
五
・
三
〇
�
動
を
め
ぐ
る
天
津
の
動
向

︱
︱
國
際
政
治
お
よ
び
經
濟
の
觀
點
か
ら
︱
︱

衞

�

安

奈

一

問
題
の
�
在

二

�
料
の
性
質
と
傾
向
に
つ
い
て

三

國
共
兩
黨
に
よ
る
南
方
の
勞
働
�
動
の
模
倣
と
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂

四

�
動
を
め
ぐ
る
國
際
政
治
�
�
因

︱
︱
奉
天
軍
閥
と
ソ
聯

(1
)
李
景
林
の
人
物
宴

(2
)
李
景
林
の
彈
壓

(3
)
ソ
聯
へ
の
警
戒

(4
)
奉
天
軍
閥
の
﹁
勞
働
�
動
﹂
觀
と
中
東
鐵


問
題

五

�
動
を
め
ぐ
る
經
濟
�
�
因

︱
︱
天
津
總
商
會
と
天
津
團
體
代
表
會
の
動
向

(1
)
第
二
�
奉
直
戰
爭
お
よ
び
水
�
に
よ
る
經
濟
�
打
擊

(2
)
日
中
經
濟
提
携
の
模
索

(3
)﹁
經
濟
絕
�
﹂
の
不
荏
持

六

結
語
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一

問
題
の
�
在

一
九
二
五
年
五
�
に
上
海
で
生
じ
た
五
・
三
〇
事
件
を
契
機
と
し
︑﹁
反
�
國
�
義
﹂
を
揭
げ
て
中
國
の
�
�
都
市
に
擴
大
し
た
五
・
三
〇

�
動
は
︑
中
國
北
部
で
は
南
部
ほ
ど
の
擴
が
り
を
み
せ
な
か
っ
た
︒
そ
の
理
由
を
︑
中
國
共
產
黨

(以
下
︑
中
共
)
の
革
命
�
は
︑﹁
軍
閥
の
彈

壓
﹂
の
た
め
︑
も
し
く
は
﹁
地
域
社
會
の
落
後
性
﹂
の
た
め
な
ど
と
說
�
す
る
が(1

)
︑
そ
の
よ
う
な
解
釋
は
當
時
の
中
共
關
係
者
が
�
用
し
て
い

た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
り(2

)
︑﹁
落
後
性
﹂
(も
し
く
は
そ
の
類
義
語
で
あ
る
﹁
保
守
性
﹂)
を
强
�
す
る
表
現
に
は
︑
革
命
に
非
協
力

�
な
者
を
﹁
�
 
�
に
遲
れ
て
い
る
﹂
と
批
!
す
る
政
治
�
"
圖
が
あ
る(3

)
︒
本
稿
の
目
�
は
︑
こ
の
時
#
中
共
に
よ
る
動
員
工
作
が
お
こ
な
わ

れ
︑
紡
績
工
場
打
ち
壞
し
事
件
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
よ
り
大
き
な
�
動
へ
發
展
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
天
津
に
着
目
し
︑

五
・
三
〇
�
動
を
め
ぐ
る
北
方
地
域
の
狀
況
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

冷
戰
#
ま
で
の
日
本
の
先
行
硏
究
は
︑
&
度
の
差
は
あ
れ
五
・
三
〇
�
動
の
解
釋
を
中
共
の
革
命
�
に
'
う
傾
向
が
あ
り
︑
五
・
三
〇
�
動

を
め
ぐ
る
北
方
地
域
の
﹁
遲
れ
た
﹂
狀
況
に
對
し
て
は
相
對
�
に
關
心
が
低
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒
ま
た
冷
戰
の
(
結
に
)
い
︑
一
九
九
〇

年
代
に
は
革
命
�
硏
究
そ
の
も
の
が
低
�
と
な
り
︑
五
・
三
〇
�
動
は
硏
究
對
象
と
し
て
は
ほ
ぼ
放
棄
さ
れ
た
狀
態
に
至
っ
た(4

)
︒
こ
れ
に
對
し
︑

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
︑
九
〇
年
代
に
入
っ
て
も
な
お
勞
働
�
動
�
の
觀
點
か
ら
*
代
中
國
�
を
敍
営
す
る
硏
究
が
續
け
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
ら

は
結
果
か
ら
み
れ
ば
︑
中
共
の
﹁
正
�
﹂
�
語
り
と
根
本
�
な
矛
盾
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た(5

)
︒
一
方
︑
鄧
小
,
時
代
以
影
の
中
國
大

陸
に
お
い
て
は
︑
中
共
の
﹁
正
�
﹂
�
語
り
か
ら
-
離
を
置
い
た
緻
密
な
革
命
�
硏
究
が
相
�
い
で
世
に
問
わ
れ
︑
國
共
兩
黨
の
黨
組
織
に
よ

る
動
員
の
實
態
が
克
�
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
こ
に
含
ま
れ
た
知
見
は
五
・
三
〇
�
動
に
關
し
て
も
從
來
の
イ
メ
ー
ジ
の
塗
り
替
え

を
.
る
も
の
で
あ
っ
た(6

)
︒

右
に
営
べ
た
よ
う
な
中
國
大
陸
に
お
け
る
革
命
�
硏
究
の
/
展
を
踏
ま
え
た
場
合
︑
北
方
の
�
動
が
低
�
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
は
︑
地
域

の
﹁
落
後
性
﹂
で
は
な
く
︑
北
方
地
域
に
お
け
る
國
共
兩
黨
の
黨
組
織
が
こ
の
時
#
に
は
設
立
さ
れ
て
日
が
淺
か
っ
た
こ
と
が
︑
ま
ず
は
考
え
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ら
れ
る
︒
事
實
︑
の
ち
に
み
る
よ
う
に
︑
天
津
に
お
け
る
黨
組
織

(中
共
天
津
地
方
執
行
委
員
會
)
は
五
・
三
〇
�
動
の
發
生
ま
で
あ
と
一
年
も

な
い
と
い
う
時
#
に
設
立
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
筆
者
が
南
方
の
�
動
の
事
例
を
檢
討
し
た
限
り
で
は
︑
黨
員
た
ち
は
︑
社
會
�
地
位
の
不
安
定

な
人
々
と
時
閒
を
か
け
て
信
賴
關
係
を
築
き
︑
そ
の
上
で
そ
う
し
た
人
々
を
�
動
に
取
り
2
ん
で
い
た(7

)
︒

し
か
し
一
方
で
︑
南
方
の
事
例
を
見
る
限
り
で
は
︑
初
#
に
お
け
る
�
動
の
盛
り
上
が
り
は
︑
商
人
た
ち
の
協
力
を
ど
こ
ま
で
得
ら
れ
る
か

と
い
う
こ
と
と
も
深
く
關
わ
っ
て
い
た(8

)
︒
北
方
地
域
に
お
い
て
も
︑
五
・
三
〇
事
件
發
生
後
︑
六
�
一
三
日
に
は
北
京
總
商
會
が
﹁
日
英
と
の

經
濟
絕
�
を
斷
行
﹂
し
︑
續
い
て
一
六
日
に
は
奉
天
總
商
會
が
﹁
日
貨
排
斥
�
動
を
始
め
﹂
て
い
た
の
で
あ
り(9

)
︒
少
な
く
と
も
商
會
の
こ
の
よ

う
な
動
向
と
結
び
つ
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
設
立
閒
も
な
い
黨
組
織
で
あ
っ
て
も
︑
天
津
の
�
動
を
も
う
少
し
大
が
か
り
に
す
る

こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
な
ぜ
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

さ
ら
に
北
京
政
府
の
外
�
�
硏
究
の
分
野
に
お
い
て
は
︑
五
・
三
〇
�
動
の
"
義
を
同
政
府
の
外
�
戰
略
の
�
4
で
捉
え
直
す
作
業
が
/
ん

で
お
り(10

)
︑
こ
の
時
#
の
北
方
知
識
人
の
﹁
國
家
�
義
﹂
�
言
論
を
︑
中
ソ
關
係
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
整
理
す
る
試
み
も
あ
る(11

)
︒
こ
う
し
た
議

論
は
︑
五
・
三
〇
�
動
を
め
ぐ
る
北
方
地
域
の
反
應
が
︑
本
來
は
中
ソ
關
係
を
視
野
に
入
れ
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
從
來
﹁
軍
閥
の
彈
壓
﹂
お
よ
び
﹁
地
域
社
會
の
落
後
性
﹂
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
天
津
の
五
・
三
〇
�
動
の
不

發
�
因
に
つ
い
て
︑
黨
組
織
の
設
立
狀
況
と
い
う
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
︑
國
際
政
治
お
よ
び
經
濟
の
�
元
に
重
點
を
置
き
︑
�
の
手
順

で
檢
討
を
/
め
て
い
く
︒
ま
ず
天
津
の
國
共
兩
黨
に
よ
る
南
方
の
勞
働
�
動
の
模
倣
お
よ
び
そ
の
經
雲
を
確
6
す
る
︒
�
に
︑
ソ
聯
の
關
わ
る

﹁
勞
働
�
動
﹂
が
︑
北
京
政
府
と
の
關
わ
り
の
深
い
者
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
6
識
さ
れ
て
い
た
か
を
︑
李
景
林

(當
時
の
天
津
の
�
高
指
7

者
)
︑
北
京
政
府

(段
祺
瑞
政
權
)
︑
奉
天
軍
閥(12

)
の
三
者
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
そ
し
て
�
後
に
︑
�
動
に
非
協
力
�
で
あ
っ
た
天
津
商
人
た
ち

が
ど
の
よ
う
な
事
8
を
9
し
て
い
た
の
か
を
檢
討
す
る
︒
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二

�
料
の
性
質
と
傾
向
に
つ
い
て

本
稿
で
は
︑﹃
大
公
報
﹄
(發
行
地
：
天
津
)
︑﹃
益
世
報
﹄
(發
行
地
：
天
津
)
︑﹃
順
天
時
報
﹄
(發
行
地
：
北
京
)
な
ど
の
北
京
・
天
津
地
域
で
發

行
さ
れ
て
い
た
中
�
怨
聞
︑﹃
東
京
<
日
怨
聞
﹄
な
ど
の
日
�
怨
聞
︑
天
津
=
在
總
領
事
や
天
津
荏
N
=
屯
軍

(以
下
︑
天
津
軍
)
の
報
吿
な
ど

を
中
心
�
�
料
と
し
︑
中
國
共
產
黨
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
刊
行
�
料
な
ど
を
補
助
手
段
と
し
て
用
い
る
︒

さ
き
の
中
�
怨
聞
の
う
ち
︑﹃
順
天
時
報
﹄
は
東
亞
同
�
會
が
創
刊
し
︑
そ
の
後
日
本
外
務
省
が
引
き
繼
い
だ
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る(13

)
︒
現
地
の

日
本
人
の
解
釋
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
中
國
の
軍
閥
の
8
報
瓜
制
か
ら
は
比
�
�
自
由
で
あ
る
た
め
︑
現
地
の
軍
閥
の
動
向

が
詳
細
に
傳
え
ら
れ
る
側
面
も
あ
る
︒
そ
の
他
の
中
�
怨
聞
の
立
ち
位
置
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
少
々
厄
介
で
あ
る
︒
第
二
�
奉
直
戰
爭
の
影

?
の
た
め
︑
一
九
二
四
年
に
は
直
隸
軍
閥

(北
京
政
府
で
長
く
實
權
を
握
っ
た
軍
閥
)
︑
二
五
年
に
は
奉
天
軍
閥

(中
國
東
北
地
域
を
據
點
と
し
た
軍

閥
)
と
い
う
具
合
に
︑
天
津
に
=
在
す
る
軍
は
短
#
閒
に
め
ま
ぐ
る
し
く
入
れ
替
わ
り
︑
天
津
の
怨
聞
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
軍
閥
の
壓
力
を
@

け
て
い
た
︒
二
五
年
八
�
時
點
の
天
津
軍
の
分
析
に
よ
る
と
︑
當
時
の
﹃
大
公
報
﹄
は
段
祺
瑞
の
影
?
下
に
あ
り
︑﹃
益
世
報
﹄
は
張
作
霖
に

買
收
さ
れ
︑
こ
れ
ら
は
日
本
側
に
9
利
な
論
A
を
揭
載
す
る
と
說
�
さ
れ
て
い
る(14

)
︒
こ
う
し
た
分
析
は
中
國
大
陸
の
怨
聞
�
硏
究
と
も
符
合
す

る(15
)

︒當
時
の
軍
人
た
ち
は
︑
自
軍
に
批
!
�
な
論
�
を
怨
聞
に
發
見
す
る
や
敵
對
勢
力
の
陰
謀
を
疑
う
傾
向
が
あ
っ
た(16

)
︒
こ
の
疑
心
B
鬼
は
︑
彼

ら
自
身
が
怨
聞
を
利
用
し
︑
激
し
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
戰
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
と
關
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
軍
事
�
硏
究
に
お
い
て
は
︑
安

直
戰
爭
の
際
︑
安
�
C
は
日
本
か
ら
の
D
助
が
あ
る
よ
う
に
み
せ
か
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
︑
直
隸
C
は
安
�
C
の
對
日
依
存
を
批
!
す
る
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
液
そ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る(17

)
︒
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
戰
が
怨
聞
を
E
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
︑
直
隸
C
に
屬
し
て
い
た
馮
玉
祥
が
︑
一
九
二
五
年
五
�
二
一
日
の
日
記
に
﹁
怨
聞
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
G
"
し
︑
世
閒
が
惑
わ
さ
れ
る

の
を
防
ぐ

(G
"
報
紙
宣
傳
︐
以
防
淆
惑
聽
聞
)
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る(18

)
︒
と
は
い
え
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
利
用
さ
れ
る
御
用
怨
聞
に
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表 1 天津の��な怨聞、雑誌、E信社 (1924 年末現在)

メディア名 言語 發行部數 備考 (「 」は原�料におけるA価)

怨聞

直隷I報 (官報・日刊) 中國語 J 2000 直隷省I署のI報。

天津日日怨聞 (日刊紙) 中國語 1600 ｢親日一貫」。

大公報 (日刊紙) 中國語 600 ｢安福系」。

時聞報 (日刊紙) 中國語 700 ｢政派關係なく勢力亦大ならず」。

益世報 (日刊紙) 中國語 3000
｢親米排日」。ただし天津軍によれば、
1925 年時點では張作霖の宣伝機關に等し
いとされている (本稿µ 14)。

漢�泰晤士報 (日刊紙) 中國語 1000 ｢黎元洪系」。

河北日報 (日刊紙) 中國語 400

大中華N報 (日刊紙) 中國語 1000
｢直隷省議會議長邊守靖の機關紙」。
｢楊以德の機關紙」。

怨民"報 中國語 休刊
｢排日團體たる天津團體代表會の機關とし
て全く排日の爲めの新聞紙」。

Q�報 (日刊紙) 中國語 200 ｢�義�張一定せず」。

華北怨聞 (日刊紙) 中國語 200 ｢�義�張一定せず」。

醒鐘報 (日刊紙) 中國語 200 ｢�確なる�義�張なし」。

旭日報 (日刊紙) 中國語 200 ｢花柳記事等を揭ぐる」。

白話晨午晚報 (夕刊紙) 中國語 3000
｢�義一定せざるも少年徒弟勞働者閒に多
く讀まれ勢力輕視すべからずものあり」。

白話A報 (日刊紙) 中國語 100 ｢政治關係なし」。

實聞報 (日刊紙) 中國語 200

國光報 (日刊紙) 中國語 100

怨天津報 (日刊紙) 中國語 200 ｢靳雲鵬の機關紙と稱せらる」。

天津日報 (日刊紙) 日本語 1100 ｢日本擁護」。

京津日日怨聞
(日刊・夕刊双方刊行)

日本語 1200 ｢日本擁護」。

天津經濟怨報 (T刊紙、
ただし毎日號外を發行)

日本語 250 ｢經濟事8報
」。

京津泰晤士報 英語 1000 ｢英國の利益擁護」。

華北日報 (日刊紙) 英語 500 ｢日本に對する態度は好"�なり」。

華北星#報 (週刊紙) 英語 300

華北�星 (日刊紙) 英語 3000
｢親米�義」「排日U動を以て一貫す」「靑
年荏那人閒に名を知らる」。

雑誌

津報 (�刊誌) 日本語 500 ｢家庭�讀物たるを目�とす」。

若人の群 (�刊誌) 日本語 200 ｢天津日本靑年會會報」。

共存 (�刊誌) 日本語 500 ｢天津本願寺傳敎機關紙」。



お
い
て
も
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
自
�
性
が
ま
っ
た
く
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と

い
え
ば
︑
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
﹃
益
世
報
﹄
が

五
・
三
〇
�
動
の
報


な
ど
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
は
︑
必
ず
し
も
張
作
霖
の
"
向
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る(19

)
︒

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
︑
本
稿
で
は
︑
一
九
二
五
年
時
點
の
天
津
の
8

報
空
閒
(表
1
)
に
お
い
て
︑
ソ
聯
お
よ
び
國
共
兩
黨
と
結
ん
だ
馮
玉
祥
系

(直
隸

C
)
が
�
營
す
る
8
報
空
閒
と
︑
こ
れ
に
對
抗
す
る
張
作
霖
系

(奉
天
C
)
の
8
報

空
閒
が
存
在
し
︑﹃
大
公
報
﹄︑﹃
益
世
報
﹄
は
奉
天
C
寄
り
の
8
報
空
閒
を
展
開
し
︑

﹃
順
天
時
報
﹄
も
北
京
に
お
い
て
そ
の
一
端
を
擔
う
形
に
な
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
︒

な
お
讀
み
や
す
さ
を
考
え
︑
本
�
中
の
日
本
語
引
用
�
料
に
お
け
る
カ
タ
カ
ナ
は
,

假
名
に
置
き
奄
え
︑
濁
點
︑
讀
點
︑
句
點
は
X
宜
補
い
︑
特
殊
な
言
い
囘
し
へ
の
G

や
Y
Z
と
思
わ
れ
る
部
分
な
ど
は
︹

︺
で
揷
入
し
た
︒
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�信社

Sino Japanese News 英語 −

華北E信 中國語 約 40

｢天津各漢字怨聞の地方記事は大部分之に
よる」。天津軍によれば直隷派メディアで
あるといい、「裕大打ち壊し」を日本人の
自作自演とする宣傳に努めていたという
(本稿µ 14)。

東方E信
日本語・
中國語

約 50

日本電報E信
日本語・
中國語

約 30

Reuterʼs Agency 英語 −

北方E信 中國語 20

捷聞E信 中國語 10

出典) 外務省記錄『荏那 (附香]西伯利) ニ於ケル怨聞E信ニ關スル調』外務省情報部、大正 14 年
7�、JACAR、Ref. B03040871100、第 32−35畫^。



三

國
共
兩
黨
に
よ
る
南
方
の
勞
働
�
動
の
模
倣
と
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂

五
・
三
〇
�
動
の
展
開
に
は
︑
中
共
お
よ
び
中
國
國
民
黨

(以
下
︑
國
民
黨
)
の
協
力
關
係

(第
一
�
國
共
合
作
)
が
大
き
な
"
味
を
も
っ
た
︒

各
地
域
の
國
共
兩
黨
の
黨
組
織
を
介
し
︑
宣
傳
や
組
織
づ
く
り
︑
人
材
集
め
な
ど
の
動
員
技
_
が
傳
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て

天
津
で
一
九
二
五
年
八
�
一
一
日
に
﹁
裕
大
紡
績
工
場
打
ち
壞
し
事
件
﹂
(以
下
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂)
が
生
じ
る
と
︑
天
津
の
國
共
兩
黨
は
こ
れ

を
手
が
か
り
に
天
津
版
五
・
三
〇
�
動
の
展
開
を
試
み
る
が
︑
李
景
林
の
彈
壓
で
頓
挫
す
る(20

)
︒

こ
こ
で
は
︑
天
津
に
お
け
る
中
共
組
織
の
發
`
a
&
を
大
ま
か
に
み
て
お
く
︒
天
津
の
初
#
の
黨
員
は
︑
二
一
年
に
設
置
さ
れ
た
北
京
の
黨

組
織

(以
下
︑
中
共
北
方
區
委
)
か
ら
指
令
を
@
け
て
活
動
す
る
よ
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
中
共
天
津
地
方
執
行
委
員
會

(以
下
︑
中
共
天

津
地
委
)
の
設
立
は
二
四
年
七
�
と
さ
れ
て
い
る(21

)
︒
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
二
四
年
に
成
立
し
た
第
一
�
國
共
合
作
は
︑
中
共
黨
員
が
國
民

黨
組
織
を
E
じ
て
活
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
︒
同
じ
こ
と
が
天
津
の
中
共
黨
員
に
も
當
て
は
ま
る
︒
中
共
b
纂
の
c
料
集
に
よ
る
と
︑
國

民
黨
の
省
レ
ベ
ル
の
黨
組
織

(直
隸
省
黨
部
)
と
市
レ
ベ
ル

(天
津
市
黨
部
)
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
あ
と
︑
中
共
は
こ
の
市
レ
ベ
ル
の
組
織
を

﹁
積
極
�
に
利
用
﹂
し
て
革
命
宣
傳
活
動
を
お
こ
な
っ
た
と
す
る(22

)
︒

五
・
三
〇
事
件
後
︑
中
共
天
津
地
委
の
ト
ッ
プ
は
于
方
舟

(役
職
名
は
委
員
長
)
か
ら
李
季
`
(役
職
名
は
書
記
)
に
�
替
し
た(23

)
︒
李
季
`
は

そ
れ
ま
で
上
海
の
工
作
に
從
事
し
て
い
た
黨
員
で
あ
り
︑
中
共
北
方
區
委
に
よ
っ
て
天
津
工
作
の
强
 
の
た
め
に
C
d
さ
れ
た
と
い
う(24

)
︒
上
海

を
モ
デ
ル
と
し
た
�
動
を
天
津
に
應
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
上
海
の
五
・
三
〇
�
動
に
お
い
て
中
核
�
役
割
を
擔
っ
た
上
海
總

工
會
と
同
樣
の
組
織
﹁
天
津
總
工
會
﹂
が
設
立
さ
れ
た
の
は
︑
八
�
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た(25

)
︒

公
式
の
革
命
�
で
確
6
で
き
る
限
り
︑
中
共
天
津
地
委
の
黨
員
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
擔
當
す
べ
き
動
員
對
象
が
�
の
よ
う
に
割
り
振
ら
れ
た
︒

鐵


勞
働
者
の
擔
當
は
李
震
瀛
と
王
仲
一
︑
印
刷
業
勞
働
者
の
擔
當
は
李
志
怨
︑
紡
績
工
場
勞
働
者
の
擔
當
は
盧
紹
亭
と
李
培
良
︑
]
灣
勞
働

者
の
擔
當
は
安
幸
生
︑
と
い
う
具
合
で
あ
る(26

)
︒
こ
こ
で
は
と
く
に
︑
紡
績
工
場
勞
働
者
と
海
員

(蒸
氣
f
の
f
乘
り
)
の
動
員
a
&
を
や
や
詳
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し
く
み
て
お
き
た
い
︒
中
共
の
革
命
理
論
に
お

い
て
も
っ
と
も
重
�
な
役
割
を
#
待
さ
れ
て
い

た
の
は
g
者
で
あ
っ
た
が
︑
二
二
年
の
香
]
海

員
ス
ト
ラ
イ
キ
の
經
驗
か
ら
︑
實
際
の
動
員
に

お
い
て
し
ば
し
ば
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の

は
後
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

ま
ず
紡
績
工
場
勞
働
者
で
あ
る
︒
天
津
に
お

け
る
紡
績
工
場
勞
働
者
へ
の
動
員
は
︑
天
津
の

六
大
紡
績
工
場

(表
2
)
を
對
象
に
お
こ
な
わ

れ
た
︒
實
は
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂
以
g
の
七
�

一
五
日
︑
寶
成
と
い
う
工
場
で
す
で
に
ひ
と
つ

の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り

(一
六

日
に
(
了(27
))

︑
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
も
中
共
は
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
用
い
て
い
る(28

)
︒
表
2
に
よ
れ
ば
︑

寶
成
も
裕
大
も
外
國
c
本
の
影
?
下
に
あ
る
工

場
で
あ
る
︒
寶
成
ス
ト
ラ
イ
キ
は
﹁
裕
大
打
ち

壞
し
﹂
ほ
ど
の
展
開
を
み
せ
ず
に
(
息
し
た
が
︑

﹃
順
天
時
報(29

)
﹄︑
天
津
軍(30

)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
6
識
を

み
る
限
り
︑
彼
ら
は
こ
の
種
の
�
動
の
背
後
に
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表 2 天津の六大紡績工場

工場名 設立年 代表 背景

裕元紡織公司 1917 倪幼丹
安�Cにより創設された。投c者は王郅隆、倪嗣冲、
段祺瑞、徐樹錚、曹汝霖ら。六大紡績工場中、�大
規模をほこる。(①④⑤⑥)

恆源紡織公司 1914 曹永亨

直隸Cの曹錕の一族により開設された。直隸省公署
が開設したモデル紡織工場をj源とする。張作霖と
曹錕の雙方の出cを@けていたが、第一�奉直戰爭
の影?で兩C閥からのc金の融Eが停滯し、營業不
振に陷った。(④⑤⑥)

華怨紡織公司 1917 楊味雲 周學熙が設立に關わった。(①⑤⑥)

裕大紡織公司 1920 王克敏

北京政府財政部長でもあった王克敏により開設され
た。1922 年に東洋拓殖から工場を擔保とする 230萬
元の融cを@けていたが、軍閥戰爭の影?等のため
にm濟不能となり、24 年以影、東洋拓殖の「委託經
營」下に置かれることとなる。(②③⑤⑥)

寶成第三廠紗廠 1920 劉柏森

經營者は上海寶成紡績の劉柏森一族。アメリカの
アンダーソン・マイヤー社 (Andersen Meyer &
Company，中國名：愼昌) から 300萬元の借款をし、
その監督を@けていたため、事實上の「中外合c」
の狀態にあったという。(②④⑥)

北洋商業紗廠 1920 曹秉權 ― (⑥)

出典：①來怨夏�b『天津*代�』天津：南開大學出版社、1987 年、263-264頁；②天津社會科學
院歷�硏究�《天津鯵�》b寫組b著『天津鯵�』天津：天津人民出版社、1987 年、259頁；③大
河內一雄『東洋拓殖――幻の國策會社』日本經濟怨聞社、1982 年、209頁；④外務省E商局『在天
津總領事館管r區域內事8』1924 年 3�、54-55、64頁；⑤ 『*代天津城市�』419-420頁；⑥吉澤
t一郞監修・解說『*代中國都市案內集成第 25卷 天津槪觀 附天津商工名錄』(原書 1927 年刊)
ゆまに書w、2012 年、36頁に基づき筆者作成。工場の設立年の取り方は�料ごとにばらつきがあり、
ここでは⑥に據った。



中
共
や
ソ
聯
の
關
與
を
疑
っ
て
い
た
︒
た
だ
し
天
津
=
在
總
領
事
9
田
八
郞
は
︑
寶
成
ス
ト
ラ
イ
キ
に
關
し
て
は
﹁
勞
働
爭
議
と
6
め
ら
る
ゝ

x
多
き
﹂︑
す
な
わ
ち
勞
働
者
の
自
發
�
勞
c
�
涉
と
し
て
の
側
面
が
多
い
と
報
吿
し
︑
]
灣
勞
働
者
や
後
営
す
る
海
員
ス
ト
ラ
イ
キ
の
背
後

に
の
み
﹁
日
英
排
斥
を
目
�
と
せ
る
»
動
者
の
»
動
﹂
が
あ
る
と
見
て
い
た(31

)

さ
て
實
際
に
は
︑
中
共
黨
員
に
よ
る
勞
働
者
へ
の
動
員
工
作
は
た
し
か
に
試
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
裕
元
工
場
で
の
工
作
に
關
す
る

囘
想
に
よ
れ
ば
︑
李
培
良
と
盧
紹
亭
は
學
校
で
の
z
業
を
E
じ
て
勞
働
者
の
﹁
積
極
分
子
﹂
を
獲
得
し
︑
彼
ら
に
工
會
を
祕
密
裏
に
組
織
さ
せ

た
と
い
う(32

)
︒
寶
成
工
場
で
の
動
員
工
作
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
樣
の
筋
書
き
が
語
ら
れ
る
︒﹁
,
民
學
校
﹂
で
の
活
動
を
E
じ
て
︑
同
工
場
の
沈

玉
山
︑
董
兆
義
︑
姫
兆
生
ら
と
信
賴
關
係
を
築
き
︑
寶
成
工
場
の
黨
組
織
を
設
立
さ
せ
た
と
い
う(33

)
︒

た
だ
︑
工
作
は
そ
れ
ほ
ど
順
�
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
寶
成
工
場
の
勞
働
者
に
は
上
海
C
︑
天
津
C
︑
河
南
C
︑
山
東
C

な
ど
の
地
緣
團
體
に
基
づ
く
分
斷
が
あ
り
︑
こ
の
分
斷
を
乘
り
越
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒
中
共
天
津
地
委
の
オ
ル
グ
と
な
っ
た
董
兆
義

は
︑
そ
の
動
員
工
作
に
お
い
て
他
の
勞
働
者
か
ら
排
斥
を
@
け
︑
毆
打
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
い
っ
と
き
は
思
想
に
動
搖
を
來
し
た
と
あ
る
︒

李
培
良
ら
が
寶
成
工
場
の
�
に
裕
大
工
場
で
の
動
員
工
作
に
取
り
か
か
っ
た
と
き
に
は
︑﹁
靑
幫
頭
子
﹂
で
あ
る
趙
魁
高
の
妨
碍
を
@
け
た
と

も
い
う(34

)
︒

海
員
工
作
に
關
し
て
は
︑
七
�
一
五
日
頃
に
﹁
上
海
海
員
代
表
と
稱
す
る
者
數
名
﹂
が
天
津
を
訪
れ
︑
中
華
海
員
工
業
聯
合
會
天
津
荏
部
を

設
立
す
る
動
き
が
あ
っ
た(35

)
︒
中
華
海
員
工
業
聯
合
會
と
は
香
]
海
員
を
�
體
と
す
る
團
體
で
あ
り
︑
國
民
黨
と
の
關
係
が
深
く
︑
二
二
年
に
香

]
で
イ
ギ
リ
ス
c
本
の
汽
f
會
社
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
を
相
手
に
大
規
模
な
ゼ
ネ
ス
ト
を
成
功
さ
せ
た
a
去
を
も
つ(36

)
︒
一
八
日
に

は
そ
の
天
津
荏
部
の
正
式
な
成
立
大
會
が
開
催
さ
れ(37

)
︑
二
一
日
︑
同
荏
部
は
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
社
(Jardine
M
atheson,中
國
名
：
怡

和
)
の
汽
f
﹁
昌
昇
﹂
號
の
海
員
を
動
員
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
開
始
し
た(38

)
︒
そ
の
後
︑
動
員
對
象
は
バ
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
＆
ス
ワ
イ
ヤ
社

(B
utterfield
&
Sw
ire,中
國
名
：
太
古
)
の
汽
f
に
も
擴
大
さ
れ
た
︒
同
社
の
﹁
順
天
﹂
號
が
二
八
日
に
天
津
に
來
航
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
の
で
︑

そ
の
中
國
人
海
員
に
對
し
て
ビ
ラ
が
ま
か
れ
︑
ス
ト
ラ
イ
キ
が
勸
吿
さ
れ
た(39

)
︒
八
�
七
日
に
は
︑
兩
社
の
汽
f
が
�
來
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
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と
傳
え
ら
れ
た(40

)
︒

八
�
九
日
午
g
︑
安
幸
生
は
中
華
海
員
工
業
聯
合
會
天
津
荏
部
の
第
一
囘
�
體
大
會
を
廣
東
會
館
で
開
催
し
た
︒
午
後
に
は
天
津
總
工
會
を

E
じ
︑
天
津
�
市
の
ス
ト
ラ
イ
キ
勞
働
者
に
よ
る
デ
モ
を
お
こ
な
っ
た(41

)
︒
當
日
の
樣
子
を
︑﹃
大
公
報
﹄
は
天
津
總
工
會
お
よ
び
海
員
工
會
に

よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
勞
働
者
の
大
規
模
デ
モ
が
實
施
さ
れ
た
と
傳
え
た(42

)
︒
一
〇
日
︑
裕
大
工
會
は
中
共
天
津
地
委
の
指
示
に
基
づ
き
︑
賃
上
げ

な
ど
の
項
目
を
含
む
六
つ
の
條
件
を
工
場
�
に
提
出
し
︑
工
場
�
が
こ
れ
を
拒
絕
し
た
の
で
ス
ト
ラ
イ
キ
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
︒
一
一
日
︑

裕
大
の
勞
働
者
の
集
會
を
軍
警
が
妨
碍
し
︑
寶
成
︑
北
洋
︑
裕
元
の
工
場
勞
働
者
が
應
D
に
驅
け
つ
け
た
こ
と
で
事
態
は
大
き
く
な
る
︒
中
共

は
あ
ら
か
じ
め
︑
裕
大
が
﹁
9
事
﹂
の
と
き
に
は
他
工
場
の
者
も
驅
け
つ
け
る
よ
う
︑
示
し
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
︒
そ
し
て
警
察
と
勞
働
者

が
衝
突
し
︑﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂
事
件
と
な
る(43

)
︒

一
一
日
の
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂
後
︑
事
件
に
關
與
し
た
と
し
て
取
閲
の
對
象
と
な
っ
た
團
體
は
︑
�
の
E
り
で
あ
っ
た
︒

今
囘
の
ス
ト
ラ
イ
キ
�
動
に
も
っ
と
も
力
め
て
い
る

①
各
界
聯
合
會
︑
②
學
生
聯
合
會
の
幹
部
十
數
名
は
な
お
督
辦
公
署
に
拘
禁
さ

れ
て
嚴
し
い
�
問
を
@
け
て
い
る
︒
ま
た
中
國
街
の
各
界
聯
合
會
︑
學
生
聯
合
會
︑
③
紡
績
工
場
工
會
︑
④
廣
東
會
館
等
は
み
な
封
�
さ

れ
︑
⑤
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
海
員
公
會
と

⑥
印
刷
公
會
は
み
な
中
佛
官
憲
に
よ
っ
て
嚴
重
に
監
視
さ
れ
て
い
る(44

)
︒
(番
號
︑
傍
線
は
引
用
者
)

①
は
天
津
�
市
の
團
體
を
�
括
す
る
組
織
と
し
て
の
天
津
各
界
聯
合
會
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
成
立
大
會
は
︑
中
共
黨
員
于
方
舟
に
よ
っ
て

六
�
一
〇
日
に
天
津
總
商
會
で
開
催
さ
れ
た
と
い
う
︒
②
は
天
津
の
學
生
團
體
を
�
括
す
る
組
織
と
し
て
の
天
津
學
生
聯
合
會
の
こ
と
で
あ
り
︑

委
員
長
辛
璞
田
は
中
共
黨
員
で
あ
っ
た
︒
辛
璞
田
は
同
聯
合
會
を
︑
中
共
天
津
地
委
の
指
示
に
基
づ
く
緊
�
會
議

(六
�
一
日
)
を
開
く
際
の

舞
臺
と
し
て
�
用
し
て
い
る(45

)
︒
⑤
は
中
華
海
員
工
業
聯
合
會
天
津
荏
部
の
こ
と
で
あ
り
︑
④
は
そ
の
會
議
の
開
催
場
�
で
あ
る
︒
さ
き
に
み
た

よ
う
に
こ
の
團
體
に
關
し
て
は
安
幸
生
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
っ
て
い
た
︒

⑥
の
﹁
印
刷
公
會
﹂
は
︑
陶
卓
然
と
い
う
人
物
を
�
席
と
し
︑
二
四
年
八
�
七
日
に
設
立
さ
れ
た
中
華
印
刷
工
界
救
國
團
の
こ
と
で
あ
る(46

)
︒

陶
卓
然
は
國
民
黨
・
中
共
の
雙
方
に
入
黨
し
て
お
り(47

)
︑
五
・
三
〇
事
件
後
︑
日
本
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
天
津
日
報
の
中
國
人
從
業
員
に
對
す
る
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働
き
か
け
を
熱
心
に
お
こ
な
っ
て
い
た(48

)
︒
そ
の
關
係
も
あ
り
︑
陶
卓
然
は
日
本
側
か
ら
﹁
a
激
分
子
﹂
と
A
さ
れ
て
い
る(49

)
︒
す
な
わ
ち
①
～
⑥

は
す
べ
て
國
共
兩
黨
︑
と
く
に
中
共
と
の
關
わ
り
が
深
い
團
體
で
あ
っ
た
︒

四

�
動
を
め
ぐ
る
國
際
政
治
�
�
因

︱
︱
奉
天
軍
閥
と
ソ
聯

(1
)
李
景
林
の
人
物
宴

で
は
︑
�
動
を
頓
挫
さ
せ
た
彈
壓
者
李
景
林

(一
八
八
五
年
生
～
一
九
三
一
年
歿
)
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
︒
李
景
林
は
字
を

芳
宸
︑
ま
た
は
芳
岑
と
い
い
︑
直
隸
省
棗
强
縣
に
生
ま
れ
た
︒
奉
天
C
の
軍
人
と
さ
れ
る
︒
傳
瓜
�
劍
_
の
體
得
者
で
も
あ
り
︑
國
民
黨
が
北

伐
に
よ
っ
て
中
國
を
瓜
一
し
た
の
ち
に
は
︑
國
民
政
府
が
設
立
し
た
武
_
學
校
﹁
國
_
館
﹂
に
お
け
る
武
_
敎
育
に
も
携
わ
っ
た
︒
李
景
林
の

死
後
發
見
さ
れ
た
山
東
省
國
_
館
の
弟
子
た
ち
へ
の
訓
話
の
記
錄
は
︑
�
面
に
愛
國
心
と
自
己
犧
牲
の
精
神
︑
そ
し
て
男
氣
を
み
な
ぎ
ら
せ
て

お
り
︑
原
稿
の
發
見
者
が
添
え
た
言
葉
に
も
﹁
李
先
生
﹂
を
敬
い
神
格
 
す
る
傾
向
を
み
て
取
れ
る
︒
晚
年
の
李
景
林
は
︑
當
人
や
國
_
館
の

弟
子
た
ち
の
�
觀
に
お
い
て
は
︑
國
を
思
う
志
の
高
い
武
_
の
先
生
と
し
て
描
か
れ
て
い
る(50

)
︒

一
九
二
五
年
は
︑
李
景
林
の
經
歷
の
な
か
で
も
っ
と
も
輝
か
し
い
一
年
で
あ
っ
た
︒
李
景
林
は
第
二
�
奉
直
戰
爭
で
直
隸
軍
閥
を
破
り
天
津

を
攻
略
し
︑
二
五
年
一
�
に
直
隸
省
の
督
辦
軍
務
善
後
事
宜
︑
六
�
に
直
隸
省
長
と
な
る(51

)
︒
し
か
し
中
共
の
人
物
傳
に
よ
る
限
り
で
は
︑
天
津

の
荏
�
權
を
掌
握
し
た
あ
と
の
李
景
林
の
行
動
は
い
さ
さ
か
大
局
觀
を
缺
い
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
李
景
林
は
ま
ず
︑
上
司
の
張
作

霖
が
い
ず
れ
自
分
か
ら
天
津
の
荏
�
權
を
奪
う
つ
も
り
で
い
る
の
で
は
と
疑
い
︑
一
度
馮
玉
祥
に
寢
m
る
︒
し
か
し
�
中
で
馮
玉
祥
も
天
津
を

自
分
か
ら
奪
お
う
と
し
て
い
る
と
思
い
直
し
︑
張
作
霖
の
も
と
に
舞
い
戾
る
︒
張
作
霖
に
再
び
@
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
た
が
︑
天
津

の
荏
�
權
を
取
り
戾
す
こ
と
は
叶
わ
ず
︑
再
び
張
作
霖
を
裏
切
り
︑
日
本
軍
と
の
コ
ネ
に
助
け
ら
れ
つ
つ
蔣
介
石
の
も
と
へ
と
�
げ
て
ゆ
く(52

)
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
李
景
林
は
い
ち
お
う
奉
天
C
の
軍
人
と
し
て
分
類
は
で
き
る
も
の
の
︑
晚
年
は
︑
奉
天
C
︑
直
隸
C
︑
國
民
黨
の
三
勢
力
の
あ
い
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だ
を
 
¡
し
て
い
る
︒

二
一
年
か
ら
二
三
年
ま
で
天
津
軍
司
令
官
を
つ
と
め
た
鈴
木
一
馬
は
︑
李
景
林
と
會
見
し
た
印
象
を
�
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

一
見
溫
和
な
る
風
格
を
9
し
穩
永
な
る
人
物
の
如
く
見
ゆ
る
の
で
あ
る
が
︑
其
直
隸
軍
務
督
辦
と
し
て
施
政
の
d
り
口
を
見
聞
す
る
に
頗

る
苛
£
で
あ
る
が
如
く
世
A
を
@
け
つ
つ
あ
る
︒
是
れ
同
氏
は
�
く
の
武
人
育
ち
で
あ
つ
て
爲
す
�
綾
な
ど
少
し
も
な
い
�
か
ら
︑
動
も

す
れ
ば
民
衆
に
Y
解
せ
ら
る
る
結
果
で
あ
る
樣
に
も
思
は
れ
る
︒
將
來
は
愼
重
に
事
を
處
す
る
に
至
つ
た
な
ら
ば
相
當
の
地
位
を
得
る
こ

と
慥
で
あ
る
と
思
ふ(53

)
︒

鈴
木
が
李
景
林
と
會
見
し
た
正
確
な
日
時
は
不
�
だ
が
︑
彼
は
第
二
�
奉
直
戰
爭
の
勃
發
に
と
も
な
い
軍
の
�
人
を
訪
ね
步
い
て
8
報
を
收

集
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
︒
�
違
が
執
筆
さ
れ
た
時
#
は
︑
內
容
か
ら
み
て
一
九
二
五
年
一
�
以
影
で
あ

る
︒
鈴
木
の
記
営
に
よ
る
限
り
︑
李
景
林
は
生
來
の
一
軍
人

(武
人
)
と
し
て
の
側
面
が
强
く
︑
複
雜
な
狀
況
に
對
應
す
る
こ
と
は
不
得
手
な

人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

(2
)
李
景
林
の
彈
壓

と
は
い
え
李
景
林
は
︑
上
海
に
呼
應
し
た
�
動
を
�
求
す
る
學
生
た
ち
の
¥
願
に
對
し
︑
當
初
か
ら
嚴
し
い
態
度
で
臨
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
︒
�
の
�
料
は
︑
六
�
一
六
日
附
﹃
申
報
﹄
の
天
津
電
が
傳
え
た
李
景
林
の
發
言
で
あ
る
︒
李
景
林
は
︑﹁
上
海
事
件
﹂
を
契
機
に

不
,
等
條
J
撤
廢
な
ど
外
�
上
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
こ
と
に
同
"
し
つ
つ
︑
後
¦
部
に
お
い
て
�
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

救
國
�
動
は
︑
良
心
を
呼
び
覺
ま
す
も
の
で
あ
り
︑
官
廳
は
制
壓
な
ど
し
な
い
︒
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
軌


に
な
っ
て
は
い
け
な

い
︒
も
し
愼
重
さ
を
缺
い
て
外
�
問
題
を
引
き
j
こ
せ
ば
︑
救
國
は
か
え
っ
て
國
を
Y
り
︑
た
い
へ
ん
殘
念
な
こ
と
に
な
る
︒
�
動
は
秩

序
を
も
っ
て
お
こ
な
い
︑
§
員
を
¨
ん
で
︑
痛
切
に
宣
傳
し
︑
群
衆
に
G
"
を
促
し
︑
民
の
品
格
を
上
げ
︑
國
の
品
格
を
も
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
上
げ
て
い
く
こ
と
を
©
む
︒
救
國
と
は
︑
ま
ず
お
の
れ
を
救
う
こ
と
で
あ
り
︑
と
く
に
お
の
れ
を
戒
め
る
べ
き
だ
と
私
は
�
張
す
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る
︒
同
ª
が
努
力
し
て
g
/
し
︑
一
時
の
延
り
で
秩
序
を
亂
し
て
無
軌


と
な
り
︑
國
を
滅
ぼ
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
︑
ほ
か
の
同
ª
に
傳
え
る
よ
う
希
©
す
る
︒
し
か
と
心
得
よ(54

)
︒

こ
の
發
言
は
︑
六
�
一
四
日
に
天
津
で
開
催
さ
れ
た
大
規
模
デ
モ
の
際
︑
天
津
の
市
民
大
會
の
參
加
者
と
の
會
見
に
お
い
て
︑
租
界
囘
收
や

不
,
等
條
J
撤
廢
な
ど
を
訴
え
る
¥
願
に
ひ
と
E
り
耳
を
傾
け
た
あ
と
で
發
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
︒
こ
の
市
民
大
會
と
は
︑
中
共
の
歷
�

敍
営
に
お
い
て
︑
于
方
舟
の
ほ
か
︑
江
浩
︑
安
幸
生
︑
鄧
穎
超
ら
が
關
わ
る
中
共
天
津
地
委
に
よ
っ
て
企
劃
さ
れ
た
と
い
う
第
二
囘
市
民
大
會

の
こ
と
で
あ
る(55

)
︒
李
景
林
が
�
動
に
理
解
を
示
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

七
�
三
一
日
の
段
階
で
も
︑
李
景
林
は
な
お
天
津
各
界
聯
合
會
や
學
生
た
ち
の
¥
願
に
附
き
合
う
¬
勢
を
み
せ
て
い
た(56

)
︒
他
方
で
李
景
林
は
︑

ス
ト
ラ
イ
キ
勞
働
者
へ
の
荏
D
據
點
に
對
す
る
妨
碍
工
作
を
試
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
國
共
兩
黨
の
計
劃
で
は
︑
]
灣
勞
働
者
へ
の
ス
ト
ラ

イ
キ
中
の
食
費
は
︑
天
津
の
廣
東
會
館
か
ら
﹁
苦
力
頭
﹂
(多
く
は
仲
介
¥
'
業
者
)
に
提
供
さ
れ
る
手
は
ず
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(57

)
︒
と
こ
ろ

が
八
�
三
日
の
﹃
大
公
報
﹄
に
は
︑
天
津
各
界
聯
合
會
か
ら
李
景
林
に
宛
て
︑
廣
東
會
館
に
向
か
お
う
と
す
る
海
員
を
警
察
が
阻
止
す
る
の
を

や
め
さ
せ
て
ほ
し
い
と
¥
願
す
る
書
鯵
が
公
開
さ
れ
て
い
る(58

)
︒
ま
た
彈
壓
開
始
後
に
は
︑
李
景
林
は
︑
上
海
の
同
名
の
組
織
を
模
倣
し
た
濟
安

會
を
も
兵
士
に
監
視
さ
せ
︑
機
能
不
�
に
陷
ら
せ
た(59

)
︒

五
・
三
〇
�
動
が
擴
大
し
た
南
方
地
域
の
場
合
︑
と
く
に
上
海
と
廣
東
で
は
︑
地
域
社
會
か
ら
各
種
名
目
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
維
持
費
を

�
`
し
︑
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
勞
働
者
(=

事
實
上
の
失
業
者
)
に
分
�
す
る
仕
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
︒
上
海
で
は
工
商
學
聯
合
會

(上
海

總
工
會
を
含
む
)
や
濟
安
會
と
呼
ば
れ
た
組
織
が
こ
れ
に
當
た
り
︑
廣
東
で
は
省
]
罷
工
委
員
會
が
こ
れ
に
相
當
す
る(60

)
︒
李
景
林
が
自
身
の
行

爲
が
も
た
ら
す
效
果
に
ど
こ
ま
で
自
覺
�
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
彼
の
實
施
し
た
取
閲
は
︑
生
活
維
持
費
荏
給
裝
置
を

築
す
る

�
初
の
段
階
を
妨
碍
す
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂
が
發
生
し
た
®
一
二
日
︑
李
景
林
は
閒
髮
入
れ
ず
天
津
總
工
會
を
封
�
し
︑
彈
壓
を
開
始
す
る
︒
中
共
の
歷
�
年

表
で
は
︑
一
六
〇
〇
人
あ
ま
り
の
軍
警
が
出
動
し
︑
四
〇
〇
人
あ
ま
り
が
¯
捕
さ
れ
た
と
あ
る(61

)
︒
そ
の
後
︑
李
景
林
は
督
査
處
警
察
廳
を
E
じ
︑
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工
場
勞
働
者
に
E
常
E
り
の
勞
働
を
お
こ
な
う
よ
う
勸
吿
す
る
布
吿
を
八
�
一
四
日
附
で
發
す
る(62

)
︒

た
だ
し
¯
捕
さ
れ
た
勞
働
者
(ス
ト
ラ
イ
キ
勞
働
者
三
七
七
名
お
よ
び
稽
査
處
に
連
行
さ
れ
た
者
五
八
名
)
は
︑
九
�
上
旬
に
は
す
べ
て
釋
放
さ
れ

た(63
)

︒
大
多
數
の
±
隨
者
に
罪
は
な
し
と
し
て
す
ぐ
に
釋
放
し
︑
指
7
者
の
み
に
標
�
を
²
る
の
は
︑
世
論
�
體
を
敵
に
囘
す
こ
と
を
さ
け
︑
か

つ
大
量
の
¯
捕
者
を
拘
置
し
て
お
く
こ
と
で
生
じ
る
コ
ス
ト
を
囘
³
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
事
件
は
天
津
學
生
聯

合
會
と
天
津
各
界
聯
合
會
が
そ
そ
の
か
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
訓
令
が
直
隸
省
敎
育
廳
か
ら
發
せ
ら
れ
た(64

)
︒
學
生
幹
部
に
す
べ
て
の
罪
が
着

せ
ら
れ
た
形
で
あ
る
︒

(3
)
ソ
聯
へ
の
警
戒

奉
天
軍
閥
の
軍
人
に
よ
る
彈
壓
を
︑
中
共
は
當
時
︑
日
本
と
の
關
係
が
密
接
で
あ
る
た
め
と
解
釋
・
宣
傳
し
た(65

)
︒
事
實
︑
李
景
林
に
は
日
本

軍
關
係
者
と
の
�
液
が
あ
り
︑
こ
う
し
た
宣
傳
は
事
實
の
一
面
を
つ
い
て
は
い
た
︒
他
方
で
こ
の
よ
う
な
解
釋
の
み
で
は
︑
天
津
の
五
・
三
〇

�
動
を
李
景
林
自
身
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
殘
る
︒

本
稿
執
筆
時
に
閱
覽
可
能
で
あ
っ
た
�
料
の
う
ち
︑
�
動
に
對
す
る
李
景
林
の
6
識
を
示
す
も
の
と
し
て
確
6
で
き
た
記
事
は
︑
�
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
︒﹁
裕
大
打
ち
壞
し
﹂
事
件
後
に
陶
卓
然
や
﹁
學
生
幹
事
﹂
な
ど
が
¯
捕
さ
れ
た
際
︑
彼
ら
が
馮
玉
祥
と
張
作
霖
に
D
助
を
求

め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
と
し
た
﹃
益
世
報
﹄
の
報

(66

)
︑
辛
璞
田
︑
安
幸
生
︑
呂
職
人
ら
に
對
す
る
警
察
の
µ
問
の
際
︑
取
り
�

べ
の
�
點
は
彼
ら
が
カ
ラ
ハ
ン
や
馮
玉
祥
か
ら
金
錢
�
荏
D
を
@
け
て
い
た
か
を
確
6
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
﹃
順
天
時
報
﹄
の
報

(67

)
︑
お

よ
び
︑
李
景
林
が
天
津
軍
の
某
幕
僚
に
對
し
︑
事
件
の
背
後
に
は
直
隸
C
や
馮
玉
祥
の
活
動
が
あ
る
と
の
考
え
を
吐
露
し
た
と
い
う
天
津
軍
の

報
吿(68

)
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
大
き
く
分
け
て
︑
上
司
で
あ
る
張
作
霖
へ
の
疑
心
B
鬼
と
︑
ソ
聯
勢
力
と
結
ん
だ
馮
玉
祥
一
C
(な
い
し
直
隸
C
)

へ
の
警
戒
と
に
二
分
で
き
る
︒

李
景
林
が
一
九
二
五
年
に
張
作
霖
を
も
疑
い
始
め
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
觸
れ
た
E
り
で
あ
る
が
︑
ソ
聯
と
結
ん
だ
馮
玉
祥
に
對
す
る
警
戒
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も
︑﹁
�
く
の
武
人
育
ち
﹂
と
A
さ
れ
た
李
景
林
に
お
い
て
は
單
純
な
權
力
闘
爭
や
C
閥
爭
い
以
上
の
�
4
を
も
た
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
︒

し
か
し
︑
李
景
林
の
思
考
に
も
影
?
を
與
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
8
報
空
閒
の
ほ
う
に
目
を
向
け
る
と
︑
そ
こ
に
お
い
て
は
ソ
聯
や
カ
ラ
ハ
ン
の

動
向
は
︑
も
う
少
し
重
大
な
も
の
と
し
て
@
け
止
め
ら
れ
て
い
た
︒
北
京
や
天
津
で
は
︑
お
そ
ら
く
は
奉
天
軍
閥
を
8
報
源
と
す
る
ソ
聯
8
報

が(69
)

︑
怨
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア(70

)
や
鐵


に
よ
る
人
の
�
來(71

)
な
ど
を
介
し
て
液
E
し
て
い
た
と
み
ら
れ
︑
こ
の
よ
う
な
8
報
空
閒
に
接
す
る
北
方
の

知
識
人
の
う
ち
︑
い
わ
ゆ
る
國
粹
�
義
�
傾
向
を
も
つ
と
さ
れ
る
人
々
は
︑
中
ソ
關
係
を
中
國
の
將
來
を
左
右
す
る
重
大
事
と
し
て
捉
え
て
い

た(72
)

︒こ
う
し
た
な
か
で
︑
李
景
林
瓜
治
下
の
﹃
大
公
報
﹄
(七
�
二
四
日
)
は
︑
中
國
國
民
黨
直
隸
省
黨
部
の
動
向
を
�
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
︒

在
野
の
某
政
黨
︹
中
國
國
民
黨
︺
は
︑
染
ま
っ
て
赤
 
し
て
か
ら
︹
第
一
�
國
共
合
作
の
成
立
か
ら
︺
完
�
に
某
國
︹
ソ
聯
︺
に
操
ら
れ

て
い
る
︒
今
囘
こ
の
黨
の
省
黨
部
は
代
表
大
會
を
開
催
し
た
の
だ
が
︑
名
は
直
隸
黨
部
で
あ
る
の
に
︑
北
京
で
開
催
さ
れ
た
の
は
︑
な
り

ゆ
き
が
疑
わ
し
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
內
8
を
�
べ
る
に
︑
北
京
の
某
國
公
�
︹
カ
ラ
ハ
ン
︺
が
經
費
を
補
助
し

て
お
り
︑
北
京
で
開
催
す
る
こ
と
が
�
奄
條
件
で
あ
っ
た
の
で
︑
北
京
で
の
開
催
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
政
府
當
局
は
︑
こ
の
黨
の
行
動

に
非
常
に
G
"
し
て
い
る
と
聞
く(73

)
︒

こ
の
記
事
自
體
は
北
京
政
府
の
段
祺
瑞
政
權
の
見
解
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
馮
玉
祥
よ
り
も
ソ
聯
と
の
關
聯
に
お
い
て
國
民
黨
を
警

戒
す
る
發
想
を
そ
こ
に
見
出
せ
る
︒
こ
こ
で
g
提
さ
れ
て
い
る
當
時
の
政
治
狀
況
を
︑
北
京
政
府
の
視
點
か
ら
整
理
す
る
と
︑
第
一
�
國
共
合

作
と
は
︑
北
京
政
府
を
假
想
敵
と
す
る
南
方
勢
力
の
國
民
黨
と
北
方
勢
力
の
ソ
聯
の
軍
事
同
¶
に
等
し
か
っ
た
︒
本
來
北
京
政
府
に
と
っ
て
警

戒
對
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
國
民
黨
が
︑
北
京
政
府
荏
�
領
域
に
勢
力
を
伸
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
臼
井
·
美
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
︑
馮

玉
祥
に
よ
る
北
京
ク
ー
デ
タ
ー

(二
四
年
一
〇
�
二
三
日
)
が
原
因
で
あ
る(74

)
︒
馮
玉
祥
は
北
京
政
府
を
掌
握
し
て
い
た
直
隸
C
の
�
液
を
±
い
落

と
し
た
あ
と
︑
お
の
れ
の
權
力
の
不
安
定
さ
を
補
う
べ
く
︑
軍
閥
閒
の
力
の
均
衡
を
圖
り(75

)
︑
さ
ら
に
孫
�
に
北
上
�
¥
を
出
す
と
い
う
擧
に
出

た
︒
孫
�
を
招
き
︑
第
一
�
國
共
合
作
下
の
國
民
黨
と
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
︑
當
時
の
狀
況
で
は
ソ
聯
へ
の
接
*
を
"
味
し
た
︒
結
果
か
ら
み
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れ
ば
︑
馮
玉
祥
は
︑
北
の
ソ
聯
と
南
の
國
民
黨
を
用
い
︑
北
京
政
府
內
部
の
競
合
相
手
を
牽
制
し
た
形
と
な
る
︒
な
お
︑
北
京
政
府
の
名
目
上

の
ト
ッ
プ
は
︑
そ
の
後
は
紆
餘
曲
折
を
經
て
段
祺
瑞
と
な
る

(二
四
年
一
一
�
～
二
六
年
四
�
︑
臨
時
執
政
)
︒

こ
の
狀
況
を
ソ
聯
の
立
場
か
ら
捉
え
直
せ
ば
︑
國
民
黨
の
¸
き
2
み
に
成
功
し
︑
北
京
政
府
に
9
效
な
壓
力
を
か
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
外
モ
ン
ゴ
ル
を
め
ぐ
る
ソ
聯
と
國
民
黨
の
�
涉
a
&
(二
二
年
～
二
四
年
)
を
檢
討
し
た
敖
光
旭
は
︑
二
四
年
五

�
に
北
京
政
府
と
ソ
聯
が
﹁
中
ソ
協
定
﹂
を
結
ん
だ
際
︑
國
民
黨
內
に
は
︑
北
京
政
府
を
搖
さ
ぶ
る
手
段
と
し
て
ソ
聯
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う

不
滿
が
募
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
國
民
黨
を
中
國
の
合
法
政
府
と
し
て
6
知
し
て
も
ら
う
と
い
う
#
待
を
︑
ソ
聯
が
裏
切
る
形
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
當
時
存
命
で
あ
っ
た
孫
�
が
ソ
聯
と
の
提
携
を
¨
擇
し
た
の
は
︑
ま
さ
に
北
京
政
府
に
對
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
い
う(76

)
︒﹁
在
野
の
某
政
黨
は
︑
(略
)
完
�
に
某
國
に
操
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
﹃
大
公
報
﹄
の
6
識
は
︑
ソ
聯
の
立
場
や
戰
略
を
こ
の
よ
う

に
分
析
し
た
上
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
狀
況
か
ら
み
て
︑
李
景
林
が
接
す
る
8
報
空
閒
に
お
い
て
は
︑
ソ
聯
の
關
與
が
疑
わ
れ
る
各
種
�
動
が
︑
ソ
聯
に
對
す
る
奉
天
軍
閥

の
警
戒
心
と
結
び
つ
く
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(4
)
奉
天
軍
閥
の
﹁
勞
働
�
動
﹂
觀
と
中
東
鐵


問
題

で
は
奉
天
軍
閥
は
︑
ソ
聯
と
の
關
わ
り
が
あ
る
﹁
勞
働
�
動
﹂
を
い
か
な
る
目
で
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
奉
天
軍
閥
の
﹁
勞
働
�
動
﹂
觀

の
特
殊
性
は
︑
中
東
鐵


問
題
が
大
き
な
影
?
を
¹
ぼ
し
て
い
る
點
に
あ
る
︒
奉
天
軍
閥
の
指
7
者
張
學
良
と
ソ
聯
の
あ
い
だ
に
中
東
鐵


問

題
を
め
ぐ
る
奉
ソ
紛
爭

(一
九
二
九
年
)
が
存
在
し
た
こ
と
は
︑
中
ソ
關
係
�
︑
中
國
東
北
�
︑
張
學
良
硏
究
な
ど
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
︒
中
東
鐵


を
め
ぐ
る
爭
い
は
淸
<
と
ロ
シ
ア
�
國
の
時
代
に
發
生
し
︑
辛
亥
革
命
と
ロ
シ
ア
革
命
を
經
て
兩
國
の
政
治
體
制
が
變
 
し

て
も
︑
爭
い
の

圖
は
兩
國
の
怨
し
い
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
引
き
繼
が
れ
た(77

)
︒
奉
ソ
紛
爭
は
死
傷
者
數
で
み
れ
ば
規
模
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は

な
か
っ
た
も
の
の
︑
ソ
聯
�
初
の
﹁
對
外
戰
爭
﹂
と
し
て
の
"
義
を
持
っ
た
と
み
る
指
摘
も
あ
る(78

)
︒
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一
九
二
〇
年
代
の
ソ
聯
の
對
中
¬
勢
に
つ
い
て
は
︑﹁
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
﹂
の
印
象
も
あ
り
︑
ソ
聯
が
�
國
�
義
政
策
を
否
定
し
︑
中
國
に
お

け
る
利
權
を
放
棄
し
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
强
い
︒
し
か
し
中
東
鐵


を
め
ぐ
る
驅
け
引
き
の
�
貌
を
檢
討
し
た
»
田
¼
�
は
︑﹁
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
は
革
命
直
後
か
ら
﹃
北
滿
洲
﹄
と
中
東
鐵


を
取
り
戾
す
"
欲
に
滿
ち
て
い
た
﹂
と
い
う
︒
ソ
聯
の
"
思
決
定
a
&
に
は
あ
き
ら
か
で

な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
し
つ
つ
も
︑
»
田
は
︑﹁﹃
北
滿
洲
﹄
と
中
東
鐵


の
沿
線
が
︑
モ
ス
ク
ワ
に
反
抗
す
る
反
革
命
C
の
¾
城
と
な
っ
て
い

た
﹂
こ
と
を
指
摘
し
︑
ソ
聯
は
﹁
中
東
鐵


を
取
り
戾
す
こ
と
で
︑
中
國
東
北
に
お
け
る
反
革
命
C
の
根
絕
を
©
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
﹂
と
す
る(79

)
︒

こ
う
し
た
緊
張
關
係
の
な
か
︑
一
九
二
四
年
一
�
三
〇
日
の
﹃
大
公
報
﹄
に
﹁
特
區
解
散
職
工
分
會
﹂
と
題
し
た
記
事
が
揭
載
さ
れ
た
︒

﹁
特
區
﹂
と
は
東
省
特
別
區
の
こ
と
で
あ
る
︒
中
東
鐵


に
關
し
て
︑
ロ
シ
ア
革
命
以
影
ロ
シ
ア
か
ら
中
國
に
﹁
囘
收
﹂
さ
れ
た
各
種
權
利
を

管
理
す
る
た
め
︑
中
國
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
行
政
組
織
を
指
し
︑
下
部
に
獨
自
の
警
察
組
織
な
ど
を
9
す
る
︒
二
二
年
末
に
は
東
省
特
別
區

行
政
長
官
と
い
う
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
︑
二
三
年
五
�
一
日
か
ら
初
代
行
政
長
官
に
朱
慶
瀾
が
着
任
し
た(80

)
︒
こ
の
﹁
特
區
﹂
が
解
散
さ
せ
よ
う

と
し
た
﹁
職
工
分
會
﹂
と
は
︑
中
東
鐵


で
働
く
ロ
シ
ア
人
の
﹁
職
工
聯
合
會
﹂
の
分
會
を
指
し
︑﹁
職
工
聯
合
會
﹂
自
體
は
二
一
年
に
ハ
ル

ピ
ン
で
設
立
が
許
可
さ
れ
た
と
あ
る
︒
同
記
事
は
︑
そ
の
分
會
が
し
ば
し
ば
共
產
�
義
や
a
激
�
義
を
宣
傳
し
て
い
る
と
し
︑
�
の
よ
う
に
報

じ
て
い
る
︒

昨
年
七
�
に
︑︹
中
東
鐵


の
︺
安
`
驛
の
職
工
分
會
は
﹁
鍬
兵
會
﹂︹
勞
兵
A
議
會
︑
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
︺
を
組
織
し
︑
公
然
と
驛
で
秩
序
維

持
を
お
こ
な
っ
た
︹
中
國
側
の
中
東
鐵


警
察
の
權
威
を
無
視
し
︑
獨
自
の
警
察
權
を
誇
示
し
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
︺︒
そ
の
會
長

﹁
尼
果
立
司
克
﹂
は
制
止
に
從
わ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
警
察
職
員
を
毆
り
︑
橫
暴
た
る
こ
と
す
で
に
極
ま
り
な
か
っ
た
︒
し
か
し
當

時
は
會
長
﹁
尼
果
立
司
克
﹂
を
法
院
に
À
り
︑
法
に
よ
っ
て
µ
問
・
處
置
し
︑
審
理
し
て
9
罪
!
決
を
下
し
た
ほ
か
は
︑
わ
ず
か
に
安
`

驛
分
會
を
解
散
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
(略
)
今
日
︑
當
該
分
會
な
ど
の
Á
法
行
爲
を
Â
た
び
も
目
に
し
よ
う
と
は
︑
思
い
も
か
け
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
ブ
ヘ
ド
驛
の
職
工
分
會
で
あ
る
︒
會
員
﹁
姑
其
力
¾
威
﹂
ら
三
名
は
︑
昨
年
一
一
�
︑
附
*
の
小
さ
な
驛
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で
ビ
ラ
を
散
布
し
︑
ス
ト
ラ
イ
キ
を
勸
め
よ
う
と
し
た
︒
鐵


警
察
Ã
視
員
は
驛
に
=
在
す
る
陸
軍
と
と
も
に
卽
座
に
こ
れ
を
捕
ら
え
︑

鐵


の
破
壞
を
呼
び
か
け
ス
ト
ラ
イ
キ
を
»
動
す
る
ビ
ラ
を
多
數
探
し
出
し
︑
Â
た
び
も
の
µ
問
に
よ
っ
て
事
實
を
確
6
し
た
︒
�
に
ハ

イ
ラ
ル
驛
の
職
工
分
會
で
あ
る
︒
フ
ル
ン
バ
イ
ル
督
辦
の
訪
問
�
査
に
よ
る
と
︑
會
長
﹁
尼
克
佛
洛
夫
﹂
は
去
年
一
一
�
に
祕
密
機
關
を

組
織
し
︑
紅
黨
の
た
め
に
我
が
國
の
8
況
を
偵
察
し
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
搜
査
と
取
り
�
べ
を
お
こ
な
う
と
︑︹﹁
尼
克
佛
洛
夫
﹂
は
︺
寄

付
を
募
り
軍
事
費
に
閏
て
︑
か
つ
軍
事
用
品
を
Å
入
し
て
い
た
︒︹
以
上
は
︺
事
實
で
あ
る
︒
こ
れ
は
表
向
き
職
工
分
會
の
名
を
借
り
て
︑

陰
で
政
治
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
會
を
設
立
し
た
�
旨
に
す
で
に
大
い
に
反
し
て
い
る
︒
�
後
に
滿
洲
里
︹
驛
︺
の
職
工

分
會
で
あ
る
︒
去
年
一
二
�
一
六
日
の
夜
︑
警
察
署
に
申
¥
も
せ
ず
に
︑
鐵


南
八
五
號
室
で
ひ
そ
か
に
會
議
を
開
い
た
が
︑
中
東
鐵



哈
滿
護
路
司
令
部
に
悟
ら
れ
解
散
さ
せ
ら
れ
た
︒
旗
︑
繪
︑
宣
傳
用
の
Æ
箋
が
ひ
と
ま
と
ま
り
發
見
さ
れ
て
い
る
︒
以
上
の
三
驛
の
分
會

は
い
ず
れ
も
Á
法
行
爲
で
あ
る(81

)
︒

當
時
の
日
ソ
奉
三
者
に
と
っ
て
︑
鐵


は
軍
事
戰
略
上
の
重
�
な
�
E
手
段
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
鐵


收
用
地
を
E
じ
て
事
實
上
の
Z
民

地
を
擴
張
し
得
る
手
段
で
も
あ
っ
た(82

)
︒
そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
記
事
は
ソ
聯
に
對
す
る
牽
制
で
あ
る
と
も
取
れ
る
︒
同
年
一
�
一
〇

日
の
﹃
大
公
報
﹄
の
﹁
論
A
﹂
は
︑
共
產
�
義
を
﹁
共
產
公
妻
﹂
を
謳
う
﹁
Ç
說
﹂
で
あ
り
﹁
危
險
思
想
﹂
で
あ
る
と
�
張
し(83

)
︑
七
�
に
は
赤

旗
の
�
用
を
禁
じ
る
措
置
な
ど
が
報
じ
ら
れ
た(84

)
︒
こ
れ
ら
は
︑
實
際
の
思
想
上
の
對
立
を
示
す
と
い
う
よ
り
は
︑
地
域
の
È
民
が
ソ
聯
に
取
り

2
ま
れ
ぬ
よ
う
︑
對
抗
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
打
ち
出
し
︑
ソ
聯
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
封
じ
2
め
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る(85

)
︒

一
九
二
五
年
八
�
一
六
日
に
も
︑﹁
中
東
鐵


は
共
產
�
義
を
宣
傳
す
る
活
動
の
中
心
地
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
題
し
た
記
事
が
揭
載

さ
れ
た(86

)
︒
そ
し
て
李
景
林
瓜
治
下
の
天
津
に
お
い
て
︑
督
辦
公
署
か
ら
警
察
廳
に
宛
て
︑
ス
ト
ラ
イ
キ
を
嚴
格
に
取
り
閲
ま
る
よ
う
再
度
命
ず

る
訓
令
�
が
發
せ
ら
れ
た
こ
ろ(87

)
︑
張
作
霖
瓜
治
下
の
ハ
ル
ピ
ン
で
も
︑
ソ
聯
の
共
產
�
義
の
宣
傳
に
對
す
る
警
戒
度
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
︒

東
三
省
�
涉
總
署
が
東
省
特
別
區
警
察
總
管
理
處
か
ら
の
円
議
を
@
け
る
と
い
う
形
で
︑
言
論
瓜
制
が
强
 
さ
れ
た
の
で
あ
る

(﹁
管
理
印
刷
營
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業
規
則
施
行
細
則
﹂
の
制
定
)
︒
理
由
は
︑﹁
我
が
東
省
特
區
が
︹
ソ
聯
の
︺
宣
傳
を
集
中
さ
せ
る
地
點
と
な
っ
て
﹂
お
り
︑﹁
共
產
�
義
に
關
す

る
書
籍
︑
圖
書
な
ど
の
印
刷
物
が
し
ば
し
ば
發
見
さ
れ
る
﹂
た
め
︑
當
地
に
お
け
る
﹁
ロ
シ
ア
黨
﹂
の
宣
傳
活
動
を
取
り
閲
ま
ら
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
だ
と
さ
れ
た(88

)
︒
九
�
一
二
日
に
も
︑
ロ
シ
ア
人
が
共
產
�
義
を
宣
傳
す
る
ビ
ラ
を
散
布
し
て
い
た
と
し
て
︑
ソ
聯
を
批
!
す
る
記
事
が

揭
載
さ
れ
て
い
る(89

)
︒

以
上
の
動
向
は
︑
外
�
�
�
に
み
れ
ば
︑
さ
き
の
中
ソ
協
定
が
結
ば
れ
た
經
雲
や
︑
奉
天
軍
閥
と
ソ
聯
の
あ
い
だ
で
怨
た
に
結
ば
れ
た
奉
ソ

協
定

(九
�
二
〇
日
)
と
の
關
聯
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
本
稿
の
檢
討
範
圍
を
越
え
る
た

め
︑
こ
こ
で
は
︑
奉
天
軍
閥
に
と
っ
て
の
﹁
勞
働
�
動
﹂
が
水
面
下
の
戰
爭
の
�
4
に
置
か
れ
て
い
た
點
を
確
6
す
る
に
と
ど
め
る
︒

五

�
動
を
め
ぐ
る
經
濟
�
�
因

︱
︱
天
津
總
商
會
と
天
津
團
體
代
表
會
の
動
向

(1
)
第
二
�
奉
直
戰
爭
お
よ
び
水
�
に
よ
る
經
濟
�
打
擊

こ
こ
で
目
を
轉
じ
當
時
の
天
津
が
¸
え
て
い
た
經
濟
�
問
題
に
G
目
し
て
み
よ
う
︒
こ
の
問
題
は
︑
天
津
の
9
力
商
人
の
團
體
で
あ
っ
た
天

津
總
商
會
と
天
津
團
體
代
表
會
の
動
向
を
檢
討
す
る
こ
と
で
 
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
ま
ず
︑
天
津
で
も
っ
と
も
大
き
な
權
威
を
9
し
て
い
た

天
津
總
商
會
の
場
合
か
ら
み
て
い
く
と
︑
上
海
の
五
・
三
〇
事
件
に
對
し
︑
同
會
は
六
�
六
日
に
緊
�
會
議
を
開
き
︑
①
｢各
界
聯
合
會
﹂
に

加
入
し
て
上
海
の
學
生
を
D
助
す
る
︑
②
白
旗
を
揭
げ
て
事
件
へ
の
哀
悼
の
"
を
表
す
︑
③
日
英
に
對
し
嚴
重
に
抗
議
す
る
よ
う
北
京
政
府

に
E
電
す
る
︑
④
對
日
・
對
英
經
濟
絕
�
を
す
る
︑
の
四
點
を
議
決
し
て
い
た(90

)
︒
た
だ
し
︑
こ
の
と
き
の
聲
�
�
の
寫
し
と
み
ら
れ
る
も
の

に
�
記
さ
れ
て
い
る
の
は
②
の
み
で
あ
り
︑﹁
外
�
に
つ
い
て
は
當
然
政
府
の
後
ろ
盾
と
な
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
言
葉
�
い
か
ら
③
も

示
唆
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
①
と
④
を
具
體
�
に
實
行
す
る
と
い
う
"
思
は
確
6
で
き
な
い(91

)
︒
七
�
一
四
日
附
の
9
田
報
吿
は
�
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
︒

― 90 ―

670



商
務
會
に
於
て
も
初
め
よ
り
態
度
冷
靜
に
し
て
十
七
日
學
生
團
よ
り
尙
一
層
の
努
力
を
�
©
せ
る
に
對
し
︑
今
日
は
危
�
の
場
合
な
る
も
︑

此
際
罷
市
罷
工
を
行
ふ
如
き
は
昨
年
來
水
災
に
�
ぐ
兵
災
の
爲
め
市
民
の
疲
Ì
其
極
に
`
し
︑
實
に
見
る
に
忍
び
ざ
る
も
の
あ
り
︒
素
よ

り
國
論
喚
j
の
�
動
は
必
�
な
る
べ
き
も
︑
熱
t
の
餘
國
家
の
外
�
を
Y
ら
し
む
る
は
其
�
に
あ
ら
ず(92

)
︒
(傍
線
引
用
者
)

す
な
わ
ち
︑
實
は
天
津
總
商
會
は
︑
g
年
ま
で
の
第
二
�
奉
直
戰
爭
お
よ
び
水
�
に
よ
っ
て
天
津
社
會
は
極
度
に
疲
Ì
し
て
お
り
︑
�
市
を

あ
げ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
耐
え
ら
れ
る
狀
況
に
は
な
い
と
い
う
6
識
を
も
っ
て
い
た
︑
と
い
う
︒
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
水
�
と

は
︑
一
九
二
四
年
七
�
か
ら
北
京
・
天
津
地
域
を
襲
っ
た
大
雨
と
︑
そ
れ
に
)
う
河
川
の
氾
濫
の
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
こ
の
と
き
︑
北
京

で
は
永
定
河
が
增
水
し
︑
盧
�
橋
の
一
一
の
ア
ー
チ
す
べ
て
が
水
沒
し
た
と
傳
え
ら
れ(93

)
︑
當
時
の
﹃
大
公
報
﹄﹁
本
埠
怨
聞

(天
津
ニ
ュ
ー
ス
)
﹂

欄
に
も
﹁
本
埠
各
漲
落
之
特
µ
(天
津
各
河
川
水
位
增
減
特
報
)
﹂
が
設
け
ら
れ
︑
河
川
の
水
位
變
動
に
關
す
る
詳
細
な
デ
ー
タ
が
聯
日
讀
者
に

提
供
さ
れ
て
い
た
︒

『上
海
總
商
會
�
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
當
時
の
天
津
經
濟
の
被
�
報
吿
は
︑
こ
の
水
�
に
關
わ
る
も
の
に
加
え
︑
內
戰
に
よ
る
商
業
の
停
滯
︑

天
津
入
り
し
た
吳
佩
孚
軍
か
ら
�
¥
さ
れ
た
各
種
軍
事
費
の
'
擔
な
ど
も
列
擧
さ
れ
て
い
る(94

)
︒
上
海
の
五
・
三
〇
�
動
#
閒
中
に
費
用
面
で
の

'
擔
を
も
っ
と
も
多
く
引
き
@
け
た
の
は
上
海
總
商
會
で
あ
っ
た
か
ら(95

)
︑
そ
の
液
れ
か
ら
い
え
ば
︑
天
津
で
上
海
の
�
動
を
模
倣
す
れ
ば
︑
天

津
總
商
會
が
も
っ
と
も
多
く
を
'
擔
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
�
白
で
あ
っ
た
︒
天
津
總
商
會
に
は
そ
う
し
た
事
態
を
³
け
た
い
と
い
う
思
惑
が

あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

(2
)
日
中
經
濟
提
携
の
模
索

�
に
︑
日
本
メ
デ
ィ
ア
が
﹁
排
日
團
體(96

)
﹂
と
稱
し
て
い
た
天
津
團
體
代
表
會
の
動
向
に
目
を
向
け
る
と
︑
實
は
こ
の
と
き
こ
の
團
體
も
︑
�

動
に
對
し
て
Ñ
極
�
で
あ
っ
た
︒
天
津
團
體
代
表
會
は
天
津
總
商
會
よ
り
も
經
濟
力
の
劣
る
﹁
中
堅
﹂
商
人
の
聯
合
團
體
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
︑

そ
の
指
7
者
層
に
は
天
津
總
商
會
と
の
重
複
が
み
ら
れ
る
︒
の
ち
に
天
津
團
體
代
表
會
と
天
津
總
商
會
の
雙
方
を
代
表
し
て
來
日
し
た
魯
嗣
香
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は
︑
一
九
二
三
年
の
旅
順
・
大
連
囘
收
�
動

(對
華
二
十
一
箇
條
�
求
の
取
り
Ñ
し
と
旅
順
・
大
連
の
囘
收
を
求
め
る
�
動
)
で
積
極
�
な
發
言
を
し

た
經
雲
が
あ
り(97

)
︑
日
本
側
に
﹁
排
日
巨
頭
﹂
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
た(98

)
︒
ま
た
︑
同
じ
く
天
津
團
體
代
表
會
と
の
關
わ
り
が
6
め
ら
れ
る
宋
壽
恆

(字
は
則
久
)
も(99

)
︑
外
國
產
衣
料
に
對
抗
し
う
る
良
質
の
國
產
衣
料
の
開
發
に
努
め
︑
國
貨
售
品
�
(國
產
品
販
賣
�
)
を
設
置
し
︑
日
本
製
品

ボ
イ
コ
ッ
ト
を
推
/
し
た
こ
と
で
名
高
い
人
物
で
あ
っ
た
︒
そ
の
名
聲
が
災
い
し
て
︑
宋
壽
恆
は
二
五
年
に
﹁
赤
黨
﹂
で
あ
り
馮
玉
祥
に
E
じ

て
い
る
と
し
て
李
景
林
に
¯
捕
さ
れ
る(100

)
︒

し
か
し
五
・
三
〇
事
件
へ
の
對
應
を
協
議
す
る
た
め
︑
魯
嗣
香
を
�
席
と
し
て
開
催
さ
れ
た
六
�
六
日
の
天
津
團
體
代
表
會
緊
�
會
議
で
︑

宋
壽
恆
が
發
し
た
言
葉
は
�
の
E
り
で
あ
っ
た
︒

い
ま
天
津
の
學
生
に
z
業
や
商
取
引
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
提
案
す
る
者
が
い
る
と
聞
き
ま
す
が
︑
わ
た
し
が
思
い
ま
す
に
︑
自
殺
同
然
で

ま
っ
た
く
無
益
で
す
︒
し
か
し
上
海
の
ス
ト
ラ
イ
キ
︑
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
價
値
あ
る
行
爲
で
す
か
ら
︑
わ
た
し
か
ら
提
案
致
し
ま
す
の
は
︑

イ
ギ
リ
ス
の
國
會
に
電
報
を
打
つ
こ
と
で
す
︒
あ
る
い
は
多
少
助
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん(101

)
︒

ス
ト
ラ
イ
キ
や
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
自
殺
同
然
だ
と
い
う
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
戰
_
は
地
域
の
經
濟
活
動
を
損
な
い
︑
列
强
の
み
な
ら
ず
自
身
に

も
ダ
メ
ー
ジ
が
跳
ね
m
っ
て
く
る
と
い
う
"
味
で
あ
る
︒
そ
の
點
を
示
唆
し
な
が
ら
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
國
會
に
電
報
を
打
つ
﹂
こ
と
を
提
案
す
る

と
い
う
態
度
は
︑
現
時
點
で
こ
の
�
動
へ
の
積
極
�
荏
D
を
お
こ
な
う
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
"
思
表
示
で
あ
る
︒
9
田
は
こ
の
發
言
に
も
G

目
し
︑
�
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

今
�
の
事
件
︹
五
・
三
〇
事
件
︺
に
對
し
︑
從
來
當
地
の
排
日
中
堅
た
る
天
津
團
體
代
表
會
に
て
は
︑
上
海
の
罷
市
罷
工
は
"
義
あ
る
も

當
地
に
於
て
之
を
爲
す
は
自
殺
の
愚
に
類
す
と
爲
し
︑
英
國
々
會
に
打
電
し
て
事
件
の
眞
相
を
訴
ふ
る
に
止
め
⁝
⁝(102

)
︒

天
津
商
人
︑
と
り
わ
け
天
津
團
體
代
表
會
の
日
本
に
對
す
る
態
度
の
變
 
は
︑
二
四
年
一
�
に
魯
嗣
香
が
天
津
總
商
會
と
天
津
團
體
代
表
會

を
代
表
し
て
日
本
へ
C
d
さ
れ
た
頃
に
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
︒
魯
嗣
香
は
日
華
實
業
協
會
の
澁
澤
榮
一
な
ど
と
�
液
し
︑
日
中
友
好
の
必
�
性

と
︑
そ
れ
を
阻
碍
す
る
政
治
問
題
が
對
華
二
十
一
箇
條
�
求
で
あ
る
こ
と
を
確
6
し
た
と
い
う(103

)
︒
歸
國
後
︑
魯
嗣
香
は
こ
の
年
の
五
�
七
日
︑
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す
な
わ
ち
國
恥
記
念
日
の
日
附
で
︑
日
本
に
宣
言
�
を
À
っ
た
︒
宣
言
�
は
︑
a
去
の
﹁
排
日
﹂
の
原
因
は
す
べ
て
對
華
二
十
一
箇
條
�
求
に

あ
る
と
し
︑
�
の
よ
う
に
結
ん
で
い
た
︒

Ì
國
國
民
の
觀
念
は
︑
本
會
力
め
て
駅
E
に
任
ず
べ
し
︑
も
し
貴
方
の
"
見
稍
紛
岐
す
る
あ
ら
ば
︑
亦
貴
大
國
民
の
以
て
糾
直
す
る
あ
ら

ん
こ
と
を
©
む
︒
互
助
互
讓
の
精
神
に
基
づ
き
︑
共
存
共
榮
の
目
�
を
`
し
︑
親
善
の
障
碍
を
根
本
よ
り
×
除
し
て
相
互
の
�
宜
︹
誼
︺︑

日
に
益
々
增
/
し
︑
卽
ち
今
囘
の
五
七
を
以
て
�
(
の
記
念
と
爲
し
︑
兩
國
友
好
の
一
怨
紀
元
を
開
か
ん
こ
と
︑
是
れ
Ì
國
國
民
の
渴
©

す
る
�
︑
諒
す
る
に
亦
貴
大
國
民
の
予
ふ
る
に
同
8
を
以
て
す
る
�
た
る
べ
き
な
り
︒
謹
ん
で
茲
に
奉
`
す
︑
希
く
ば
鑒
を
垂
れ
よ(104

)

(傍

線
引
用
者
)

五
�
七
日
を
國
恥
記
念
日
と
す
る
イ
ベ
ン
ト
は
今
年
を
以
て
�
後
と
し
︑
今
後
は
日
中
友
好
に
邁
/
す
る
と
い
う
內
容
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
日

中
友
好
﹂
と
は
�
す
る
に
經
濟
提
携
の
こ
と
で
あ
る
︒
天
津
團
體
代
表
會
の
"
圖
に
つ
い
て
は
別
に
檢
討
が
必
�
だ
が
︑
當
時
天
津
=
在
總
領

事
で
あ
っ
た
吉
田
茂
の
公
信
に
よ
る
限
り
で
は
︑
彼
ら
の
訪
日
は
﹁
領
事
會
議
排
日
對
策
委
員
會
﹂
が
關
與
し
た
計
劃
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

吉
田
は
︑
中
國
の
﹁
排
日
﹂
活
動
家
た
ち
が
せ
っ
か
く
日
本
と
の
經
濟
提
携
に
g
向
き
に
な
っ
た
と
い
う
の
に
︑
日
本
の
企
業
人
・
銀
行
員
は

彼
ら
に
對
す
る
傲
慢
な
態
度
を
改
め
て
い
な
い
︑
至
�
關
係
者
に
警
吿
を
發
し
て
ほ
し
い
︑
と
い
う
�
旨
の
こ
と
を
︑
こ
の
公
信
に
お
い
て
書

き
À
っ
て
い
る(105

)
︒

(3
)﹁
經
濟
絕
�
﹂
の
不
荏
持

一
九
二
四
年
の
時
點
で
︑
さ
き
に
檢
討
し
た
よ
う
な
事
8
を
¸
え
て
い
た
商
人
た
ち
は
︑
二
五
年
の
五
・
三
〇
�
動
か
ら
は
極
力
-
離
を
置

こ
う
と
努
め
た
︒
七
�
二
八
日
附
﹃
大
公
報
﹄
に
よ
れ
ば
︑
天
津
各
界
聯
合
會
の
代
表
呂
職
人
ら
十
餘
名
が
天
津
總
商
會
の
會
長
卞
蔭
昌

(字

は
�
庭
)
を
訪
ね
た
際
︑
本
人
は
現
れ
ず
︑
代
理
の
夏
琴
西
か
ら
�
の
よ
う
に
傳
え
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
︒

卞
會
長
は
�
ぎ
の
用
が
あ
っ
て
こ
こ
に
は
來
ら
れ
ず
︑
わ
た
し
が
代
表
を
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す
︒
卞
會
長
の
愛
國
の
熱
"
は
こ
れ
ま
で
も
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人
後
に
落
ち
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
上
海
事
件
が
j
き
て
か
ら
︹
會
長
は
︺
非
常
に
延
っ
て
お
り
︑
商
界
に
對
し
て
す
で
に
三
つ
の
實

施
方
法
を
定
め
ま
し
た
︒
(一
)
英
日
と
經
濟
絕
�
を
す
る
︒
各
同
業
公
會
に
︑
す
で
に
買
っ
た
も
の
は
�
ぎ
處
理
し
て
︑
ま
だ
買
っ
て

い
な
い
も
の
は
決
し
て
ま
た
買
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
E
知
し
︑
各
商
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
布
吿
を
發
す
る
︒
(二
)
中
央
政
府
に
對

し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
と
嚴
重
に
�
涉
し
︑
少
し
で
も
讓
步
し
て
は
な
ら
な
い
と
打
電
す
る
︒
(三
)
各
省
の
商
會
に
E
電
し
て
︑
一
致
し
て

外
�
の
た
め
に
荏
D
す
る(106

)
︒

し
か
し
三
つ
の
實
施
方
法
な
る
も
の
の
う
ち
︑
天
津
總
商
會
が
事
實
上
'
擔
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

(一
)
の
み
で
あ
り
︑
そ
の

(一
)
に

つ
い
て
も
口
J
束
で
し
か
な
く
︑
呂
職
人
ら
は
﹁
今
囘
の
外
�
問
題
に
つ
い
て
は
︑
天
津
商
界
だ
け
が
靜
か
に
し
て
い
る
﹂
と
し
て
夏
琴
西
を

責
め
︑
今
す
ぐ
各
同
業
公
會
へ
の
E
知
と
布
吿
を
出
す
よ
う
.
っ
た
︒
夏
琴
西
は
こ
れ
を
@
け
入
れ
た
︒

八
�
五
日
附
﹃
大
公
報
﹄
の
報


で
は
︑
學
生
た
ち
は
卞
蔭
昌
に
天
津
の
海
員
ス
ト
ラ
イ
キ
に
對
す
る
補
助
を
出
す
よ
う
求
め
︑
あ
わ
せ
て

天
津
各
界
聯
合
會
へ
の
出
席
を
も
�
¥
し
た
︒
ま
た
こ
の
と
き
辛
璞
田
は
卞
蔭
昌
に
向
か
い
︑
五
・
三
〇
事
件
が
j
き
て
か
ら
各
�
で
荏
D
の

動
き
が
あ
る
と
い
う
の
に
︑
天
津
だ
け
が
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
の
は
︑
商
人
た
ち
が
經
濟
絕
�
を
實
際
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

だ
と
し
︑﹁
商
界
の
領
袖
﹂
た
る
卞
蔭
昌
が
旗
振
り
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
と
訴
え
た(107

)
︒

し
か
し
︑
卞
蔭
昌
は
ス
ト
ラ
イ
キ
勞
働
者
へ
の
荏
D
に
つ
い
て
﹁
も
う
少
し
よ
く
考
え
な
く
て
は

(但
仍
待
思
索
)
﹂
と
答
え
る
の
み
で
あ
っ

た
︒
卞
蔭
昌
の
"
向
を
確
6
し
よ
う
と
︑
天
津
學
生
聯
合
會
經
濟
委
員
會
代
表
が
後
日
自
宅
を
訪
れ
て
も
︑
や
は
り
卞
蔭
昌
に
會
え
ず
じ
ま
い

で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
も
卞
蔭
昌
が
天
津
各
界
聯
合
會
に
¬
を
現
さ
な
い
の
で
︑﹁
各
代
表
は
と
て
も
氣
を
も
ん
で
﹂︑
再
び
代
表
を
卞
蔭
昌
の
自

宅
に
C
d
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
傳
え
ら
れ
た(108

)
︒
こ
の
あ
た
り
か
ら
﹃
大
公
報
﹄
に
は
天
津
各
界
聯
合
會
と
卞
蔭
昌
の
不
協
和
ß
を
は
っ
き
り

と
傳
え
る
記
事
も
現
れ(109

)
︑
天
津
學
生
聯
合
會
の
苛
立
ち
が
に
じ
ん
だ
﹁
聯
合
會
の
各
界
に
對
す
る
�
後
の
忠
吿
﹂
と
題
さ
れ
た
記
事
も
揭
載
さ

れ
る(110

)
︒

卞
蔭
昌
の
本
ß
は
︑
そ
の
後
の
動
き
を
見
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
っ
た
︒
寶
成
や
北
洋
の
工
場
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
劃
策
す
る
者
の
取
閲
を
李
景
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林
に
求
め
る
天
津
棉
業
公
會
の
訴
え
を
︑
卞
蔭
昌
は
天
津
總
商
會
名
義
で
李
景
林
に
轉
À
し
た
の
で
あ
っ
た(111

)
︒

天
津
總
商
會
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
︑
]
灣
勞
働
者
に
J
束
さ
れ
た
は
ず
の
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
食
費
が
︑
�
後
ま
で
�
`
さ
れ
な
い
と
い
う

狀
況
を
も
た
ら
し
た
︒
八
�
一
一
日
附
の
9
田
報
吿(112

)
に
よ
る
と
︑
こ
の
日
の
午
g
︑
廣
東
會
館
で
は
食
費
を
@
け
取
ろ
う
と
す
る
﹁
罷
工
苦

力
﹂
三
〇
〇
人
の
¬
が
確
6
さ
れ
︑
ま
た
碼
頭
工
會

(]
灣
勞
働
者
の
勞
働
組
合
)
の
苦
力
頭
か
ら
の
荏
給
を
待
つ
者
四
〇
〇
人
の
¬
が
空
き
地

で
確
6
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
食
費
は
午
後
に
な
っ
て
も
荏
給
さ
れ
る
樣
子
が
な
く
︑
á
え
た
苦
力
た
ち
が
苦
力
頭
を
誘
い
出
し
︑
荏
給
を
求

め
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
苦
力
頭
は
﹁
學
生
側
よ
り
�
付
な
き
﹂
を
理
由
に
�
求
を
拒
ん
だ
と
い
う
︒
怒
っ
た
勞
働
者
は
苦
力
頭
を
毆
打
し
︑
�
上

で
マ
ン
ト
ウ
な
ど
を
か
す
め
取
り
つ
つ
廣
東
會
館
に
赴
い
た
が
︑
廣
東
會
館
か
ら
も
食
費
を
@
領
で
き
る
見
E
し
は
立
た
な
か
っ
た
︒
廣
東
會

館
に
止
宿
し
て
い
た
海
員
た
ち
も
︑
こ
の
狀
況
を
目
擊
し
て
�
動
の
今
後
の
見
2
み
は
な
さ
そ
う
だ
と
!
斷
し
︑
會
館
を
立
ち
去
っ
て
い
っ
た

と
い
う
︒

六

結

語

上
海
の
五
・
三
〇
事
件
發
生
後
︑
天
津
の
國
共
兩
黨
は
南
方
の
�
動
を
模
倣
し
つ
つ
︑
各
種
團
體
を
動
員
し
︑
天
津
版
五
・
三
〇
�
動
の


築
を
試
み
て
い
た
︒
こ
の
試
み
を
頓
挫
さ
せ
た
直
接
の
原
因
が
︑
奉
天
C
の
軍
人
李
景
林
の
彈
壓
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒
Á
い
な
い
︒
た
だ
し
こ

の
彈
壓
の
背
後
に
は
︑
奉
天
軍
閥
や
北
京
政
府
に
共
E
す
る
ソ
聯
へ
の
警
戒
心
が
存
在
し
た
こ
と
が
︑
本
稿
の
檢
討
に
よ
っ
て
確
6
さ
れ
た
︒

と
く
に
奉
天
軍
閥
に
と
り
︑
ソ
聯
の
關
與
す
る
勞
働
�
動
と
は
︑﹁
勞
働
�
動
﹂
と
い
う
體
裁
を
と
っ
て
領
域
內
に
入
り
2
ん
で
く
る
ソ
聯
勢

力
と
の
︑
水
面
下
の
戰
爭
を

成
す
る
一
部
分
で
あ
っ
た
︒

ま
た
天
津
の
國
共
兩
黨
の
組
織
が
動
員
可
能
な
人
々
を
把
握
し
切
れ
ず
に
い
た
理
由
と
し
て
︑
組
織
が
設
立
さ
れ
て
日
が
淺
か
っ
た
と
い
う

直
接
�
な
事
8
の
ほ
か
︑
天
津
總
商
會
お
よ
び
天
津
團
體
代
表
會
の
雙
方
が
ス
ト
ラ
イ
キ
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
計
劃
に
Ñ
極
�
態
度
を
と
り
︑
�
動

を
﹁
盛
り
下
げ
る
﹂
雰
圍
氣
を
釀
成
し
て
い
た
こ
と
も
重
�
で
あ
る
︒
李
景
林
の
¬
勢
は
む
ろ
ん
商
人
た
ち
の
¨
擇
に
大
き
な
影
?
を
¹
ぼ
し
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て
い
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
本
稿
に
お
け
る
檢
討
は
︑
そ
れ
以
外
に
も
考
慮
す
べ
き
經
濟
�
�
因
の
存
在
を
あ
き
ら
か
に
し
た
︒
ま
ず
︑
一
九
二

四
年
七
�
か
ら
の
大
雨
に
よ
る
水
�
と
九
�
に
始
ま
っ
た
第
二
�
奉
直
戰
爭
が
︑
天
津
の
經
濟
活
動
に
大
き
な
被
�
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
︒
天
津
總
商
會
會
長
卞
蔭
昌
は
︑
ス
ト
ラ
イ
キ
へ
の
協
力
を
求
め
る
學
生
團
體
か
ら
︑
-
離
を
置
こ
う
と
努
め
て
い
た
︒
ま
た
從
來
日

本
側
か
ら
排
日
團
體
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
た
天
津
團
體
代
表
會
も
︑
二
四
年
g
¦
の
訪
日
を
機
に
︑
日
本
と
の
經
濟
提
携
に
向
か
う
¬
勢
を

み
せ
て
い
た
︒
こ
の
訪
日
に
は
日
本
外
務
省
關
係
者
の
關
與
が
6
め
ら
れ
る
︒
以
上
の
�
素
が
結
合
し
︑
二
五
年
の
天
津
で
は
五
・
三
〇
�
動

の
展
開
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
結
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
展
©
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
�
動
に
對
す
る
天
津
商
人
の
Ñ
極
�
¬
勢
は
︑
水
�
や
外
務
省

關
係
者
に
よ
る
工
作
と
い
う
偶
然
も
し
く
は
獨
特
の
�
因
に
影
?
さ
れ
て
お
り
︑
當
時
の
天
津
に
お
け
る
特
殊
な
力
學
の
產
物
で
あ
っ
た
と
み

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
國
共
兩
黨
の
動
向
や
﹁
勞
働
�
動
﹂
が
︑
ソ
聯
に
對
す
る
警
戒
心
の
も
と
に
6
識
さ
れ
る

â
は
︑
&
度
の

差
は
あ
れ
︑
天
津
︑
北
京
︑
東
北
地
域
の
三
地
域
に
6
め
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
天
津
に
お
け
る
五
・
三
〇
�
動
の
低
�
さ
は
︑
當
時
の
天
津

に
の
み
確
6
さ
れ
る
特
殊
な
經
濟
�
�
因
と
︑
北
方
地
域
�
體
に
廣
く
ã
當
す
る
國
際
政
治
の
力
學
と
を
︑
同
時
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒さ

ら
に
視
野
を
大
き
く
取
る
な
ら
ば
︑
本
稿
の
檢
討
內
容
は
︑
祕
密
結
社
式
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
南
方
の
﹁
革
命
﹂
の
力
學
と
︑
警
察

シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
北
方
の
﹁
*
代
 
﹂
の
力
學

(そ
れ
は
少
な
か
ら
ず
︑
中
央
政
府
に
よ
る
社
會
瓜
制
を
"
味
し
た
)
の
對
立
が
︑
當
時
の
天
津

に
特
9
の
經
濟
�
�
因
お
よ
び
北
方
地
域
�
體
に
ã
當
す
る
國
際
政
治
の
力
學
の
も
と
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
*
代
 
﹂
の
力
學
の
優
勢
と
い
う
形
で

決
着
し
た
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
天
津
警
察
は
袁
世
凱
の
*
代
 
政
策
に
j
源
を
も
ち
︑
少
な
く
と
も
淸

末
民
初
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
自
體
が
﹁
*
代
 
﹂
を
推
/
す
る
手
段
と
し
て
の
"
義
を
9
し
て
い
た(113

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
の
冒
頭
に
指
摘
し

た
﹁
軍
閥
の
彈
壓
﹂
と
﹁
地
域
社
會
の
落
後
性
﹂
を
强
�
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
背
後
に
は
︑
實
際
に
は
︑﹁
革
命
﹂
と
﹁
*
代
 
﹂
と
い
う
當

時
の
中
國
の
二
大
潮
液
が
矛
盾
・
對
立
す
る
さ
ま
が
ä
い
隱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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�(1
)

｢軍
閥
の
彈
壓
﹂
を
强
�
す
る
中
共
の
解
釋
に
つ
い
て
は
︑﹃
中
國

*
代
工
人
階
å
和
工
人
�
動
﹄
第
五
册
の
﹁
第
五
違

五
卅
�
動
後

軍
閥
瓜
治
地
區
工
人
�
動
�
曲
折
發
展
和
第
三
�
�
國
勞
働
大
會
﹂

冒
頭
に
置
か
れ
た
﹁
b
者
說
�
﹂
を
參
照
︒
劉
�
逵
ほ
か
�
b
﹃
中

國
*
代
工
人
階
å
和
工
人
�
動
﹄
第
五
册
︑
北
京
：
中
共
中
央
黨
校

出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
八
〇
一

−

八
〇
三
頁
︒

(2
)

｢直
隸
省
は
直
隸
軍
閥
︑
奉
天
軍
閥
の
壓
.
を
@
け
た
た
め
�
 

�
に
遲
れ
て
お
り
︑
一
般
人
民
の
思
想
は
み
な
宗
法
社
會
の
狀
態
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
我
々
の
宣
傳
と
組
織
は
︑
も
と
よ
り
æ
境
の
强

い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
@
け
て
お
り
︑
廣
範
か
つ
�
體
に
行
き
渡
る
よ

う
な
勢
い
と
い
う
も
の
が
な
い

(直
隸
因
歷
@
直
系
・
奉
系
軍
閥
�

壓
.
︑
�
 
落
後
︑
一
般
人
民
�
思
想
均
保
守
在
宗
法
社
會
�
狀
態
︒

我
們
�
宣
傳
與
組
織
︑
固
然
@
æ
境
�
高
壓
︑
無
廣
大
�
ç
�
勢

力
)﹂︒﹁
團
天
津
地
委
李
è
瑞
關
於
政
治
民
衆
團
�
敎
育
和
組
織
發

展
等
8
況
給
團
中
央
�
特
別
報
吿
﹂
(一
九
二
六
年
一
�
四
日
)︑
天

津
市
檔
案
館
ほ
か
b
﹃
中
共
天
津
歷
�
檔
案
¨
b

(一
九
二
一

−

一

九
四
九
)﹄
天
津
：
天
津
人
民
出
版
社
︑
〇
一
一
年
︑
四
四
頁
︒

(3
)

そ
れ
ゆ
え
北
方
社
會
の
﹁
保
守
性
﹂
を
强
�
す
る
立
場
に
は
︑
と

き
に
解
釋
上
の
無
理
も
生
じ
る
︒
た
と
え
ば
北
京
政
府
時
#

(一
九

一
二
年
～
二
八
年
)
の
天
津
總
商
會
の
動
向
を
槪
觀
し
た
胡
光
�
は
︑

そ
の
﹁
保
守
性
﹂
は
安
直
戰
爭

(一
九
二
〇
年
七
�
發
生
)
以
影
の

軍
閥
の
壓
力
に
よ
っ
て
强
 
さ
れ
た
と
し
つ
つ
︑
他
方
で
は
︑
袁
世

凱
の
*
代
 
政
策
に
よ
っ
て
生
產
力
が
增
大
し
︑
商
工
業
階
å
と
し

て
の
自
覺
が
高
ま
っ
た
こ
と

(c
本
�
義
社
會
の
é
芽
が
天
津
に
も

現
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
マ
ル
ク
ス
�
義
�
歷
�
觀
の
表
�
)
に
も

一
因
が
あ
る
と
し
て
い
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
軍
閥
の
壓
.
が
原
因

で
�
 
�
に
遲
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
保
守
�
で
あ
る
と
い
う
解
釋
と
︑

*
代
 
政
策
の
結
果
と
し
て
/
步
し
た
が
ゆ
え
に
保
守
 
し
た
と
い

う
解
釋
が
︑
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
胡
光
�
﹁
論
北
洋
時
#
天
津

商
會
�
發
展
與
演
變
﹂﹃
*
代
�
硏
究
﹄
一
九
八
九
年
五
#
︒

(4
)

日
本
に
お
け
る
�
な
五
・
三
〇
�
動
硏
究
と
し
て
︑
小
杉
修
二

﹁
五
三
〇
�
動
の
一
考
察
﹂
野
澤
豐
b
﹃
中
國
國
民
革
命
�
の
硏
究
﹄

靑
木
書
店
︑
一
九
七
四
年
︒
江
田
憲
治
﹁
上
海
五
・
三
〇
�
動
と
勞

働
�
動
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
四
〇
卷
第
二
號
︑
一
九
八
一
年
九
�
︒

同
﹁
民
衆
�
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
一
九
二
五
年
の
五
・
三

〇
事
件
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂﹃
現
代
中
國
硏
究
﹄
第
二
一
卷
︑
二

〇
〇
七
年
一
〇
�
な
ど
︒

(5
)

ア
メ
リ
カ
の
N
ew
L
abor
H
istory
の
液
れ
を
ð
み
︑
五
・
三
〇

�
動
を
も
視
野
に
含
め
た
硏
究
と
し
て
︑
た
と
え
ば

E
lizabeth

P
erry,Shanghai
on
Strike
:
T
he
P
olitics
of
C
hinese
L
abor,

Stanford
:Stanford
U
niversity
P
ress,1993
が
あ
る
︒
こ
の
時

#
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
�
動
�
硏
究
の
焦
點
は
︑
周
緣
�
な
︑
も
し
く

は
無
名
の
人
々
を
政
黨
の
代
わ
り
に
歷
�
の
�
人
公
に
据
え
る
こ
と

に
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
發
想
か
ら
は
︑
中
共
の
革
命
�
の

枠
組
み
そ
の
も
の
を
見
直
そ
う
と
す
る
"
識
は
生
じ
に
く
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒
な
お
軍
事
�
硏
究
の
觀
點
か
ら
は
︑
五
・
三
〇
�
動
も

含
め
た
當
時
の
中
國
社
會
の
動
向
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
第
二
�

奉
直
戰
爭
や
江
浙
戰
爭
な
ど
の
內
戰
の
影
?
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば

A
rthur
W
aldron,

F
rom
W
ar
to
N
ationalism
:
C
hina’s
T
urning
P
oint,
1924-
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1925,C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
P
ress,1995
な
ど
︒

(6
)

中
國
大
陸
に
お
け
る
重
�
な
硏
究
と
し
て
は
︑
楊
奎
松
﹃
國
民
黨

�
“
聯
共
”
與
“
反
共
”﹄
北
京
：
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇

〇
八
年
︑
王
奇
生
﹃
革
命
與
反
革
命

社
會
�
 
視
野
下
�
民
國
政

治
﹄
北
京
：
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
な
ど
が
あ
る
︒

こ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
︑
筆
者
は
拙
著
﹃
熱
狂
と
動
員

一
九
二

〇
年
代
中
國
の
勞
働
�
動
﹄
慶
應
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
五
年
に
お

い
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
中
國
勞
働
�
動
﹂
が
�
に
南
方
の
三
地
域

(廣

東
︑
上
海
︑
武
漢
)
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
︑
�
動
の
盛
り
上
が
り

方
は
︑
地
域
政
府
の
革
命
に
對
す
る
態
度
と
地
域
經
濟
の
安
定
度
に

影
?
を
@
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
j
を
お
こ
な
っ

た
︒

(7
)

た
と
え
ば
上
海
に
お
け
る
國
共
兩
黨
の
動
員
の
成
功
は
︑
失
業
の

危
機
に
直
面
し
た
工
頭
層
の
取
り
2
み
に
成
功
し
た
こ
と
と
密
接
な

關
係
が
あ
っ
た
︒
衞
�
︑
g
揭
﹃
熱
狂
と
動
員
﹄︑
二
二
二
頁
︒

(8
)

た
と
え
ば
上
海
の
五
・
三
〇
�
動
の
初
#
段
階
に
お
い
て
は
︑
上

海
總
商
會
は
協
力
�
で
あ
っ
た
︒
江
田
︑
g
揭
﹁
上
海
五
・
三
〇
�

動
と
勞
働
�
動
﹂︑
九
五

(三
一
八
)
頁
︒

(9
)

*
代
日
中
關
係
�
年
表
b
集
委
員
會
﹃
*
代
日
中
關
係
�
年
表

一
七
九
九

−

一
九
四
九
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︑
四
一
二
頁
︒

(10
)

こ
の
よ
う
な
硏
究
は
冷
戰
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
馮

筱
才
の
硏
究
が
代
表
�
で
あ
る
が
︑
以
後
も
關
聯
す
る
硏
究
が
發
表

さ
れ
て
い
る
︒
馮
筱
才
﹁
滬
案
�
涉
︑
五
卅
�
動
與
一
九
二
五
年
�

執
政
府
﹂﹃
歷
�
硏
究
﹄
二
〇
〇
四
年
一
#
︒
楊
永
�
﹁“
五
卅
”
�

動
與
國
內
政
局
﹂﹃
社
會
科
學
硏
究
﹄
二
〇
一
一
年
四
#
︒
劉
靑
峰

﹁
執
政
府
外
�
人
群
與
滬
案
�
涉
策
略
︱
︱
以
顏
惠
慶
爲
中
心
﹂

﹃
中
山
大
學
硏
究
生
學
刊

(人
�
社
會
科
學
版
)﹄
二
〇
一
六
年
三
#

な
ど
︒

(11
)

敖
光
旭
﹁
國
家
�
義
與
“
聯
俄
與
仇
俄
”
之
爭
︱
︱
五
卅
�
動

中
北
方
知
識
界
對
俄
態
度
之
解
析

(上
)﹂﹃
社
會
科
學
硏
究
﹄
二
〇

〇
七
年
六
#
︑
同
﹁
國
家
�
義
與
“
聯
俄
與
仇
俄
”
之
爭
︱
︱
五

卅
�
動
中
北
方
知
識
界
對
俄
態
度
之
解
析

(下
)﹂﹃
社
會
科
學
硏

究
﹄
二
〇
〇
八
年
一
#
︒

(12
)

山
田
辰
雄
が
﹁
軍
閥
と
呼
ば
れ
る
軍
事
指
7
者
が
自
ら
を
﹃
軍

閥
﹄
と
稱
し
た
こ
と
は
な
い
﹂
と
営
べ
︑
ま
た
ヴ
ァ
ン
・
デ
・
ヴ
ェ

ン
が
﹁
軍
閥
﹂
と
は
﹁
政
治
�
中
傷
﹂
の
た
め
の
言
葉
で
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
軍
閥
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
多
く
の
政
治

�
問
題
が
)
っ
て
い
る
︒
し
か
し
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
こ
れ
に
代

わ
る
X
切
な
言
葉
が
見
あ
た
ら
ず
︑
ま
た
ヴ
ァ
ン
・
デ
・
ヴ
ェ
ン
が

営
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
軍
閥
割
據
や
軍
閥
指
7
者
と
い
っ
た
言
葉
に

は
︑
み
ず
か
ら
の
政
府
を
正
瓜
な
中
國
政
府
で
あ
る
と
�
張
す
る
者

に
對
す
る
﹁
重
大
な
現
實
﹂
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
機
能
も

あ
る
︒
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
︑
獨
自
の
地
盤
と
財
源
を
9
し
︑
旣
存

の
中
央
政
府
か
ら
の
政
治
�
獨
立
性
を
高
度
に
維
持
し
て
い
る
軍
事

集
團
を
指
す
も
の
と
し
て
﹁
軍
閥
﹂
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
て
お
く
︒

ま
た
﹁
×
×
軍
閥
﹂﹁
×
×
C
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
︑
原
則

と
し
て
︑
①
軍
事
集
團
と
し
て
の
活
動
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場

合
は
﹁
×
×
軍
閥
﹂︑
②
C
閥
閒
の
對
立
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場

合
は
﹁
×
×
C
﹂
と
�
い
分
け
る
こ
と
に
し
た
︒
山
田
辰
雄
﹁
橘
樸

の
中
國
軍
閥
論
﹂﹃
法
學
硏
究

法
律
・
政
治
・
社
會
﹄
第
六
八
卷
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第
五
號
︑
一
九
九
五
年
五
�
︑
四
頁
︒
H
ans
J.van
de
V
en,W
ar

and
N
ationalism
in
C
hina
1925-1945,L
ondon
:R
outledge

C
urzon,2011,p.72.

(13
)

靑
山
治
世
﹁﹃
順
天
時
報
﹄
と
そ
の
社
論
・
論
說
に
つ
い
て

︱
︱

形
態
と
執
筆
者
の
變
	
を
中
心
に
︱
︱
﹂︑
村
田
雄
二
郞
監
修

(靑

山
治
世
・
關
智
英
b
)﹃﹃
順
天
時
報
﹄
社
論
・
論
說
目
錄
﹄
東
洋
�

庫
︑
二
〇
一
七
年
︑
三
〇
一
頁
︒

(14
)

天
津
軍
司
令
官
小
泉
六
一
↓
參
謀
�
長
金
谷
範
三
︑
天
電
第
一
〇

一
號

(一
九
二
五
年
八
�
一
七
日
發
)︑
外
務
省
記
錄
﹃
大
正
十
四

年
荏
N
暴
動
一
件

五
・
三
十
事
件
／
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
(以
下

﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄)
第
二
卷
︑
ア
ジ
ア
歷
�
c
料
セ
ン
タ
ー

(以
下

JA
C
A
R
)︑
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

(以
下

R
ef.)
B
080903

28600︑
第
二
六
畫
宴
︒
ま
た
天
津
軍
の
分
析
で
は
﹃
漢
�
泰
晤
士

報
﹄
(C
hinese
P
eking
&
T
ientsin
T
im
es)
が
李
景
林
の
影
?

下
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
閱

覽
が
か
な
わ
な
か
っ
た
︒

(15
)

『中
國
怨
聞
事
業
E
�
﹄
に
よ
る
と
︑﹃
大
公
報
﹄
は
段
祺
瑞
と
の

關
係
が
密
接
で
あ
っ
た
c
本
家
王
郅
隆
に
賣
り
渡
さ
れ
た
あ
と
︑

﹁
親
日
賣
國
の
安
福
C
の
言
論
機
關
と
な
り
︑
A
!
は
日
に
落
ち
︑

賣
上
數
も
�
落
し
︑
安
福
C
の
勢
力
が
衰
え
る
と
と
も
に
︑
つ
い
に

一
九
二
五
年
一
一
�
二
七
日
に
停
刊
し
た
﹂
と
い
う
︒
ま
た
﹃
益
世

報
﹄
は
一
九
一
五
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
會
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
怨

聞
で
あ
る
が
︑
そ
の
經
營
者
劉
浚
卿
は
二
二
年
に
直
隸
C
と
結
び
︑

二
三
年
の
曹
錕
の
¨
擧
活
動
に
協
力
し
て
直
隸
省
議
員
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
經
雲
を
も
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
奉
天
軍
閥
の
兵
が
天
津
入
り
す
る

と
︑
劉
浚
卿
は
¯
捕
さ
れ
︑﹃
益
世
報
﹄
は
奉
天
軍
閥
に
接
收
さ
れ

た
︒
以
後
し
ば
ら
く
﹃
益
世
報
﹄
は
張
作
霖
の
宣
傳
機
關
に
變
じ
た

と
い
う
︒
第
二
�
奉
直
戰
爭
で
李
景
林
が
天
津
か
ら
敗
走
す
る
と
︑

﹃
益
世
報
﹄
は
再
び
劉
浚
卿
の
も
と
に
戾
さ
れ
た
︒
方
漢
奇
�
b

﹃
中
國
怨
聞
事
業
E
�
﹄
第
二
卷
︑
北
京
：
中
國
人
民
大
學
出
版
社
︑

一
九
九
六
年
︑
一
八
二

−

一
八
三
︑
二
〇
七

−

二
〇
八
頁
︒

(16
)

濱
口
允
子
に
よ
る
と
︑
天
津
の
知
識
人
馬
千
里
の
日
記

(一
九
二

四
年
一
〇
�
二
九
日
分
)
に
は
︑
自
身
の
經
營
す
る
﹃
怨
民
"
報
﹄

を
直
隸
軍
閥
の
軍
に
停
刊
さ
せ
ら
れ
た
日
の
感
慨
が
︑
�
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒﹁
夜
一
〇
時
︑
怨
民
"
報
社
が
封
�
さ
れ

た
︒
(中
略
)
理
由
は
﹃
怨
民
"
報
﹄
が
代
行
印
刷
を
し
て
い
る

﹃
民
怨
報
﹄
が
だ
し
た
吳
佩
孚
に
つ
い
て
の
號
外
が
軍
心
を
亂
し
た

か
ら
と
い
う
こ
と
で
︑
奉
天
C
に
E
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
︑

我
々
は
奉
天
C
︑
直
隸
C
︑
安
�
C
な
ど
︑
ど
れ
に
も
贊
同
し
て
い

な
い
﹂︒
濱
口
允
子
﹁
馬
千
里
日
記
考

(2
)﹂﹃
放
À
大
學
硏
究
年

報
﹄
第
二
五
卷
︑
二
〇
〇
七
年
三
�
︑
八
〇
頁
︒

(17
)

戶
部
良
一
﹃
日
本
陸
軍
と
中
國
﹄
筑
7
書
w
︑
二
〇
一
六
年
︑
八

九

−

九
〇
頁
︒

(18
)

中
國
第
二
歷
�
檔
案
館
b
﹃
馮
玉
祥
日
記
﹄
第
二
册
︑
南
京
：
江

蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
六
五
頁
︒

(19
)

�
の
修
士
論
�
は
︑﹃
益
世
報
﹄
に
お
け
る
五
・
三
〇
�
動
の
報



を
詳
細
に
整
理
し
て
い
る
︒
楊
佳
琳
﹁︽
益
世
報
︾
對
五
卅
�
動

�
報


探
求
﹂
天
津
師
範
大
學
碩
士
論
�
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(20
)

た
と
え
ば
︑
李
景
林
の
彈
壓
後
︑﹁
天
津
勞
働
者
階
å
の
ス
ト
ラ

イ
キ
高
潮
は
し
ば
ら
く
彈
壓
を
@
け
續
け
る
こ
と
と
な
る
﹂
と
す
る
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�
の
解
說
を
參
照
︒﹁
天
津
五
卅
�
動
槪
営
﹂︑
中
共
天
津
市
委
黨
�

c
料
8
集
委
員
會
ほ
か
b
﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
北
京
：
中
共
黨
�

c
料
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
一
八
頁
︒

(21
)

中
共
天
津
市
委
組
織
部
・
中
共
天
津
市
委
黨
�
c
料
8
集
委
員

會
・
天
津
市
檔
案
館
﹃
中
國
共
產
黨
天
津
市
組
織
�
c
料

(一
九
二

〇

−

一
九
八
七
)﹄
北
京
：
中
國
城
市
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
二
︑

九
頁
︒

(22
)

同
右
二
頁
︒

(23
)

同
右
二
頁
︒

(24
)

董
振
修
﹁
中
國
共
產
黨
在
天
津
�
早
#
革
命
活
動
﹂
お
よ
び
同
�

�
c
料
に
お
け
る
﹁
附
：
早
#
在
天
津
工
作
a
�
一
些
革
命
同
志
�

事
略
﹂︑
中
國
人
民
政
治
協
商
會
議
天
津
市
委
員
會
・
�
�
c
料
硏

究
委
員
會
b
﹃
天
津
�
�
c
料
¨
輯
﹄
第
一
一
輯
︑
天
津
：
天
津
人

民
出
版
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
二
︑
二
四
頁
︒

(25
)

中
共
天
津
市
委
黨
�
硏
究
室
b
﹃
中
國
共
產
黨
天
津
歷
�
大
事
記

(一
九
一
九

−

二
〇
一
三
)﹄
(以
下
﹃
歷
�
大
事
記
﹄)
天
津
：
天
津

出
版
傳
媒
集
團
︑
二
〇
一
四
年
︑
七
頁
︒

(26
)

天
津
市
總
工
會
工
�
�
硏
究
室
﹃
天
津
工
人
�
動
�
﹄
天
津
：
天

津
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
四
四
頁
︒

(27
)

｢寶
成
紡
紗
工
廠
大
罷
工
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
七
�
一
七
日
︑

﹁
寶
成
紗
廠
罷
工
�
解
決
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
七
�
一
八
日

(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
二
三
二

−

二
三
三
頁
)︒

(28
)

中
國
共
產
黨
の
影
?
下
に
あ
っ
た
省
]
罷
工
委
員
會
機
關
紙
﹃
工

人
之
路
﹄
な
ど
を
參
照
︒
た
と
え
ば
﹁
天
津
紗
廠
罷
工
詳
8
﹂﹃
工

人
之
路
﹄
第
五
八
#
︑
一
九
二
五
年
八
�
二
〇
日
︒

(29
)

｢聞
く
と
こ
ろ
で
は
寶
成
紡
績
工
場
附
*
に
工
會
事
務
�
が
あ
り
︑

陰
謀
の
策
源
地
で
あ
る
ら
し
い
﹂︒﹁
軒
然
大
波
之
天
津
工
潮
﹂﹃
順

天
時
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
三
日
︒

(30
)

た
と
え
ば
天
津
軍
が
ロ
シ
ア
人
諜
者
か
ら
得
た
8
報
と
し
て
︑
日

英
を
標
�
と
す
る
ソ
聯
の
陰
謀
が
あ
っ
た
と
報
吿
さ
れ
て
い
る
︒
在

天
津
ソ
聯
總
領
事
館
が
中
心
と
な
り
︑
一
五
日
を
實
行
日
と
し
て
天

津
租
界
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
j
こ
し
︑
騷
ぎ
に
乘
じ
て
日
英
兩
租
界
で

そ
れ
ぞ
れ
中
國
人
を
二
︑
三
人
B
殺
し
︑
日
本
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
が

殺
�
し
た
も
の
と
宣
傳
す
る
計
劃
が
/
行
中
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
眞

僞
の
ほ
ど
は
不
�
で
あ
る
︒
天
津
軍
參
謀
↓
參
謀
�
長
金
谷
範
三
︑

天
電
第
八
一
號
︑
一
九
二
五
年
六
�
一
三
日
發

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄

第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
一
五
畫
宴
)︒

(31
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
公
信
第
三

九
五
號
﹁
碼
頭
苦
力
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂︑
一
九
二
五
年
八
�
一
一

日

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑

第
四
〇
畫
宴
)︒

(32
)

劉
元
春
ら
に
よ
る
囘
:
錄

(王
壽
春
整
理
)﹁
中
共
地
下
組
織
在

天
津

第
二
棉
紡
織
廠
円
立
發
展
和
活
動
鯵
況
﹂︑
中
共
天
津
市
河

西
區
委
黨
�
c
料
8
集
委
員
會
b
﹃
河
西
黨
�
c
料
彙
b

一
九
二

四

−

一
九
四
九
﹄
天
津
：
中
共
天
津
市
委
黨
�
c
料
8
集
委
員
會
出

版
︑
一
九
九
一
年
︑
二
二

−

二
三
頁
︒

(33
)

姫
兆
生
ほ
か
﹁
一
九
二
五
年
天
津
紡
織
工
人
�
闘
爭

(座
談
紀

�
)﹂
(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
三
一
二

−

三
一
三
頁
)︒

(34
)

同
右

(同
右
三
一
四
︑
三
一
六
頁
)︒

(35
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
機
密
第
八
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一
號
﹁
當
地
海
員
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂
(一
九
二
五
年
八
�
四
日
)

の
附
屬
書

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
0809

0328600︑
第
三
四
畫
宴
)︒

(36
)

衞
�
安
奈
︑
g
揭
﹃
熱
狂
と
動
員
﹄
六
八

−

七
〇
︑
一
〇
九

−

一

二
五
頁
︒

(37
)

｢海
員
工
會
成
立
天
津
荏
部
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
七
�
二
〇

日

(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
二
三
三
頁
)︒

(38
)

｢天
津
海
員
工
會
爲
昌
昇
海
員
罷
工
敬
吿
�
國
�
﹂﹃
益
世
報
﹄
一

九
二
五
年
七
�
二
三
日

(同
右
二
三
八
頁
)︒
昌
昇
號
が
ジ
ャ
ー

デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
社
�
屬
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
在
天
津
總

領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
g
揭
機
密
第
八
一
號

﹁
當
地
海
員
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂
(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑

JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
三
四
畫
宴
)︒

(39
)

｢太
古
公
司
順
天
號
華
員
?
應
罷
工
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
七

�
二
九
日

(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
二
三
九
頁
)︒

(40
)

｢怡
和
太
古
行
之
停
業
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
七
日

(同

右
二
四
〇

−

二
四
一
頁
)︒

(41
)

g
揭
﹃
歷
�
大
事
記
﹄
七
頁
︒

(42
)

｢昨
日

(九
日
)
下
午
二
時
由
總
工
會
海
員
工
會
發
j
罷
工
工
人

大
示
威
︑
以
表
示
民
氣
﹂︒﹁
本
省
怨
聞
：
天
津
罷
工
工
人
擧
行
大
示

威
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
〇
日
︒

(43
)

g
揭
﹁
天
津
五
卅
�
動
槪
営
﹂
(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
一
七

−

一

八
頁
)︒

(44
)

｢此
�
罷
工
�
動
�
力
之
各
界
聯
合
會
︑
學
生
聯
會
之
幹
部
十
數

名
︑
仍
在
督
辦
公
署
拘
禁
︑
@
嚴
重
µ
問
︒
印
中
國
街
之
各
界
聯
合

會
︑
學
生
聯
合
會
︑
紗
廠
工
會
︑
廣
東
會
館
等
均
被
封
�
︑
法
界
之

海
員
公
會
︑
印
刷
公
會
︑
均
由
中
法
官
憲
嚴
重
監
視
云
﹂︒﹁
津
日
領

爲
裕
大
案
警
吿
李
督
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
五
日
︒

(45
)

天
津
各
界
聯
合
會
と
于
方
舟
︑
天
津
學
生
聯
合
會
と
辛
璞
田
の
關

係
に
つ
い
て
は
︑
g
揭
﹃
歷
�
大
事
記
﹄
六
頁
を
參
照
︒
な
お
辛
璞

田
の
行
動
は
︑
五
・
三
〇
事
件
直
後
の
五
�
三
一
日
の
緊
�
會
議
で
︑

ま
ず
學
生
を
動
員
し
︑
�
に
そ
の
他
の
團
體
を
動
員
す
る
と
い
う
決

定
を
@
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
中
共
天
津
市
河
北
區
委
黨
�
c
料

8
集
委
員
會
b
﹃
河
北
黨
�
c
料
彙
b

一
九
一
九

−

一
九
四
九
﹄

天
津
：
中
共
天
津
市
委
黨
�
c
料
8
集
委
員
會
︑
一
九
九
三
年
︑
一

〇

−

一
一
頁
︒

(46
)

｢工
界
救
國
團
開
會
記
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
四
年
八
�
八
日

(郭

鳳
岐
�
b
﹃﹃
益
世
報
﹄
天
津
c
料
點
校
彙
b
﹄
天
津
：
天
津
社
會

科
學
院
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
四
四
六
頁
)︒
以
下
﹃﹃
益
世
報
﹄

天
津
c
料
點
校
彙
b
﹄
は
﹃
點
校
彙
b
﹄
と
す
る
︒

(47
)

陶
卓
然
﹁
天
津
印
刷
工
會
與
印
刷
工
人
大
罷
工
﹂
(﹃
五
卅
�
動
在

天
津
﹄
三
〇
八
頁
)︒

(48
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
公
信
第
三

八
一
號
﹁
天
津
日
報
印
刷
職
工
同
¶
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂︑
一
九
二

五
年
八
�
五
日

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
0

8090328600︑
第
三
一
畫
宴
)︒

(49
)

｢裕
大
紗
廠
風
潮
�
査
眞
相
記

(續
g
)﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二

五
年
八
�
二
〇
日
︒

(50
)

竇
希
彥
﹁
李
景
林
﹂
中
國
社
會
科
學
院
*
代
�
硏
究
�
﹃
民
國
人

物
傳
﹄
第
一
〇
卷
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
八
七

−
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二
九
三
頁
︒﹁
李
芳
宸
先
生
在
山
東
省
國
_
館
之
訓
話
﹂
(一
九
二
九

年
一
〇
�
二
三
日
)﹃
求
實
�
刊
﹄
一
九
三
五
年
第
二
卷
第
三
#
︒

(51
)

劉
壽
林
ほ
か
b
﹃
民
國
職
官
年
表
﹄
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
九

五
年
︑
一
九
五
頁
︒

(52
)

竇
希
彥
︑
g
揭
﹁
李
景
林
﹂︒

(53
)

鈴
木
一
馬
﹃
�
*
の
荏
N
事
8
﹄
大
阪
實
業
協
會
出
版
部
︑
一
九

二
五
年
九
�
︑
六
三
頁
︒

(54
)

｢救
國
�
動
︑
本
是
激
發
天
良
︑
官
廳
不
壓
制
︑
但
不
可
越
出
範

圍
︑
倘
不
愼
惹
j
外
�
︑
救
國
反
以
Y
國
︑
殊
爲
可
惜
︒
©
�
動
9

序
︑
推
¨
§
員
︑
作
痛
切
宣
傳
︑
警
醒
羣
衆
︑
�
民
格
增
高
︑
國
格

隨
之
︒
我
�
救
國
先
救
己
︑
<
�
責
己
︒
希
轉
同
ª
︑
努
力
g
/
︑

勿
爲
一
時
氣
延
︑
紊
秩
越
範
︑
陷
國
淪
=
︒
切
記
﹂︒
國
內
專
電
欄

の
天
津
電
︑﹃
申
報
﹄
一
九
二
五
年
六
�
一
六
日
︒

(55
)

g
揭
﹃
歷
�
大
事
記
﹄
六
頁
︒

(56
)

｢本
省
怨
聞
：
各
團
體
代
表
¥
願
李
督
辦
8
形
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九

二
五
年
八
�
二
日
︒

(57
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
g
揭
公
信

第
三
九
五
號
﹁
碼
頭
苦
力
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂
(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄

第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
三
九
畫
宴
)︒

(58
)

｢各
界
聯
合
會
>
�
李
督
辦
¥
勿
阻
海
員
借
È
廣
東
會
館
﹂﹃
大
公

報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
三
日

(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
二
四
〇
頁
)︒

(59
)

た
だ
し
八
�
八
日
の
報


を
み
る
限
り
︑
天
津
の
濟
安
會
は
彈
壓

g
の
時
點
で
す
で
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
@
け
ら
れ

る
︒
李
景
林
に
よ
る
監
視
に
つ
い
て
は
同
�
一
三
日
の
記
事
を
參
照
︒

﹁
津
埠
聲
D
滬
漢
慘
案
昨
µ
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
八
日
︑

﹁
各
界
聯
合
會
代
表
被
捕
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
三
日
を

參
照

(﹃
點
校
彙
b
﹄
四
六
六
頁
)︒

(60
)

上
海
の
工
商
學
聯
合
會
お
よ
び
濟
安
會
に
つ
い
て
は
拙
著
﹃
熱
狂

と
動
員
﹄
二
二
四
︑
二
九
〇
頁
︑
廣
東
の
省
]
罷
工
委
員
會
に
つ
い

て
は
同
八
五

−

九
二
︑
一
五
四

−

一
五
六
頁
な
ど
で
檢
討
し
た
內
容

を
踏
ま
え
て
い
る
︒

(61
)

g
揭
﹃
歷
�
大
事
記
﹄
七
頁
︒

(62
)

｢本
省
怨
聞
：
勸
吿
各
工
廠
工
人
安
分
工
作
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二

五
年
八
�
一
六
日
︒

(63
)

｢開
釋
工
人
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
九
�
七
日

(﹃
點
校
彙
b
﹄

二
四
七
頁
)︒

(64
)

｢嚴
禁
»
動
罷
工
之
訓
令
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
九
�
一
四
日

(同
右
二
四
七

−

二
四
八
頁
)︒

(65
)

た
と
え
ば
瞿
秋
白
に
よ
る
�
の
�
違
を
參
照
︒
秋
白
﹁
五
卅
屠
殺

後
之
奉
系
軍
閥
﹂﹃
嚮
7
T
報
﹄
第
一
二
〇
#
︑
一
九
二
五
年
七
�

二
日
︒

(66
)

｢裕
大
工
潮
之
各
方
狀
況
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
一
七
日

(﹃
點
校
彙
b
﹄
二
四
六
頁
)︒

(67
)

｢天
津
被
捕
工
人
正
在
@
審
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
二

三
日
︒

(68
)

天
津
軍
司
令
官
小
泉
六
一
↓
參
謀
�
長
金
谷
範
三
︑
天
電
第
一
〇

七
號
︑
一
九
二
五
年
八
�
二
八
日
發

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑

JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
四
〇
畫
宴
)︒

(69
)

一
九
二
四
年
の
﹃
大
公
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
中
ソ
會
議
辦
事
處
の

整
理
に
よ
る
と
︑
一
九
二
四
年
の
中
ソ
閒
の
�
�
な
問
題
は
︑
①
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中
東
鐵


問
題
︑
②
外
モ
ン
ゴ
ル
問
題
︑
③
中
ソ
國
境
確
定
問
題
︑

④
ル
ー
ブ
ル
問
題
の
四
つ
で
あ
る
と
い
う

(﹁
硏
究
�
査
中
之
中
俄

懸
案
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
八
�
一
日
)︒
こ
の
う
ち
�
大
の
問

題
で
あ
る
①
と
の
關
聯
で
は
︑
鐵


沿
線
の
ロ
シ
ア
人
に
對
す
る
課

稅
を
め
ぐ
り
對
立
が
j
き
て
い
る
こ
と
な
ど
が
傳
え
ら
れ
︑
②
や
③

と
の
關
聯
で
は
︑
中
ソ
國
境
附
*
の
フ
ル
ン
バ
イ
ル
︑
東
寧
︑
黑
龍

江
な
ど
で
ソ
聯
勢
力
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
批
!
さ
れ
て
い
る

(﹁
中
東
路
俄
員
之
搗
亂
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
七
�
二
七
日
︒

﹁
赤
俄
擾
邊
之
電
吿
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
一
�
二
一
日
)︒
ま

た
④
の
ル
ー
ブ
ル
問
題
と
は
︑
中
東
鐵


の
�
賃
荏
拂
い
を
中
ソ
ど

ち
ら
の
E
貨
で
お
こ
な
う
べ
き
か
を
め
ぐ
る
爭
い
で
あ
る

(﹁
雜

纂
：
哈
爾
濱
商
會
拒
絕
東
鐵
收
用
怨
俄
9
﹂﹃
銀
行
T
報
﹄
第
八
卷

第
四
二
#
︑
一
九
二
四
年
︑
二
〇
頁
)︒
い
ず
れ
も
奉
天
軍
閥
の
地

盤
で
あ
る
中
國
東
北
地
域
に
影
?
を
與
え
ず
に
は
お
か
な
い
問
題
で

あ
る
こ
と
に
G
"
し
た
い
︒

(70
)

表
1
の
示
す
﹃
大
公
報
﹄︑﹃
益
世
報
﹄︑﹃
漢
�
泰
晤
士
報
﹄
の
發

行
部
數
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
〇
部
︑
三
〇
〇
〇
部
︑
一
〇
〇
〇
部
と

あ
る
︒

(71
)

一
九
二
四
年
刊
行
の
�
獻
で
は
︑
北
京
・
天
津
と
奉
天
を
結
ぶ
鐵



の
�
行
狀
況
は
�
の
E
り
で
あ
る
︒
北
京

−

奉
天
閒
は
﹁
兩
地
よ

り
每
日
一
囘
直
E
車
を
出
す
︒
�
�
時
閒
J
二
十
四
時
閒
﹂︑
北
京

−

天
津
閒
は
﹁
北
京
よ
り
每
日
六
囘

(奉
天
¹
山
海
關
行
を
含
む
)︒

天
津
よ
り
每
日
五
囘
︒
快
車
に
て
J
三
時
閒
﹂︒
外
務
省
E
商
局

﹃
在
天
津
總
領
事
館
管
r
區
城
內
事
8
﹄
一
九
二
四
年
三
�
︑
一
四

三
頁
︒

(72
)

敖
光
旭
︑
g
揭
﹁
國
家
�
義
與
“
聯
俄
與
仇
俄
”
之
爭

(上
下
)﹂︒

(73
)

｢在
野
某
政
黨
︑
自
濡
染
赤
 
後
︑
完
�
@
某
國
之
驅
�
︒
此
�

該
黨
省
黨
部
開
代
表
大
會
︑
名
爲
直
隸
黨
部
︑
而
在
北
京
開
會
︑
8

x
可
疑
︑
極
爲
�
瞭
︒
查
其
內
幕
︑
因
北
京
某
國
公
�
︑
補
助
經
經

︹
費
の
Y
Z
か
︺︑
以
在
北
京
開
會
爲
�
奄
條
件
︑
故
在
京
舉
行
︒
聞

政
府
當
局
︑
對
該
黨
行
動
︑
非
常
G
"
云
﹂︒﹁
當
局
G
"
某
黨
行

動
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
七
�
二
四
日
︒

(74
)

臼
井
·
美
﹁
五
・
三
十
事
件
と
日
本
﹂﹃
ア
ジ
ア
硏
究
﹄
第
四
卷

第
二
號
︑
一
九
五
七
年
︑
四
三

−

四
四
頁
︒

(75
)

橫
山
宏
違
は
︑
馮
玉
祥
の
﹁
怨
し
い
權
力
﹂
は
﹁
各
軍
閥
の
勢
力

均
衡
の
上
﹂
に
成
立
し
た
と
す
る
︒
橫
山
宏
違
﹃
中
華
民
國

賢
人

荏
�
の
善
政
�
義
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
七
年
︑
六
八
頁
︒

(76
)

敖
光
旭
﹁
失
衡
�
外
�

−

國
民
黨
與
中
俄
�
涉

(一
九
二
二

−

一

九
二
四
)﹂
(以
下
﹁
失
衡
�
外
�
﹂)﹃
*
代
�
硏
究
�
集
刊
﹄
第
五

八
#
︑
二
〇
〇
七
年
︒
敖
光
旭
論
�
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
波
多
野

善
大
﹃
國
共
合
作
﹄
は
︑
一
九
二
三
年
一
�
の
﹁
孫
�
・
ヨ
ッ
フ
ェ

宣
言
﹂
に
つ
い
て
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
ソ
聯
軍
が
引
き
續
き
=
在
す
る

こ
と
︑
お
よ
び
中
東
鐵


管
理
體
制
に
ソ
聯
が
關
與
す
る
こ
と
を
︑

孫
�
が
承
6
さ
せ
ら
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
點
を
擧
げ
︑
ヨ
ッ
フ
ェ

の
外
�
手
腕
が
孫
�
を
上
囘
っ
て
い
た
と
A
價
し
て
い
る
︒
波
多
野

善
大
﹃
國
共
合
作
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
三
年
︑
五
八

−

五
九
頁
︒

(77
)

中
東
鐵


を
め
ぐ
る
中
ロ
關
係
に
つ
い
て
は
�
を
參
照
し
た
︒
»

田
¼
�
﹃
中
東
鐵


經
營
�

ロ
シ
ア
と
﹁
滿
洲
﹂
一
八
九
六

−

一

九
三
五
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
二
年
︒
同
﹃
滿
蒙

日
露

中
の
﹁
�
g
線
﹂﹄
§
談
社
︑
二
〇
一
四
年
︒
臼
井
·
美
﹃
日
中
外
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�
�
硏
究

昭
和
g
#
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
九
八
年
︑
第
二
違
︒

郭
俊
·
�
b
﹃
中
東
路
與
中
東
路
事
件
﹄
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
出
版
社
︑

二
〇
一
〇
年
︒
胡
玉
怨
﹁
中
東
鐵


問
題
営
略

(一
八
九
五

−

一
九

二
四
)﹂﹃
黑
龍
江
�
志
﹄
二
〇
一
六
年
第
九
#
︒

(78
)

»
田
¼
�
︑
g
揭
﹃
滿
蒙

日
露
中
の
﹁
�
g
線
﹂﹄
二
〇
二
頁
︒

(79
)

同
右
︑
一
五
四
︑
一
六
〇
頁
︒

(80
)

南
滿
洲
鐵


株
式
會
社
庶
務
部
�
査
課
b

(槇
田
C
太
郞
著
)

﹃
東
省
特
別
區
行
政
一
般
﹄
大
連
：
南
滿
洲
鐵


︑
一
九
三
〇
年
︑

七
九
頁
お
よ
び
第
五
違
第
二
x
︒

(81
)

｢東
省
特
別
區
界
內
︑
俄
人
�
組
設
之
職
工
聯
合
會
︑
�
�
9
宣

傳
共
產
�
義
a
激
�
義
之
行
︒
□
︹
D
？
︺
經
我
國
政
府
取
閲
︑
以

維
治
安
︑
本
社
亦
D
經
紀
載
︒
(略
)
玆
悉
特
區
警
察
縂
管
理
處
爲

此
事
訓
令
各
區
署
︑
案
查
鐵
路
界
內
職
工
聯
合
會
︑
其
在
哈
總
會
︑

於
民
國
十
年
︑
稟
¥
設
立
之
初
︒
雖
經
本
處
暫
准
備
案
︑
仍
飭
恪
守

法
令
︑
是
准
其
設
會
之
�
素
︒
原
以
守
法
爲
必
�
之
條
件
︒
至
各
站

分
會
︑
F
多
未
按
定
違
︑
向
該
管
警
署
¥
准
立
案
︑
卽
逕
自
成
立
︒

手
續
本
已
欠
缺
︑
ó
以
從
g
該
分
會
等
尙
無
逾
軌
行
爲
︑
故
未
嚴
格

禁
止
︑
以
示
寬
大
︒
詎
至
*
日
因
時
勢
之
不
同
︑
悦
變
衣
其
初
態
︑

囂
張
恣
肆
︑
辮
髦
令
違
︒
屢
經
發
見
直
接
閒
接
散
布
傳
單
︑
鼓
吹
a

激
�
義
︑
以
¹
祕
密
開
會
圖
謀
不
軌
等
8
事
︒
去
年
七
�
閒
︑
安
`

站
職
工
分
會
︑
組
織
鍬
兵
會
︑
公
然
到
站
維
持
秩
序
︒
該
會
長
尼
果

立
司
克
︑
不
但
不
H
制
止
︑
竝
對
警
察
職
員
施
行
毆
擊
︑
橫
暴
已
極
︒

然
當
時
除
將
該
會
長
尼
果
立
司
克
轉
À
法
院
依
法
µ
辦
︑
現
已
審
實

!
罪
外
︑
�
對
安
站
分
會
予
以
解
散
︒
(略
)
乃
不
"
今
日
該
分
會

等
Á
法
逾
範
之
舉
︑
印
復
層
見
曡
出
︒
一
爲
I
克
圖
站
職
工
分
會

︹
︒︺
會
員
姑
其
力
¾
威
等
三
名
於
上
年
十
一
�
閒
︑
散
布
傳
單
於
上

下
小
站
︑
勸
7
罷
工
︒
經
路
警
Ã
察
員
同
=
站
陸
軍
︑
當
時
拏
獲
︑

竝
搜
出
破
壞
鐵
路
»
惑
罷
工
傳
單
多
件
︑
D
經
質
µ
︑
俱
已
徵
實
︒

一
爲
海
拉
爾
站
︒︹
こ
の
﹁
︒﹂
は
職
工
分
會
の
あ
と
に
置
く
べ
き
も

の
の
Y
Z
と
み
ら
れ
る
︺
職
工
分
會
︹
︒︺
會
長
尼
克
佛
洛
夫
於
上

年
十
一
�
閒
︑
經
呼
倫
督
辦
訪
悉
組
織
祕
密
機
關
︑
爲
紅
黨
偵
探
我

國
8
形
︒
嗣
後
搜
查
質
µ
︑
其
勸
募
捐
款
︑
閏
作
軍
用
︑
且
Å
買
軍

用
物
品
︑
屬
實
︒
是
陽
假
職
工
分
會
之
名
︑
陰
行
政
治
作
用
之
實
︑

已
與
設
會
宗
旨
︑
大
相
背


︒
一
爲
滿
洲
里
職
工
分
會
︒
於
上
年
十

二
�
十
六
日
晚
︑
不
向
警
署
>
¥
︑
卽
在
鐵


南
八
十
五
號
w
︑
祕

密
開
會
︒
被
哈
滿
司
令
部
察
覺
解
散
︒
搜
出
旗
幟
圖
畫
︑
¹
宣
傳
書

箋
一
捆
︒
以
上
三
站
分
會
︑
均
屬
Á
法
逾
範
﹂︒﹁
特
區
解
散
職
工
分

會
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
一
�
三
〇
日
︒
本
�
中
に
譯
出
し
た

の
は
傍
線
部
分
の
み
︒

(82
)

»
田
¼
�
︑
g
揭
﹃
中
東
鐵


經
營
�
﹄
第
五
違
︒

(83
)

｢論
A
：
危
險
思
想
之
制
止
說
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
一
�
一

〇
日
︒

(84
)

｢東
三
省
不
承
6
蘇
俄
赤
幟
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
四
年
七
�
一
八

日
︒

(85
)

南
滿
州
鐵


株
式
會
社
の
報
吿
書
に
は
︑
一
九
二
四
年
一
〇
�
～

二
五
年
七
︑
八
�
ま
で
の
#
閒
の
︑
ソ
聯
に
よ
る
﹁
赤
 
�
動
﹂
と

中
國
の
﹁
對
策
﹂
と
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒
南
滿
州
鐵


株
式
會
社

哈
爾
濱
事
務
�
�
輸
課

(弓
場
t
吉
b
纂
)﹃
東
荏
鐵


を
中
心
と

す
る
露
荏
勢
力
の
Ñ
長
﹄
下
卷
︑
大
連
：
南
滿
州
鐵


株
式
會
社
︑

一
九
二
八
年
︑
一
一
五
〇

−

一
一
五
七
頁
︒
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(86
)

｢國
內
�
聞
：
東
鐵
將
成
宣
傳
共
產
之
淵
藪
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二

五
年
八
�
一
六
日
︒

(87
)

｢本
省
怨
聞
：
嚴
禁
罷
工
之
印
一
訓
令
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年

九
�
七
日
︒

(88
)

｢國
內
�
聞
：
哈
埠
嚴
禁
俄
黨
宣
傳
書
籍
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五

年
九
�
七
日
︒

(89
)

｢國
內
�
聞
：
哈
爾
濱
俄
僑
宣
傳
共
產
之
敗
露
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九

二
五
年
九
�
一
二
日
︒

(90
)

｢各
團
體
D
助
滬
案
/
行
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
六
�
八
日

(﹃
點
校
彙
b
﹄
四
五
六
頁
)︒

(91
)

在
天
津
總
領
事
館
館
員
が
轉
寫
し
た
と
み
ら
れ
る
天
津
總
商
會
聲

�
�
を
參
照
︒
在
天
津
總
領
事
代
理
岡
本
一
策
↓
外
務
大
臣
9
原
喜

重
郞
︑
機
密
第
六
二
號
﹁
上
海
事
件
ニ
關
ス
ル
天
津
總
商
會
ノ
態
度

ニ
關
ス
ル
件
﹂
(一
九
二
五
年
六
�
六
日
)
の
附
屬
c
料
︑
一
九
二

五
年
六
�
六
日
附
天
津
總
商
會
聲
�
�
︑﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二

卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
一
七
畫
宴
︒

(92
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
機
密
第
七

五
號
﹁
天
津
ニ
於
ケ
ル
上
海
事
件
聲
D
狀
況
報
吿
﹂︑
一
九
二
五

年
七
�
一
四
日

(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.

B
08090328600︑
第
二
九
畫
宴
)︒

(93
)

中
國
第
二
歷
�
檔
案
館
﹁
民
國
以
來
歷
�
重
�
災
�
紀
�

(一
九

一
七

−

一
九
三
九
年
)﹂﹃
民
國
檔
案
﹄
一
九
九
五
年
一
#
︑
一
頁
︒

(94
)

｢商
8
：
本
國
之
部
：
各
埠
商
8
：
天
津
﹂﹃
上
海
總
商
會
�
報
﹄

第
四
卷
第
一
一
號
︑
一
九
二
四
年
︑
一
二
頁
︒

(95
)

衞
�
安
奈
︑
g
揭
﹃
熱
狂
と
動
員
﹄
二
九
〇
頁
︒

(96
)

�
の
記
事
は
︑
冒
頭
で
天
津
團
體
代
表
會
を
﹁
天
津
に
於
け
る
排

日
諸
團
體
の
代
表
會
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒﹁
大
日
本
國
民
に
愬
う

天
津
團
體
代
表
會
宣
言
﹂﹃
大
阪
<
日
怨
聞
﹄
(<
刊
)
一
九
二
四
年

五
�
一
三
日
︒

(97
)

魯
嗣
香
﹁
時
論
：
爲
中
日
�
涉
敬
吿
國
人
﹂﹃
五
九
�
刊
﹄
一
九

二
三
年
第
二
#
︑
七

−

一
〇
頁
︒

(98
)

た
と
え
ば
︑﹁
排
日
巨
頭

魯
氏
一
行
來
<
﹂﹃
東
京
<
日
怨
聞
﹄

(<
刊
)
一
九
二
四
年
一
�
三
日
︒

(99
)

宋
壽
恆
と
天
津
團
體
代
表
會
の
密
接
な
關
係
は
︑
一
九
二
三
年
に

宋
が
日
本
製
品
を
大
量
に
Å
入
し
た
と
い
う
�
が
液
れ
た
際
︑
同
會

が
宋
を
擁
護
す
る
た
め
に
發
し
た
聲
�
か
ら
確
6
で
き
る
︒
天
津
團

體
代
表
會
﹁
爲
宋
則
久
辨
誣
﹂﹃
興
華
﹄
第
二
〇
卷
第
二
八
#
︑
一

九
二
三
年
︑
二
三
頁
︒

(100
)

宋
壽
恆
と
馮
玉
祥
に
つ
い
て
は
林
原
�
子
の
�
の
硏
究
の
µ

(8
)
(九
三
頁
)
に
詳
し
い
︒
た
だ
し
同
書
で
は
宋
が
¯
捕
さ
れ
た

年
が
一
九
二
六
年
と
あ
る
が
︑
一
九
二
五
年
の
Y
り
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る

(林
原
�
子
﹃
宋
則
久
と
天
津
の
國
貨
提
唱
�
動
﹄
同
N

舍
︑
一
九
八
三
年
︒
胡
光
�
︑
g
揭
﹁
論
北
洋
時
#
天
津
商
會
�
發

展
與
演
變
﹂
一
三
九

−

一
四
〇
頁
も
參
照
の
こ
と
)︒
宋
は
一
九
二

九
年
に
河
南
省
政
府
工
商
廳
廳
長
に
就
任
し
た
の
ち
は
︑
混
亂
を
招

く
よ
う
な
民
衆
�
動
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
立
場
を
公
表
す
る

に
至
る

(g
揭
﹃
民
國
職
官
年
表
﹄
八
八
二
頁
︒
宋
則
久
﹁
論
著
：

民
氣
﹂﹁
論
著
：
罷
工
﹂﹁
論
著
第
二
#
：
罷
課
﹂﹁
論
著
第
二
#
：

商
業
店
員
罷
工
﹂﹃
河
南
工
商
�
報
﹄
第
一
・
二
#
︑
一
九
二
九
年
)︒

(101
)

｢宋
則
久
云
︑
現
聞
天
津
學
生
︑
9
提
議
罷
課
罷
市
之
擧
︑
鄙
人
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以
爲
8
同
自
殺
︑
毫
無
裨
益
︒
上
海
罷
課
罷
市
︑
爲
9
價
值
舉
動
︑

故
鄙
人
提
議
︑
向
英
國
國
會
拍
電
︑
或
能
略
9
救
濟
﹂︒﹁
本
省
怨

聞
：
津
人
D
助
滬
案
之
熱
烈
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
六
�
七
日
︒

本
�
中
に
譯
出
し
た
の
は
傍
線
部
分
の
み
︒
な
お
宋
壽
恆
は
︑
ス
ト

ラ
イ
キ
は
自
殺
で
あ
る
と
い
う
表
現
を
µ
(99
)
の
﹃
河
南
工
商
�

報
﹄
に
お
け
る
言
論
で
も
�
用
し
て
い
る
︒

(102
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
g
揭
機
密

第
七
五
號
﹁
天
津
ニ
於
ケ
ル
上
海
事
件
聲
D
狀
況
報
吿
﹂
(﹃
北
部
荏

N
ノ
部
﹄
第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
二
九
畫

宴
)︒

(103
)

魯
嗣
香
の
訪
日
に
關
聯
し
て
は
︑﹃
東
京
<
日
怨
聞
﹄
の
場
合
︑

µ
(96
)の
�
料
﹁
排
日
巨
頭

魯
氏
一
行
來
<
﹂
の
ほ
か
︑
同
年
一

�
一
九
︑
二
九
日
︑
二
�
一
九
日
︑
三
�
二
七
︑
二
八
日
︑
五
�
七

日
附
の
同
紙
<
刊
な
い
し
夕
刊
で
報


さ
れ
た
︒
ま
た
澁
澤
榮
一
と

の
會
見
は
︑
一
�
二
三
日
に
飛
鳥
邸
に
お
い
て
な
さ
れ
た
︒
澁
澤
靑

淵
記
念
財
團
龍
門
社
b
纂
﹃
澁
澤
榮
一
傳
記
c
料
﹄
第
三
九
卷
︑
澁

澤
榮
一
傳
記
c
料
刊
行
會
︑
一
九
七
一
年
︑
二
七
一

−

二
七
二
頁
︒

(104
)

｢大
日
本
國
民
に
愬
う

天
津
團
體
代
表
會
宣
言
﹂﹃
大
阪
<
日
怨

聞
﹄
(<
刊
)
一
九
二
四
年
五
�
一
三
日
︒

(105
)

在
天
津
總
領
事
吉
田
茂
↓
外
務
大
臣
松
井
慶
四
郞
︑
公
信
二
〇
三

號
﹁
荏
N
ニ
關
係
ア
ル
本
邦
銀
行
會
社
ニ
對
シ
警
吿
方
ノ
件
﹂︑
一

九
二
四
年
五
�
八
日
︑
外
務
省
記
錄
﹃
本
邦
銀
行
關
係
雜
件
／
在
荏

之
部
﹄
第
一
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
10074158500︑
第
二
畫
宴
︒

(106
)

｢天
津
各
界
聯
合
會
代
表
呂
職
人
︑
郭
'
華
等
十
餘
人
︑
於
g
日

下
午
四
鐘
︑
赴
總
商
會
︑
謁
見
會
長
卞
�
庭
︒
由
夏
琴
西
︑
與
各
代

表
接
洽
︒
謂
卞
會
長
︑
9
緊
�
事
項
︑
不
能
來
會
︑
委
鄙
人
代
表
︒

卞
會
長
之
愛
國
熱
t
︑
向
不
落
人
後
︒
自
滬
案
發
生
︑
極
爲
延
懣
︒

對
於
商
界
︑
已
定
9
三
項
辦
法
︒
(一
)
與
英
日
經
濟
絕
�
︒
E
知

各
同
業
公
會
︑
已
買
之
貨
︑
趕
緊
結
束
︑
未
買
者
萬
勿
再
買
︒
竝
發

布
吿
︑
俾
各
商
T
︹
周
の
Y
Z
か
︺
知
︒
(二
)
致
電
中
央
政
府
︑

向
英
嚴
重
�
涉
︑
勿
稍
R
讓
︒
(三
)
E
電
各
省
商
會
︑
一
致
爲
外

�
後
D
︒
各
代
表
以
此
�
外
�
︑
惟
天
津
商
界
�
爲
沉
寂
︑
應
S
發

函
E
知
各
同
業
公
會
︑
¹
布
吿
各
商
︒
而
夏
君
面
允
卽
發
︑
各
代
表

始
行
辭
去
︒
夏
君
卽
將
致
各
同
業
公
函
︑
¹
布
吿
擬
就
︑
卽
日
油
印

分
發
粘
貼
﹂︒﹁
�
省
民
衆
熱
烈
D
助
滬
漢
粤
：
商
會
提
唱
抵
制
貨
物

E
函
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
七
�
二
八
日
︒
本
�
中
に
譯
出
し

た
の
は
傍
線
部
分
の
み
︒

(107
)

｢本
省
怨
聞
：
卞
�
庭
允
行
經
濟
絕
�
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年

八
�
五
日
︒
同
一
內
容
は
�
に
も
收
錄
︒﹁
卞
�
庭
允
倡
經
濟
絕
�
﹂

﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
五
日

(﹃
五
卅
�
動
在
天
津
﹄
一
八
八

−

一
八
九
頁
)︒

(108
)

｢本
省
怨
聞
：
學
生
聯
合
會
開
會
記
﹂
お
よ
び
﹁
本
省
怨
聞
：
各

會
聯
合
會
Ñ
息
一
束
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二
五
年
八
�
八
日
︒

(109
)

｢本
省
怨
聞
：
商
會
長
對
救
國
事
業
之
冷
淡
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二

五
年
八
�
八
日
︒

(110
)

｢本
省
怨
聞
：
聯
合
會
對
各
界
�
後
之
E
吿
﹂﹃
大
公
報
﹄
一
九
二

五
年
八
�
九
日
︒

(111
)

天
津
棉
業
公
會
↓
天
津
總
商
會
の
訴
え

(日
附
な
し
)︑
天
津
總

商
會
↓
李
景
林
の
書
鯵

(一
九
二
五
年
八
�
一
二
日
附
)︑
天
津
市

檔
案
館
ほ
か
b
﹃
天
津
商
會
檔
案
匯
b

(一
九
一
二

−

一
九
二
八
)﹄
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三
︑
天
津
：
天
津
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
三
一
八
一

−

三
一

八
二
頁
︒

(112
)

在
天
津
總
領
事
9
田
八
郞
↓
外
務
大
臣
9
原
喜
重
郞
︑
g
揭
公
信

第
三
九
五
號
﹁
碼
頭
苦
力
罷
工
ニ
關
ス
ル
件
﹂
(﹃
北
部
荏
N
ノ
部
﹄

第
二
卷
︑
JA
C
A
R
︑
R
ef.B
08090328600︑
第
三
九

−

四
〇
畫
宴
)︒

(113
)

吉
澤
t
一
郞
は
︑
天
津
に
お
い
て
袁
世
凱
が
設
置
し
た
﹁
Ã
警
﹂

を
︑﹁
天
津
の
*
代
﹂
を

成
し
た
重
�
な
�
素
と
し
て
議
論
し
て

い
る
︒
ま
た
世
界
�
の
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
︑
當
時
の
警
察
に
は
︑

c
本
�
義
社
會
へ
の
轉
奄
に
必
�
な
﹁
生
產
�
國
民
﹂
を
上
か
ら
創

出
し
︑
富
國
强
兵
を
實
現
す
る
手
段
と
し
て
の
側
面
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
が
ら
拙
稿
で
鯵
單
な
整

理
を
試
み
た
︒
天
津
の
商
人
た
ち
は
︑
一
九
〇
五
年
の
反
米
ボ
イ

コ
ッ
ト
の
際
も
官
に
よ
る
介
入
を
@
け
て
�
動
へ
の
參
加
を
取
り
や

め
て
お
り
︑
吉
澤
は
︑
こ
の
と
き
彼
ら
は
經
濟
へ
の
影
?
を
懸
念
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
當
時
の
直
隸
總
督
が
袁
世
凱

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
天
津
商
人
に
關
し
て
は
︑
袁
の
﹁
*

代
 
﹂
政
策
に
よ
る
影
?
を
も
っ
と
も
强
く
@
け
た
存
在
と
し
て
の

特
殊
性
を
考
え
て
お
く
必
�
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
吉
澤
t
一
郞

﹃
天
津
の
*
代

淸
末
都
市
に
お
け
る
政
治
�
 
と
社
會
瓜
合
﹄
名

古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
年
︑
第
五
違
︒
衞
�
安
奈
﹁
國
家
權

力
と
液
動
人
口
︱
︱
淸
末
民
初
の
乞
食
管
理
問
題
に
み
る
國
家
權

力
︑
管
理
︑﹃
公
共
空
閒

(圈
)﹄﹂
小
嶋
華
津
子
・
島
田
美
和
b
著

﹃
中
國
の
公
共
性
と
國
家
權
力

そ
の
歷
�
と
現
在
﹄
慶
應
義
塾
大

學
出
版
會
︑
二
〇
一
七
年
︑
二
五

−

二
六
頁
︒
あ
わ
せ
て
µ
(3
)も

參
照
の
こ
と
︒
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Administration Office was given great authority, and Minister of the Qing Imperial

Household Department Shaoying was appointed secretary of the Guard

Administration Office. The bylaws were structured to allow members of the Qing

Imperial Household some autonomy in managing themselves. In addition, Zhige

became the first director of the Antique Exhibition Museum, the first full-scale

museum in China, which opened Qing Imperial cultural properties to the public. Due

to Zhigeʼs hard work, the Antique Exhibition Museum opened in October 1914. At

the Antique Exhibition Museum, the bannermen of the Hujun guard police corps

were responsible for the museumʼs security and ticket sales etc. Zhige tried to

secure employment for poverty-stricken bannermen. Politically, Zhige belonged to

the Anhui clique, and from August 1917 he served as undersecretary of the

Mongolian and Tibetan Affairs Agency and wielded great authority. But when the

Anhui clique was defeated in the Zhili-Anhui War in 1920, he also fell from power

and resigned from three positions : undersecretary of the Guard Administration

Office ; director of the Antique Exhibition Museum ; and undersecretary of the

Mongolian and Tibetan Affairs Agency. In November 1924, when Feng Yuxiang

revised the “Articles of Favourable Treatment of the Great Qing Emperor after His

Abdication” and took Puyi away from the Forbidden City, the Guard

Administration Office was dissolved, and the bannermen of the Hujun Guard police

corps lost their jobs and were forced to leave the Forbidden City with Puyi.

AN ANALYSIS OF THE MAY THIRTY MOVEMENT IN

TIANJIN IN 1925 : FROM THE VIEWPOINT OF

INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMY

ETO Anna

The purpose of this article is to analyze why the May Thirty Movement in the

1920s stagnated in North China, the main cause of which is generally attributed to

either oppression by the military clique or the “backwardness” of society in North

China. Instead of such simple interpretations, I have tried to depict a more specific

regional context focusing on the case of Tianjin, which was related to international

political and economic factors.

After overviewing the mobilization process by the Chinese Communist Party

(CCP) and Kuomintang (KMT) of the people of Tianjin, I point out firstly that the

conflict between the Fengtain clique and USSR for the Zhongdong Railway also had
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a large influence on the result of the CCP and KMTʼs mobilization. As the official

history of CCP puts it, the military oppression of Li Jinglin, one of the generals of the

Fengtitan clique, who took control over Tianjin in 1925, undoubtedly was the most

direct cause that led to the failure of the May Thirty Movement in Tianjin.

However, we should also focus on the fact that “labor movements” with which the

USSR was involved were considered by Fengtain generals as a part of the invisible

war for the Zhongdong Railway.

Secondly, I show that the attitude of Tianjin merchants reflected economic

factors. The Tianjin Chamber of Commerce (Tianjin Zongshanghui) and the Tianjin

Merchants Representatives (Tianjin Tuanti Daibiaohui) would not give support to

the strike and boycott planned by the CCP and students. It is interesting, however,

that the Tianjin Merchants Representatives was regarded as an “anti-Japan” group

by the Japanese until that time. I found that the serious economic damage in 1924

caused by heavy rains and floods from July onward, as well as the ravages of the

Second Zhili-Fengtian War after September of the same year, made them

indifferent to the movement. Additionally, the Tianjin Merchants Representatives

had become inclined to cooperate economically with Japan after their visit to Japan

in early 1924, which seems to have been prepared by the Ministry of Foreign

Affairs of Japan.

In conclusion, I suggest that the historical meaning of the stagnation of the May

Thirty Movement in Tianjin is a contradiction between two dynamisms in modern

China : one is the dynamism of “revolution,” based on a network of secret societies

in South China, and the other of “modernization,” based on police system in North

China. Given facts presented in this paper, it seems that in 1925 the former

predominated over the latter.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT UNDER

THE WANG JINGWEI REGIME

OSAWA Hajime

This paper clarifies the education policies and conditions of the Wang Jingwei

regime through an examination of historical materials and compares it with other

regimes that ruled in modern China at various times and places.

The Wang Jingwei regime had no influence on its troops, the business sector

took a neutral stand, and the rural administration tended to operate autonomously.
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