
�
が
就
任
す
る
に
あ
た
り
任
�
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
が
﹁
臨

時
﹂
の
職
で
あ
る
こ
と
も
︑
こ
の
辭
任
規
定
の
形
で
&
示
し
て
お
く
必
�
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
續
い
て
大
總
瓜
の
印
綬
を
與
え
た
の
は
︑
や
は
り
各
省
代
表
の
代
表
で
あ
る
景
耀
)
で
あ
る
︒
孫
�
は
こ
の
職
印
を
宣
言
書
に
押
し
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た
︒
宣
言
書
は
︑
や
は
り
中
華
書
局
本
﹃
孫
中
山
o
集
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
典
據
は
廣
州
市
t
物
館
v
藏
の
原
件
と
あ
る(21

)
︒
そ
れ
と

同
一
と
思
わ
れ
る
�
書
﹁
中
華
民
國
大
總
瓜
孫
�
宣
言
書
﹂
が
一
九
六
〇
年
代
に
x
入
さ
れ
た
と
き
の
紹
介
�
に
よ
れ
ば
︑
縱
〇
・
六
八
メ
ー

ト
ル
︑
橫
一
メ
ー
ト
ル
で
B
林
紙
の
石
印
版
だ
と
い
う
︒
こ
の
紹
介
�
に
附
さ
れ
た
寫
眞
︑
ま
た
は
�
年
の
鮮
&
な
寫
眞
に
よ
れ
ば
︑
筆
跡
か

ら
z
斷
し
て
お
そ
ら
く
孫
�
の
親
筆
に
も
と
づ
い
て
印
刷
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
孫
�
の
署
名
も
な
い
が
︑
篆
書
で
﹁
中
華
民
國
臨
時
大
總
瓜

之
印
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
ら
し
い
押
印
が
あ
る(22

)
︒
日
本
の
南
京
領
事
鈴
木
に
よ
れ
ば
︑
胡
漢
民
が
代
讀
し
た
宣
言
書
の
-
草
者
は
汪
精
衞
だ
と

い
う(

23
)

︒
�
後
に
︑
海
陸
軍
人
代
表
の
徐
紹
楨
總
司
令
が
頌
詞
を
讀
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
各
省
代
表
だ
け
で
な
く
︑
革
命
の
歸
趨
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
軍
人
た
ち
も
孫
�
を
荏
持
す
る
{
勢
を
&
示
す
る
と
い
う
政
治
�
�
味
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
孫
�
も
軍
X
の
よ
う
な
X

裝
で
式
典
會
場
に
現
れ
て
お
り
︑
|
樂
も
軍
樂
で
あ
る
か
ら
︑
軍
事
�
な
�
素
が
多
く
盛
り
}
ま
れ
た
就
任
儀
禮
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
依

然
と
し
て
內
戰
の
續
く
な
か
で
︑
孫
�
こ
そ
が
革
命
軍
を
~
い
る
總
司
令
官
だ
と
い
う
立
場
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
見
方
も
で
き

よ
う
︒

こ
の
式
典
の
準
備
�
�
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
&
だ
が
︑
投
票
に
よ
る
孫
�
の
0
出
か
ら
數
日
で
式
典
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
式
典
準

備
そ
の
も
の
が
倉
卒
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
孫
�
の
劇
�
な
南
京
到
着
も
ぎ
り
ぎ
り
の
日
�
で
あ
り
︑
一
)
一
日
と
い
っ
て

も
夜
遲
く
の
式
典
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
會
場
設
營
や
式
c
第
は
︑
南
京
に
い
た
者
が
準
備
し
て
︑
孫
�
を
待
ち
.
け
て
い
た
と
み

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
十
七
省
代
表
が
投
票
に
よ
っ
て
孫
�
を
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
し
た
と
い
う
經
雲
を
踏
ま
え
て
︑
孫
�
に
誓
い
を
立
て
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
が
式
典
の
中
核
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
︒
こ
の
誓
詞
は
孫
�
の
地
位
に
初
め
か
ら
條
件
を
つ
け
︑
淸
�
が
滅
び
國

內
が
安
定
し
て
民
國
か
ら
國
際
承
8
を
.
け
た
ら
臨
時
大
總
瓜
を
辭
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る(24

)
︒

こ
の
誓
詞
の
內
容
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
孫
�
が
上
海
に
到
着
す
る
;
の
�
勢
を
振
り
1
る
こ
と
が
必
�
で
あ
ろ
う
︒
南
北
の
軍
事
�
對
立
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の
な
か
で
︑
そ
の
�
和
を
�
め
よ
う
と
し
て
い
た
黃
興
は
︑
袁
世
凱
の
共
和
荏
持
を
條
件
に
︑
民
國
大
總
瓜
に
推
す
こ
と
を
�
束
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
︒
黃
興
か
ら
汪
精
衞
あ
て
の
電
報

(一
九
一
一
年
一
二
)
九
日
)
に
は
c
の
よ
う
に
あ
る
︒
汪
精
衞
は
當
時
︑
北
京
に
い
て
袁
世
凱
と

密
に
聯
絡
を
と
っ
て
い
た
︒

袁
世
凱
氏
は
雄
才
あ
り
英
略
に
と
み
︑
か
ね
て
か
ら
o
國
の
大
き
な
�
待
を
�
っ
て
い
て
大
局
を
見
わ
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
も
し
民

軍
と
一
致
し
て
行
動
し
�
や
か
に
滿
淸
政
府
を
倒
し
て
く
れ
る
な
ら
︑
o
國
の
大
勢
を
早
く
安
定
さ
せ
︑
外
國
人
が
早
く
︹
中
華
民
國

を
︺
承
8
す
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
こ
そ
が
o
國
す
べ
て
の
人
が
9
む
と
こ
ろ
で
す
︒
中
華
民
國
大
瓜
領

マ

マ

の
地
位
に
は
必
ず
や
袁
世
凱
氏

が
0
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
現
在
の
事
態
は
切
�
し
て
お
り
︑
內
外
は
み
な
民
軍
の
擧
動
に
�
目
し
て
い
ま
す
︒
早
く
臨
時
政

府
を
作
ら
な
け
れ
ば
現
狀
を
維
持
し
�
展
を
圖
る
の
が
難
し
い
で
し
ょ
う
︒
い
ま
旣
に
各
省
の
代
表
は
私
を
大
瓜
領

マ

マ

に
0
ん
で
臨
時
政
府

を
組
織
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
て
︑
私
は
力
を
盡
く
し
て
斷
っ
て
い
る
も
の
の
︑
な
か
な
か
許
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
︒
も
し
も
斷
り
切
れ
な

け
れ
ば
︑
私
は
各
省
代
表
の
�
�
に
從
っ
て
ひ
と
ま
ず
臨
時
大
元
帥
に
な
っ
て
專
ら
北
伐
を
擔
當
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
袁
世
凱
氏

が
事
を
擧
げ
る
の
を
待
っ
て
す
ぐ
辭
職
し
︑
袁
世
凱
氏
に
お
願
い
し
て
中
華
民
國
の
大
瓜
領

マ

マ

に
な
っ
て
正
式
な
政
府
を
組
織
し
て
も
ら
い

ま
す(25

)
︒

こ
れ
は
︑
袁
世
凱
を
共
和
陣
營
に
つ
け
る
た
め
の
︑
黃
興
の
(
略
活
動
で
あ
る
︒
こ
こ
で
�
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
波
線
の
內
容
が
後
の
孫
�
の

誓
詞
と
よ
く
似
て
い
る
言
い
方
で
中
華
民
國
の
安
定
へ
の
�
待
を
営
べ
て
い
る
こ
と
で
︑
し
か
も
︑
正
規
の
﹁
大
瓜
領
﹂
に
袁
世
凱
が
就
任
す

る
こ
と
が
�
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
黃
興
は
︑
自
分
が
﹁
臨
時
大
元
帥
﹂
と
な
っ
て
民
國
の
暫
定
政
權
を
作
り
︑
そ
れ
を
袁
世
凱
に
渡
す
こ
と
を
想

定
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
黎
元
洪
の
處
�
を
め
ぐ
っ
て
話
が
も
め
て
暫
定
政
權
成
立
が
遲
れ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
一
二
)
二
五
日
に
孫
�
が
歸
國

し
て
上
海
に
現
れ
た(26

)
︒
こ
う
し
て
︑
二
九
日
の
大
總
瓜
0
擧
で
孫
�
が
當
0
し
た
の
で
︑
孫
�
が
そ
の
暫
定
政
權
首
班
の
役
割
を
引
き
.
け
る

こ
と
に
な
っ
た
︒
黃
興
と
し
て
は
︑
上
記
の
書
鯵
中
の
波
線
の
條
件
が
滿
た
さ
れ
た
な
ら
ば
政
權
を
袁
世
凱
に
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
孫
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�
に
も
初
め
か
ら
そ
れ
を
承
諾
さ
せ
て
お
く
必
�
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
孫
�
が
國
民
に
誓
っ
た
誓
詞
は
︑
必
ず
し
も
孫
�
が
自
分
の
�
思

で
作
�
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
黃
興
の
�
を
う
け
た
誰
か
別
の
-
草
者
が
い
た
と
み
る
の
が
�
當
で
あ
ろ
う
︒

孫
�
の
當
0
を
知
っ
た
袁
世
凱
が
孫
�
に
電
報
を
�
り
︑
君
3
制
か
共
和
制
か
未
定
な
の
に
臨
時
政
府
が
で
き
る
と
い
う
話
が
あ
る
の
は
如

何
な
る
こ
と
か
と
問
い
質
し
た
と
こ
ろ(27

)
︑
孫
�
は
︑
c
の
よ
う
に
袁
世
凱
に
向
け
て
1
電
し
て
い
る
︒

私
は
︑
南
北
の
戰
爭
に
よ
っ
て
人
民
が
苦
し
む
の
に
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
︑
決
し
て
南
北
�
和
に
反
對
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
民
3

(共

和
制
)
・
君
3

(君
3
制
)
に
つ
い
て
は
も
は
や
議
論
す
る
餘
地
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
貴
殿
の
苦
心
は
︑
わ
か
る
人
に
は
わ
か
り
ま
す
︒
も

し
貴
殿
の
力
に
よ
っ
て
戰
爭
を
せ
ず
に
國
民
の
念
願
を
實
現
し
︑
民
族
の
(
和
を
保
ち
︑
淸
�
の
皇
室
も
安
o
を
確
保
す
る
な
ら
ば
︑
萬

事
が
丸
く
收
ま
り
ま
す
︒
功
績
あ
る
者
を
推
擧
し
︑
能
力
あ
る
者
に
地
位
を
讓
る
の
は
︑
公
論
と
い
う
も
の
で
す
︒
私
は
︑
各
省
の
推
擧

を
.
け
て
︹
臨
時
大
總
瓜
に
な
り
ま
し
た
が
︺
誓
詞
も
き
ち
ん
と
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
ら
ぬ
私
の
心
は
︑
お
天
B
樣
も
ご
覽
に
な
り
ま
す
︒

も
し
私
が
何
か
を
企
ん
で
い
る
と
お
考
え
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
>
解
で
す(28

)
︒

こ
の
電
報
が
誓
詞
に
つ
い
て
特
に
言
�
し
て
い
る
の
は
︑
や
は
り
孫
�
の
辭
任
に
つ
い
て
の
�
言
が
あ
る
こ
と
を
强
(
す
る
�
圖
に
よ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
︑
誓
詞
に
お
け
る
孫
�
の
辭
任
規
定
は
︑
�
違
上
は
國
民
に
對
し
て
誓
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
︑
實
質
�
に
は
袁
世
凱
に
對
し
て
讓
位
を
�
束
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
孫
�
も
十
分
に
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
功
績
あ
る
者
を

推
擧
し
︑
能
力
あ
る
者
に
地
位
を
讓
る
の
は
︑
公
論
と
い
う
も
の
で
す
﹂
と
い
う
表
現
も
︑
そ
れ
を
示
し
て
い
る
︒

二

袁
世
凱
の
臨
時
大
總
瓜
就
任

1

袁
世
凱
の
北
京
政
權
の
成
立

北
京
で
は
︑
宣
瓜
三
年
も
年
末
に
�
づ
い
た
一
九
一
二
年
二
)
一
二
日

(宣
瓜
三
年
一
二
)
二
五
日
)
︑
�
廷
は
詔
書
に
よ
り
瓜
治
の
任
か
ら
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�
い
た
︒
い
わ
ゆ
る
U
位
で
あ
る
︒
具
體
�
に
は
︑
今
後
は
﹁
共
和
立
憲
國
體
﹂
と
し
︑
袁
世
凱
に
o
權
を
も
っ
て
﹁
臨
時
共
和
政
府
﹂
を
組

織
さ
せ
る
と
し
た
︒
そ
し
て
皇
室
な
ど
の
優
待
條
件
も
別
�
︑
定
め
ら
れ
た(29

)
︒
こ
れ
を
北
京
�
在
の
各
國
公
�
あ
て
に
#
知
す
る
照
會
に
は
︑

袁
世
凱
の
`
書
と
し
て
﹁
o
權
組
織
中
華
民
國
臨
時
政
府
首
領
袁
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た(30

)
︒
同
日
に
伊
集
院
彥
吉
公
�
が
東
京
の
內
田
康
哉
外
相

に
あ
て
た
電
報
に
も
︑
袁
世
凱
が
﹁
中
華
民
國
臨
時
政
府
﹂
を
組
織
し
た
と
の
#
吿
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
吿
さ
れ
て
い
る(31

)
︒

�
日
︑
袁
世
凱
は
︑
二
つ
の
布
吿
を
發
し
た
︒
官
衙
の
官
僚
に
對
し
て
は
こ
れ
ま
で
#
り
の
職
務
を
續
け
る
よ
う
に
指
示
し
︑
軍
K
・
警
察

に
對
し
て
は
治
安
の
維
持
に
努
め
る
よ
う
に
命
じ
た
︒
こ
の
際
の
袁
世
凱
の
`
書
は
︑
政
權
の
公
報
に
お
い
て
﹁
o
權
組
織
臨
時
共
和
政
府

袁
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た(32

)
︒

こ
の
よ
う
に
袁
世
凱
の
職
位
の
名
稱
に
は
多
少
の
相
k
が
あ
っ
た
︒
特
に
�
目
に
値
す
る
の
が
︑
中
華
民
國
と
い
う
國
名
が
�
わ
れ
て
い
る

點
で
あ
る
︒
二
)
一
三
日
︑
日
本
政
府
が
�
日
公
�
か
ら
.
け
た
#
知
に
も
︑
國
號
を
﹁
大
中
華
民
國
﹂
に
定
め
る
と
い
う
點
が
含
ま
れ
て
い

た(
33
)

︒袁
世
凱
の
怨
政
權
が

(大
)
中
華
民
國
を
國
號
と
し
た
經
雲
を
示
す
	
料
は
見
當
た
ら
な
い
︒
こ
の
國
號
を
用
い
た
根
據
と
し
て
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
は
︑
U
位
の
上
諭
の
な
か
に
︑
袁
世
凱
の
組
織
す
る
政
權
に
9
む
こ
と
と
し
て
︑﹁
こ
れ
ま
で
#
り
滿
漢
蒙
囘
藏
の
五
族
を
合
わ
せ

領
土
を
o
て
保
っ
て
︑
一
大
中
華
民
國
と
な
す(34

)
﹂
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
南
京
に
は
旣
に
中
華
民
國
臨
時
政
府
が

存
在
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
と
は
別
に
袁
世
凱
自
身
も
北
京
に
中
華
民
國
臨
時
政
府
を
組
織
し
た
と
3
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

續
い
て
︑
二
)
一
五
日
︑
南
京
の
臨
時
參
議
院
は
袁
世
凱
を
中
華
民
國
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
し
た
︒
同
日
︑
臨
時
參
議
院
が
袁
世
凱
に
�
っ

た
電
�
に
は
c
の
よ
う
に
あ
る
︒

袁
慰
亭
先
生
︒
昨
日
︑
孫
大
總
瓜
の
辭
職
を
本
院
が
承
8
し
た
こ
と
は
︑
す
で
に
電
報
で
お
知
ら
せ
し
た
#
り
で
す
︒
本
日
は
︑
臨
時
大

總
瓜
0
擧
會
を
開
き
︑
滿
場
一
致
で
先
生
を
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
し
ま
し
た
︒
そ
も
そ
も
世
界
の
歷
	
の
な
か
で
大
總
瓜
の
0
擧
で
滿
場

一
致
だ
っ
た
の
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
た
だ
一
人
で
す
︒
あ
な
た
は
︑
そ
れ
を
再
び
實
現
し
た
の
で
す
︒
我
々
一
同
大
い
に
幸
い
と
す
る
の
は
︑
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あ
な
た
が
世
界
で
第
二
の
ワ
シ
ン
ト
ン
と
な
り
︑
我
が
中
華
民
國
の
第
一
の
ワ
シ
ン
ト
ン
と
な
っ
た
こ
と
で
す
︒
瓜
一
の
洩
業
と
共
和
の

幸
福
は
︑
ま
さ
に
今
日
そ
の
基
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
︒
ど
う
か
電
報
を
.
け
取
っ
た
ら
す
ぐ
南
京
の
參
議
院
に
い
ら
し
て
就
任
し
︑
o
國

の
希
9
に
添
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒
共
和
萬
歲
︒
中
華
民
國
萬
歲(35

)
︒

こ
こ
で
ま
ず
留
�
す
べ
き
こ
と
は
︑
袁
世
凱

(字
は
慰
亭
)
を
呼
ぶ
の
に
單
に
﹁
先
生
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る

(袁
世
凱
の
當
時
の
地
位

を
�
重
す
る
な
ら
ば
﹁
袁
o
權
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
)
︒
南
京
の
臨
時
參
議
院
は
自
ら
が
作
り
出
す
正
瓜
性
の
な
か
に
袁
世
凱
を
取
り
}
も
う
と

し
︑
袁
世
凱
が
淸
�
か
ら
o
權
を
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
無
視
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

な
お
︑
右
に
引
用
し
た
電
�
は
こ
と
さ
ら
滿
場
一
致
を
强
(
し
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
南
京
の
臨
時
參
議
院
が
ど
こ
ま
で
民
�
を
反
映
し
て

い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
殘
っ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
革
命
政
權
の
成
立
し
て
い
な
い
北
方
の
諸
省
か
ら
の
代
表
の
立
場
に
は
不
&
瞭
な
點
が
あ

る
と
言
え
よ
う
︒
實
は
︑
袁
世
凱
政
權
の
發
行
す
る
公
報
に
は
︑﹁
天
津
來
電
﹂﹁
順
直
諮
議
局
來
電
﹂﹁
開
封
來
電
﹂
な
ど
が
揭
載
さ
れ
て
い

る(
36
)

︒
こ
れ
ら
は
︑
北
京
政
府
に
從
っ
て
い
る
各
地
域
の
官
僚
・
軍
人
や
紳
士
た
ち
の
�
待
と
し
て
︑
袁
世
凱
が
臨
時
大
總
瓜
と
な
っ
て
南
北
瓜

一
政
府
を
~
い
る
こ
と
を
願
う
內
容
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
南
京
の
投
票
結
果
ほ
ど
&
瞭
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
一
應
は
北
方
の
民
�

も
確
8
し
た
形
式
が
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
電
報
は
︑
袁
世
凱
の
�
を
.
け
て
準
備
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う

が
︑
臨
時
參
議
院
の
0
擧
結
果
を
補
足
す
る
�
味
を
!
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
袁
世
凱
が
臨
時
參
議
院
と
は
別
個
に
正
瓜
性
を
(
L
し
よ
う
と

工
夫
を
こ
ら
し
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
︒

袁
世
凱
は
二
)
一
五
日
に
孫
�
や
臨
時
參
議
院
な
ど
に
あ
て
た
電
報
で
︑
c
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

孫
大
總
瓜
の
電
報
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
共
和
政
府
は
淸
�
の
委
任
に
よ
っ
て
組
織
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
は
︑

o
く
當
を
得
て
い
ま
す
︒
現
在
︑
北
方
各
省
の
軍
K
お
よ
び
o
蒙
古
の
代
表
は
い
ず
れ
も
書
鯵
・
電
報
に
よ
っ
て
臨
時
大
總
瓜
に
推
擧
し

て
く
だ
さ
り
︑
淸
�
の
委
任
と
い
う
こ
と
は
も
う
論
じ
る
�
味
は
あ
り
ま
せ
ん(37

)
︒

こ
こ
で
袁
世
凱
は
︑
�
廷
か
ら
o
權
を
託
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
南
京
側
を
說
得
す
る
根
據
と
し
て
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
8
め
た
う
え
で
︑
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そ
れ
は
措
く
と
し
て
も
︑
北
方
で
は
民
�
を
得
て
自
分
が
軍
事
力
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
3
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
時
點
で
︑
袁
世
凱
は
北
京
の
政
府
を
實
質
�
に
掌
握
し
て
い
た
も
の
の
︑
中
央
政
權
と
し
て
の
政
治
�
正
瓜
性
は
や
や
不
確
か
な
も
の

で
あ
っ
た
︒
淸
�
か
ら
の
委
任
︑
南
京
の
臨
時
參
議
院
か
ら
得
た
臨
時
大
總
瓜
の
0
擧
結
果
︑
そ
し
て
北
方
に
お
け
る
民
�
の
荏
持
は
︑
そ
れ

ぞ
れ
�
味
を
持
っ
て
い
た
が
︑
ど
れ
か
に
o
面
�
に
依
據
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

二
)
一
四
日
︑
お
そ
ら
く
袁
世
凱
の
�
を
.
け
て
︑
曹
汝
霖
が
日
本
公
�
館
を
訪
れ
た
︒
曹
は
伊
集
院
公
�
に
對
し
て
﹁
此
際
南
京
行
を
承

諾
す
る
と
き
は
國
民
に
對
し
︑
恰
も
大
瓜
領
就
任
を
希
9
せ
る
が
爲
︑
皇
�
の
辭
位
を
行
い
た
る
が
如
き
印
象
を
與
え
︑
甚
だ
好
ま
し
か
ら
ざ

る
に
付
﹂︑
南
京
に
は
行
か
な
い
と
說
&
し
た
︒
伊
集
院
の
觀
察
で
は
﹁
印
々
�
�
兩
難
の
羽
目
に
陷
り
﹂︑
各
國
公
�
に
泣
き
つ
い
て
い
る
と

思
わ
れ
た(38

)
︒
こ
こ
に
は
︑
袁
世
凱
が
直
面
し
て
い
た
正
瓜
性
確
保
の
困
難
さ
が
看
破
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
も
し
も
南
京
に
行
け
ば
︑

袁
世
凱
が
淸
�
を
裏
切
っ
た
こ
と
が
&
々
白
々
と
な
る
だ
け
で
な
く
︑
北
京
で
旣
に
掌
握
し
て
い
る
實
權
す
ら
手
放
す
こ
と
に
な
る
危
險
が
あ

る
︒な

お
︑
北
京
で
は
二
)
一
八
日

(農
曆
正
)
元
日
)
か
ら
陽
曆
が
:
用
さ
れ
︑
民
國
元
年
と
い
う
言
い
方
が
公
式
に
:
用
さ
れ
た(

39
)

︒
曆
は
早

く
も
瓜
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

2

袁
世
凱
の
就
任
儀
禮

;
営
の
よ
う
に
二
)
一
五
日
︑
袁
世
凱
は
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
さ
れ
︑
南
京
に
來
て
就
任
す
る
よ
う
に
�
�
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
�
日
︑

彼
は
臨
時
參
議
院
お
よ
び
孫
�
に
對
し
て
電
報
を
�
り
︑
南
京
か
ら
專
�

(特
に
4
5
さ
れ
る
�
�
)
が
4
5
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
相
談
し
た
い

と
営
べ
た(40

)
︒

南
京
の
臨
時
政
府
は
︑
袁
世
凱
を
南
京
に
7
え
る
た
め
の
�
�
團
を
4
5
す
る
こ
と
と
し
た
︒
專
�
は
敎
育
部
總
長
の
蔡
元
培
で
︑
他
に
︑

歡
7
員
と
し
て
魏
宸
組
・
鈕
永
円
・
汪
精
衞
・
宋
敎
仁
・
王
正
廷
な
ど
が
0
ば
れ
た
︒
彼
ら
は
︑
二
)
二
一
日
に
出
發
し
た(41

)
︒
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孫
�
や
臨
時
參
議
院
と
し
て
は
︑
袁
世
凱
を
南
京
に
來
さ
せ
る
こ
と
で
二
つ
の
政
府
を
合
同
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︒
孫
�
が
︑
(お
そ

ら
く
蔡
元
培
に
託
し
て(42
)

)
袁
世
凱
に
�
っ
た
書
鯵
に
は
c
の
よ
う
に
あ
る
︒

今
︑
�
も
<
を
�
す
る
こ
と
と
し
て
︑
怨
民
國
の
暫
定
中
央
機
關
の
v
在
地
は
︑
內
外
の
人
々
が
仰
ぎ
見
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
天
下
に

か
つ
て
の
�
廷
が
變
わ
ら
ず
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
︑
官
僚
た
ち
に
こ
れ
ま
で
の
政
府
が
續
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ

さ
せ
て
も
な
り
ま
せ
ん
︒
と
す
れ
ば
︑
燕
京

(北
京
)
を
當
面
は
政
府
v
在
地
と
せ
ず
︑
江
寧

(南
京
)
に
怨
都
を
創
円
す
る
の
は
︑
貴

殿
が
私
と
と
も
に
國
民
に
同
�
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
お
よ
そ
南
北
で
共
和
を
3
張
し
︑
從
來
の
腐
敗
し
た
官
僚
政
治
に
¬
氣
が

さ
し
て
い
る
諸
君
も
同
じ
考
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
將
來
長
�
�
な
首
都
を
ど
こ
に
置
く
の
が
よ
い
か
︑
大
局
が
定
ま
っ
て
か
ら
正
式
な

國
論
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
と
し
︑
今
の
と
こ
ろ
は
豫
定
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん(43

)
︒

右
の
孫
�
の
�
違
で
︑
燕
京
を
﹁
政
府
v
在
地
と
せ
ず
﹂
と
譯
し
た
の
は
原
�
で
は
﹁
置
爲
閑
邑
﹂
で
あ
り
︑
こ
と
さ
ら
に
北
京
を
貶
め
る
�

味
合
い
が
あ
る
︒
も
し
袁
世
凱
が
孫
�
の
�
待
#
り
に
南
京
で
怨
政
府
を
組
織
す
れ
ば
︑
淸
室
の
�
向
や
北
方
の
民
心
に
反
す
る
こ
と
に
な
り

か
ね
ず
︑
南
京
側
に
寢
1
っ
た
と
い
う
汚
名
を
免
れ
な
い
と
豫
想
で
き
た
だ
ろ
う
︒

こ
の
後
︑
蔡
元
培
は
軍
人
な
ど
か
ら
c
々
と
電
報
を
.
け
取
っ
た
が
︑
そ
の
な
か
に
は
袁
世
凱
が
北
京
で
臨
時
大
總
瓜
に
就
任
す
る
の
を
9

む
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た(44

)
︒
ま
た
︑
蒙
古
聯
合
會
は
袁
世
凱
あ
て
の
書
鯵
で
﹁
今
こ
こ
に
南
京
で
就
任
す
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
︑
そ
れ

が
漢
族
の
利
�
得
失
に
關
係
す
る
點
に
つ
い
て
本
會
は
ひ
と
ま
ず
深
く
論
じ
ま
せ
ん
が
︑
わ
が
蒙
古
に
と
っ
て
は
關
係
を
絕
つ
と
い
う
�
味
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
︑
實
に
大
き
な
�
を
も
た
ら
し
ま
す(45

)
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
袁
世
凱
の
�
向
に
沿
っ
た
�
見
表
&
で
あ
ろ
う

が
︑
北
京
を
含
む
北
方
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
諸
勢
力
に
と
っ
て
︑
南
京
に
中
央
政
府
が
移
轉
す
る
こ
と
に
反
對
す
る
の
は
當
然
と
言
え
る
︒

そ
の
よ
う
な
な
か
︑
二
)
二
九
日
に
は
北
京
で
兵
變
が
-
こ
り
︑
つ
い
で
天
津
・
保
定
に
も
�
ん
だ
︒
こ
の
よ
う
な
北
方
の
混
亂
に
鑑
み
て
︑

三
)
六
日
︑
蔡
元
培
ら
は
臨
時
參
議
院
あ
て
の
電
報
で
﹁
袁
君
は
大
總
瓜
に
0
出
さ
れ
た
も
の
の
︑
ま
だ
正
式
就
任
し
て
い
な
い
た
め
︑
命
令

を
發
す
る
の
に
多
く
の
困
難
が
あ
り
︑
そ
こ
で
北
方
諸
省
は
日
に
日
に
恐
怖
に
お
び
え
︑
無
政
府
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
﹂
と
営
べ
︑
袁
世
凱
が
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南
京
に
來
ら
れ
な
い
狀
況
の
も
と
で
�
や
か
に
政
權
を
"
築
す
る
必
�
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
た(46

)
︒

そ
こ
で
︑
同
日
︑
南
京
の
臨
時
參
議
院
も
︑
今
後
の
手
續
き
と
し
て
六
か
條
を
提
示
し
な
が
ら
︑
袁
世
凱
が
北
京
で
就
任

(原
�
は
﹁
.

職
﹂
)
す
る
こ
と
を
8
め
る
に
至
っ
た(47

)
︒
ま
た
︑
孫
�
も
こ
れ
に
同
�
し
︑
ま
た
黎
元
洪
副
總
瓜
が
南
京
で
代
理
と
し
て
就
任
す
る
と
い
う
案

も
不
�
と
し
た(48

)
︒

六
か
條
の
一
つ
に
基
づ
き
︑
三
)
八
日
︑
袁
世
凱
は
臨
時
參
議
院
に
對
し
︑
宣
誓
�
を
電
報
で
�
っ
た
︒

民
國
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
對
處
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
私
は
︑
o
力
を
盡
く
し
て
共
和
の
精
神
を
發
揚
し
︑

專
制
の
汚
穢
を
洗
い
液
す
こ
と
を
心
よ
り
願
い
ま
す
︒
謹
ん
で
憲
法
を
守
り
︑
國
民
の
願
9
に
基
づ
き
︑
國
家
を
安
o
堅
固
に
し
︑
五
大

民
族
が
み
な
安
樂
に
�
ご
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
︑
き
っ
と
眞
摯
に
實
行
に
移
し
ま
す
︒
國
會
が
召
集

さ
れ
第
一
�
の
大
總
瓜
が
0
出
さ
れ
た
ら
︑
私
は
す
ぐ
辭
職
し
ま
す
︒
謹
ん
で
衷
心
よ
り
同
D
に
誓
い
ま
す(49

)
︒

三
)
九
日
︑
こ
れ
を
.
け
た
臨
時
參
議
院
は
︑
袁
世
凱
が
三
)
一
〇
日
に
就
任
す
る
こ
と
を
承
8
し
︑
o
國
に
#
吿
し
た
︒
臨
時
參
議
院
に

よ
る
祝
�
に
は
︑
臨
時
�
法
の
�
守
を
�
�
す
る
言
葉
も
含
ま
れ
て
い
た(50

)
︒

右
の
ご
と
き
經
雲
を
み
る
と
き
︑
三
)
一
〇
日
の
袁
世
凱
の
就
任
儀
禮
に
つ
い
て
︑
十
分
な
準
備
時
閒
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
︒
北
京
で

の
就
任
が
8
め
ら
れ
た
三
)
六
日
か
ら
準
備
を
始
め
た
と
し
て
も
三
～
四
日
の
�
閒
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
し
か
も
臨
時
參
議
院
の
承
8

を
得
た
三
)
九
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
�
日
の
就
任
日
�
が
正
式
決
定
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
就
任
儀
禮
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
考
え
ら
れ
る
﹁
臨
時
大
總
瓜
.
職
禮
�
c
第
﹂
と
い
う
	
料
が
東
京
の
靜
嘉
堂
�
庫
に
殘
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
c
の
よ
う
に
式
c
第
が
豫
定
さ
れ
て
い
た
︒

①

參
列
者
は
�
堂
に
集
合
し
︑
し
か
る
べ
き
順
序
で
竝
ぶ
︒

②

案
內
係
が
大
總
瓜
を
�
堂
の
中
央
よ
り
北
寄
り
に
�
き
︑
南
を
向
い
て
直
立
し
て
も
ら
う
︒

③

參
列
者
は
各
自
の
場
v
で
大
總
瓜
に
向
け
て
鞠
躬
の
禮
を
行
い
︑
大
總
瓜
は
答
禮
す
る
︒
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④

大
總
瓜
は
︑
宣
誓
�
を
讀
み
上
げ
︑
讀
み
p
わ
っ
た
ら
奏
樂
が
あ
る
︒

⑤

參
列
者
は
︑
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
大
總
瓜
の
;
に
來
て
︑
鞠
躬
の
禮
を
行
い
︑
大
總
瓜
は
答
禮
す
る
︒
禮
が
p
わ
っ
た
ら
︑
各
自

も
と
の
場
v
に
戾
る
︒

⑥

大
總
瓜
は
ド
ア
の
と
こ
ろ
ま
で
來
て
立
ち
︑
參
列
者
は
大
總
瓜
に
鞠
躬
の
禮
を
行
い
︑
大
總
瓜
は
答
禮
し
て
�
出
す
る
︒

⑦

參
列
者
は
順
番
に
�
出
す
る
︒

⑧

大
總
瓜
は
別
室
に
行
き
謁
見
に
來
た
者
を
順
番
に
接
見
す
る
︒
各
部
の
長
が
連
れ
て
き
て
謁
見
さ
せ
る
︒

⑨

茶
會
と
奏
樂(51

)
︒

ま
た
︑﹁
各
項
參
禮
人
員
單
﹂
と
し
て
參
列
者
の
一
覽
名
�
も
あ
る
︒

歡
7
專
�
お
よ
び
歡
7
員

〔蔡
元
培
ら
�
�
團
を
指
す
︺

黎
︹
元
洪
︺
副
總
瓜
代
表
お
よ
び
各
省
總
督
・
都
督
代
表

北
京
各
部
の
首
領
・
副
首
領

八
旗
滿
洲
・
蒙
古
・
漢
軍
の
都
瓜
・
副
都
瓜

每
旗
一
人

軍
瓜
・
鎭
瓜
・
協
瓜
・
瓜
領

海
軍
艦
長

步
軍
瓜
領
左
右
£
總
兵

順
天
府
尹
・
大
興
縣
知
縣
・
宛
¤
縣
知
縣
︹
北
京
を
治
め
る
地
方
官
︺・
各
省
在
京
紳
士

每
省
一
人

滿
洲
紳
士
二
人

蒙
古
紳
士
二
人

囘
族
紳
士
二
人
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西
藏
紳
士
二
人

北
京
市
民
代
表

商
務
總
會
二
人
・
總
董
事
會
二
人(52

)

こ
の
參
列
者
を
み
る
と
︑
官
僚
・
軍
人
・
紳
士
の
代
表
を
集
め
︑
ま
た
可
能
な
限
り
五
族
と
o
國
各
省
の
代
表
を
參
席
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
準
備
�
閒
の
短
さ
か
ら
︑
實
質
�
に
は
︑
當
時
す
で
に
北
京
に
い
た
者
だ
け
が
參
加
す
る
よ
う
に
豫
定
さ
れ
て
い

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
︑
外
國
の
公
�
た
ち
の
出
席
の
可
能
性
で
あ
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
側
の
	
料
に
よ
れ
ば
︑
外
務
部
首
領
の
胡
惟

德
が
イ
ギ
リ
ス
公
�
ジ
ョ
ー
ダ
ン
を
訪
問
し
外
國
人
を
式
典
に
招
く
こ
と
の
是
非
を
相
談
し
た
︒
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
︑
正
式
な
招
待
を
.
け
て
も

困
る
の
で
︑
單
に
#
知
の
み
に
し
て
欲
し
い
と
囘
答
し
た
︒
し
か
し
︑
胡
惟
德
は
︑
そ
れ
で
も
ジ
ョ
ー
ダ
ン
に
外
�
團
會
議
を
開
く
よ
う
に
依

賴
し
︑
參
列
を
希
9
す
る
外
國
人
客
が
い
れ
ば
應
對
で
き
る
よ
う
に
中
國
政
府
は
準
備
す
る
旨
を
外
�
團
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
�
�
し
た
︒

三
)
八
日
づ
け
で
胡
惟
德
は
就
任
式
に
つ
い
て
の
#
知
を
�
っ
て
き
て
︑
本
國
政
府
に
傳
L
す
る
よ
う
に
願
っ
た
︒
三
)
九
日
に
は
外
�
團
會

議
が
開
か
れ
︑﹁
い
か
な
る
¦
格
で
あ
ろ
う
と
そ
の
式
典
に
參
加
す
る
の
は
§
け
る
ほ
か
な
い
﹂
と
し
て
一
同
不
參
加
を
決
議
し
た(53

)
︒

い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
背
景
に
は
︑
各
國
が
中
華
民
國
の
袁
世
凱
政
權
を
承
8
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
︒
な
お
︑
外
�
團
の

取
り
決
め
に
反
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
公
�
館
か
ら
�
在
武
官
・
一
等
書
記
官
・
中
國
人
書
記
官
が
式
典
に
出
席
し
た
と
い
う(54

)
︒

以
上
の
經
雲
を
經
て
︑
三
)
一
〇
日
の
式
典
當
日
に
至
っ
た
︒
そ
の
模
樣
に
つ
い
て
﹃
順
天
時
報
﹄
は
は
c
の
よ
う
に
報
B
し
て
い
る
︒

こ
の
日
︑
午
後
二
時
︑
召
集
さ
れ
た
列
席
者
は
︑
い
ず
れ
も
石
大
人
胡
同
の
外
務
部
7
賓
館
大
樓
の
各
室
に
分
か
れ
て
座
っ
て
い
た
︒

二
時
を
�
ぎ
る
と
︑
特
別
に
5
わ
さ
れ
た
案
內
人
が
順
々
に
各
處
の
代
表
お
よ
び
參
席
者
た
ち
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
�
堂
に
竝
ん
で
立
た

せ
た
︒
贊
禮
員

(司
會
�
行
係
)
が
謹
ん
で
總
瓜
の
入
場
を
求
め
た
︒
こ
の
と
き
︑
袁
總
瓜
は
�
堂
の
左
の
部
屋
か
ら
誘
�
係
二
名
・
附

き
從
う
護
衞
の
武
官
四
名
・
祕
書
二
名
に
連
れ
ら
れ
一
群
と
な
っ
て
現
れ
た
︒
宿
衞
軍
數
十
人
が
室
內
に
整
列
し
︑
各
國
の
報
B
記
者
�

十
數
人
が
來
て
い
た
︒
整
然
と
し
た
秩
序
︑
淸
澄
な
る
軍
樂
は
︑
實
に
こ
の
上
な
い
樣
子
だ
っ
た
︒
參
列
者
は
嚴
肅
な
態
度
で
咳
一
つ
す
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る
も
の
が
な
い
︒
大
總
瓜
は
威
儀
莊
重
で
︑
見
る
者
に
敬
�
を
生
じ
さ
せ
た
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
宣
誓
�
を
讀
ん
だ
︒

〔宣
誓
�
は
省
略
︒
南
京
の
臨
時
參
議
院
に
�
っ
て
承
8
さ
れ
た
;
引
の
�
面
と
同
じ
︺

宣
誓
�
は
專
�
︹
蔡
元
培
︺
に
手
渡
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
專
�
か
ら
口
頭
で
祝
賀
の
言
葉
が
あ
っ
た
︒

共
和
の
�
義
は
︑︹
淸
�
時
代
の
︺
汚
穢
を
©
し
去
り
︑
民
權
を
促
�
す
る
に
あ
り
ま
す
︒
民
國
は
目
下
︑
實
に
多
く
の
困
難
に
直
面

し
て
お
り
︑
總
瓜
の
責
任
は
非
常
に
重
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
重
責
を
擔
い
︑
こ
の
困
難
に
對
處
す
る
に
は
︹
袁
︺
大
總
瓜
だ
け

が
賴
り
で
す
︒
そ
こ
で
︑
孫
大
總
瓜
は
︹
袁
︺
大
總
瓜
の
就
任
日
に
あ
た
り
喜
び
の
氣
持
ち
を
示
す
た
め
自
ら
祝
辭
を
営
べ
に
來
た

か
っ
た
も
の
の
︑
<
に
︹
南
京
を
︺
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
特
に
私
が
代
理
と
し
て
謹
ん
で
そ
の
祝
�
を
お
傳
え
し
ま
す
︒

袁
總
瓜
は
答
え
て
︑
お
お
む
ね
c
の
よ
う
に
言
っ
た
︒

現
今
は
至
難
の
時
勢
で
あ
り
︑
重
責
を
私
の
力
量
で
擔
い
き
れ
る
か
甚
だ
不
安
で
す
︒
は
か
ら
ず
も
滿
漢
蒙
囘
藏
五
族
の
同
D
か
ら
公

擧
さ
れ
︑
さ
ら
に
孫
大
總
瓜
か
ら
後
任
推
薦
を
.
け
た
以
上
は
︑
無
理
に
で
も
そ
の
責
務
を
�
わ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒
今
後

は
o
力
を
盡
く
し
て
努
め
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
︒
加
え
て
︑
わ
が
五
族
同
D
も
ま
た
各
々
心
を
一
つ
に
努
力
し
︑
と
も
に
責
任
を
果
た

し
眞
の
共
和
を
促
�
す
る
こ
と
を
9
み
ま
す
︒

そ
の
後
︑
式
c
第
に
從
い
︑
列
席
者
は
順
番
に
總
瓜
の
正
面
に
來
て
︑
鞠
躬
の
禮
を
行
っ
た
︒
禮
が
p
わ
る
と
︑
總
瓜
は
�
出
し
て
�
堂

の
正
面
の
部
屋
に
入
り
︑
中
央
官
廳
の
人
員
を
接
見
し
た
︒
こ
の
日
︑
各
省
の
都
督
の
代
表
は
�
か
に
五
人
︑
中
央
官
廳
の
正
副
首
領
は

九
人
が
來
た
︒
都
瓜
・
副
都
瓜
も
十
數
人
に
と
ど
ま
っ
た
︒
ま
た
參
席
し
た
ラ
マ
二
名
が
あ
り
︑
總
瓜
が
︹
蔡
元
培
へ
の
︺
1
事
の
言
葉

を
p
え
た
と
こ
ろ
で
正
面
に
來
て
禮
を
し
︑
白
と
靑
の
二
色
の
ハ
タ
︹
長
め
の
絹
布
︺
を
奉
«
し
た
︒
總
瓜
も
ハ
タ
を
お
1
し
し
︑
も

ら
っ
た
ハ
タ
を
身
に
着
け
た
︒
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
で
�
高
の
優
待
を
示
す
儀
式
で
あ
る
︒

會
場
の
雰
圍
氣
は
嚴
肅
で
あ
っ
た
が
︑
列
席
者
た
ち
は
皆
そ
そ
く
さ
と
禮
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
各
國
公
�
も
來
な
か
っ
た
︒
中
國
は
五

族
共
和
と
な
っ
た
︹
民
國
に
な
っ
た
︺
も
の
の
︑
各
國
は
ま
だ
正
式
に
承
8
し
て
い
な
い
の
で
︑
各
國
公
�
の
{
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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こ
れ
も
中
華
民
國
の
政
權
が
瓜
一
さ
れ
て
�
初
の
大
總
瓜
就
任
日
の
缺
點
で
あ
っ
た(55

)
︒

こ
の
報
B
を
行
な
っ
た
記
者
も
︑
式
典
の
場
に
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
も
と
も
と
豫
定
さ
れ
た
式
c
第
か
ら
變
¬
な
い
し


加
さ
れ
た
の
は
c
の
三
點
で
あ
っ
た
︒
(1
)
誓
い
の
言
葉
の
書
面
を
蔡
元
培
が

(南
京
に
持
ち
歸
る
た
め
)
.
け
取
っ
た
こ
と
︑
(2
)
袁
世
凱

と
蔡
元
培
の
言
葉
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
︑
(3
)
ラ
マ
に
よ
る
ハ
タ
奉
«
が
あ
っ
た
こ
と(56

)
︒
た
だ
し
︑
袁
世
凱
と
蔡
元
培
の
や
り
と
り

は
口
頭
で
あ
る
た
め
︑
報
B
に
よ
っ
て
多
少
の
相
k
が
あ
る
︒﹃
民
立
報
﹄
に
よ
れ
ば
蔡
元
培
は
︑
現
在
に
お
い
て
﹁
�
も
重
�
な
の
は
國
會

を
召
集
し
憲
法
を
確
定
す
る
と
い
う
諸
事
だ(57

)
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒

な
お
︑
式
典
に
お
い
て
袁
世
凱
は
軍
の
制
X
を
着
用
し
て
お
り
︑
參
列
者
の
多
く
は
フ
ロ
ッ
ク
・
コ
ー
ト
ま
た
は
制
X
を
着
て
い
た

(も
ち

ろ
ん
ラ
マ
は
黃
色
の
法
衣
で
あ
っ
た(58
)

)
︒

こ
の
會
場
の
樣
子
は
︑
圖
1
の
よ
う
な
位
置
關
係
に
な
っ
て
い
た(59

)
︒

こ
の
就
任
儀
禮
の
核
心
は
︑
袁
世
凱
の
宣
誓
に
あ
る
︒
大
總
瓜
の
正
面
に
蔡
元
培
た
ち
歡
7
團
が
立
ち
竝
ん
で
い
る
︒
宣
誓
�
は
蔡
元
培
に

渡
さ
れ
︑
そ
の
あ
と
で
蔡
元
培
が
孫
�
の
代
理
と
し
て
祝
辭
を
営
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
南
京
側
が
袁
世
凱
を
臨
時
大
總
瓜
と
し
て
承
8
す
る

儀
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
も
そ
も
袁
世
凱
を
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
し
た
の
は
南
京
の
臨
時
參
議
院
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
は
當
然
で

あ
る
︒
第
一
�
の
大
總
瓜
が
0
出
さ
れ
た
ら
辭
職
す
る
と
い
う
規
定
も
留
�
に
値
す
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
式
典
の
準
備
は
︑
ほ
ぼ
袁
世
凱
の
政
府
が
擔
當
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
�
味
で
︑
北
京
の
政
權
を
正
瓜
®
す
る
と
い
う

役
割
を
こ
の
儀
式
が
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
�
目
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
北
京
の
中
央
官
廳
の
長
や
3
な
軍
人
が
出
席
し
︑
袁
世
凱
の
接
見
を

.
け
る
こ
と
で
︑
北
京
に
お
け
る
旣
存
の
政
府
と
軍
の
機
"
が
暫
定
�
に
中
華
民
國
の
制
度
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

淸
室
が
U
位
し
た
後
︑
北
京
の
政
府
の
正
瓜
性
は
︑
袁
世
凱
が
﹁
o
權
を
も
っ
て
臨
時
共
和
政
府
を
組
織
さ
せ
る
﹂
よ
う
に
淸
�
か
ら
命
じ

ら
れ
た
こ
と
に
根
據
を
置
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
臨
時
大
總
瓜
の
就
任
儀
禮
に
は
︑
淸
室
の
代
表
は
招
か
れ
て
い
な
い
︒
む

し
ろ
︑
南
京
に
お
い
て
臨
時
大
總
瓜
に
0
出
さ
れ
た
と
い
う
怨
し
い
正
瓜
性
に
依
據
し
な
が
ら
︑
袁
世
凱
が
北
京
の
政
權
を
掌
握
し
な
お
し
た
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の
が
︑
こ
の
就
任
儀
禮
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る(60

)
︒

他
方
で
︑
袁
世
凱
は
南
京
側
と
は
區
別
さ
れ
た

正
瓜
性
の
原
理
を
も
盛
り
}
も
う
と
し
て
い
た
こ

と
に
�
目
し
た
い
︒
袁
世
凱
は
︑
蔡
元
培
の
祝
辭

に
對
す
る
答
辭
の
な
か
で
︑
臨
時
大
總
瓜
に
就
任

す
る
理
由
と
し
て
︑
孫
�
か
ら
推
薦
さ
れ
た
こ
と

(つ
ま
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
臨
時
參
議
院
で
0
出
さ
れ

た
こ
と
)
だ
け
で
な
く
︑﹁
滿
漢
蒙
囘
藏
五
族
の
同

D
か
ら
公
擧
さ
れ
た
﹂
こ
と
を
擧
げ
て
い
る(61

)
︒
後

者
は
︑
南
京
に
由
來
す
る
正
瓜
性
と
は
衣
な
る
�

素
を
織
り
}
も
う
と
す
る
袁
世
凱
の
�
思
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う(62

)
︒
し
か
し
︑﹁
公
擧
さ
れ

た
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
ほ
ど
&
瞭
な
根
據
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
應
そ
れ
に
相
當
す
る
の
は
︑

北
方
各
省
や
蒙
古
王
公
聯
合
會
が
袁
世
凱
を
臨
時

大
總
瓜
に
推
し
た
電
�
で
あ
ろ
う(63

)
︒
ラ
マ
に
よ
る

ハ
タ
奉
«
と
い
う
演
出
は
︑
そ
の
よ
う
な
根
據
¯

°
な
點
を
曖
昧
な
形
な
が
ら
埋
め
あ
わ
せ
る
よ
う

な
役
割
を
�
待
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒
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圖 1 袁世凱の臨時大總瓜就任式典 (1912 年 3) 10 日) の會場圖

典據：日本外務省記錄に含まれる『北京日報』1912 年 3) 11 日記事の切り拔き。なお、下のほうに

見えるMTの�字と數字は、マイクロフィルム撮影時に附されたものである。



な
お
︑
こ
の
時
點
で
は
︑
孫
�
は
臨
時
大
總
瓜
を
辭
任
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
た
が
︑
ま
だ
辭
任
し
て
い
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
臨
時
大
總

瓜
が
北
京
と
南
京
に
一
時
�
に
±
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
孫
�
が
辭
任
す
る
の
は
︑
怨
政
權
の
組
閣
が
p
わ
り
國
務
總
理
の
²
紹
儀
が
南

京
に
き
て
引
き
繼
ぎ
を
行
っ
た
四
)
一
日
の
こ
と
で
あ
る(64

)
︒

三

袁
世
凱
の
正
式
大
總
瓜
就
任

一
九
一
三
年
︑
國
民
黨
に
よ
る
反
政
府
蜂
-
が
鎭
壓
さ
れ
た
後
︑
憲
法
の
制
定
に
先
立
っ
て
正
式
の
大
總
瓜
を
0
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

一
〇
)
六
日
に
衆
議
院
・
參
議
院
の
議
員
が
集
ま
っ
て
大
總
瓜
の
0
擧
を
實
施
し
︑
袁
世
凱
が
當
0
し
た
︒

大
總
瓜
の
就
任
式
は
國
慶
日
の
一
〇
)
一
〇
日
に
行
な
わ
れ
た
︒
當
時
の
狀
況
か
ら
言
え
ば
︑
こ
の
よ
う
な
0
擧
そ
し
て
就
任
の
日
�
は
或

る
�
度
は
豫
�
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た(65

)
︒
と
は
い
え
︑
や
は
り
就
任
式
の
準
備
が
本
格
�
に
�
め
ら
れ
た
の
は
︑
一
〇
)
六
日
の
當
0
の
後
で

あ
ろ
う
︒

と
す
れ
ば
︑
就
任
式
ま
で
數
日
の
準
備
�
閒
し
か
無
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
事
;
に
發
表
さ
れ
た
列
席
豫
定
者
の
一
覽
に
も
示
唆

さ
れ
て
い
る
︒
式
の
執
行
に
關
わ
る
人
員
の
他
に
︑
祝
賀
の
た
め
參
席
す
る
者
は
︑
c
の
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
︒
①
國
會
議
長
︑
副
議
長
︑

議
員
︒
②
國
務
員

(閣
僚
)
︒
③
鯵
任
官

(官
位
の
高
い
官
僚
)
o
體
︒
薦
任
官
は
各
院
・
各
部
か
ら
十
二
人
︑
各
局
・
各
處
か
ら
四
人
︒
各
旗

か
ら
三
人
︒
司
法
官
は
o
體
で
百
人
︒
④
陸
海
軍
官
は
o
體
で
二
百
人
︒
⑤
北
京
市
民
代
表
二
名
︒
⑥
王
公
世
³
︒
⑦
ラ
マ
は
百
人
以
內(66

)
︒

す
な
わ
ち
︑
ほ
ぼ
北
京
在
´
の
者
だ
け
で
あ
り
︑
µ
方
か
ら
の
招
待
客
は
豫
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
︒

就
任
式
は
太
和
殿
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
內
務
部
が
數
日
閒
で
設
營
し
た
︒
中
央
に
は
大
總
瓜
が
宣
誓
す
る
臺
を
置
い
た
が
︑
そ
れ
は

殿
中
の
煖
閣
か
ら
寶
座
を
撤
去
し
た
臺
で
あ
っ
た
︒
內
務
部
か
ら
4
5
さ
れ
た
準
備
員
た
ち
は
︑
武
英
殿
を
事
務
v
と
し
た(67

)
︒

就
任
式
當
日
の
實
際
の
�
行
は
︑
怨
聞
報
B
に
よ
れ
ば
︑
c
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
當
日
は
�
か
ら
小
雨
だ
っ
た
が
︑
一
〇
時
ぐ
ら
い
に
止
ん

だ
︒
袁
世
凱
は
︑
九
時
M
に
︹
´
ん
で
い
た
︺
中
海
を
出
發
し
た
︒
淡
藍
色

(み
ず
い
ろ
)
の
陸
軍
大
元
帥
の
制
X
を
着
て
︑
十
餘
名
の
軍
官
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に
隨
侍
さ
れ
な
が
ら
美
し
い
車
に
乘
っ
て
天
安
門
に
入
っ
た
︒
軍
樂
K
が
そ
れ
を
7
え
た
︒
橋
の
と
こ
ろ
で
車
を
影
り
て
紅
色
の
`
輿

(こ

し
)
に
乘
り
奄
え
︑
保
和
殿
で
休
息
し
た
︒
式
典
は
一
〇
時
五
五
分
に
始
ま
っ
た(68

)
︒

ま
ず
段
祺
瑞
以
下
の
諸
武
官
が
護
衞
の
た
め
登
壇
し
た
︒
典
禮
官
が
﹁
脫
N
﹂
と
言
う
と
︑
列
席
者
は
鞠
躬
の
禮
を
行
っ
た
︒
總
瓜
も
鞠
躬

の
答
禮
を
行
っ
た
︒
袁
世
凱
は
宣
誓
と
し
て
︑﹁
私
は
至
�
を
も
っ
て
憲
法
を
�
守
し
大
總
瓜
の
職
務
を
 
行
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
﹂
と
営

べ
た
︒
續
い
て
袁
世
凱
は
︑
宣
言
書
を
讀
み
上
げ
た
︒
讀
み
p
え
る
と
︑
皆
で
﹁
萬
歲
﹂
と
叫
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
總
瓜
は
臺
か
ら
影
り
て
休
息

室
に
入
り
︑
參
列
者
も
�
席
し
た(69

)
︒

續
い
て
外
�
團
が
臺
の
下
に
整
列
し
た
︒
總
瓜
は
臺
を
ま
わ
っ
て
;
に
�
み
會
見
し
た
︒
ス
ペ
イ
ン
公
�
が
各
國
を
代
表
し
て
祝
辭
を
営
べ
︑

中
國
語
に
#
譯
さ
れ
た
︒
そ
の
內
容
は
︑
旣
存
の
條
�
な
ど
の
�
守
が
先
ほ
ど
の
宣
言
書
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
¶
價
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

袁
世
凱
が
そ
れ
に
答
え
︑
條
�
の
�
守
を
確
8
し
た
︒
孫
寶
琦
外
�
總
長
が
各
公
�
の
着
任
の
順
序
で
一
人
一
人
正
式
に
紹
介
し
︑
握
手
し
て

言
葉
を
�
わ
し
た
︒
各
公
�
は
公
�
館
員
を
紹
介
し
︑
總
瓜
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
答
禮
を
し
た(

70
)

︒
ス
ペ
イ
ン
公
�
パ
ス
ト
ル

(
L
u
is
P
a
sto
r)

が
代
表
者
と
な
っ
た
の
は
︑
外
�
團
の
首
席
だ
か
ら
で
あ
る(71

)
︒

外
�
團
が
�
出
し
た
あ
と
︑
淸
の
皇
室
代
表
の
溥
倫
貝
子

ベ
イ
セ

の
接
見
が
あ
り
︑
溥
倫
は
總
瓜
の
面
;
で
宣
瓜
�
名
義
の
祝
辭
を
営
べ
た
︒
こ
の

な
か
で
︑
宣
瓜
�
は
½
を
自
稱
し
︑
日
附
も
﹁
宣
瓜
癸
丑
九
)
十
一
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
溥
倫
は
自
ら
祝
辭
を
営
べ
た
︒
總
瓜
は
溥

倫
に
向
か
っ
て
︹
淸
室
に
對
す
る
︺
1
事
を
行
っ
た(72

)
︒

式
典
が
p
わ
る
と
武
英
殿
に
お
い
て
茶
菓
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
袁
世
凱
は
い
っ
た
ん
休
息
室
に
入
っ
た
後
︑
輿
に
乘
っ
て
天
安
門

に
至
り
︑
樓
上
か
ら
閱
兵
を
行
っ
た(73

)
︒

以
上
の
式
c
第
に
つ
い
て
は
︑
事
;
に
國
務
院
か
ら
﹁
大
總
瓜
.
任
禮
�
﹂
が
發
表
さ
れ
て
い
た
が(74

)
︑
ほ
ぼ
そ
の
#
り
に
�
行
し
た
と
い
え

る
︒
た
だ
し
開
始
時
閒
は
豫
定
の
時
刻
か
ら
少
し
遲
れ
︑
出
席
し
た
國
會
議
員
も
三
分
の
一
に
と
ど
ま
っ
た(75

)
︒
な
お
︑
式
典
の
p
了
後
に
は
︑

宮
門
が
開
放
さ
れ
て
¿
を
持
つ
者
は
自
由
に
參
觀
で
き
た
︒
午
後
二
時
︑
南
苑
の
航
空
學
校
か
ら
一
機
の
飛
行
機
が
飛
ん
で
き
て
會
場
の
上
を
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一
À
し
た
︒
ま
た
天
津
の
體
育
商
團
數
百
名
が
式
典
會
場
の
;
で
禮
を
行
な
っ
た(76

)
︒
こ
れ
ら
も
︑
閱
兵
と
同
樣
に
︑
大
總
瓜
が
掌
握
す
る
軍
事

權
を
示
す
�
味
が
}
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
式
典
の
な
か
で
�
も
重
�
な
の
は
大
總
瓜
の
宣
誓
と
い
う
べ
き
だ
が
︑
宣
誓
の
�
言
は
大
總
瓜
0
擧
法
第
四
條
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
鯵
&
な
も
の
に
�
ぎ
な
い
︒
宣
誓
の
內
容
は
︑
�
す
る
に
憲
法
の
�
守
で
あ
る
が
︑
こ
の
時
點
で
は
憲
法
は
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
の

で
︑
大
總
瓜
0
擧
法
附
則
に
よ
り
大
總
瓜
の
職
權
は
臨
時
�
法
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(77

)
︒

怨
聞
報
B
に
よ
れ
ば
︑
袁
世
凱
は
ま
ず
慶
祝
し
て
か
ら
宣
誓
を
行
な
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
︑
國
會
議
員
の
反
對
に
よ
り
宣
誓
を
先
に
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
い
う
慶
祝
の
�
味
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
︑
列
席
者
が
然
る
べ
き
禮
を
行
な
う
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
宣
誓
の
と
き
に
は
國
會
議
員
が
正
面
に
立
ち
︑
行
政
官
が
そ
の
兩
側
に
い
た
︒
こ
う
し
て
國
會
議
員
に
向
か
っ
て
宣
誓
す
る
形
が
と
ら
れ

た
こ
と
に
な
る(78

)
︒

さ
て
︑
こ
の
式
典
で
︑
ま
ず
�
目
さ
れ
る
の
は
︑
か
つ
て
淸
�
皇
�
の
公
式
行
事
に
用
い
ら
れ
た
太
和
殿
を
會
場
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒
こ
の
時
�
の
總
瓜
府
は
中
南
海
に
あ
り
︑
袁
世
凱
は
そ
こ
に
´
ん
で
い
た
が
︑
中
南
海
の
円
物
に
比
べ
て
も
︑
太
和
殿
は
中
が
廣

く
て
大
人
數
を
收
容
す
る
の
に
Á
し
て
い
た
ゆ
え
に
會
場
と
し
て
0
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
淸
�
に
と
っ
て
重
�
な
儀
式
が
行
な

わ
れ
て
き
た
宮
殿
を
改
Â
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
淸
�
と
袁
世
凱
政
權
と
の
あ
い
だ
の
聯
續
性
と
不
聯
續
性
を
巧
み
に
演
出
し
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

式
典
に
お
け
る
淸
�
の
位
置
づ
け
も
た
い
へ
ん
Ã
妙
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
就
任
式
の
核
心
を
な
す
宣
誓
と
宣
言
書
の
讀
み
上
げ
の
儀
式
に

は
︑
淸
室
の
代
表
は
列
席
し
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
豫
定
の
段
階
か
ら
︑
淸
室
の
代
表
が
各
國
外
�
團
の
あ
と
に
祝
辭
を
営
べ
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
︑
實
際
に
溥
倫
に
よ
っ
て
溥
儀
の
祝
辭
が
屆
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
思
う
に
︑
民
軍
が
興
っ
て
か
ら
隆
裕
皇
太

后
は
人
民
が
塗
炭
の
苦
し
み
を
.
け
る
こ
と
を
憐
み
︑
�
や
か
に
南
北
決
裂
の
爭
い
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
貴
殿
の
器
量
を
み
こ
ん
で
政

權
を
共
和
政
府
に
讓
り
︑
東
亞
第
一
の
强
國
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
强
く
願
っ
た
︒
½
は
︑
貴
殿
が
大
總
瓜
0
擧
法
に
よ
っ
て
國
民
議
會
に
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よ
っ
て
正
式
に
民
國
の
大
總
瓜
に
0
出
さ
れ
た
こ
と
を
深
く
喜
ぶ(79

)
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
淸
�
時
代
に
國
書
に
用
い
ら
れ
た
黃
紙
龍
邊
の
用
紙

を
用
い
て
い
た(80

)
︒
事
;
に
定
め
ら
れ
た
式
c
第
に
よ
れ
ば
︑
大
總
瓜
は
南
面
し
て
淸
皇
室
の
代
表
に
向
か
い
︑
互
い
に
鞠
躬
の
禮
を
行
う
と
と

も
に
︑
握
手
を
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
た(81

)
︒

溥
儀
は
優
待
條
件
に
よ
っ
て
︑
外
國
の
君
3
と
同
樣
の
禮
儀
を
8
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
外
�
團
の
接
見
の
後
に
淸
室
に
よ
る
祝
辭
を
置
い

た
と
も
理
解
で
き
る
が
︑
や
は
り
淸
�
は
單
な
る
外
國
で
は
な
く
︑
そ
の
特
殊
な
地
位
は
&
白
で
あ
る
︒
淸
�
の
U
位
と
袁
世
凱
の
權
力
掌
握

の
經
雲
を
指
摘
し
な
が
ら
も
︑
祝
辭
o
體
の
趣
旨
と
し
て
は
︑
國
會
に
よ
る
大
總
瓜
0
出
に
袁
世
凱
政
權
の
正
瓜
性
を
求
め
る
態
度
を
示
し
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
淸
室
の
祝
辭
に
お
い
て
も
︑
淸
�
か
ら
の
權
力
繼
承
を
曖
昧
に
示
唆
し
な
が
ら
︑
正
面
か
ら
の
論
理
と
し
て
は
0
擧
に
よ

る
0
出
と
い
う
正
瓜
性
原
理
が
强
(
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
今
囘
の
就
任
式
で
は
︑
一
九
一
二
年
の
臨
時
大
總
瓜
就
任
式
と
は
衣
な
り
︑
外
國
の
公
�
た
ち
が
列
席
し
て
い
る
こ
と
も
重
�

で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
袁
世
凱
が
一
〇
)
六
日
に
大
總
瓜
に
當
0
し
た
後
に
︑
多
く
の
國

(日
・
墺
・
西
・
獨
・
露
・
伊
・
佛
・
英
な
ど
)
が
c
々
と

中
華
民
國
を
承
8
し
た
か
ら
で
あ
る(82

)
︒
先
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
︑
大
總
瓜
宣
言
書
の
な
か
に
は
︑
淸
�
お
よ
び
中
華
民
國
臨
時
政
府
が
閲
結
し

た
條
�
な
ど
を
�
守
し
︑
ま
た
外
國
人
が
こ
れ
ま
で
各
種
法
規
等
に
よ
っ
て
8
め
ら
れ
て
き
た
權
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
聲
&

さ
れ
て
い
た(83

)
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
外
�
�
涉
の
經
雲
が
あ
っ
た
︒

イ
ギ
リ
ス
政
府
と
し
て
は
︑
中
華
民
國
の
﹁
承
8
は
列
國
同
時
に
す
る
こ
と
を
�
し
︑
且
條
�
�
慣
行
等
に
基
く
國
際
責
務
は
之
を
�
重
す

る
旨
︑
承
8
;
荏
v
政
府
を
し
て
正
式
に
聲
&
せ
し
む
樣
致
し
た
し
﹂
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
た
︒
こ
の
聲
&
に
つ
い
て
は
︑
各
國
が
具
體

�
に
提
案
を
行
な
っ
た
︒
實
は
︑
日
本
の
北
京
�
在
公
�
伊
集
院
彥
吉
の
私
案
漢
�

(英
國
公
�
館
と
の
相
談
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
�
違
)
は
︑

わ
ず
か
な
修
正
を
經
て
大
總
瓜
の
聲
&
�
に
組
み
}
ま
れ
た
こ
と
が
︑
�
面
を
比
�
す
る
こ
と
で
容
易
に
わ
か
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
北
京

外
�
團
の
合
�
事
項

(九
)
三
〇
日
)
に
よ
れ
ば
﹁
此
聲
&
は
荏
v
側
任
�
に
之
を
な
す
{
た
る
べ
き
事
﹂
と
い
う
の
で
あ
っ
た(84

)
︒

も
う
ひ
と
つ
�
�
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
︑
敢
え
て
國
慶
日

(一
〇
)
一
〇
日
)
に
就
任
式
を
重
ね
た
こ
と
は
何
を
�
味
す
る
の
か
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
︒﹃
順
天
時
報
﹄
の
記
者
は
︑
;
年
に
先
農
壇
で
開
催
さ
れ
た
第
一
囘
の
﹁
共
和
紀
念
大
會
﹂
の
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
︑

今
囘
も
見
に
行
っ
て
み
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
裝
È
や
展
示
に
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
失
9
し
た
︒
と
く
に
﹁
革
命
首
義
で
命
を
落
と
し
た
先

烈
の
É
宴
・
É
物
﹂﹁
辛
亥
の
各
地
光
復
の
寫
眞
お
よ
び
紀
念
品
﹂
は
す
べ
て
撤
去
さ
れ
て
お
り
︑
揭
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
現
在
の
正
副
總
瓜

の
畫
宴
の
ほ
か
︑
淸
�
時
代
の
內
閣
總
理
な
ど
が
多
く
を
占
め
て
い
た
︒
な
か
で
も
張
錫
鑾
の
Ê
宴
の
上
に
は
﹁
民
軍
︹
革
命
軍
︺
に
Ë
っ
て

太
原
を
取
り
戾
し
た
﹂
と
あ
り
︑﹁
Ì
覽
客
は
こ
れ
を
見
て
︑
淸
�
の
凌
烟
閣

(功
臣
を
顯
頴
す
る
施
設
)
な
の
か
と
疑
い
︑
民
國
の
共
和
紀
念

會
と
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
指
彈
し
て
い
る(85

)
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
共
和
紀
念
大
會
﹂
は
︑
革
命
に
殉
じ
た
人
々
を
記
念
す
る
ど
こ
ろ
か
︑

淸
�
側
で
革
命
軍
と
戰
っ
た
人
物
を
顯
頴
し
て
い
る
!
樣
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
武
昌
蜂
-
を
記
念
す
る
國
慶
日
の
�
味
が
北
京
市
民
に
は
理
解

さ
れ
に
く
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
な
か
で
︑
大
總
瓜
の
就
任
式
典
を
同
じ
日
に
行
な
え
ば
︑
記
念
日
を
上
書
き
し
て
し
ま
い
袁
世
凱
政
權
の
記
念
日
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
一
應
は
民
國
の
政
權
と
し
て
の
聯
續
性
を
保
ち
つ
つ
︑
南
方
の
反
淸
革
命
の
歷
	
�
�
味
を
な
る
べ
く
忘
却
さ
せ

る
效
果
を
も
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
は
︑
大
總
瓜
の
就
任
式
典
に
�
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
中
華
民
國
袁
世
凱
政
權
の
正
瓜
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
︒

こ
の
問
題
が
複
雜
な
樣
相
を
«
し
た
理
由
の
核
心
に
は
︑
正
瓜
性
の
由
來
が
二
つ
存
在
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒

ひ
と
つ
は
︑
孫
�
の
臨
時
大
總
瓜
就
任
に
よ
っ
て
中
華
民
國
の
政
權
が
成
立
し
た
こ
と
に
由
來
す
る
︒
孫
�
の
就
任
儀
禮
に
み
え
る
辭
任
誓

�
は
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え
ば
︑
そ
の
地
位
を
袁
世
凱
に
讓
る
豫
定
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
袁
世
凱
は
︑
孫
�
の
推
擧
お
よ

び
南
京
の
臨
時
參
議
院
に
よ
る
0
擧
を
經
て
臨
時
大
總
瓜
に
就
任
し
た
︒
こ
の
經
雲
の
背
後
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
の
は
︑
袁
世
凱
を
革
命
4
に

よ
る
政
權
樹
立
の
論
理
の
な
か
に
取
り
}
も
う
と
す
る
企
圖
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
孫
�
の
就
任
儀
式
に
お
け
る
辭
任
規
定
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こ
そ
が
重
大
な
政
治
�
布
石
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
か
り
に
孫
�
自
身
の
內
心
に
不
滿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
怨
政
權
の
暫
定
�
な
首
班
と
い

う
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
袁
世
凱
と
し
て
も
︑
南
北
對
立
を
解
©
す
る
た
め
に
は
︑
南
方
革
命
政
權
の
正
瓜
性
を
自
ら
の

も
と
に
獲
得
す
る
の
が
現
實
�
な
方
�
で
あ
っ
た
が
︑
南
京
か
ら
の
推
擧
を
.
け
入
れ
て
し
ま
え
ば
南
京
臨
時
政
府
の
正
瓜
性
の
原
理
を
否
定

す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
袁
世
凱
と
孫
�
の
雙
方
に
�
協
を
求
め
る
よ
う
な
見
事
な
策
を
め
ぐ
ら
し
た
の
は
︑
特
定
の
人
物
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
一
種
の
苦
肉
の
策
に
黃
興
が
關
與
し
て
い
た
こ
と
は
︑
�
況
證
據
か
ら
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
袁
世
凱
は
︑
o
面
�
に
南
方
革
命
政
權
の
論
理
に
X
從
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
淸
�
の
U
位
詔
書
は
︑
o
權
を

も
っ
て
臨
時
政
府
を
組
織
す
る
こ
と
を
袁
世
凱
に
託
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
本
稿
の
立
場
か
ら
み
た
第
二
の
正
瓜
性
原
理
で
あ
る
︒
彼

は
︑
ひ
と
ま
ず
北
京
の
旣
存
の
政
權
を
掌
握
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
を
﹁
中
華
民
國
臨
時
政
府
﹂
と
呼
ん
だ
り
し
た
︒
袁
世
凱
は
︑
臨
時
大
總
瓜

就
任
に
あ
た
っ
て
も
︑
南
京
の
臨
時
參
議
院
に
よ
る
0
擧
に
加
え
て
︑
蒙
古
王
公
や
北
方
の
軍
人
・
紳
士
た
ち
か
ら
推
擧
さ
れ
た
と
い
う
形
を

整
え
よ
う
と
し
た
︒
こ
こ
に
は
︑
南
京
の
臨
時
參
議
院
が
代
表
し
て
い
る
の
は
必
ず
し
も
o
國
民
で
は
な
い
と
い
う
含
�
が
あ
り
︑
南
方
革
命

政
權
と
衣
な
る
�
素
を
添
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
單
に
南
京
か
ら
移
讓
さ
れ
た
と
い
う
の
に
止
ま
ら
な
い
︑
怨
し
い
政
治
�
正
瓜
性
を
"
築

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
淸
�
か
ら
政
權
を
引
き
繼
い
だ
と
い
う
論
理
を
︑
臨
時
大
總
瓜
の
就
任
儀
禮
に
組
み
}
む
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
そ
の
二
つ
の
正
瓜
性
原
理
は
︑
本
來
�
に
對
立
す
る
性
質
が
あ
り
︑
兩
者
を
折
衷
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で

あ
っ
た
︒

一
九
一
三
年
︑
內
亂

(國
民
黨
の
立
場
か
ら
は
第
二
革
命
)
を
鎭
壓
し
た
袁
世
凱
は
︑
い
よ
い
よ
正
式
に
大
總
瓜
に
就
任
し
た
︒
そ
の
正
瓜
性

は
︑
國
會
議
員
の
投
票
に
よ
っ
て
0
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
︒
こ
の
就
任
式
典
に
は
︑
南
方
革
命
政
權
と
淸
�
と
に
由
來
す
る
二
つ
の
正
瓜
性

原
理
を
踏
ま
え
つ
つ
超
克
し
よ
う
と
す
る
政
治
�
�
圖
を
も
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
う
し
て
袁
世
凱
は
二
重
の
簒
奪
に
あ
る
�
度
成
功
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
袁
世
凱
は
ま
だ
完
o
な
Ë
利
を
收
め
て
は

お
ら
ず
︑
そ
の
政
治
�
正
瓜
性
に
對
す
る
衣
論
は
あ
り
え
た
︒
ま
ず
淸
�
へ
の
忠
�
を
誓
う
É
民
た
ち
の
一
部
か
ら
は
︑
袁
世
凱
は
裏
切
者
と
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見
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た(86

)
︒

他
方
で
︑
革
命
の
正
瓜
性
を
强
く
訴
え
て
袁
世
凱
を
非
難
す
る
者
も
い
た
︒
孫
�
は
軍
事
�
に
敗
北
し
た
も
の
の
︑
國
外
で
再
-
を
は
か
っ

て
い
た
︒
孫
�
が
一
九
一
四
年
四
)
に
東
京
で
南
洋
の
同
志
あ
て
に
書
い
た
書
鯵
は
︑
堅
固
な
革
命
組
織
を
作
る
計
劃
を
営
べ
る
と
と
も
に
︑

c
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
︒

袁
世
凱
が
命
を
.
け
て
總
瓜
に
就
任
し
た
こ
と
に
關
し
て
︑
袁
氏
は
隆
裕
か
ら
命
を
.
け
た
と
自
稱
し
︑
民
國
か
ら
命
を
.
け
た
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
︒
當
時
︑
私
が
延
っ
て
抗
議
し
よ
う
し
た
の
は
︑
大
義
名
分
に
關
わ
る
こ
と
な
の
で
︑
た
と
え
再
び
戰
火
を
�

え
た
と
し
て
も
︑
放
置
し
て
ま
す
ま
す
好
き
放
題
と
な
っ
て
い
く
よ
り
ま
し
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
︒
し
か
し
︑
當
時
の
同
志
は
み
な
私

を
叱
り
つ
け
︑
そ
し
て
大
い
に
反
對
し
ま
し
た
︒
今
日
︑
あ
ろ
う
こ
と
か
袁
氏
は
そ
の
一
黨
に
委
囑
し
て
命
を
民
國
か
ら
.
け
た
の
で
は

な
い
と
宣
言
し
ま
し
た
︒
こ
の
時
よ
う
や
く
︑
私
が
當
時
3
張
し
た
の
は
見
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
︹
同
志
は
︺
悟
っ
た
の
で
し
た
︒
そ
の

ほ
か
︑
南
京
に
円
都
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
袁
氏
を
南
京
に
來
さ
せ
て
就
任
さ
せ
る
と
い
う
二
點
も
︑
私
が
當
時
强
く
3
張
し
た
の
に
︑
ま

た
も
同
志
か
ら
反
對
さ
れ
た
の
で
し
た(87

)
︒

こ
こ
で
孫
�
が
﹁
命
を
.
け
た
﹂
(
.
命
)
と
言
っ
て
い
る
の
が
︑
本
稿
で
い
う
正
瓜
性
の
根
據
に
相
當
す
る
︒
こ
れ
は
一
九
一
二
年
三
)
に

袁
世
凱
が
臨
時
大
總
瓜
に
就
任
し
た
と
き
の
こ
と
を
振
り
1
っ
て
︑
口
惜
し
い
痛
恨
の
思
い
を
漏
ら
し
て
い
る
�
違
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
孫
�

の
說
&
は
︑
本
稿
の
內
容
に
照
ら
す
と
や
や
單
純
®
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
袁
世
凱
が
完
o
に
は
革
命
政
權
の
正
瓜
性
原
理
に
從
う
つ

も
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
點
の
理
解
は
�
を
射
て
い
る
︒
孫
�
は
︑
右
の
よ
う
な
8
識
に
基
づ
い
て
︑
打
倒
袁
世
凱
の
動
き
を
續
け
て
い
く
こ

と
に
な
る
︒

孫
�
の
書
鯵
の
中
で
︑﹁
命
を
民
國
に
.
け
た
の
で
は
な
い
﹂
と
3
張
し
た
袁
世
凱
の
一
味
と
み
な
さ
れ
る
人
物
と
し
て
︑
ま
ず
想
-
さ
れ

る
の
は
︑
袁
世
凱
の
法
律
Í
問
を
務
め
た
!
賀
長
雄
で
あ
ろ
う(88

)
︒
!
賀
は
一
九
一
三
年
に
﹃
觀
奕
閒
¶
﹄
を
刊
行
し
︑
當
時
大
き
な
焦
點
と

な
っ
て
い
た
憲
法
制
定
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
︒
ち
ょ
う
ど
袁
世
凱
が
正
式
大
總
瓜
に
就
任
す
る
;
後
に
は
︑﹃
觀
奕
閒
¶
﹄
が
﹃
順
天
時
報
﹄
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や
﹃
盛
京
時
報
﹄
に
も
連
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
な
か
で
!
賀
は
︑
袁
世
凱
が
淸
�
か
ら
政
府
の
組
織
を
委
ね
ら
れ
た
こ
と
を
︑
民
國
成
立
の

不
可
缺
の
�
素
と
し
て
指
摘
し
て
い
る(89

)
︒

し
か
し
︑
一
九
一
三
年
當
時
の
袁
世
凱
政
權
は
依
然
と
し
て
南
京
の
臨
時
參
議
院
の
作
り
出
し
た
枠
組
み
か
ら
も
正
瓜
性
を
(
L
し
て
い
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
袁
世
凱
が
正
式
に
大
總
瓜
と
な
っ
た
時
點
で
も
︑
そ
の
職
權
は
︑
か
つ
て
南
京
で
制
定
さ
れ
た
臨
時
�
法
の
規
定
に

根
據
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
;
提
の
も
と
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
︑
!
賀
の
試
み
は
︑
革
命
政
權
と
は
衣
な
る
正
瓜
性
の
原
理
が
存

在
す
る
こ
と
を
敢
え
て
3
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
袁
世
凱
の
正
式
大
總
瓜
就
任
式
典
に
お
け
る
溥
儀
名
義
の
祝

辭
に
す
ら
︑
議
會
に
よ
る
0
出
を
喜
ぶ
と
い
う
�
言
が
あ
り
︑
淸
�
に
よ
る
Î
權
を
正
面
か
ら
正
瓜
性
の
根
據
と
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
九
一
三
年
一
一
)
︑
憲
法
の
制
定
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
︑
國
民
黨
籍
の
國
會
議
員
が
¦
格
剝
奪
さ
れ
︑
國
會
の
開
會
は
不
可
能
と
な
っ

た
︒
一
九
一
四
年
五
)
一
日
に
は
中
華
民
國
�
法
が
公
布
さ
れ
た
︒
�
去
の
硏
究
者
は
︑
こ
の
怨
�
法
が
大
總
瓜
の
權
限
を
强
®
し
た
こ
と
を

强
(
し
て
き
た(90

)
︒
し
か
し
︑
こ
の
怨
�
法
は
臨
時
�
法
と
は
衣
な
り
大
總
瓜
が
ど
の
よ
う
に
し
て
0
ば
れ
る
の
か
と
い
う
點
の
規
定
を
缺
い
て

い
る
の
で
︑
大
總
瓜
の
0
擧
法
を
別
�
必
�
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
留
�
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
確
か
に
一
九
一
四
年
一
二
)
に
は
大
總
瓜
の
0

擧
法
が
定
め
ら
れ
︑
任
�
十
年
で
聯
任
可
能
と
さ
れ
た
の
で
︑
袁
世
凱
の
權
力
は
强
®
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
か
え
っ
て
政
權
の
正
瓜
性

に
つ
い
て
は
︑
ま
す
ま
す
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る(91

)
︒

奄
言
す
れ
ば
︑
こ
れ
ま
で
袁
世
凱
が
苦
心
し
な
が
ら
利
用
し
て
き
た
二
つ
の
正
瓜
性
原
理
は
︑
c
第
に
そ
の
效
力
を
°
め
て
き
た
こ
と
に
な

る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
袁
世
凱
政
權
と
し
て
は
完
o
に
ど
ち
ら
か
一
方
の
原
理
だ
け
に
依
據
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
し
か
も
︑
そ
の
雙
方
は
相

互
に
矛
盾
す
る
關
係
に
あ
っ
た
と
い
う
困
難
さ
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
な
か
で
︑
二
重
の
簒
奪
を
完
成
さ
せ
て
o
く
怨
し
い
正
瓜
性
の
原
理

を
創
出
す
る
た
め
に
︑
自
ら
皇
�
と
な
っ
て
怨
王
�
を
立
て
る
と
い
う
0
擇
肢
が
Ï
上
す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
︒
こ
れ
ま
た
騎
虎
の
勢
い

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う(92

)
︒
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�(1
)

尾
形
勇
﹃
中
國
古
代
の
﹁
家
﹂
と
國
家
︱
︱
皇
�
荏
�
下
の
秩

序
"
Â
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
七
九
年
)︒
金
子
修
一
﹃
中
國
古
代
皇

�
祭
祀
の
硏
究
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
)︒

(2
)

石
橋
崇
雄
﹁
淸
初
皇
�
權
の
形
成
�
�

︱
︱
特
に
﹃
丙
子
四
)

︿
祕
錄
﹀
登
ハ
ン
大
位
檔
﹄
に
み
え
る
太
宗
ホ
ン
・
タ
イ
ジ
の
皇
�

卽
位
記
事
を
中
心
と
し
て
﹂
(﹃
東
洋
	
硏
究
﹄
五
三
卷
一
號
︑
一
九

九
四
年
)︒
な
お
︑
淸
末
時
�
の
皇
�
卽
位
儀
禮
に
つ
い
て
の
硏
究

成
果
は
乏
し
い
︒
王
�
の
成
立
�
に
比
べ
て
卽
位
儀
禮
と
正
瓜
性
の

確
保
を
密
接
に
結
び
つ
け
た
分
析
が
難
し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑

同
治
・
光
緖
・
宣
瓜
の
諸
�
は
い
ず
れ
も
幼
少
�
に
卽
位
し
た
と
い

う
特
殊
性
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
︒

(3
)

H
e
n
rie
tta

H
a
rriso
n
,
T
h
e
M
a
k
in
g

o
f
th
e
R
ep
u
b
lica
n

C
itizen
:
P
o
litica
l
C
erem
o
n
ies
a
n
d

S
y
m
b
o
ls
in

C
h
in
a
,

1
9
1
1
-
1
9
2
9
(
O
x
fo
rd
:
O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
0
)
.
小

野
寺
	
郞
﹃
國
旗
・
國
歌
・
國
慶
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン

ボ
ル
の
中
國
�
代
	
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
)︒

(4
)

も
ち
ろ
ん
︑
袁
世
凱
政
權
の
性
格
を
現
實
政
治
の
觀
點
か
ら
論
じ

る
こ
と
は
︑
今
後
も
不
可
缺
な
硏
究
領
域
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
中

央
政
府
と
省
政
府
の
關
係
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
點
に

つ
い
て
留
�
し
た
古
典
�
な
硏
究
が
あ
る
︒
E
rn
e
st
P
.
Y
o
u
n
g
,

T
h
e

P
resid
en
cy

o
f
Y
u
a
n

S
h
ih
-k
a̓
i
:
L
ib
era
lism

a
n
d

D
icta
to
rsh
ip

in

E
a
rly

R
ep
u
b
lica
n

C
h
in
a
(
A
n
n

A
rb
o
r
:

U
n
iv
e
rsity
o
f
M
ic
h
ig
a
n
P
re
ss,
1
9
7
7
)
.

(5
)

違
永
樂
﹃
舊
邦
怨
Â

︱
︱
一
九
一
一−

一
九
一
七
﹄
(
北
京
大
學

出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)
︒
高
o
喜
﹃
立
憲
時
刻
︱
︱
論
﹁
淸
�
U

位
詔
書
﹂
﹄
(廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)︒
關
聯
す
る

議
論
と
し
て
は
︑
楊
天
宏
﹁
淸
�
U
位
與
五
族
共
和
︱
︱
關
於
中

華
民
國
3
權
繼
承
�
合
法
性
問
題
﹂
(﹃
�
代
	
硏
究
﹄
二
〇
一
四
年

二
�
)
︑
朱
�
亮
﹁
辛
亥
鼎
革
之
際
“
民
軍
”
稱
謂
考
略
︱
︱
�
論

淸
�
U
位
詔
書
�
性
質
﹂
(同
;
)
︒
²
�
華
﹁
北
洋
時
�
�
“
宣
布

共
和
南
北
瓜
一
紀
念
日
”
﹂
(
黃
興
濤
・
朱
滸
3
�
﹃
淸
�
U
位
與
民

國
�
円
﹄
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
)︒
な
お
︑
袁
世

凱
政
權
の
成
立
經
雲
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
は
︑
�
岡
喜
久
男

﹁
袁
世
凱
の
總
瓜
就
任
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
四
八
卷
三
號
︑
一
九
六
五

年
)
が
︑
今
な
お
貴
重
な
指
摘
を
多
く
含
ん
で
い
る
︒

(6
)

Jo
se
p
h
W
.
E
sh
e
ric
k
,
“
F
o
u
n
d
in
g
a
R
e
p
u
b
lic
,
E
le
c
tin
g
a

P
re
sid
e
n
t
:
H
o
w

S
u
n

Y
a
t-
se
n

B
e
c
a
m
e
G
u
o
fu
,”
in

E
tō

S
h
in
k
ic
h
i
a
n
d
H
a
ro
ld
Z
.
S
c
h
iffrin
e
d
s.,
C
h
in
a
s̓
R
ep
u
b
lica
n

R
ev
o
lu
tio
n
(
T
o
k
y
o
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
T
o
k
y
o
P
re
ss,
1
9
9
4
)
.

(7
)

周
知
の
と
お
り
︑
こ
の
0
擧
の
法
�
根
據
は
︑
一
九
一
一
年
一
二

)
三
日
に
各
省
代
表
會
が
定
め
た
﹁
中
華
民
國
臨
時
政
府
組
織
大

綱
﹂
第
一
條
に
あ
る
︒

(8
)

『
民
立
報
﹄
一
九
一
一
年
一
二
)
三
〇
日
﹁
南
京
電
報
﹂
︒

(9
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)
一
日
﹁
緊
�
電
報
﹂
︒

(10
)

王
!
蘭
﹁
辛
亥
円
國
囘
憶
﹂
(﹃
傳
記
�
學
﹄
七
卷
五
�
︑
一
九
六

五
年
)
︑
三
九
～
四
〇
頁
︒
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(11
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
一
年
一
二
)
二
八
日
﹁
南
京
電
報
﹂︒
王
!
蘭

の
說
&
に
不
正
確
な
點
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
先
行
硏
究
が

指
摘
し
て
い
る
︒
E
sh
e
ric
k
,
o
p
.
cit.,
p
.1
4
2
.

(12
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)
二
日
﹁
南
京
電
報
﹂︒

(13
)

居
正
の
囘
想
に
よ
れ
ば
︑
一
二
)
二
七
日
に
黃
興
が
南
京
で
各
省

代
表
會
に
對
し
て
陽
曆
と
中
華
民
國
紀
元
を
:
用
す
る
よ
う
に
提
案

し
て
承
8
さ
れ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
王
!
蘭
は
︑
同
じ
日
に
上
海
で

孫
�
と
面
會
し
た
と
き
同
樣
の
提
案
を
.
け
た
と
す
る
︒
他
方
で
︑

﹃
民
立
報
﹄
記
者
だ
っ
た
劉
星
楠
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
同
日
に
は
南

京
の
代
表
會
は
開
會
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
黃
興
が
南
京
で
改
曆
に
つ
い

て
提
案
し
議
決
さ
れ
た
の
は
︑
一
二
)
三
一
日
と
さ
れ
て
い
る
︒
本

�
に
引
用
し
た
黃
興
の
電
報
に
從
う
な
ら
ば
︑
劉
說
が
�
當
で
あ
り
︑

居
說
に
は
錯
>
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
居
正
﹁
辛
亥
札
記
﹂
(陳

三
井
・
居
蜜
�
﹃
居
正
先
生
o
集
﹄
上
册
︑
中
央
硏
究
院
�
代
	
硏

究
v
︑
一
九
九
八
年
)︑
七
八
頁
︒
王
︑
;
揭
�
︑
四
〇
頁
︒
劉
星

楠
É
稿
﹁
辛
亥
各
省
代
表
會
日
誌
﹂
(﹃
辛
亥
革
命
囘
憶
錄
﹄
六
集
︑

�
	
¦
料
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
)︑
二
五
三
頁
︒

(14
)

『申
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)
一
日
﹁
共
和
民
國
大
總
瓜
履
任
祝
詞
﹂︒

(15
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)
三
日
﹁
緊
�
電
報
﹂︒

(16
)

“
P
re
sid
e
n
t
S
u
n
Y
a
t-
se
n
,”
N
o
rth
-C
h
in
a
H
era
ld
,
Ja
n
.
6
,

1
9
1
2
,
p
.3
2
.

(17
)

ë

(15
)
と
同
じ
︒

(18
)

外
務
省
�
﹃
日
本
外
�
�
書
﹄
第
四
四
卷
第
四
五
卷
別
册
淸
國
事

變

(辛
亥
革
命
)
(日
本
國
際
聯
合
協
會
︑
一
九
六
一
年
)︑
一
二
一

頁
︑
一
九
一
二
年
一
)
三
日
鈴
木
領
事
よ
り
內
田
外
相
あ
て
電
報
︒

(19
)

居
正
・
孔
祥
煕
﹁
景
耀
)
﹂
(中
國
國
民
黨
中
央
委
員
會
黨
	
�

纂
委
員
會
�
﹃
革
命
人
物
誌
﹄
一
〇
集
︑
中
央
�
物
出
版
社
︑
一
九

七
二
年
)︑
五
〇
一
頁
︒

(20
)

廣
東
省
社
會
科
學
院
歷
	
硏
究
室
ほ
か
�
﹃
孫
中
山
o
集
﹄
(中

華
書
局
︑
一
九
八
二
年
)
︑
第
二
卷
︑
一
頁
︑
お
よ
び
口
繪
寫
眞
︒

よ
り
鮮
&
な
カ
ラ
ー
寫
眞
は
︑
例
え
ば
故
宮
t
物
院
�
﹃
淸
	
圖
典

光
緖
宣
瓜
�
﹄
(紫
禁
城
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
)
︑
上
册
︑
二
〇
〇

頁
に
見
え
る
︒
こ
れ
ら
寫
眞
で
は
冒
頭
が
﹁
傾・

h
滿
洲・

⁝
﹂
と
な
っ

て
い
る
の
に
對
し
︑
;
に
引
用
し
た
﹃
民
立
報
﹄
で
は
﹁
顚・

h
滿
淸・

⁝
﹂
と
始
ま
っ
て
い
る
の
が
︑
字
句
の
相
k
で
あ
る
︒

(21
)

『
孫
中
山
o
集
﹄
(
;
揭
)︑
第
二
卷
︑
一
～
三
頁
︒

(22
)

雷
沃
宣
・
梁
國
光
﹁
廣
州
發
現
辛
亥
革
命
時
�
中
華
民
國
大
總
瓜

孫
�
宣
言
書
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
六
五
年
四
�
)
︒
朱
肉
を
用
い
て
押

印
し
た
カ
ラ
ー
寫
眞
は
︑
孫
中
山
紀
念
館
�
﹃
孫
中
山
紀
念
館
展
覽

圖
錄
﹄
(︹
香
.
︺
孫
中
山
紀
念
館
︑
二
〇
〇
六
年
)
︑
八
〇
頁
に
廣

州
t
物
館
藏
と
し
て
揭
げ
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
黃
彥
�
﹃
孫
�
0

集
﹄
(廣
東
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︑
二
四
六
～
二
四
七
頁
v

載
の
同
じ
�
書
に
は
﹁
石
印
原
件
︑
廣
州
t
物
館
藏
﹂
と
說
&
が
あ

り
︑
ま
た
こ
の
�
書
は
印
刷
さ
れ
て
光
復
地
區
に
廣
く
張
り
出
さ
れ

た
と
�
記
さ
れ
て
い
る
︒
羅
家
倫
3
�
﹃
革
命
�
獻
﹄
第
一
輯

(中

央
�
物
供
應
社
︑
一
九
五
八
年
)
の
口
繪
に
揭
載
さ
れ
る
同
樣
の
�

書
は
臺
灣
v
藏
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
石
印
の
�
書
で
あ
る
か
ら
︑
複

數
枚
が
現
存
す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
︒
孫
�
が
就
任
式
典
で
押

印
し
た
�
書
は
︑
そ
も
そ
も
石
印
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は

&
ら
か
に
し
難
い
が
︑
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
宣
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言
書
に
つ
い
て
は
︑
片
岡
一
忠
﹁
孫
�
﹁
中
華
民
國
臨
時
大
總
瓜
宣

言
書
﹂
の
衣
本
の
存
在
に
つ
い
て
﹂
(辛
亥
革
命
硏
究
會
�
﹃
中
國

�
現
代
	
論
集
︱
︱
菊
池
貴
晴
先
生

悼
論
集
﹄
0
古
書
院
︑
一

九
八
五
年
)
が
當
時
に
お
い
て
可
能
な
限
り
詳
細
に
檢
討
し
た
が
︑

な
お
�
が
多
く
殘
さ
れ
て
い
た
︒
本
稿
は
そ
の
基
礎
の
上
に
改
め
て

考
察
を
�
め
た
︒
片
岡
が
問
題
と
し
て
い
た
宣
言
書
の
寫
眞
版
と

﹃
民
立
報
﹄
や
﹃
臨
時
政
府
公
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
版
と
の
字
句
の

衣
同
に
つ
い
て
は
︑
孫
�
な
い
し
そ
の
側
�
が
潤
色
を
加
え
た
と
考

え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
︒

(23
)

ë

(18
)
と
同
じ
︒
な
お
︑
原
�
書
に
は
︑﹁
汪
兆
銘
ノ
寄
贈
セ

ル
大
瓜
領
宣
誓
書
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
寄
贈
﹂
は
電
報
の
假
名
�
字
を

漢
字
に
直
す
と
き
の
>
り
と
み
て
﹁
-
草
﹂
と
訂
正
し
た
﹃
日
本
外

�
�
書
﹄
に
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
JA
C
A
R
(ア
ジ
ア
歷
	
¦
料

セ
ン
タ
ー
)
R
e
f.
B
0
3
0
5
0
6
4
6
0
0
0
(第
二
八
畫
宴
)︑
淸
國
革
命
動

亂
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
各
省
獨
立
宣
言
竝
中
華
民
國
假
政
府
承
8
�
求
一

件

第
一
卷

(外
務
省
外
�
	
料
館
一
・
六
・
一−
五
〇
)︒
た
だ
し
︑

鈴
木
の
報
吿
は
誓
詞
と
宣
言
書
を
混
同
し
て
い
る
¬
い
が
あ
る
の
で
︑

愼
重
に
4
う
必
�
が
あ
る
︒

こ
の
宣
言
書
は
︑
孫
�
名
義
で
﹁
滿
漢
蒙
囘
藏
諸
族
﹂
と
稱
し
た

�
初
�
の
�
書
で
あ
る
た
め
︑﹁
五
族
共
和
﹂
論
と
孫
�
の
關
係
と

い
う
重
�
問
題
に
も
つ
な
が
る
︒
汪
精
衞
は
︑
當
時
の
孫
�
の
側
�

の
中
で
︑
民
族
問
題
に
つ
い
て
理
論
�
な
考
察
に
Â
詣
が
深
く

(孫

宏
雲
﹁
汪
精
衞
・
梁
�
超
“
革
命
”
論
戰
�
政
治
學
背
景
﹂﹃
歷
	

硏
究
﹄
二
〇
〇
四
年
五
�
)︑
と
く
に
直
;
ま
で
北
方
に
お
い
て
活

動
し
て
い
て
モ
ン
ゴ
ル
問
題
の
緊
�
性
を
理
解
し
う
る
人
物
で
あ
る

か
ら
︑
こ
の
宣
言
書
を
-
草
し
た
十
分
な
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒
こ
の
點
は
︑
片
岡
︑
;
揭
論
�
も
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
と
は
別
の
說
と
し
て
︑
﹁
臨
時
大
總
瓜
就
職
宣
言
﹂
を
-
草

し
た
の
は
景
耀
)
だ
っ
た
と
い
う
︑
居
正
ら
の
囘
想
が
あ
る

(居
・

孔
︑
;
揭
�
︑
五
〇
一
頁
)︒
こ
れ
も
︑
誓
詞
と
宣
言
書
の
ど
ち
ら

を
指
す
か
疑
問
の
殘
る
表
現
で
あ
る
︒
景
耀
)
は
︑
各
省
代
表
會
を

代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
宣
言
書
で
は
な
く
誓
詞
を
-

草
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
︑
理
解
し
や
す
い
︒

な
お
︑
エ
シ
ェ
リ
ッ
ク
は
︑
胡
漢
民
が
孫
�
の
た
め
に
宣
言
書
を

代
讀
し
た
こ
と
に
�
目
し
︑
個
人
の
辯
舌
の
能
力
は
ま
だ
中
國
の
政

治
�
指
�
者
に
と
っ
て
不
可
缺
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い

る
︒
E
sh
e
ric
k
,
o
p
.
cit.,
p
p
.1
4
7
-
1
4
8
.
こ
の
見
方
は
興
味
深
く
︑

確
か
に
後
営
の
よ
う
に
一
九
一
三
年
の
袁
世
凱
の
正
式
總
瓜
就
任
式

典
で
は
︑
袁
世
凱
が
自
ら
宣
言
書
を
讀
み
上
げ
て
い
る
の
と
衣
な
る
︒

し
か
し
︑
胡
漢
民
が
代
讀
し
た
宣
言
書
に
し
て
も
︑
袁
世
凱
が
自
分

で
讀
ん
だ
宣
言
書
に
し
て
も
︑
政
權
の
理
念
を
莊
重
な
�
體
で
表
現

し
て
お
り
︑
施
政
方
針
を
演
說
す
る
政
治
行
爲
と
區
別
し
て
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(24
)

こ
の
よ
う
に
︑
辭
職
規
定
が
こ
の
誓
詞
の
核
心
を
な
す
と
い
う
理

解
は
︑
當
時
の
報
B
に
も
見
え
る
︒
﹃
怨
聞
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)

三
日
﹁
孫
大
總
瓜
誓
詞
﹂
に
よ
れ
ば
︑
孫
�
の
多
年
の
反
淸
活
動
は
︑

自
分
の
利
益
の
た
め
で
は
な
い
と
し
て
︑
こ
の
誓
詞
の
辭
職
規
定
に

つ
い
て
說
&
し
︑
淸
�
側
の
﹁
萬
世
一
瓜
﹂
の
表
現
と
對
照
�
だ
と

い
う
︒

(25
)

湖
南
省
社
會
科
學
院
�
﹃
黃
興
集
﹄
(
中
華
書
局
︑
一
九
八
一
年
)︑
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九
四
頁
︒

(26
)

こ
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
毛
�
靑
�
著
﹃
黃
興
年
�
長
�
﹄
(中

華
書
局
︑
一
九
九
一
年
)︑
二
四
四
～
二
五
一
頁
參
照
︒

(27
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
一
)
六
日
﹁
緊
�
電
報
﹂︒
こ
の
背
景
に

つ
い
て
は
︑
永
井
算
巳
﹁
辛
亥
南
北
議
和
�
涉
の
經
�
﹂
(﹃
和
田
t

士
古
稀
記
念
東
洋
	
論
叢
﹄
�
談
社
︑
一
九
六
一
年
)
參
照
︒

(28
)

同
;
︒

(29
)

『臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
二
六
日
︑
一
～
六
頁
︒
周
知
の
と

お
り
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
多
く
の
摸
索
と
曲
折
が
あ
っ
た
が
︑
本

稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
�
年
の
論
考
と
し
て
︑
李
冬
木
・
佐
�
海

山
・
吉
田
富
夫
﹁
�
國
共
和
：︿
淸
皇
﹀
か
ら
︿
大
:
皇
﹀
へ
︱
︱

｢袁
世
凱
加
筆
民
國
憲
法
草
案
﹂
に
つ
い
て
﹂
(﹃
佛
敎
大
學
�
學
部

論
集
﹄
九
九
號
︑
二
〇
一
五
年
)︑
駱
寶
善
・
劉
路
生
﹁
袁
世
凱
與

辛
亥
革
命
﹂
(中
國
社
會
科
學
院
�
代
	
硏
究
v
�
﹃
辛
亥
革
命
與

百
年
中
國
︱
︱
紀
念
辛
亥
革
命
一
百
周
年
國
際
學
<
硏
討
會
論
�

集
﹄
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
)
參
照
︒

(30
)

『臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
二
七
日
︑
五
頁
︒

(31
)

『日
本
外
�
�
書
﹄
別
册
淸
國
事
變

(
;
揭
)︑
五
六
六
頁
︑
一
九

一
二
年
二
)
一
二
日
伊
集
院
公
�
よ
り
內
田
外
相
あ
て
電
報
︒

(32
)

『臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
二
七
日
︑
一
頁
︒

(33
)

『日
本
外
�
�
書
﹄
別
册
淸
國
事
變

(
;
揭
)︑
五
六
六
頁
︑
一
九

一
二
年
二
)
一
三
日
內
田
外
相
よ
り
伊
集
院
公
�
あ
て
電
報
︒

(34
)

『臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
二
六
日
︑
二
頁
︒

(35
)

『臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
三
〇
日
︑
一
頁
︒

(36
)

こ
れ
ら
は
﹃
臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)
二
八
日
︑
一
～
三
頁
に

み
え
︑
�
日
の
同
公
報
に
も
似
た
電
�
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

(37
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
二
)
一
七
日
﹁
緊
�
電
報
﹂
︒

(38
)

『
日
本
外
�
�
書
﹄
別
册
淸
國
事
變

(
;
揭
)
︑
五
七
〇
頁
︑
一
九

一
二
年
二
)
一
四
日
伊
集
院
公
�
よ
り
內
田
外
相
あ
て
電
報
︒
片
假

名
を
¤
假
名
に
し
︑
現
代
の
假
名
5
い
に
す
る
な
ど
加
工
し
た

(以

下
も
日
本
語
	
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
同
樣
)︒

(39
)

『
臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
二
)
二
〇
日
︑
一
頁
︒
な
お
︑
一
九

一
二
年
か
ら
の
陽
曆
の
:
用
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
よ
り
先
に
北
京
で

も
︑
¦
政
院
の
議
論
を
經
て
︑
淸
廷
が
そ
れ
を
8
可
し
て
い
た
︒
桑

兵
﹃
走
�
共
和
︱
︱
日
記
v
見
政
權
¬
替
時
�
親
歷
者
�
心
路
歷

�
﹄
(北
京
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
)︑
二
〇
三
頁
︒

(40
)

『臨
時
公
報
﹄
壬
子
年
一
)
一
日
︑
一
頁
︒

(41
)

『
民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
二
)
二
一
日
﹁
南
京
電
報
﹂︑
二
)
二
二

日
﹁
南
京
專
�
北
上
記
﹂︒

(42
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
二
)
二
九
日
﹁
北
京
電
報
﹂
に
よ
れ
ば
︑

蔡
元
培
は
二
)
二
七
日
に
北
京
に
到
着
し
て
孫
�
の
﹁
咨
�
﹂
を
袁

世
凱
に
渡
し
た
︒
內
容
か
ら
み
て
も
︑
こ
こ
に
引
用
す
る
書
鯵
が
︑

そ
の
﹁
咨
�
﹂
に
あ
た
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

(43
)

『臨
時
政
府
公
報
﹄
一
九
一
二
年
二
)
二
九
日
︑
五
～
六
頁
︒
な

お
︑
原
�
の
﹁
怨
國
民
﹂
を
﹁
怨
民
國
﹂
の
>
=
と
考
え
て
訂
正
し

た
︒
同
じ
書
鯵
の
中
に
﹁
怨
民
國
﹂
と
い
う
表
現
が
み
え
る
︒

(44
)

例
え
ば
張
勳
・
王
占
元
・
張
錫
元
・
盧
永
祥
・
倪
嗣
冲
の
ほ
か
︑

京
師
商
務
總
會
も
北
京
を
首
都
と
す
る
こ
と
を
�
�
し
て
い
る
︒
な

お
︑
天
津
の
﹃
大
中
華
日
報
﹄
同
人
の
よ
う
に
︑
必
ず
南
京
に
臨
時

政
府
を
置
く
べ
き
だ
と
强
く
�
る
電
報
も
あ
っ
た
︒
黃
彥
・
李
伯
怨
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0
�
﹃
孫
中
山
藏
檔
0
�

(辛
亥
革
命
;
後
)﹄
(中
華
書
局
︑
一
九

八
六
年
)︑
一
二
八
～
一
四
三
頁
︒

(45
)

『臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
四
日
︑
五
頁
︒

(46
)

『孫
中
山
藏
檔
0
�
﹄
(
;
揭
)︑
一
七
二
～
一
七
三
頁
︒

(47
)

『臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
九
日
︑
三
頁
︒

(48
)

『臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
一
日
︑
五
頁
︒

(49
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
〇
日
﹁
北
京
電
報
﹂︒
ま
た
︑
袁

世
凱
が
三
)
八
日
に
孫
�
な
ど
の
�
人
に
�
っ
た
電
�
は
︑
こ
の
臨

時
參
議
院
あ
て
電
報
を
轉
�
し
て
い
る
︒
中
國
第
二
歷
	
檔
案
館
�

﹃
南
京
臨
時
政
府
É
存
珍
檔
﹄
(鳳
凰
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)︑
第

四
册
︑
一
二
七
一
～
一
二
七
七
頁
︒

(50
)

『臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
二
日
︑
三
頁
︒

(51
)

『袁
氏
祕
函

甲
﹄
と
題
さ
れ
た
册
子

(靜
嘉
堂
�
庫
一
〇
五
函

三
五
架
)
に
貼
附
さ
れ
て
い
る
︒
縱
は
�
二
五
㎝
︑
橫
は
�
二
四
㎝

の
白
い
用
紙
に
活
字
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
影
印
は
︑
劉
路
生
・

駱
寶
善
・
村
田
雄
二
郞
�
﹃
辛
亥
時
�
袁
世
凱
祕
牘
︱
︱

靜
嘉
堂

�
庫
藏
檔
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
一
四
年
)︑
一
四
二
頁
に
見
え
る
︒

ま
た
﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
〇
日
﹁
袁
大
總
瓜
擧
行
.

任
禮
紀
盛
﹂
に
も
同
樣
の
內
容
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

(52
)

『袁
氏
祕
函

甲
﹄
に
貼
附
さ
れ
︑
縱
は
�
二
四
㎝
︑
橫
は
二
六

㎝
で
︑﹁
臨
時
大
總
瓜
.
職
禮
�
c
第
﹂
と
同
樣
の
用
紙
に
活
字
印

刷
さ
れ
て
い
る
︒﹃
辛
亥
時
�
袁
世
凱
祕
牘
﹄
(
;
揭
)
で
は
一
四
三

頁
︒

(53
)

G
re
a
t
B
rita
in
,
F
o
re
ig
n
O
ffic
e
,
G
e
n
e
ra
l
C
o
rre
sp
o
n
d
e
n
c
e
,

P
o
litic
a
l
:
C
h
in
a
,
F
O
3
7
1
/
1
3
1
6
,
J.
Jo
rd
a
n
to
E
.
G
re
y
,
N
o
.1
1
8
,

M
a
r.
1
1
,
1
9
1
2
.
な
お
︑
日
本
の
伊
集
院
公
�
の
報
吿
に
よ
れ
ば
︑

﹁
胡
惟
德
は
三
)
八
日
本
官
を
訪
問
の
際
に
も
同
樣
の
こ
と
を
內
話

し
居
り
た
る
も
︑
本
�
は
元
よ
り
參
席
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
思

考
し
聞
液
し
置
き
た
る
c
第
な
る
が
︑
英
國
公
�
は
曩
に
袁
世
凱
大

總
瓜
に
0
擧
せ
ら
れ
た
る
折
り
訪
問
の
行
懸
も
あ
り
今
度
宣
誓
式
一

件
を
無
下
に
斷
わ
り
�
ね
外
�
團
會
議
を
催
お
す
に
至
り
た
る
も
の

ら
し
く
︹
後
略
︺
﹂
と
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
立
場
を
分
析
し
て
い
た
︒﹃
日

本
外
�
�
書
﹄
別
册
淸
國
事
變

(
;
揭
)
︑
五
九
七
頁
︑
一
九
一
二

年
三
)
九
日
伊
集
院
公
�
よ
り
內
田
外
相
あ
て
電
報
︒
な
お
︑
右
の

引
用
で
は
�
り
假
名
の
&
ら
か
な
>
字
を
訂
正
し
た
︒

(54
)

;
ë
に
引
い
た
ジ
ョ
ー
ダ
ン
報
吿
に
よ
る
︒
な
お
︑
李
宗
一
﹃
袁

世
凱
傳
﹄
(
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
)︑
二
七
〇
頁
に
は
︑
ジ
ョ
ー

ダ
ン
が
出
席
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
當
時
の
華
字
怨
聞
の
>

報
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
三
)
一
一
日
伊
集
院
公
�
よ
り
內
田
外

相
あ
て
書
鯵
に
は
﹁
各
國
怨
聞
#
信
員
等
は
案
內
を
.
け
て
參
列
し

た
る
も
の
少
な
か
ら
ざ
り
し
由
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
外
國
人
記

者
は
出
席
し
て
い
た
模
樣
で
あ
る
︒
JA
C
A
R
:
R
e
f.B
0
3
0
5
0
0
1
0
1
0
0

(
第
四
五
畫
宴
)︑
各
國
內
政
關
係
雜
纂

荏
v
ノ
部

第
三
卷

(外
務

省
外
�
	
料
館
一
・
六
・
一
・
四
︱
二
)

(55
)

『順
天
時
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
二
日
﹁
總
瓜
擧
行
.
職
禮
紀

盛
﹂︒

(56
)

蔡
元
培
ら
歡
7
團
が
天
津
の
﹃
民
�
報
﹄︑
上
海
の
﹃
民
立
報
﹄

あ
て
に
�
っ
た
三
)
一
〇
日
の
電
報
に
よ
る
︒﹃
孫
中
山
藏
檔
0
�
﹄

(
;
揭
)
︑
一
八
三
頁
︒

(57
)

『民
立
報
﹄
一
九
一
二
年
三
)
一
二
日
﹁
北
京
電
報
﹂
︒
こ
の
報
B
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は
︑
お
そ
ら
く
;
ë
に
擧
げ
た
電
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
蔡
元

培
の
本
�
を
比
�
�
正
確
に
傳
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

(58
)

“
P
re
sid
e
n
t
Y
u
a
n
,”
N
o
rth
-C
h
in
a
H
era
ld
,
M
a
r.
1
1
,
1
9
1
2
,
p
.

7
0
6
.

(59
)

JA
C
A
R
:
R
e
f.
B
0
3
0
5
0
0
1
0
1
0
0
(第
四
八
畫
宴
)
に
よ
る
︒
一

九
一
二
年
三
)
一
一
日
伊
集
院
公
�
よ
り
內
田
外
相
あ
て
書
鯵
の
添

附
¦
料
︒
な
お
︑
類
似
し
た
圖
は
︑﹃
盛
京
時
報
﹄
一
九
一
二
年
三

)
一
五
日
﹁
初
十
日
總
瓜
行
.
職
禮
紀
事
﹂
に
も
見
え
る
が
︑
實
は

そ
の
;
の
記
事
を
含
め
て
︑﹃
盛
京
時
報
﹄
が
﹃
北
京
時
報
﹄
か
ら

寫
し
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
大
總
瓜
に
向
か
っ
て
參
列

者
の
二
列
目
に
﹁
各
署
洋
員
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
先
営

の
﹁
各
項
參
禮
人
員
單
﹂
に
見
え
な
い
︒
中
國
政
府
に
B
用
さ
れ
て

い
た
外
國
人
が
參
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(60
)

二
つ
の
政
府
を
合
一
さ
せ
る
具
體
�
な
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
桑
兵

﹁
接
收
淸
�
與
組
円
民
國
﹂
(﹃
�
代
	
硏
究
﹄
二
〇
一
四
年
一
�
・

二
�
)
に
詳
し
い
︒

(61
)

こ
れ
は
﹃
順
天
時
報
﹄
の
報
B
に
み
え
る
表
現
で
あ
り
︑﹃
民
立

報
﹄
に
は
﹁
五
大
族
が
推
戴
し
た
﹂
と
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
同

樣
の
趣
旨
で
あ
る
︒

(62
)

桑
兵
は
︑
こ
の
と
き
の
蔡
元
培
と
袁
世
凱
の
や
り
と
り
を
紹
介
し
︑

こ
の
兩
者
が
各
人
の
立
場
か
ら
︑
共
和
に
つ
い
て
�
味
の
重
點
の
衣

な
る
發
言
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
桑
︑
;
揭
書
︑
二
三
八
頁
︒
�
岡
︑
;
揭
論
�
が
︑
袁
の
總
瓜

就
任
に
つ
い
て
の
二
つ
の
考
え
方
が
﹁
同
床
衣
夢
と
も
い
う
べ
く
共

存
﹂
し
て
い
た
と
営
べ
る
の
も
︑
こ
れ
と
符
合
し
て
い
る
︒

(63
)

蒙
古
王
公
聯
合
會
の
各
省
#
電
は
﹃
臨
時
公
報
﹄
辛
亥
年
一
二
)

二
九
日
︑
二
～
三
頁
に
み
え
る
︒

(64
)

『臨
時
政
府
公
報
﹄
一
九
一
二
年
四
)
三
日
︑
二
頁
︒

(65
)

『
申
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
七
日
﹁
共
和
紀
念
會
之
0
擧
總
瓜

熱
﹂
に
は
︑
一
〇
)
一
〇
日
の
國
慶
日
に
總
瓜
の
就
任
が
で
き
る
よ

う
に
︑
そ
れ
以
;
に
總
瓜
0
擧
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
�
願
す
る
�

違
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒

(66
)

『順
天
時
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
九
日
﹁
大
總
瓜
就
任
禮
場
人

員
類
別
﹂
︒

(67
)

『
憲
法
怨
聞
﹄
二
一
册
︑
一
九
一
三
年
一
〇
)
﹁
大
總
瓜
就
任
典

禮
詳
誌
﹂︒﹃
申
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
一
〇
日
﹁
正
式
總
瓜
今
日

.
任
矣
﹂
︒

(68
)

『盛
京
時
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
一
五
日
﹁
大
總
瓜
就
任
紀
事
﹂︒

(69
)

『
順
天
時
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
一
二
日
﹁
袁
總
瓜
就
任
禮
誌

盛
﹂
︒

(70
)

同
;
︒

(71
)

“
T
h
e
P
re
sid
e
n
t
T
a
k
e
s
O
a
th
,”
N
o
rth
-C
h
in
a
H
era
ld
,
O
c
t.

1
8
,
1
9
1
3
,
p
.1
8
4
.

(72
)

ë

(69
)
と
同
じ
︒

(73
)

ë

(
69
)
と
同
じ
︒
お
よ
び
同
日
の
﹁
大
總
瓜
閱
兵
之
盛
典
﹂︒

な
お
︑
袁
世
凱
は
︑
溥
倫
の
あ
と
に
ド
イ
ツ
の
膠
州
灣
總
督
お
よ
び

カ
ト
リ
ッ
ク
北
京
司
敎
と
面
會
し
た
と
い
う
報
B
も
あ
る
︒﹃
申
報
﹄

一
九
一
三
年
一
〇
)
一
二
日
﹁
專
電
﹂
︒

(74
)

『政
府
公
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
)
九
日
︑
一
七
～
一
九
頁
︒

(75
)

ë

(69
)
と
同
じ
︒
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(76
)

ë

(68
)
と
同
じ
︒

(77
)

大
總
瓜
0
擧
法
は
︑
一
九
一
三
年
一
〇
)
四
日
に
憲
法
會
議
が
制

定
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
政
府
公
報
﹄
一
九
一
三
年
一
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THE INAUGURAL CEREMONIES OF PRESIDENTS

IN EARLY REPUBLICAN CHINA

YOSHIZAWA Seiichiro

Sun Yat-sen assumed the post of provisional president of the Republic of China

in Nanjing on the first day of 1912 in an epoch-making ceremony for the new

Republic. It is worth noting that the oath he made bound him to faithfully resign

from the post in the near future, when the revolutionary regime stood on firm

ground. From the beginning, Sun was simply to be a temporary president, until

Yuan Shikai took sides in support of the Republican regime.

As prime minster, Yuan was a key figure in the political arena of Beijing. After

he reached a compromise with the revolutionary regime and was elected as a new

provisional president in Nanjing, he could not deny the legitimacy of the Nanjing

regime. Nevertheless, Yuan had his own position. The imperial Qing government

had entrusted Yuan with brokering a ceasefire with the revolutionary armies and to

construct a new, integrated government. If he had taken the presidential post in

Nanjing, he would have been charged with betrayal of the Qing dynasty. Therefore,

he could do nothing but hold an inauguration ceremony in Beijing under his own

leadership on March 10, 1912, and managed to add an element of legitimacy other

than that of the Nanjing regime.

Eventually, Yuan was elected as president by the members of parliament on

October 6, 1913, and inaugurated on October 10, the second anniversary of the

Republic. The ceremony was performed in the main palace of the former Qing

dynasty, demonstrating not only elements of the continuity of imperial power, but

also some changes from the imperial period. However, his presidential commission

was still authorized by the Provisional Constitution enforced by the Nanjing regime

in 1912.

Thereafter, Yuan outlawed the Nationalist Party, and as a result, the two

houses of parliament could not convene. Although he tried to concentrate his

power, and he apparently succeeded, the legitimacy of his government became

more and more uncertain.

Yuan had been forced to confront a very difficult puzzle. Yuan had obtained

two kinds of legitimacy : one that originated from the delegation of the former Qing

dynasty, and another formulated by the Nanjing regime. Even if he could at times

utilize them to justify his government, the two systems of legitimacy were
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essentially contradictory, and this contradiction lead Yuanʼs government into a

crisis of legitimacy.

CONFUCIUS AND THE CONFUCIAN CLASSICS IN

THE SCHOOL EDUCATION OF

THE YUAN SHIKAI ADMINISTRATION

MIYAHARA Yoshiaki

This paper aims to clarify both the contents of the discussion concerning

Confucius and the Confucian classics in school education during the Yuan Shikai

administration and the features of the educational policies of the Ministry of

Education and Yuan Shikai in comparison to those during the Late Qing Dynasty.

Points that have been brought to light through analysis in this paper are that there

was a difference of opinion between those such as the Confucian Church, the

Association for the Confucian Way, Yuan Shikai, and Ye Dehui and the groups and

people seeking implementation of the study of the Confucian classics at elementary

and junior high schools over the placement of Confucius and the Confucian Classics

in the curriculum, and as a result of this difference, there was also a difference over

which classics should be selected for reading.

Those such as Kang Youwei, Chen Huanzhang, and Yuan Fu of the Confucian

Church saw Confucius as the founder of a religion and believed that no part of the

classics should be arbitrarily omitted or extracted, and that a text should be read in

its entirety. Opposed to this view was Wang Xifan of the Association for the

Confucian Way who considered Confucius as a model figure for the Chinese people,

and who personally selected sections of the Confucian classics to be read in

elementary and junior high school. This was similar to the educational guidelines

specified by Yuan Shikai and also to the opinion of Ye Dehui, however these two

differed in their opinion on the order the classics should be taught. This difference

was particularly apparent in regard to the placement of Confucius and Mencius as

models based on the teachings of Lu Xiangshan and Wang Yangming in the

educational guidelines, and it was decided that the Discourses of Mencius would be

read before the Analects of Confucius in elementary schools ; however, this order

had never previously been applied in an educational context. I also want to point

out that a consistent element in the discussion about the Confucian Classics as a
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