
｢冀
東
﹂
の
�
想

︱
︱
殷
汝
�
と
池
宗
墨

︱
︱

關

智

英

一

は
じ
め
に

二

冀
東
政
府
と
日
本

三

殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
經
歷

四

殷
汝
�
の
議
論

(一
)
冀
東
政
府
成
立
以


の
議
論

(二
)
冀
東
政
府
成
立
後
の
議
論

五

池
宗
墨
と
そ
の
議
論

(一
)
冀
東
政
府
參
加
以


の
議
論

(二
)
冀
東
政
府
以
後
の
議
論

六

｢防
共
﹂
と
﹁
聯
省
自
治
﹂

七

殷
汝
�
・
池
宗
墨
に
對
す
る
議
論

(一
)
中
國
で
の
議
論

(二
)
日
本
で
の
議
論

八

小
結
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一

は
じ
め
に

滿
洲
國
成
立
後
の
一
九
三
〇
年
代
�
ば
︑
河
北
省
の
滿
洲
國
に
接
す
る
兩
國
の
�
衝
地
帶
に
冀
東
防
共
自
治
政
府

(以
下
當
時
の
略
稱
か
ら
冀

東
政
府(

1
)

)
な
る
組
織
が
樹
立
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
も
日
中
戰
爭
に
至
る
日
中
關
係

を
說
�
す
る
�
�
で
言
�
さ
れ
て
き
た
︒

本
稿
で
は
︑
こ
の
冀
東
政
府
を
中
樞
で
擔
っ
た
二
人
の
人
物
︑
殷
汝
�

(同
政
府
長
官
)
�
び
池
宗
墨

(同
政
府
祕
書
長
)
の
議
論
を
�
し
て
︑

�
代
中
國

上
に
お
け
る
冀
東
政
府
の
性
格
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
る
︒

冀
東
政
府
の
硏
究
は
︑
日
本
の
華
北
分
離
政
策
硏
究
を
嚆
矢
と
す
る
︒
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
秦
郁
彥
・
島
田
俊
彥
は
河
北
省
香
河
で
の

自
治
�
動
か
ら
冀
東
政
府
が
成
立
し
た
經
雲
を
整
理
し(2

)
︑
九
〇
年
代
に
は
︑
安
井
三
吉
が
冀
東
政
府
が
中
國
人
の
﹁
自
�
﹂
�
�
動
と
い
う
形

態
を
と
っ
た
點
を
︑
日
本
の
華
北
分
離
工
作
の
頂
點
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
限
界
を
示
し
た
も
の
と
し
た(3

)
︒
こ
れ
に
對
す
る
中
國
側
の
動
き

に
も
�
目
し
た
の
が
︑
內
田
尙
孝
や
光
田
剛
の
硏
究
で
︑
冀
東
政
府
に
つ
い
て
も
言
�
し
て
い
る(4

)
︒

こ
れ
ら
の
論
點
を
整
理
す
る
と
︑
一
．
滿
洲
國
成
立
後
の
一
九
三
三
年
五
�
に
︑
日
中
兩
軍
に
よ
る
停
戰
協
定

(
塘
沽
停
戰
協
定
)
の
結
果
︑

河
北
省
北
東
部
に
非
武
裝
中
立
地
帶
が
設
け
ら
れ
︑
二
．
そ
こ
に
南
京
の
國
民
政
府
か
ら
の
自
治
を
標
榜
す
る
冀
東
政
府
が
成
立
し
︑
そ
れ
に

對
抗
し
て
國
民
政
府
傘
下
の
�
衝
組
織
と
し
て
冀
察
政
務
委
員
會
が
成
立
︑
三
．
冀
東
政
府
が
低
關
稅
政
策
を
實
施
し
た
こ
と
で
︑
日
本
製
品

が
冀
東
を
�
じ
て
大
量
に
中
國
に
液
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(冀
東
特
殊
貿
易
)
︑
と
纏
め
ら
れ
る
︒

續
い
て
登
場
し
た
の
が
冀
東
政
府
そ
の
も
の
を
對
象
と
し
た
硏
究
で
あ
る
︒
廣
中
一
成
は
冀
東
政
府
に
つ
い
て
︑
同
政
府
で
長
官
を
務
め
た

殷
汝
�
の
經
歷
・
滿
洲
國
と
の
關
係
・
防
共
政
策
な
ど
か
ら
檢
討
を
試
み(5

)
︑
�
映
賢
治
は
冀
東
特
殊
貿
易
に
つ
い
て
檢
討
し
た(6

)
︒
ま
た
吉
井
�

美
は
︑
英
國
經
營
の
開
灤
炭
鑛
と
冀
東
政
府
�
び
そ
の
後
の
中
華
民
國
臨
時
政
府
と
の
"
涉
$
%
を
檢
討
し
た(7

)
︒
こ
の
他
︑
冀
東
政
府
成
立
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
香
河
事
件
と
︑
日
中
戰
爭
勃
發
後
上
海
に
成
立
し
た
上
海
市
大
'
政
府
と
の
人
�
・
思
想
�
繫
が
り
を
�
ら
か
に
し
た
硏

究(
8
)

︑
殷
汝
�
の
ア
ジ
ア
�
義
言
說
を
檢
討
し
た
古
屋
哲
夫
の
硏
究(9

)
︑
池
宗
墨
の
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
を
分
析
し
た
劉
岳
兵
の
論
考
が
あ
る(10

)
︒
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國
外
で
は
︑
中
國
に
冀
東
政
府
に
關
す
る
硏
究
が
複
數
存
在
し(11

)
︑
冀
東
政
府
に
關
す
る

料
集
も
纏
め
ら
れ
た(12

)
︒
し
か
し
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
冀
東
政
府
の
槪
說
に
と
ど
ま
り
︑
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
李
秉
奎
・
付
春
瑞
に
よ
る
冀
東
政
府
の
警
察
組
織
に
關
す
る
論
考
が
あ
る
%
度

で
あ
る(

13
)

︒

こ
う
し
た
硏
究
に
よ
り
冀
東
政
府
の
事
實
關
係
に
つ
い
て
は
か
な
り
整
理
さ
れ
た
と
言
え
る
︒
た
だ
︑
多
く
の
先
行
硏
究
が
冀
東
政
府
を
專

ら
﹁
僞
政
府
﹂﹁
傀
儡
政
權
﹂
と
い
っ
た
觀
點
か
ら
說
�
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑
同
政
府
關
係
者
の
*
圖
や
そ
の
思
想
�
背
景
ま
で
深
く
掘

り
下
げ
た
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
冀
東
政
府
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
說
�
し
︑
い
か
な
る
將
來
�
想
を
表
�
し
︑
そ
れ
を
實
踐
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
點
は
ほ
と
ん
ど
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
︑
政
權
中
樞
を
擔
っ
た
殷
汝
�
や
池
宗
墨

の
政
治
�
知
名
度
が
相
對
�
に
低
か
っ
た
こ
と
や
︑
當
時
彼
ら
に
對
し
て
中
國
側
か
ら
﹁
傀
儡
︑
漢
奸
は
失
*
の
軍
閥
・
官
僚
・
政
客
�
び
怨

興
の
恥
を
知
ら
な
い
知
識
分
子
の
變
,(14

)
﹂
と
い
っ
た
-
價
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
關
係
し
て
い
よ
う
︒
し
か
し
︑
殷
汝
�
や
池
宗
墨
の
冀
東
政
府

を
說
�
す
る
言
說
は
︑
日
中
戰
爭
中
に
中
國
占
領
地
に
樹
立
さ
れ
た
諸
政
權
の
議
論
と
も
符
合
す
る
部
分
が
多
く
︑
そ
れ
は
當
時
の
中
國
社
會

の
0
え
て
い
た
諸
問
題
と
も
無
關
係
で
は
な
か
っ
た
︒
從
っ
て
殷
や
池
の
議
論
を
檢
討
す
る
こ
と
は
︑
�
現
代
中
國
社
會
を
理
解
す
る
上
で
も

必
1
な
作
業
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
殷
汝
�
と
池
宗
墨
の
議
論
の
分
析
を
�
し
て
︑
兩
者
と
冀
東
政
府
と
の
關
わ
り
を
�
ら
か
に
し
︑
同
政
府
の
性
質
を
檢
討
す
る
︒

そ
の
際
2
の
三
點
︑
一
．
殷
汝
�
が
辛
亥
革
命
に
參
加
し
一
九
一
〇
年
代
か
ら
知
日
3
中
國
人
と
し
て
日
本
の
媒
體
で
多
く
の
議
論
を
發
表
し

た
點
︑
二
．
冀
東
に
來
る
ま
で
の
池
宗
墨
が
政
治
家
と
し
て
よ
り
も
敎
育
者
・
實
業
家
と
し
て
活
5
し
て
い
た
點
︑
三
．
冀
東
政
府
の
成
立
後

は
︑
殷
汝
�
よ
り
も
む
し
ろ
池
宗
墨
が
冀
東
政
府
を
理
論
�
に
リ
ー
ド
し
た
點
に
留
*
す
る
︒

用
い
る

料
は
日
本
・
中
國
で
發
行
さ
れ
て
い
た
怨
聞
︑
雜
誌
の
他
︑
冀
東
政
府
刊
行
物
︑
天
津
で
發
行
さ
れ
て
い
た
雜
誌
﹃
北
荏
U
﹄

(北
荏
U
社
)
︑
外
"
�
書
等
で
あ
る
︒
以
下
︑
ま
ず
冀
東
政
府
の
槪
1
︑
續
い
て
殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
經
歷
を
整
理
し
た
上
で
︑
そ
の
議
論
を

檢
討
す
る
︒
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二

冀
東
政
府
と
日
本

冀
東
政
府
は
一
九
三
五
年
一
一
�
二
五
日
︑
河
北
省
東
部
の
二
二
縣
を
領
域

(
以
下
冀
東
地
區
)
に
︑
�
州
に
成
立
し
た(15

)
︒
面
積
は
6
一
萬

五
〇
〇
〇
7
方
マ
イ
ル

(三
萬
八
八
五
〇
7
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
で(16

)
︑
日
本
の
九
州
と
同
%
度
︑
人
口
は
6
六
二
五
萬
人
で
あ
っ
た(

17
)

︒
冀
東
地
區

は
一
九
三
三
年
五
�
閲
結
の
停
戰
協
定
で
定
め
ら
れ
た
非
武
裝
中
立
地
帶
に
由
來
す
る
︒
國
民
政
府
は
こ
こ
に
行
政
單
位
と
し
て
灤
楡
區
・
薊

密
區
を
設
け
︑
殷
汝
�
を
後
者
の
責
任
者

(行
政
督
察
專
員
)
と
し
た
の
で
あ
る
︒

冀
東
政
府
成
立
の
き
っ
か
け
は
︑
一
九
三
五
年
一
〇
�
二
〇
日
に
非
武
裝
地
帶
で
8
き
た
農
民
�
動
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(18

)
︒
し
か
し
︑
現

地
に
國
民
政
府
に
對
す
る
反
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
︑
こ
の
動
き
に
は
滿
洲
國
關
係
者
や
現
地
日
本
軍
人
が
關
與
し
て
い

た
︒
冀
東
政
府
で
稽
査
處
長
を
務
め
た
宮
田
天
堂
は
︑
す
で
に
冀
東
政
府
成
立
に
先
立
つ
一
九
三
五
年
九
�
一
九
日
の
時
點
で
︑
學
生
時
代
か

ら
面
識
の
あ
っ
た
大
橋
忠
一

(滿
洲
國
外
"
部
2
長
)
か
ら
﹁
殷
汝
�
と
云
ふ
人
が
荏
U
民
族
の
自
立
と
日
滿
荏
提
携
と
云
ふ
東
洋
7
和
の
大
9

命
か
ら
今
度
冀
東
に
防
共
自
治
政
權
を
樹
立
し
て
死
を
�
し
て
や
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
︒
就
い
て
は
是
非
殷
氏
を
扶
け
て
働
い
て
も
ら
ひ
た

い
﹂
と
言
わ
れ
て
︑
殷
汝
�
の
許
に
行
っ
た
と
し
て
お
り(19

)
︑
農
民
自
治
�
動
勃
發
以


に
す
で
に
冀
東
政
府
樹
立
の
劃
策
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
ま
た
︑
こ
の
農
民
自
治
�
動
そ
の
も
の
に
も
日
本
人
が
關
與
し
て
い
た(20

)
︒

成
立
後
の
冀
東
政
府
は
︑
後
営
す
る
よ
う
に
國
民
政
府
を
批
:
し
︑
親
日
滿
を
標
榜
し
た
︒
た
だ
外
相
佐
�
尙
武
ら
が
冀
東
政
府
に
反
對
し

て
い
た
よ
う
に
︑
同
政
府
に
は
日
本
政
府
の
;
面
�
な
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
露
<
し
た
の
は
︑
一
九
三
七
年
三
�

に
國
民
政
府
外
"
部
部
長
に
就
任
し
た
王
寵
惠
が
﹁
冀
東
政
府
の
解
=
が
日
中
國
"
>
整
の


提
﹂
と
の
含
*
を
表
�
し
た
時
で
あ
る
︒
折
し

も
外
相
佐
�
尙
武
が
日
華
實
業
協
會
會
長
兒
玉
?
2
を
團
長
と
す
る
經
濟
視
察
團
を
南
京
に
3
A
し
︑
兒
玉
が
こ
の
國
民
政
府
側
の
提
言
に
理

解
を
示
し
た
こ
と
も
︑
冀
東
政
府
を
苦
境
に
陷
れ
た
︒

こ
れ
に
對
し
殷
汝
�
は
︑
冀
東
政
府
の
存
立
は
中
國
の
內
政
問
題
で
︑
斷
じ
て
日
本
政
府
の
指
圖
は
B
け
な
い
と
の
聲
�
を
發
し
︑
日
本
政
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府
を
非
難
し
た
︒
同
じ
頃
一
九
三
七
年
四
�
に
開
か
れ
た
名
古
屋
鋭
太
7
洋
7
和
D
覽
會
の
﹁
冀
東
デ
ー
﹂
で
︑
殷
汝
�
が
�
州
か
ら
ラ
ジ
オ

の
國
際
放
E
を
行
っ
た
際
に
も
︑
そ
の
差
し
止
め
を
は
か
る
外
務
・
陸
軍
兩
省
と
現
地
陸
軍
と
の
閒
に
確
執
が
生
じ
た(21

)
︒

盧
²
橋
事
件
勃
發
後
の
一
九
三
七
年
七
�
二
九
日
︑
冀
東
政
府
保
安
G
が
H
亂
を
8
し
︑
�
州
の
日
本
特
務
機
關
が
;
滅
し
た
他
︑
多
數
の

在
留
日
本
人
が
殺
J
さ
れ
た
︒
こ
の
際
︑
殷
汝
�
も
H
亂
軍
に
K
捕
監
禁
さ
れ
︑
失
脚
し
た

(
�
州
事
件
)
︒

こ
れ
に
よ
り
政
府
長
官
に
は
祕
書
長
の
池
宗
墨
が
就
任
し
︑
政
府
も
�
州
か
ら
L
山
に
移
っ
た
︒
そ
の
後
︑
日
中
戰
爭
の
M
展
に
よ
り
日
本

の
占
領
地
が
擴
大
す
る
と
︑
華
北
占
領
地
;
體
の
怨
政
權
樹
立
が
摸
索
さ
れ
︑
一
九
三
七
年
一
二
�
︑
北
京
に
中
華
民
國
臨
時
政
府
が
成
立
し

た
︒
閒
も
な
く
冀
東
政
府
も
こ
の
臨
時
政
府
に
合
液
す
る
こ
と
と
な
り
︑
一
九
三
八
年
二
�
︑
冀
東
政
府
は
解
=
し
た
︒

三

殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
經
歷

冀
東
政
府
で
の
議
論
は
︑
殷
汝
�
・
池
宗
墨
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
︒
他
に
殷
の
甥
で
實
業
廳
廳
長
の
殷
體
怨
や(22

)
円
設
廳
廳
長
王
廈
材
の
�

違
が
確
N
さ
れ
る
が
獨
自
性
は
な
い(23

)
︒
殷
�
び
池
の
議
論
を
O
う
こ
と
で
︑
冀
東
政
府
の
議
論
は
ほ
ぼ
網
羅
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
も
ち
ろ
ん

殷
・
池
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
本
P
と
見
做
す
に
は
留
*
が
必
1
で
あ
る
︒
た
だ
︑
本
稿
で
は
少
な
く
と
も
彼
ら
の
議
論
は
冀
東
政
府
へ

の
荏
持
擴
大
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
點
を
重
視
し
た
い
︒
彼
ら
は
冀
東
政
府
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
說
�
し
た
の
か
︒
そ
の
說
�
の
仕
方
に
冀
東

政
府
の
性
質
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
議
論
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
︑
彼
ら
の
經
歷
を
鯵
單
に
整
理
し
て
お
く
︒
兩
者
は
浙
江
省
7
陽
出
身
で
︑
と
も
に
日
本

へ
の
留
學
經
驗
を
Q
し
て
い
る
︒
殷
汝
�

(一
八
八
五

−

一
九
四
七
)
は
上
海
震
旦
書
院
に
學
ん
だ
後
︑
一
六
歲
で
日
本
に
渡
り(24

)
︑
第
一
高
等
學

校
豫
科
か
ら
第
七
高
等
學
校
S
士
館
に
M
ん
だ
︒
こ
の
時
U
に
中
國
同
V
會
に
參
加
し
︑
辛
亥
革
命
後
は
黃
興
と
共
に
湖
北
省
で
革
命
に
從
事

し
た
︒
一
九
一
三
年
︑
第
二
革
命
が
失
敗
す
る
と
再
び
日
本
に
渡
り
︑
早
稻
田
大
學
政
治
學
科
に
入
學
し
た
︒
永
井
柳
太
郞
の
Y
業
で
は
口
頭

試
驗
の
際
に
永
井
と
革
命
を
論
じ
る
こ
と
數
時
閒
に
�
び
︑
他
の
學
生
の
試
驗
時
閒
の
大
部
分
を
獨
占
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
傳
え
ら
れ
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て
い
る(

25
)

︒

こ
の
時
U
の
殷
汝
�
の
政
治
�
立
場
は
︑
當
時
殷
が
歐
事
硏
究
會
に
參
加
し
て
い
た
こ
と
が
手
掛
か
り
に
な
る
︒
歐
事
硏
究
會
は
︑
袁
世
凱

Z
制
に
反
對
し
た
中
國
の
革
命
3
の
う
ち
︑
孫
中
山
の
獨
裁
�
傾
向
に
反
對
す
る
人
々
が
黃
興
を
精
神
�
荏
]
と
し
て
東
京
で
組
織
し
た
團
體

で
あ
る
︒
後
年
殷
汝
�
は
孫
中
山
の
護
法
政
府
に
參
加
す
る
が
︑
そ
の
後
も
政
治
の
獨
裁
�
傾
向
に
は
否
定
�
で
あ
っ
た

(後
営
)
︒

一
九
一
六
年
︑
殷
汝
�
は
早
稻
田
大
學
を
卒
業
し
︑
中
華
民
國
衆
議
院
の
書
記
官
に
な
っ
た
が
︑
同
年
秋
に
は
銀
行
制
度
>
査
を
名
目
に
來

日
し
︑
革
命
�
動
に
從
事
し
た(26

)
︒
一
九
二
一
年
九
�
に
は
東
洋
拓
殖
會
社
か
ら
の
借
款
で
江
蘇
省
阜
寧
に
怨
農
墾
_
公
司
を
設
立
し
て
實
業
界

に
轉
じ
た
が(27

)
︑
孫
中
山
が
護
法
政
府
を
樹
立
す
る
と
︑
そ
の
`
日
委
員
と
し
て
再
び
日
本
に
滯
在
し
た
︒

殷
汝
�
が
郭
松
齡
事
件
に
關
係
し
た
こ
と
も
︑
そ
の
政
治
�
立
ち
位
置
を
考
え
る
際
に
參
考
と
な
る
︒
一
九
二
五
年
一
一
�
︑
當
時
東
三
省

で
霸
を
唱
え
て
い
た
張
作
霖
に
對
し
︑
部
下
の
郭
松
齡
が
H
亂
を
8
こ
し
た
︒
郭
松
齡
は
中
國
同
V
會
員
と
し
て
辛
亥
革
命
に
關
わ
り
︑
孫
中

山
の
護
法
政
府
に
參
加
し
た
經
歷
を
持
つ
軍
人
で
︑
張
作
霖
の
麾
下
に
あ
っ
た
と
は
言
え
︑
國
民
革
命
に
理
解
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
︒
殷
汝
�

も
郭
松
齡
を
荏
持
し
て
︑
當
時
北
京
で
開
催
さ
れ
て
い
た
關
稅
會
議
を
離
れ
て
郭
陣
營
に
參
加
し
た
︒
殷
汝
�
が
參
加
し
た
背
景
の
詳
細
は
不

�
だ
が
︑
日
本
と
東
三
省
の
閒
に
﹁
立
つ
て
努
力
し
多
少
の
效
果
で
も
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
非
常
に
本
a
で
あ
る
と
考
へ
た
﹂
と
い

う(
28
)

︒
し
か
し
日
本
が
郭
松
齡
の
動
き
を
牽
制
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
結
局
郭
の
試
み
は
失
敗
し
︑
殷
汝
�
も
日
本
領
事
館
に
b
c
し
た
︒
殷
汝
�

に
と
っ
て
郭
松
齡
事
件
は
特
別
な
*
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
郭
松
齡
が
反
張
作
霖
の
旗
を
揭
げ
た
一
一
�
二
四
日
に
ち
な
ん
で
冀
東
政
府

の
獨
立
を
宣
言
し
た
と
證
言
し
て
い
る(29

)
︒

一
九
二
六
年
一
一
�
︑
殷
汝
�
は
國
民
革
命
軍
總
司
令
部
�
e
處
處
長
f
參
議
と
し
て
北
伐
に
參
加
し
た
︒
ま
た
一
時
下
野
し
て
い
た
蔣
介

石
の
日
本
語
�
譯
も
務
め
た
︒
二
七
年
四
�
の
上
海
ク
ー
デ
タ
ー
後
は
︑
上
海
市
長
黃
郛
の
下
で
祕
書
を
務
め
︑
二
八
年
三
�
に
黃
郛
が
外
"

部
部
長
に
就
任
す
る
と
︑
こ
れ
に
從
い
`
日
外
"
特
3
員
と
な
っ
た
︒

山
東
省
濟
南
で
日
本
軍
と
國
民
革
命
軍
が
衝
突
し
た
の
は
︑
殷
汝
�
が
`
日
外
"
特
3
員
の
時
U
だ
っ
た
︒
殷
汝
�
は
日
本
と
國
民
政
府
の

― 152 ―

152



"
涉
の
�


線
に
立
ち
︑
2
U
`
日
公
9
と
し
て
名


が
擧
げ
ら
れ
も
し
た(30

)
︒
し
か
し
一
九
二
八
年
一
二
�
︑
突
然
殷
汝
�
は
�
譯
の
h
格
を

取
り
=
さ
れ
外
"
部
を
離
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
れ
は
一
說
に
よ
る
と
南
京
を
訪
問
し
た
床
2
竹
二
郞

(
怨
黨
俱
樂
部
代
議
士
)
が
蔣
介
石
ら
1

人
と
會
談
し
た
內
容
を
︑
殷
が
首
相
田
中
義
一
に
漏
ら
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
︒

殷
汝
�
の
田
中
義
一
へ
の
j
報
漏
洩
に
つ
い
て
は
︑
郭
松
齡
事
件
で
殷
と
行
動
を
共
に
し
た
齊
世
英
の
證
言(31

)
や
︑
戰
後
開
か
れ
た
殷
の
裁
:

に
h
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
怨
聞
記
事

(
德
柏
﹁
老
F
閒
諜
殷
汝
�
﹂﹃
救
國
日
報
﹄
一
九
四
六
年
六
�
七
日
)
が
詳
し
い
︒
そ
れ
に
よ
る
と
殷
汝
�

か
ら
の
j
報
漏
洩
の
話
は
︑
床
2
か
ら
梅
屋
庄
吉
・
馬
伯
m

(中
華
留
日
基
督
敎
靑
年
會
幹
事
)
を
經
て
中
國
政
府
に
傳
わ
り
︑
殷
は
蔣
介
石
�

譯
の
h
格
を
失
っ
た
と
い
う(32

)
︒
し
か
し
こ
の
漏
洩
の
事
實
は
床
2
竹
二
郞
の
傳
記
他
︑
日
本
側
の

料
で
は
確
N
で
き
な
い
︒
そ
も
そ
も
一
九

二
八
年
一
二
�
の
床
2
の
中
國
行
は
田
中
義
一
の
了
解
の
上
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
歸
國
し
た
床
2
は
田
中
と
二
度
に
わ
た
っ
て
會
談
し
た
が
︑

結
局
田
中
內
閣
の
對
中
方
針
が
變
o
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た(33

)
︒
た
だ
床
2
竹
二
郞
の
訪
中
後
に
殷
汝
�
が
外
"
畑
か
ら
離
れ
て
い
る
の
は
確
か

な
の
で
︑
國
民
政
府
か
ら
�
譯
者
と
し
て
殷
の
h
質
に
何
ら
か
の
U
疑
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
後
︑
殷
汝
�
は
"
�
部
航
空
司
司
長
に
就
き
︑
し
ば
ら
く
外
"
の
舞
臺
か
ら
p
ざ
か
っ
た
が
︑
一
九
三
二
年
一
�
に
第
一
2
上
海
事
變

が
勃
發
す
る
と
︑
上
海
市
長
吳
鐵
城
の
1
s
を
B
け
上
海
市
政
府
參
事
と
し
て
事
變
の
處
理
"
涉
に
あ
た
っ
た
︒
さ
ら
に
一
九
三
四
年
五
�
︑

北
7
政
務
整
理
委
員
會
委
員
長
黃
郛
の
招
き
で
華
北
に
赴
き
︑
同
年
一
一
�
に
は
薊
密
區
行
政
督
察
專
員
に
就
任
し
た
︒
こ
の
際
も
殷
は
黃
郛

に
招
s
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
こ
の
華
北
行
が
冀
東
政
府
に
關
わ
る
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
︒

私
生
活
で
は
殷
汝
�
は
一
九
一
七
年
九
�
に
寺
尾
亨

(東
京
Z
國
大
學
敎
Y
︑
孫
中
山
を
荏
m
)
の
媒
u
で
井
上
宅
輔
の
長
女
民
惠
と
結
婚
し

た(
34
)

︒
當
時
殷
汝
�
は
日
本
で
は
�
�
批
-
家
と
し
て
︑
ま
た
中
國
で
は
日
本
�
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た(35

)
︒
冀
東
政
府
成
立
後
殷
汝
�
と
會
見
し

た
尾
崎
秀
實
は
︑
殷
汝
�
を
﹁
一
世
の
風
雲
兒
﹂
で
﹁
冀
東
の
一
角
に
H
旗
を
い
ち
早
く
揭
げ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
周
圍
の
事
j
に
も
よ
る
が

ま
た
こ
の
人
の
持
つ
一
種
の
H
骨
と
j
熱
と
を
語
る
も
の
﹂
と
解
說
し
て
い
る(36

)
︒

こ
の
よ
う
に
殷
汝
�
は
中
國
と
日
本
を
行
き
來
し
な
が
ら
︑
斷
續
�
に
革
命
�
動
に
關
わ
り
續
け
︑
堪
能
な
日
本
語
や
日
本
人
と
の
關
係
を
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�
な
政
治
h
源
と
し
て
活
5
の
場
を
廣
げ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
中
華
革
命
黨
か
ら
w
離
を
と
っ
た
よ
う
に
︑
政
治
�
獨
裁
に
對
し
て
は

一
貫
し
て
批
:
�
で
あ
っ
た
︒

一
方
の
池
宗
墨

(一
八
九
〇

−

一
九
五
一
)
は
︑
東
京
高
等
師
範
學
校
・
�
治
大
學
で
學
ん
だ
︒
殷
汝
�
が
革
命
に
身
を
投
じ
た
の
に
對
し
︑

池
宗
墨
は
敎
育
方
面
に
M
路
を
取
り
︑
歸
國
後
は
浙
江
省
首
席
督
學
官
・
北
京
高
等
師
範
學
校
敎
Y
・
尙
志
大
學
敎
Y
・
北
京
中
學
校
長
・
廈

門
師
範
學
校
校
長
な
ど
を
歷
任
し
た
︒
そ
の
後
中
國
銀
行
に
入
り
︑
さ
ら
に
一
九
二
三
年
一
�
に
江
蘇
省
常
州
で
利
民
紡
織
副
經
理
に
就
任
し
︑

二
五
年
に
は
こ
れ
を
�
成
紡
織
と
改
稱
し
た(37

)
︒

�
成
紡
織
で
の
池
宗
墨
は
︑
工
場
勞
働
者
の
福
祉
向
上
を
目
指
し
た

(後
営
)
︒
一
九
三
五
年
︑
池
は
殷
汝
�
の
招
き
で
薊
密
區
行
政
督
察

專
員
公
署
祕
書
長
に
就
任
し
︑
同
年
一
一
�
の
冀
東
防
共
自
治
委
員
會
の
成
立
に
よ
り
︑
そ
の
ま
ま
同
委
員
會
の
祕
書
長
と
な
っ
た
︒
一
九
三

七
年
七
�
︑
�
州
事
件
に
よ
り
殷
汝
�
が
失
脚
す
る
と
︑
池
宗
墨
は
殷
に
替
わ
っ
て
政
務
長
官
に
就
任
し
た
︒

四

殷
汝
�
の
議
論

(一
)
冀
東
政
府
成
立
以


の
議
論

冀
東
政
府
成
立
以


の
殷
汝
�
の
議
論
は
管
見
の
限
り
三
二
{
確
N
で
き
る
︻
表
︼︒
こ
の
う
ち
中
國
語
に
よ
る
論
考
は
六
{
で
︑
他
は
;

て
日
本
語
で
日
本
の
媒
體
に
揭
載
さ
れ
た
︒
殷
は
日
本
を
舞
臺
に
政
治
・
經
濟
・
�
o
な
ど
幅
廣
く
議
論
を
展
開
し
た
が
︑
そ
こ
に
は
殷
の
政

治
へ
の
立
ち
位
置
が
表
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
殷
が
中
國
語
で
發
表
し
た
內
容
は
︑
日
本
風
俗
の
紹
介
や
實
務
�
な
報
吿
書
に
限
ら
れ
て
い
る
︒

日
本
で
は
﹁
日
荏
兩
國
の
�
�
の
事
j
に
�
も
精
�
し
た
人
﹂
と
廣
く
知
ら
れ
た
殷
だ
が(38

)
︑
中
國
の
言
論
界
で
は
日
本
事
j
の
紹
介
者
に
$
ぎ

ず
︑
そ
の
知
名
度
も
限
定
�
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

殷
汝
�
の
議
論
は
以
下
見
る
よ
う
に
︑
日
中
提
携
を


提
と
し
つ
つ
も
︑
中
國
の
民
*
}
重
を
日
本
に
求
め
︑
是
々
非
々
で
臨
む
べ
き
と
い
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【表】冀東政府成立以�の殷汝�の論考

發行年�日 論 題 揭載紙／揭載誌

1917 年 6� 16 日 日荏親善に就て日本の~野に訴ふ 『東京~日怨聞』

1917 年 8� 26 日 日荏借款問題 『東京~日怨聞』

1918 年 8� 6 日 借款是非 『東京日日怨聞』

1919 年 1� 19 日〜20 日 日荏關係の怨紀元 『東京日日怨聞』

1919 年 11� 5 日 靳內閣の
� 『東京~日怨聞』

1921 年 1� 2 日〜7 日
僞らざる對日感jの吿白――日本}信か

ら排日まで
『讀賣怨聞』

1921 年 8� 23 日〜9� 4 日
目覺めたる荏Uより――親愛なる日本國

民へ
『讀賣怨聞』

1921 年 8� 23 日〜24 日 大勢は聯省自治 『東京~日怨聞』

1921 年 12� 22 日〜23 日 華盛頓會議と日荏今後の關係 『讀賣怨聞』

1922 年 5� 2 日〜7 日 動亂の荏Uを眺めつゝ 『讀賣怨聞』

1922 年 6� 6 日 黎氏の出廬に多大のU待は無理 『讀賣怨聞』

1923 年 8� 20 日 荏Uの社會組織と經濟界の將來 『東京工場懇話會會報』第 14號

1924 年 4� 23 日 日荏提携して白人の壓�を脫せよ 『東京~日怨聞』

1924 年 4� 24 日
人種�自衞の1――日荏の園底�覺悟の

下に
『大阪~日怨聞』

1924 年 6� 30 日 米國排日の對策――日荏兩國の共存共榮 『讀賣怨聞』

1924 年 7� 亞細亞に於ける日荏兩國の地位 『東洋』第 27卷第 7號

1924 年 7� 15 日 加�內閣に對する荏U國民の希a 『外"時報』

1924 年 9� 15 日 蘇浙戰を中心とせる時局槪觀 『荏U時報』1924 年 10�號

1924 年 10� 大亞細亞�義とは何ぞや 『日本�日本人』

1924 年 11� 荏Uといふ國 『女性改S』第 3卷第 11號

1925 年 11� 關稅自�權之眞義�目
推移之形勢 『銀行�刊』第 5卷第 11號

1926 年7�21日〜8�15日 �載囘�錄――重圍をbれて 『大阪每日怨聞』

1927 年 7� 13 日
民族民權民生 謂ゆる三民�義――それ

は一貫した精神をQする
『京城日報』

1927 年 8� 自由7等と三民�義の高> 『東方公論』第 2卷 8�號

1927 年 8�
三民�義と共產�義――三民�義大綱の

解說
『荏U時報』

1927 年 11� 園頭園尾�*の人 『中央公論』

1928 年 3� 18 日 〔北京陷落も�き將來〕 『東京~日怨聞』

1928 年 4� 16 日
日本人之衣食��其禮,――在日本對我

國留學士官生�演�詞
『知難�刊』第 55U

1928 年 4� 28 日 日本之家庭制度�其�o之特點 『知難�刊』第 56U

1929 年 9� 17 日 收囘航權之*見 『銀行�報』第 13卷第 36號

1930 年 1� 日本之風俗人j談 『日本硏究』第 1卷第 1U

1932 年 7� 淞滬戰區之接管 『時事�報』第 7卷第 1-2U



う
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
當
時
日
本
で
隆
盛
し
て
い
た
ア
ジ
ア
�
義
に
も
一
家
言
持
っ
て
い
た
︒
以
下
︑
槪
ね
時
代
順
に
そ
の
議
論
を
確
N
し

て
い
く
︒

日
中
提
携
と
民
�
の
�
重

管
見
の
限
り
�
初
の
議
論
で
あ
る
﹁
日
荏
親
善
に
就
て
日
本
の
~
野
に
訴
ふ
﹂
(
一
九
一
七
年
六
�
)
に
お
い
て
殷
汝
�
は
︑﹁
日
本
は
荏
U

の
何
れ
の
黨
3
と
提
携
す
べ
き
や
﹂
と
問
い
︑
日
本
が
﹁
荏
U
國
民
と
提
携
﹂
す
る
た
め
に
は
知
識
階
�
を
重
視
し
︑﹁
民
黨
﹂
と
提
携
す
べ

き
と
訴
え
た
︒
同
時
U
の
﹁
日
荏
借
款
問
題
﹂
(一
九
一
七
年
八
�
)
で
も
︑
民
*
の
在
處
に
�
*
す
べ
き
と
営
べ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
﹁
民

黨
﹂
は
﹁
�
黨
﹂
(藩
閥
政
府
荏
持
3
)
の
對
義
語
と
し
て
�
治
U
日
本
で
9
わ
れ
た
用
語
だ
が
︑
こ
こ
で
は
北
京
政
府
に
對
抗
し
た
孫
中
山
ら

を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

歐
洲
大
戰
の
�
結
を
�
え
て
書
か
れ
た
﹁
日
荏
關
係
の
怨
紀
元
﹂
(一
九
一
九
年
一
�
)
で
は
︑﹁
荏
U
と
日
本
と
の
提
携
は
只た
だ

兩
國
の
み
の

利
J
に
非
ず
﹂︑
東
洋
7
和
・
東
洋
�
o
の
擁
護
發
揚
・
世
界
人
類
永
久
の
7
和
の
た
め
に
必
1
な
も
の
で
あ
る
と
営
べ
た
︒

こ
の
よ
う
に
殷
汝
�
は
日
中
の
提
携
を
標
榜
し
た
が
︑
そ
れ
は
日
本
に
對
す
る
1
求
と
表
裏
を
な
し
て
い
た
︒﹁
對
日
感
j
の
僞
ら
ざ
る
吿

白
﹂
(一
九
二
一
年
一
�
)
で
は
︑
中
國
に
對
し
て
は
�
略
�
で
あ
り
な
が
ら
︑
歐
米
に
對
し
て
は
�
腰
な
日
本
政
府
の
態
度
を
問
題
視
し
た
︒

そ
の
上
で
︑﹁
日
本
國
民
が
直
接
に
荏
U
國
民
に
接
觸
し
胸
襟
を
披ひ

ら

き
て
談
じ
た
な
ら
ば
荏
U
國
民
の
希
a
の
何
た
る
か
は

立
た
ち
ど
こ

ろ
に
諒
解
さ

れ
る
﹂
と
︑
兩
國
の
國
民
の
レ
ベ
ル
で
の
"
液
を
提
唱
し
た(39

)
︒

中
國
の
怨
人
と
そ
の
經
濟
�
側
面
へ
の
�
待

日
中
の
提
携
の
重
1
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
︑
殷
汝
�
は
提
携
の
た
め
に
は
日
本
人
が
獨
斷
�
態
度
を
あ
ら
た
め
て
︑
中
國
�
び
中
國
人
を

理
解
す
る
必
1
が
あ
る
と
の
立
場
に
あ
っ
た
︒﹁
目
覺
め
た
る
荏
U
よ
り
︱
︱
親
愛
な
る
日
本
國
民
へ
﹂
(
一
九
二
一
年
八
�
～
九
�
)
で
は
︑
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日
本
人
が
舊
式
の
官
僚
や
軍
人
を
相
手
に
"
涉
し
た
と
こ
ろ
で
效
果
は
少
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
荏
U
の
利
益
を
代
表
し
﹂
て
い
る
﹁
民
閒
の
商

人
﹂
や
︑
そ
の
中
心
勢
力
た
る
﹁
若
い
人
�
﹂
の
﹁
潛
勢
力
を
荏
�
す
る
樣
で
な
け
れ
ば
眞
に
荏
U
を
理
解
し
た
と
云
ふ
事
は
出
來
な
い
﹂
と

�
張
し
た(40

)
︒

ま
た
同
�
違
で
は
︑﹁
荏
U
國
民
は
決
し
て
政
治
�
國
民
で
は
無
い
︑
寧
ろ
經
濟
�
國
民
で
あ
る
﹂
と
の
議
論
も
展
開
さ
れ
た
︒
殷
汝
�
は

﹁
我
等
國
民
の
求
む
る
�
は
7
安
な
る
生
活
﹂
で
︑﹁
我
等
は
救
治
の
a
み
な
き
政
治
に
見
切
を
付
け
相
�
ゐ
て
經
濟
に
奔は

し

つ
た
﹂
と
現
狀
を

語
っ
た(

41
)

︒
そ
し
て
︑
營
利
に
强
い
關
心
を
持
つ
中
國
人
の
國
民
性
こ
そ
が
中
國
の
產
業
發
展
を
後
押
し
し
︑﹁
自
然
の
�
命
が
國
民
を
驅
り
て

茲こ
こ

に
至
ら
し
め
た
﹂
の
で(42

)
︑﹁
日
荏
關
係
は
自
然
の
法
則
に
從
ひ
純
經
濟
�
に
解
決
す
べ
き
﹂
と
営
べ
た(43

)
︒
こ
の
よ
う
な
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た

怨
興
の
產
業
界
に
�
目
し
た
議
論
の
背
景
に
は
︑
當
時
殷
汝
�
が
江
蘇
省
阜
寧
で
開
墾
事
業
に
從
事
し
︑
政
治
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
も
關
係

し
て
い
よ
う(44

)
︒

聯
省
自
治
の
提
唱
と
﹁
軍
閥
﹂
の
自
滅

殷
汝
�
が
日
本
で
積
極
�
に
議
論
を
發
表
し
て
い
た
一
九
二
〇
年
代
︑
中
國
の
內
政
に
關
し
て
殷
が
重
視
し
て
い
た
の
が
︑
聯
省
自
治
の
實

現
と
軍
事
指
¢
者

(軍
閥
)
の
自
滅
で
あ
っ
た
︒﹁
大
勢
は
聯
省
自
治
﹂
(一
九
二
一
年
八
�
)
で
は
︑
外
"
・
軍
事
を
除
い
て
︑
產
業
開
發
の
よ

う
な
︑
人
民
の
生
活
に
直
接
關
係
す
る
分
野
は
︑
各
省
に
自
治
權
限
を
付
與
し
た
方
が
︑
中
央
集
權
よ
り
も
開
發
の
效
�
が
良
い
と
す
る
︒

北
京
政
府
や
軍
事
指
¢
者
に
對
し
て
も
殷
は
一
貫
し
て
嚴
し
い
£
勢
を
取
り
續
け
︑﹁
靳
內
閣
の


�
﹂
(一
九
一
九
年
一
一
�
)
で
は
︑﹁
靳

雲
¤
は
段
祺
瑞
の
一
味
で
あ
り
︑
世
閒
が
U
待
す
る
ほ
ど
の
成
果
が
得
ら
れ
る
か
は
疑
問
﹂
と
手
嚴
し
い
︒

張
作
霖
と
吳
佩
孚
が
干
戈
を
"
え
た
奉
直
戰
爭


夜
に
は
︑﹁
動
亂
の
荏
U
を
眺
め
つ
ゝ
﹂
(
一
九
二
二
年
五
�
)
を
發
表
し
︑﹁
荏
U
の
病

根
﹂
は
﹁
武
人
印
は
軍
閥
の
跋
扈
﹂
で
あ
る
と
し
︑﹁
荏
U
一
般
の
國
民
は
彼
等
︹

=

軍
閥
︺
の
自
滅
を
寧
ろ
大
い
に
心
か
ら
喜
ん
で
待
ち
a

ん
で
居
る
﹂
と
し
た
︒
そ
し
て
﹁
張
吳
の
爭
ひ
は
つ
ま
り
軍
閥
自
滅
の
U
を
早
め
る
�
以

ゆ
え
ん

で
荏
U
の
爲
め
に
は
喜
ば
し
き
事
で
あ
る
か
ら
爭
う
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者
を
し
て
任
*
に
爭
は
し
め
よ
﹂
と
結
ん
だ
︒

齊
燮
元
と
盧
永
祥
に
よ
る
蘇
浙
戰
爭
か
ら
中
國
の
政
治
を
論
じ
た
の
が
﹁
蘇
浙
戰
を
中
心
と
せ
る
時
局
槪
觀
﹂
(
一
九
二
四
年
九
�
)
で
あ
る
︒

こ
の
中
で
殷
汝
�
は
︑
こ
の
戰
爭
は
單
に
江
蘇
軍
と
浙
江
軍
の
戰
爭
で
は
な
く
直
隸
3
と
反
直
隸
3
の
戰
爭
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
�
義
思
潮
か

ら
論
ず
れ
ば
實
に
武
力
瓜
一
�
義
と
聯
省
自
治
�
義
と
の
大
決
戰
﹂
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
︒
そ
の
上
で
︑
中
國
で
は
歷

�
に
完
;
な
る
中

央
集
權
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
︑﹁
聯
省
自
治
の
實
地
現
出
に
由
り
て
始
め
て
安
定
す
べ
き
�
命
を
Q
す
る
﹂
と
︑
聯
省
自
治
こ
そ
中

國
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
と
営
べ
た
︒

ワ
シ
ン
ト
ン
會
議
と
日
中
の
今
後

一
九
二
一
年
一
一
�
か
ら
開
か
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
會
議
に
お
い
て
︑
日
本
が
山
東
權
益
の
©
付
に
對
し
て
讓
步
�
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は
︑

殷
汝
�
を
喜
ば
せ
た
︒﹁
華
盛
頓
會
議
と
日
荏
今
後
の
關
係
﹂
(一
九
二
一
年
一
二
�
)
で
殷
は
︑﹁
實
に
日
本
は
荏
U
に
對
し
好よ

き
傾
向
を
示
し

初マ
マ

め
た
﹂
と
営
べ
︑﹁
廿
一
箇
條
撤
廢
必
ず
し
も
a
み
な
き
に
非
ず
﹂
と
U
待
を
寄
せ
た(45

)
︒

一
九
二
四
年
六
�
︑
二
十
一
箇
條
1
求
の
際
に
外
相
だ
っ
た
加
�
高
�
が
組
閣
す
る
と
︑
殷
の
思
い
は
た
か
ま
っ
た
︒﹁
加
�
內
閣
に
對
す

る
荏
U
國
民
の
希
a
﹂
(一
九
二
四
年
七
�
)
で
は
︑
加
�
內
閣
は
﹁
純
然
た
る
政
黨
內
閣
﹂
で
︑﹁
日
本
は
初
め
て
日
本
國
民
多
數
の
*
志
に

基
く
國
策
を
樹
て
得
る
﹂
と
︑
日
本
人
の
對
中
感
j
が
二
十
一
箇
條
1
求
當
時
と
比
べ
て
好
轉
し
て
い
る
時
U
の
組
閣
に
U
待
を
表
�
し
た
︒

ア
ジ
ア
聯
携
と
大
ア
ジ
ア
	
義
に
對
し
て

殷
汝
�
が
滯
在
し
た
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
は
︑
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
�
義
�
言
說
が
隆
盛
を
見
せ
た
時
U
で
も

あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
一
九
二
四
年
に
米
國
で
排
日
移
民
法
が
成
立
す
る
こ
と
が
傳
わ
る
と
︑
そ
れ
へ
の
對
抗
と
し
て
の
ア
ジ
ア
聯
携
乃
至
は
日

中
提
携
の
議
論
が
增
加
し
た
︒

― 158 ―

158



米
國
の
排
日
案
を
B
け
た
殷
汝
�
は
﹁
日
荏
提
携
し
て
白
人
の
壓
�
を
脫
せ
よ
﹂
(一
九
二
四
年
四
�
)
で
︑﹁
白
人
の
物
h
獨
占
の
思
想
が

其
儘

そ
の
ま
ま

推
移
さ
る
ゝ
な
ら
ば
;
世
界
に
對
し
て
は
白
禍
こ
そ
憂
慮
﹂
す
べ
き
と
営
べ
︑
日
中
兩
國
に
對
し
﹁
Q
色
人
種
閒
殊こ
と

に
黃
色
人
種
閒
の
差

別
觀
を
根
本
�
に
除
去
す
る
﹂
こ
と
︑
�
び
﹁
西
洋
式
の
物
h
獨
占
の
思
想
と
_
民
思
想
を
棄
て
さ
せ
る
こ
と
﹂
を
求
め
た
︒

續
く
﹁
米
國
排
日
の
對
策
︱
日
荏
兩
國
の
共
存
共
榮
﹂
(一
九
二
四
年
六
�
)
で
は
︑
米
國
の
排
日
�
態
度
を
非
難
し
な
が
ら
も
︑
米
國
へ
の

對
抗
と
し
て
の
﹁
米
國
品
排
斥
﹂
や
﹁
日
米
戰
爭
﹂
は
﹁
何
れ
の
方
面
か
ら
見
て
も
Q
效
の
手
段
﹂
で
は
な
い
と
し
︑
日
本
は
米
國
に
對
し

﹁
靜
か
に
自
重
し
て
其
反
省
を
待
﹂
ち
︑﹁
英ほ

う

つ
て
置
く
方
が
得
策
﹂
と
し
た
︒

こ
の
�
違
で
殷
は
當
時
日
本
で
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
﹁
ア
ジ
ア
人
聯
V
﹂
に
つ
い
て
も
言
�
し
た
︒
殷
は
日
本
で
こ
う
し
た
議
論
が
登

場
す
る
こ
と
は
無
理
も
な
い
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
白
人
の
橫
暴
に
對
し
東
洋
人
が
結
束
し
て
相
拮
抗
す
る
は
卽
ち
暴
に
報
ゆ
る
に
暴
を
以
て
す

る
も
の
で
﹂
贊
成
で
き
な
い
と
営
べ
た
︒
こ
こ
で
�
目
さ
れ
る
の
は
︑
殷
が
議
論
で
用
い
た
﹁
吾
人
は
�
謂
ア
ジ
ア
人
聯
V
の
如
き
霸
'
�
の

も
の
を
却
け
て
︑
精
神
�
義
の
大
旗
を
翳か

ざ

し
王
'
を
も
っ
て
歐
米
に
對
す
可
き
﹂
と
の
枠
組
み
で
あ
る(46

)
︒

こ
の
﹁
東
洋

=

王
'
﹂
と
﹁
西
洋

=

霸
'
﹂
と
い
う
議
論
の
枠
組
み
で
す
ぐ
に
想
8
さ
れ
る
の
は
︑
一
九
二
四
年
一
一
�
末
︑
孫
中
山
が
神

戶
で
行
っ
た
大
ア
ジ
ア
�
義
演
說
で
あ
る
︒
同
演
說
で
孫
中
山
は
﹁
東
方
の
�
o
は
王
'
で
あ
り
︑
西
方
の
�
o
は
霸
'
で
あ
る
﹂
と
営
べ
た

上
で
︑﹁
王
'
は
仁
義
'
德
を
�
張
し
︑
霸
'
は
功
利
强
權
を
�
張
す
る
︒
仁
義
'
德
は
正
義
公
'
に
よ
っ
て
人
を
感
o
す
る
も
の
で
あ
り
︑

功
利
强
權
は
洋
º
大
º
を
以
て
人
を
壓
�
す
る
も
の(47

)
﹂
と
︑
東
洋
�
な
あ
り
方
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
︒
大
ア
ジ
ア
�
義
演
說
が
あ
ま
り
に
も

Q
名
で
あ
る
た
め
に
︑
こ
の
議
論
の
枠
組
み
は
孫
中
山
の
創
出
と
い
う
印
象
が
强
い
が
︑
孫
中
山
の
演
說
よ
り
も
殷
汝
�
の
議
論
が
�
年
ほ
ど

先
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
議
論
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
が(48

)
︑
少
な
く
と
も
孫
中
山
の
護
法
政
府
時
U
に
殷
汝
�
が
`
日
委
員
と
し
て
日
本
に
滯

在
し
︑
一
九
一
八
年
五
�
に
孫
中
山
が
訪
日
し
た
際
に
も
兩
者
は
會
っ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
孫
中
山
の
神
戶
訪
問
の
際
も
殷
が
日
本
政
府
と
孫

中
山

(
�
び
戴
季
陶
他
隨
員
)
と
の
事


折
衝
に
當
た
り
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と(49

)
︑
孫
中
山
の
議
論
に
は
殷
の
議
論
の
枠

― 159 ―

159



組
み
が
何
ら
か
の
形
で
影
»
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
︒

た
だ
殷
汝
�
の
ア
ジ
ア
�
義
に
關
す
る
議
論
の
中
に
は
孫
中
山
と
は
衣
な
る
獨
自
性
も
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
先
営
の
よ
う
に
殷
が
﹁
暴
に
報

ゆ
る
に
暴
を
以
て
す
る
﹂
大
ア
ジ
ア
�
義
に
は
否
定
�
で
あ
っ
た
點
で
あ
る
︒﹁
大
亞
細
亞
�
義
と
は
何
ぞ
や
﹂
(一
九
二
四
年
一
〇
�
)
で
も
殷

汝
�
は
︑
他
民
族
と
敵
對
す
る
こ
と
を
目
�
と
し
た
大
ア
ジ
ア
�
義
を
否
定
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
殷
は
︑
ア
フ
リ
カ
の
黑
人
や
﹁
米
國
イ
ン
ヂ

ア
ン
﹂
を
例
に
︑﹁
白
人
﹂
に
抑
壓
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
ア
ジ
ア
民
族
﹂
に
限
ら
な
い
と
し
︑
抑
壓
さ
れ
て
い
る
諸
民
族
の
同
V
を
�
張
し
た
︒

そ
の
際


提
と
さ
れ
た
の
が
日
中
提
携
で
あ
っ
た
︒

國
民
政
府
の
成
立
と
三
民
	
義
の
擁
護

孫
中
山
の
死
後
︑
護
法
政
府
は
國
民
政
府
に
改
組
さ
れ
北
伐
を
再
開
し
︑
一
九
二
六
年
一
〇
�
に
は
武
漢
を
占
領
し
た
︒
½
一
九
二
七
年
四

�
に
は
蔣
介
石
が
上
海
で
反
共
產
黨
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
8
こ
し
︑
國
民
黨
內
か
ら
共
產
黨
を
排
除
し
た
︒
こ
の
時
U
殷
汝
�
は
上
海
市
長
黃
郛

の
祕
書
や
蔣
介
石
の
�
譯
を
務
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
そ
の
議
論
は
國
民
政
府
の
擁
護
に
�
始
し
た
感
が
あ
る
︒

｢自
由
7
等
と
三
民
�
義
の
高
潮
﹂
(一
九
二
七
年
八
�
)
で
殷
汝
�
は
︑
三
民
�
義
は
共
產
黨
に
よ
っ
て
一
時
曲
解
さ
れ
た
が
︑﹁
淸
黨
�

動
﹂
(共
產
黨
の
排
除
)
に
よ
っ
て
﹁
三
民
�
義
の
眞
正
な
る
*
義
﹂
が
闡
�
さ
れ
︑
そ
れ
は
﹁
中
華
民
國
の
現
代
の
¿
切
な
1
求
で
︹
中
略
︺

且か
つ

一
貫
�
精
神
を
Q
す
る
も
の
﹂
と
說
�
し
た
︒
そ
し
て
﹁
國
民
黨
の
同
志
は
す
べ
か
ら
く
一
致
し
て
三
民
�
義
を
極
力
宣
傳
し
勇
Á
邁
M
し

て
一
釐
一
毫
た
り
と
も
︑
一
分
秒
た
り
と
も
三
民
�
義
の
立
脚
點
を
は
な
れ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
営
べ
た
︒

｢三
民
�
義
と
共
產
�
義
︱
三
民
�
義
大
綱
の
解
說
﹂
(一
九
二
七
年
八
�
)
で
は
︑﹁
國
民
黨
員
を
以
て
︹
共
產
黨
の
︺
組
織
を
直
し
た
り
す

る
丈だ

け

で
は
園
底
し
得
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
︑
共
產
黨
の
根
本
か
ら
の
壞
滅
の
必
1
性
を
営
べ
︑
合
わ
せ
て
三
民
�
義
を
民
衆
に
園
底
さ
せ
る

べ
き
と
語
っ
た
︒

當
時
下
野
し
て
い
た
蔣
介
石
に
つ
い
て
は
﹁
園
頭
園
尾
�
*
の
人
﹂
(一
九
二
七
年
一
一
�
)
が
詳
し
い
︒
そ
の
中
で
殷
は
︑
蔣
介
石
の
革
命
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精
神
が
﹁
孫
�
氏
の
口
に
せ
ら
れ
た
と
同
じ
樣
に
D
愛
を
基
礎
﹂
と
し
て
い
る
の
で
︑﹁
革
命
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
�
Ã
﹂
と
絕
贊
し
た
︒

(二
)
冀
東
政
府
成
立
後
の
議
論

以
上
の
よ
う
に
殷
汝
�
は
︑
冀
東
政
府
成
立


に
お
い
て
は
︑
日
中
の
提
携
を
�
張
し
つ
つ
も
︑
二
十
一
箇
條
1
求
の
撤
廢
を
求
め
る
な
ど
︑

是
々
非
々
の
態
度
で
日
本
に
臨
み
︑﹁
民
*
の
趨
向
﹂
を
何
よ
り
も
重
視
す
べ
き
と
の
議
論
を
展
開
し
て
き
た
︒
ま
た
國
民
政
府
時
U
に
は
三

民
�
義
を
讚
え
︑
蔣
介
石
こ
そ
中
國
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
絕
贊
し
た
︒
し
か
し
冀
東
政
府
成
立
後
の
殷
汝
�
の
議
論
は
こ
こ
か
ら
大
き
く
變

o
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
立
場
は
︑
冀
東
政
府
成
立
宣
言
の
內
容
を
踏
襲
し
た
﹁
余
が
蹶
8
の
理
由
﹂
に
詳
し
い(50

)

(以
下
特
記
な
き
限
り
同
�

よ
り
の
引
用
)
︒

反
國
民
黨
・
反
國
民
政
府

殷
汝
�
は
國
民
政
府
か
ら
離
脫
し
て
冀
東
政
府
を
樹
立
す
る
に
際
し
て
︑
國
民
黨
�
び
國
民
政
府
を
痛
烈
に
批
:
し
︑
そ
の
罪
と
し
て
以
下

の
六
點
を
揭
げ
た
︒

一
點
目
は
︑
第
一
革
命

(辛
亥
革
命
)
・
第
二
革
命

(反
袁
世
凱
�
動
)
の
失
敗
と
挫
折
を
經
驗
し
た
國
民
黨
員
が
必
ず
や
反
省
悔
悛
し
て
︑

國
の
利
益
と
民
の
幸
福
を
は
か
る
こ
と
を
國
民
が
U
待
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
護
法
を
揭
げ
る
國
民
政
府
が
自
ら
そ
れ
を
破
壞
し
た
こ
と
︑

二
點
目
は
︑
國
民
黨
員
が
マ
ル
ク
ス
の
Æ
說
を
傳
え
︑
ソ
ビ
エ
ト
の
Ç
政
に
心
醉
し
た
こ
と
︑
三
點
目
は
︑
中
華
民
國
立
國
の
精
神

(=

孔
子

の
'
)
は
︑
東
亞
の
各
友
邦
も
共
に
信
奉
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
孫
中
山
の
三
民
�
義
の
み
を
金
科
玉
條
と
し
て
國
民
に
强
い
た
こ
と
︑

四
點
目
は
︑
治
水
費
用
を
私
に
し
︑
根
本
�
救
濟
を
圖
ら
ず
︑
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
借
款
を
な
す
な
ど
︑
國
民
の
È
擔
を
加
重
し
︑
國
力
を
傾
け
︑

農
村
を
疲
É
困
憊
さ
せ
た
こ
と
︑
五
點
目
は
︑﹁
荏
U
民
族
﹂
は
和
7
を
尙

た
っ
と

び
善
Ë
親
仁
を
理
念
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
目
�
の
た
め
に

手
段
を
擇
ば
ず
︑﹁
夷
を
以
て
夷
を
制
す
る
の
陋
策
﹂
で
國
際
信
義
を
Ì
視
し
︑
一
切
の
Z
國
�
義
を
打
倒
す
る
と
高
唱
し
て
善
Ë
友
邦
の
怨
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み
を
買
い
︑
益
々
孤
立
し
︑
國
土
を
失
い
︑
外
侮
を
招
く
に
至
っ
た
こ
と
︑
六
點
目
は
︑
徒
ら
に
歐
米
に
心
醉
し
て
奢
侈
を
上
下
に
瀰
漫
さ
せ
︑

勤
勞
儉
廉
を
一
Ð
し
公
債
を
濫
發
し
︑
無
理
に
現
銀
を
集
め
て
私
せ
ん
と
謀
り
︑
强
制
し
て
紙
Ñ
に
代
え
た
こ
と

(=

國
民
政
府
に
よ
る
Ñ
制
改

革
)
︑
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
殷
汝
�
に
と
っ
て
國
民
政
府
の
施
策
を
批
:
す
る
こ
と
は
︑
國
民
政
府
で
活
動
し
て
き
た
自
身
の
經
歷
を
も
否
定

す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
︒
ま
た
こ
の
當
時
す
で
に
共
產
黨
を
排
斥
し
て
い
た
國
民
黨
へ
の
批
:
は
正
�
を
射
た
も
の
と
は
言
え
ず
︑

三
民
�
義
に
對
す
る
批
:
は
︑
そ
れ
ま
で
の
自
身
の
�
張
と
�
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
た
︒

殷
汝
�
は
﹁
黨
國
の
1
人
た
ち
は
み
な
舊
知
の
閒
柄
﹂
で
あ
る
も
の
の
︑
內
外
の
j
勢
を
客
觀
�
に
檢
討
す
れ
ば
他
に
'
は
な
く
︑﹁
多
年

に
亙
り
︹
殷
汝
�
自
身
が
︺
國
事
に
參
與
し
て
を
り
し
故
︑
先
づ
忠
言
を
政
府
に
M
め
Ò
然
と
し
て
秕
政
の
改
圖
Ó
怨
﹂
を
願
っ
た
も
の
の
︑

そ
の
忠
吿
が
B
け
入
れ
ら
れ
ず
︑﹁
Ô
に
忍
ば
ん
と
し
て
忍
び
難
く
︹
中
略
︺
あ
え
て
一
身
の
成
敗
利
鈍
を
�
み
ず
︹
中
略
︺︑
國
民
政
府
�
び

國
民
黨
の
覊
絆
よ
り
完
;
に
離
脫
し
︑
自
治
を
宣
布
し
て
聯
省
の
先
聲
た
る
べ
く
以
て
東
亞
の
和
7
の
確
立
に
つ
く
す
こ
と
に
決
心
﹂
し
た
と

い
う
︒
ま
た
北
7
の
日
本
公
9
館
員
に
對
し
て
殷
は
﹁
自
分
は
嘗
て
國
民
黨
に
在
り
︑
日
荏
國
"
改
善
の
爲
︑
長
年
Õ
力
を
致
し
た
る
も
︑
蔣

介
石
�
國
民
黨
は
日
荏
折
衝
の
�
後
の
或
る
重
1
な
る
一
點
に
到
る
や
︑
其
の
責
任
を
囘
Ö
す
る
を
常
と
し
︹
中
略
︺
�
に
愛
想
を
盡
か
し
て

今
日
の
防
共
自
治
政
府
を
組
織
せ
る(51

)
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
殷
汝
�
は
︑
自
身
が
國
民
政
府
を
離
脫
し
︑
冀
東
政
府
を
樹
立
し
た
理
由
と
し
て
︑
國
民
政
府
の
失
策
や
對
日
折
衝
の
問
題
を

擧
げ
て
い
た
︒
た
だ
土
肥
原
賢
二
と
共
に
殷
汝
�
引
き
出
し
工
作
に
關
わ
っ
た
專
田
盛
壽
は
︑
行
政
督
察
專
員
就
任
後
の
殷
汝
�
が
︑
關
東
軍

か
ら
直
接
指
¢
や
m
助
を
B
け
︑
非
常
に
强
い
權
力
を
持
ち
︑
日
本
側
と
の
關
係
を
緊
密
に
し
て
い
た
こ
と
︑
ま
た
土
肥
原
に
よ
る
政
權
樹
立

の
*
向
に
對
し
て
も
︑﹁
二
つ
×
事
﹂
で
應
え
︑
土
肥
原
ら
の
﹁
豫
U
以
上
に
園
底
し
た
反
南
京
︹
國
民
政
府
︺
態
度
で
あ
っ
た
﹂
と
︑
冀
東

政
府
樹
立
に
殷
汝
�
が
乘
り
氣
で
あ
っ
た
と
囘
想
し
て
い
る(52

)
︒

殷
汝
�
が
床
2
竹
二
郞
訪
中
後

(一
九
二
九
年
頃
)
に
何
ら
か
の
失
點
に
よ
り
蔣
介
石
と
の
閒
に
²
が
で
き
た
こ
と
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
國

民
政
府
內
に
殘
れ
た
背
景
に
黃
郛
の
重
用
が
あ
っ
た
可
能
性
は
す
で
に
営
べ
た
︒
し
か
し
そ
の
黃
郛
は
一
九
三
五
年
春
に
對
日
"
涉
の
失
點
を
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理
由
に
政
界
を
離
れ
て
い
た

(
½
年
�
去
)
︒
こ
う
し
た
狀
況
下
で
殷
汝
�
が
政
治
の
世
界
に
殘
ろ
う
と
す
れ
ば
︑
賴
れ
る
の
は
日
本
と
の
繫
が

り
し
か
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
の
た
め
殷
汝
�
は
日
本
側
に
對
し
快
諾
を
與
え
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
背
景
に
は
殷
の
權
力
に
對
す
る
執
着
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

も
ち
ろ
ん
政
權
欲
だ
け
で
殷
汝
�
の
;
て
を
說
�
で
き
な
い
︒
冀
東
政
府
成
立
後
に
殷
が
强
>
し
た
﹁
日
中
提
携
﹂
や
﹁
聯
省
自
治
﹂
は
︑

一
九
二
〇
年
代
�
ば
に
殷
が
繰
り
×
し
�
張
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
一
方
で
﹁
華
北
自
治
�
動
﹂
に
對
し
て
は
︑﹁
一
二
・
九
�
動
﹂

が
8
き
る
な
ど
中
國
國
內
で
は
反
撥
す
る
空
氣
が
高
ま
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ま
で
の
殷
の
政
見
を
見
れ
ば
︑
冀
東
政
府
の
樹
立
が
必
ず
し
も
﹁
民

*
の
趨
向
﹂
に
沿
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
を
殷
は
自
覺
し
て
い
た
筈
で
あ
る
︒

殘
念
な
が
ら
こ
の
�
張
の
變
o
に
つ
い
て
殷
汝
�
の
考
え
を
知
る
Ú
は
な
い
︒
し
か
し
殷
が
︑
か
つ
て
の
自
己
の
�
張
と
自
身
の
現
狀
と
の

閒
に
何
ら
か
の
矛
盾
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒
冀
東
政
府
成
立
宣
言
は
︑
池
宗
墨
が
﹁
怨
京
よ
り
歸
り
北
寧
︹
鐵
︺
路
の
汽
車
中
﹂
で

作
成
し
た
も
の
を
︑
�
�
�
に
殷
汝
�
が
發
表
し
た
に
$
ぎ
ず
︑
後
営
す
る
よ
う
に
池
宗
墨
の
*
向
を
强
く
反
映
し
て
い
た(53

)
︒
冀
東
政
府
の
成

立


は
積
極
�
に
自
ら
の
政
見
を
發
表
し
て
い
た
殷
汝
�
が
︑
成
立
後
は
政
府
の
重
1
宣
言
の
8
草
を
池
宗
墨
に
委
ね
て
い
る
あ
た
り
に
︑
殷

の
思
い
が
圖
ら
ず
も
表
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

中
華
民
國
正
瓜
政
府
と
し
て
の
冀
東
政
府

た
だ
し
斷
言
で
き
る
の
は
︑
殷
汝
�
が
冀
東
政
府
を
中
華
民
國
の
正
瓜
政
府
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
强
く
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

冀
東
政
府
は
當
初
か
ら
﹁
中
華
民
國
か
ら
獨
立
し
た
國
を
円
設
す
る
こ
と
を
目
�
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︑
あ
く
ま
で
も
地
方
自
治
體
の
確
立

を
目
�
と
し
て
ゐ
る
﹂
と
表
�
し
て
い
た(54

)
︒
し
か
し
こ
れ
を
Û
解
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
殷
汝
�
が
冀
東
政
府
一
周
年
に
發
表

し
た
�
違
か
ら
は
︑
冀
東
と
滿
洲
國
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
が
窺
え
る(55

)
︒

一
九
三
七
年
一
�
︑
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の


に
立
っ
た
殷
汝
�
は
︑
冀
東
政
府
の
目
�
と
し
て
三
點
︑
一
．
內
政
の
改
革
︑
二
．
人
民
の
た
め
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に
實
際
に
福
利
を
は
か
る
︑
三
．
天
'
に
順
應
し
て
自
治
を
實
行
す
る
︑
を
示
す
と
共
に
︑
同
政
府
の
態
度
と
し
て
三
點
︑
一
．
中
華
民
國
を

離
脫
す
る
も
の
で
な
い
︑
二
．
身
の
獨
善
を
計
ろ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
︑
三
．
政
權
を
獨
占
す
る
*
志
は
な
い
︑
を
擧
げ
た
︒
そ
し
て
冀
東

が
臺
灣
や
滿
洲
國
と
は
衣
な
り
︑
中
華
民
國
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
�
し
た(56

)
︒

一
九
三
七
年
四
�
の
會
見
で
も
殷
汝
�
は
﹁
冀
東
政
府
こ
そ
中
華
民
國
の
正
瓜
を
繼
承
す
る
機
關(57

)
﹂
で
あ
る
と
繰
り
×
し
た
︒
當
時
話
題
と

な
っ
て
い
た
冀
東
政
府
解
=
問
題
に
對
し
て
も
︑﹁
南
京
政
府
が
日
本
に
冀
東
政
府
の
解
=
を
1
求
す
る
な
ど
は
見
當
Ü
ひ
も
甚
だ
し
い
も
の

で
あ
り
︑
日
本
人
が
冀
東
政
府
の
解
=
を
論
議
す
る
こ
と
も
凡
そ
︑
無
*
味
極
ま
る(58

)
﹂
と
國
民
政
府
と
日
本
を
批
:
し
︑
冀
東
政
府
が
あ
く
ま

で
も
中
國
の
政
權
で
︑
冀
東
問
題
が
中
國
の
內
政
問
題
で
あ
る
と
の
立
場
を
貫
い
た
︒
こ
う
し
た
殷
汝
�
の
£
勢
は
︑
政
府
旗
と
し
て
五
色
旗

に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る

(後
営
)
︒

五

池
宗
墨
と
そ
の
議
論

冀
東
政
府
成
立
當
初
︑
池
宗
墨
は
殷
汝
�
と
の
﹁
竹
馬
の
友
た
る
の
j
誼(59

)
﹂
に
よ
り
華
北
に
招
か
れ
︑﹁
殷
氏
の
よ
い
女
Ý
役(60

)
﹂
と
見
ら
れ

て
い
た
︒
し
か
し
︑
政
治
の
世
界
に
身
を
置
い
て
き
た
殷
汝
�
に
對
し
︑
池
宗
墨
は
敎
育
・
實
業
界
で
の
經
歷
が
長
く
︑
政
治
に
直
接
關
わ
っ

た
經
驗
は
な
か
っ
た
︒
池
宗
墨
と
政
治
と
の
關
わ
り
は
︑
殷
汝
�
に
招
か
れ
て
華
北
に
赴
い
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
事
j
か
ら
か
︑

池
の
議
論
に
は
敎
育
界
や
實
業
界
で
の
經
驗
に
基
づ
い
た
理
想
Þ
円
設
の
*
識
が
强
く
表
れ
て
い
る
︒
そ
の
點
で
殷
汝
�
と
は
中
國
社
會
の
將

來
に
つ
い
て
立
場
を
衣
に
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
︑
後
で
觸
れ
る
よ
う
に
冀
東
政
府
で
兩
者
の
Ü
い
は
顯
在
o
す
る
こ
と
に
な
る
︒

(一
)
冀
東
政
府
參
加
以


の
議
論

孫
中
山
と
の
論
爭

池
宗
墨
の
留
學
以


の
議
論
は
限
ら
れ
て
い
る
が
︑
一
九
一
六
年
に
雲
南
で
蔡
鍔
が
反
袁
世
凱
の
兵
を
擧
げ
た
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
傳
え
ら
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れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
當
時
日
本
滯
在
中
の
池
は
︑﹁
若
き
革
命
の
血
を
湧
か
せ
て
同
じ
く
c
命
中
の
孫
�
を
靑
山
の
隱
れ
家
に
訪
れ
﹂

議
論
し
た
と
い
う
︒
そ
の
際
︑
い
ず
れ
自
身

(=

孫
中
山
)
が
大
瓜
領
に
な
る
と
語
っ
た
孫
中
山
に
對
し
︑
池
は
﹁
そ
れ
は
い
け
な
い
︒
あ
な

た
は
大
瓜
領
に
な
る
爲
に
革
命
を
や
る
の
か
︑
そ
ん
な
領
袖
慾
か
ら
な
ら
ば
中
國
は
メ
キ
シ
コ
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
﹂
と
言
っ
た
と
こ
ろ
︑
孫
中

山
が
激
怒
し
︑
以
來
池
は
﹁
革
命
黨
と
は
絕
緣
﹂
し
た
と
い
う(61

)
︒
冀
東
政
府
成
立
後
の
談
話
と
い
う
考
慮
は
必
1
だ
が
︑
以
下
に
も
觸
れ
る
よ

う
に
池
宗
墨
が
學
生
�
動
や
國
民
革
命
に
懷
疑
�
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
あ
り
う
る
話
で
は
あ
る
︒

『
孔
子
論
﹄

池
宗
墨
が
日
本
留
學
中
に
︑
世
界
の
諸
思
想
と
の
比
�
で
孔
子
を
論
じ
︑
日
本
を
模
範
と
し
た
國
家
形
成
を
唱
え
た
﹃
孔
子
論
﹄
な
る
�
違

を
著
し
た
こ
と
は
︑
池
の
思
考
を
考
え
る
上
で
�
目
さ
れ
る
︒

『孔
子
論
﹄
は
冀
東
政
府
成
立
後
の
一
九
三
六
年
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
執
筆
時
U
は
中
國
で
反
袁
世
凱
�
動
が
收
ま
っ
た
一

九
一
六
年
の
少
し
後
と
考
え
ら
れ
る(62

)

(以
下
︑
本
,
の
﹃
孔
子
論
﹄
の
引
用
は
頁
數
の
み
を
記
す
)
︒
同
論
で
池
は
︑
ま
ず
﹁
野
蠻
か
ら
脫
し
て
�
�

の
域
に
�
す
る
の
は
敎
o
の
力
を
B
け
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
﹂
と
し
︑
中
國
と
同
じ
く
古
い
歷

を
持
つ
イ
ン
ド
・
メ
キ
シ
コ
・
エ
ジ
プ
ト
・

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
が
衰
â
し
た
の
に
對
し
︑﹁
荏
U
の
み
は
ã
ほ
巍
然
と
し
て
魯
殿
靈
光
の
如
く
亞
細
亞
の
廣
漠
の
原
野
に
存
在
す
る
﹂
の
は
︑

中
國
に
﹁
孔
子
の
'
﹂
が
あ
っ
た
か
ら
と
し
︑﹁
孔
'
の
興
廢
は
實
に
荏
U
存
c
の
閂
�
﹂
と
営
べ
た

(
二
・
四
頁
)
︒
續
い
て
﹁
愛
は
西
洋
倫

理
學
者
が
�
も
細
か
に
說
い
て
ゐ
る
が
︑
我
が
孔
子
も
決
し
て
忽
か
に
し
て
ゐ
な
い
﹂
と
︑
孔
子
も
ま
た
西
洋
の
諸
槪
念
を
體
現
し
た
存
在
で

あ
っ
た
と
し
た

(六
六
頁
)
︒
そ
の
上
で
ル
ソ
ー
や
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
思
想
の
他

(七
二
・
七
五
頁
)
︑
釋
Ò
・
キ
リ
ス
ト
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン

ト
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
い
っ
た
古
今
東
西
の
思
想
家
・
學
者
の
生
涯
と
孔
子
の
そ
れ
を
比
�
し
た

(八
一

−

九
〇
頁
)
︒
そ
し
て
﹁
東
西
國
j
の
相

Ü
に
よ
つ
て
ä
人
の
立
說
も
Ü
﹂
っ
て
い
る
點
︑
ま
た
公
德
な
ど
を
除
け
ば
﹁
我
が
東
洋
の
精
神
の
�
�
は
十
分
立
3
で
あ
る
﹂
點
か
ら
︑
中

國
が
﹁
西
洋
に
倣
ふ
必
1
は
な
い
﹂
と
し
た

(九
二
頁
)
︒
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で
は
﹁
孔
子
の
'
﹂
に
よ
っ
て
立
國
さ
れ
た
︑
池
宗
墨
の
考
え
た
あ
る
べ
き
國
の
£
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
池
の
念
頭
に

あ
っ
た
の
は
開
國
後
︑
¿
å
に
�
代
o
を
Ô
げ
た
日
本
の
£
で
あ
っ
た
︒
池
は
﹁
日
本
は
絕
東
に
在
つ
て
數
千
年
來
︹
中
略
︺
未
だ
一
度
も
飛

5
し
た
こ
と
は
な
か
つ
た
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
內
は
維
怨
の
洩
業
を
成
し
︑
外
は
空


の
膨
脹
を
致
し
Þ
々
數
十
年
に
し
て
︹
中
略
︺
一

5
し
て
世
界
の
强
國
の
林
に
入
れ
る
や
う
に
な
つ
た
﹂
と
し
︑
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
洩
大
の
國
魂
﹂
す
な
わ
ち
﹁
大
和
魂
﹂
の
存
在
を
擧
げ
た

(九
三

−

九
四
頁
)
︒
そ
し
て
﹁
國
は
古
今
を
問
は
ず
大
小
に
關
せ
ず
國
魂
あ
れ
ば
興
る
︑
國
魂
失
へ
ば
c
ぶ
﹂
と
営
べ
︑
中
國
の
盛
衰
强
�
は
︑

中
國
の
﹁
國
魂
﹂
で
あ
る
﹁
孔
子
の
'
﹂
の
=
長
に
よ
る
と
結
論
付
け
た

(九
五
頁
)
︒

冀
東
政
府
當
時
︑
池
宗
墨
は
﹁
荏
U
古
學
に
對
す
る
S
詣
深
き
篤
學
の
君
子
﹂
と
紹
介
さ
れ
︑
孔
子
å
の
復
興
も
﹁
復
古
精
神
の
顯
現
﹂
と

說
�
さ
れ
た
が

(九
七
頁
)
︑
少
な
く
と
も
池
の
﹃
孔
子
論
﹄
か
ら
は
︑
池
が
孔
子
の
議
論
を
m
用
し
な
が
ら
も
︑
發
想
は
極
め
て
�
代
�
で
︑

そ
の
理
想
と
す
る
國
家
宴
も
國
民
國
家
に
�
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
荻
生
徂
徠
の
議
論
を
引
用
し
た
り

(六
一
頁
)
︑
西
洋

の
思
想
家
と
孔
子
を
比
�
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
議
論
に
は
當
時
の
日
本
の
儒
敎
理
解
が
影
»
を
與
え
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る(63

)
︒

﹃
孔
子
論
﹄
に
序
を
寄
せ
た
神
田
隆
介
は
︑
伊
�
仁
齋
や
荻
生
徂
徠
の
儒
敎
理
解
を
指
し
て
﹁
�
代
民
族
國
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
怨

し
い
儒
學
﹂
と
指
摘
し
た
が

(九
八
頁
)
︑
池
の
議
論
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

�
成
紡
織

池
宗
墨
の
�
成
紡
織
時
代
に
つ
い
て
は
︑
池
宗
墨
自
身
に
よ
る
﹁
利
民
�
成
紡
織
公
司
短
纖
維
工
業
經
營
の
經
$
と
吾
輩
今
後
の
覺
悟
﹂
に

詳
し
い(

64
)

︒
そ
れ
に
よ
る
と
池
宗
墨
は
︑
奉
天
省
遼
源
の
中
國
銀
行
在
職
時
に
友
人
黃
朔
初
の
誘
い
で
︑
江
蘇
省
常
州
の
利
民
紡
織
の
經
營
に
關

わ
り
︑
後
に
こ
れ
を
�
成
紡
織
廠
と
改
め
︑
そ
の
董
事
f
廠
長
と
な
っ
た
︒
�
成
紡
織
は
四
番
手
か
ら
一
〇
番
手

(數
字
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
細

い
糸
で
あ
る
こ
と
を
示
す
)
の
太
い
綿
糸
を
原
料
に
︑﹁
乞
巧
F
﹂﹁
賢
母
F
﹂
と
い
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
絨
毯
や
軍
用
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
な
ど
を
製
S

し
︑
中
國
內
地
を
�
な
販
路
と
す
る
企
業
で
あ
っ
た(65

)
︒
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こ
の
時
U
の
池
宗
墨
に
纏
わ
る
以
下
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
︑
彼
が
實
業
家
と
し
て
の
理
想
や
合
理
性
を
重
視
し
︑
國
民
革
命
の
液

れ
か
ら
は
w
離
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

一
つ
は
一
九
二
五
年
の
五
・
三
〇
�
動
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
︒
同
�
動
は
︑
上
海
の
日
系
紡
績
會
社
に
對
す
る
勞
働
者
の
抗
議
が
引
き
金

と
な
り
︑
反
Z
國
�
義
の
�
動
と
し
て
廣
ま
っ
た
も
の
で
︑
ま
も
な
く
こ
の
動
き
は
常
州
に
も
�
ん
で
き
た
︒
一
日
︑
常
州
の
學
生
�
が
�
成

紡
織
に
押
し
か
け
︑
同
社
が
日
本
人
を
æ
っ
て
い
る
こ
と
を
糾
問
し
た
︒
集
ま
っ
た
學
生
ら
に
對
應
し
た
池
宗
墨
は
︑﹁
國
家
が
い
ま
だ
宣
戰

し
て
い
な
い
の
に
︑
外
國
人
を
æ
用
す
る
こ
と
に
衣
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
技
Ú
が
良
く
な
い
と
思
え
ば
解
æ
す
る
だ
け
だ
︹
技
Ú

が
良
い
の
に
解
æ
す
る
こ
と
は
な
い
︺︒
も
し
諸
君
が
國
を
愛
す
る
な
ら
ば
︑
勉
强
に
戾
っ
て
欲
し
い
﹂
と
営
べ
︑
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
っ

た
︒も

う
一
つ
は
國
民
革
命
軍
の
北
伐
に
際
し
て
の
も
の
で
あ
る
︒
一
九
二
七
年
三
�
︑
北
伐
軍
が
常
州
を
占
領
し
た
︒
こ
の
風
潮
に
合
わ
せ
て

中
國
共
產
黨
は
工
會

(勞
働
組
合
)
を
組
織
し
た
が
︑
池
宗
墨
は
こ
れ
に
對
抗
し
て
職
工
會
を
組
織
し
た
︒
ま
た
國
民
政
府
成
立
後
の
三
〇
年

末
︑
軍
政
部
軍
需
署
か
ら
突
然
ド
イ
ツ
人
�
問
が
3
A
さ
れ
︑
�
成
紡
織
買
い
上
げ
の
話
が
出
た
も
の
の
︑
結
局
協
議
は
成
立
し
な
か
っ
た
と

い
う(

66
)

︒
池
が
共
產
黨
に
否
定
�
で
︑
國
民
政
府
と
も
是
々
非
々
の
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

�
成
紡
織
で
の
池
宗
墨
は
從
業
員
の
福
利
厚
生
に
盡
力
し
た
︒
池
は
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
た
�
成
紡
織
を
自
身
の
﹁
ユ
ー
ト
ピ

ア
﹂
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
中
國
に
あ
る
千
數
百
の
各
縣
そ
れ
ぞ
れ
が
千
人
規
模
の
工
場
を
持
ち
︑
そ
の
指
¢
者
が
勞
働
者
と
甘
苦
を
共
に
し
︑

利
益
を
圖
れ
ば
︑
中
國
は
富
强
に
な
る
と
し
た
︒
ま
た
失
敗
を
恐
れ
な
か
っ
た
漢
の
高
祖
と
︑
一
五
年
に
わ
た
っ
て
太
7
天
國
と
對
峙
し
︑
不

屈
の
心
を
持
ち
續
け
た
曾
國
藩
を
自
身
の
師
で
あ
る
と
し
︑
實
業
に
携
わ
る
者
が
志
を
堅
持
し
︑
不
屈
の
心
を
以
て
勇
猛
邁
M
す
る
こ
と
を

願
っ
た(

67
)

︒
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經
營
者
と
し
て
中
國
社
會
の
將
來
を
語
る

同
時
U
池
宗
墨
は
︑
中
國
社
會
に
つ
い
て
も
自
ら
の
見
解
を
披
瀝
し
た
︒
そ
こ
で
は
中
國
が
直
面
す
る
三
つ
の
危
機
と
し
て
︑
一
．
百
年
來

の
列
强
の
武
力
�
略
︑
二
．
百
年
來
の
列
强
の
經
濟
�
略
︑
三
．
百
年
來
の
國
家
の
根
本
�
破
壞
︑
を
擧
げ
︑
�
o
%
度
が
低
く
ê
滅
す
る
こ

と
が
で
き
た
匈
奴
や
滿
洲
族
と
衣
な
り
︑
列
强
の
勢
い
は
强
い
こ
と
︑
ま
た
現
在
の
﹁
軍
閥
﹂
の
割
據
は
歷

上
類
を
見
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
こ

と
︑
等
を
営
べ
た
︒
そ
し
て
靑
年
に
對
し
︑
身
體
・
精
神
を
鍛
え
る
必
1
性
︑
す
な
わ
ち
身
體
面
で
は
�
動
�
び
早
8
き
の
二
點
︑
精
神
面
で

は
︑
安
定
・
,
6
質
素
と
讀
書
の
三
點
を
求
め
た(68

)
︒

池
宗
墨
は
�
演
會
で
も
こ
う
し
た
理
念
を
語
っ
た
︒
一
九
三
三
年
二
�
の
中
華
國
貨
產
銷
合
作
協
會
で
の
�
演
で
は
︑
工
場
經
營
に
必
1
な

も
の
と
し
て
六
つ
の
指
摘
を
し
て
い
る(69

)
︒
そ
れ
は
︑
一
．
�
初
は
必
ず
失
敗
す
る
も
の
な
の
で
︑
必
ず
再
度
や
っ
て
み
る
こ
と
︑
二
．
中
國
人

の
心
理
に
Á
々
に
し
て
存
在
す
る
﹁
差
不
多
︹

=

大
體
同
じ
︺﹂
は
成
功
の
敵
で
あ
る
︑
三
．
工
業
を
行
う
に
は
︑
面
倒
を
恐
れ
て
は
な
ら
な

い
︑
四
．
工
業
を
行
う
に
は
﹁
L
僧
取
經
︹
玄
奘
が
イ
ン
ド
に
經
典
を
取
り
に
行
っ
た
故
事
︒
轉
じ
て
困
難
を
乘
り
越
え
て
物
事
を
成
し
Ô
げ

る
*
味
︺﹂
の
精
神
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
︑
五
．
國
貨
︹

=

國
產
品
︺
事
業
に
從
事
す
る
者
は
︑
�
大
の
決
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑

六
．
現
在
外
國
人
經
營
の
事
業
は
技
Ú
も
優
れ
︑
管
理
も
良
く
︑
そ
の
上
h
本
も
あ
る
︒
國
貨
事
業
從
事
者
は
こ
れ
と
爭
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︑

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
�
後
に
﹁
愚
公
山
を
移
す
﹂
の
故
事
を
引
き
︑
た
と
え
自
分
自
身
が
成
功
で
き
な
く
と
も
︑
子
々
孫
々
に
ま

で
引
き
繼
い
で
︑
成
功
を
目
指
す
べ
き
と
語
っ
た(70

)
︒

�
成
紡
織
參
觀
記

池
宗
墨
の
活
動
は
︑﹁
池
宗
墨
先
生
の
忍
耐
力
を
以
て
熱
心
に
國
貨
事
業
に
努
力
奮
鬥
さ
れ
る
さ
ま
に
佩
í
す
る(71

)
﹂
と
い
っ
た
記
事
や
︑
2

の
參
觀
記
の
よ
う
に
︑
怨
聞
で
も
好
*
�
に
紹
介
さ
れ
た(72

)
︒

こ
の
參
觀
記
の
執
筆
者
蔣
維
喬
は
江
蘇
省
敎
育
廳
廳
長
な
ど
を
務
め
た
常
州
出
身
の
敎
育
者
で
︑
北
伐
後
は
政
界
を
離
れ
上
海
光
華
大
學
で
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佛
敎
學
を
�
じ
て
い
た(73

)
︒
一
九
三
三
年
六
�
二
九
日
か
ら
七
�
九
日
に
か
け
て
�
成
紡
織
や
そ
の
周
邊
を
î
っ
た
蔣
は
︑
�
成
紡
織
に
つ
い
て

﹁
優
良
ï
境
﹂
と
好
*
�
に
記
錄
し
て
い
る(74

)
︒
ち
な
み
に
こ
の
參
觀
記
は
池
宗
墨
が
持
參
し
た
�
違
に
蔣
維
喬
が
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(75

)
︒

そ
の
內
容
か
ら
は
池
が
職
場
ï
境
に
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

⁝
⁝
工
場
の
內
外
に
は
ア
オ
ギ
リ
・
イ
ブ
キ
が
_
え
ら
れ
︑
到
る
�
濃
綠
の
陰
を
作
っ
て
お
り
︑
そ
こ
に
入
る
と
工
場
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
う
︒︹
中
略
︺
勞
働
者
は
千
人
�
く
い
る
が
︑
協
力
同
心
し
な
い
者
は
な
く
︑︹
み
な
︺
工
場
を
愛
護
し
て
い
る
︒︹
中
略
︺
職

員
は
一
律
に
黃
色
の
制
í
を
着
て
︑
あ
ち
こ
ち
指
揮
し
︑
活
力
が
み
な
ぎ
り
︑
そ
の
た
め
勞
働
者
の
顏
に
は
喜
び
の
色
が
あ
り
︑
仕
事
に

も
緊
張
感
が
あ
る
︒
工
場
長
池
宗
墨
君
�
び
副
工
場
長
方
少
和
君
︑
工
務
處
長
違
育
�
君
ら
︹
の
關
係
︺
は
︑
身
內
・
子
弟
の
よ
う
で
あ

り
︑
そ
の
た
め
工
場
の
仕
事
の
M
行
は
思
い
の
ま
ま
で
︑
そ
の
效
果
は
無
形
の
中
に
表
れ
て
い
る
⁝
⁝

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
冀
東
政
府
參
加
以


の
池
宗
墨
の
議
論
や
周
圍
の
-
價
か
ら
は
︑
實
業
界
で
成
功
を
收
め
た
企
業
家
と
し
て
の
£
︑

中
國
の
現
狀
に
對
す
る
危
機
*
識
︑
ま
た
そ
れ
を
積
極
�
に
世
に
訴
え
よ
う
と
し
た
樣
子
が
う
か
が
え
る
︒
こ
う
し
た
活
動
が
︑
殷
汝
�
の
目

に
留
ま
り
︑
華
北
へ
の
招
聘
に
繫
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(二
)
冀
東
政
府
以
後
の
議
論

理
論
�
荏
�

一
九
三
五
年
春
︑
殷
汝
�
は
池
宗
墨
の
﹁
少か

く
可
か
ら
ざ
る
人
物
た
る
こ
と
を
知
り
︑
書
を
馳
せ
て
其
の
北
上
を
促
が
し
﹂︑
池
は
﹁
�
成

紡
織
會
社
の
事
業
を
英
つ
て
北
上
し
﹂
た(76

)
︒

池
宗
墨
は
少
な
く
と
も
﹁
冀
東
防
共
自
治
委
員
會
成
立
宣
言
﹂
(一
九
三
五
年
一
一
�
二
四
日
)
︑﹁
冀
東
政
府
の
9
命
﹂
(一
九
三
六
年
三
�
)
︑
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﹁
冀
東
防
共
自
治
政
府
一
�
年
記
念
に
國
人
に
吿
ぐ
る
書
﹂
(一
九
三
六
年
一
一
�
二
五
日
)
の
8
草
に
携
わ
っ
て
お
り(

77
)

︑
實
質
�
に
政
府
の
議
論

を
リ
ー
ド
し
て
い
た
︒

冀
東
政
府
成
立
直
後
�
州
を
訪
問
し
︑
殷
汝
�
・
池
宗
墨
と
會
見
し
た
岡
部
巖
夫
は
︑
池
宗
墨
の
﹁
見
て
く
れ
ま
し
た
︑
見
て
く
れ
ま
し
た

か
︒
今
~
の
あ
の
宣
言
を
︒
あ
り
や
僕
が
書
い
た
ん
で
す
よ
︒
國
民
政
府
の
秕
政
六
ヶ
條
を
あ
げ
ま
し
た
︒
も
う
怺こ

ら

へ
き
れ
ま
せ
ん
よ(78

)
﹂
と
い

う
發
言
を
記
錄
し
て
い
る
︒

當
時
華
北
の
怨
聞
界
で
活
5
し
た
武
田
南
陽
の
戰
後
の
囘
想
で
は
︑
武
田
が
土
肥
原
賢
二

(奉
天
特
務
機
關
長
)
よ
り
政
府
宣
言
の
﹁
大
義

名
分
﹂
執
筆
の
委
囑
を
B
け
︑
池
が
そ
れ
を
持
ち
歸
り
︑
殷
が
記
者
會
見
で
發
表
し
た
︑
と
い
う(79

)
︒
こ
う
し
た
事
j
を
勘
案
す
る
と
︑
�
違
の

8
草
に
は
武
田
南
陽
と
池
宗
墨
が
關
わ
っ
た
も
の
の
︑
殷
汝
�
は
宣
言
8
草
に
直
接
は
關
與
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

冀
東
政
府
に
お
け
る
池
宗
墨
の
發
言
は
︑﹁
日
本
は
別
に
�
略
の
野
心
は
な
い
︒
日
本
は
是
れ
先
M
國
で
兄
で
あ
る
︒
中
國
は
之
に
O
隨
し

て
行
く
弟
で
あ
る
︒
彼
此
眞
�
で
な
け
れ
ば
提
携
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ(80

)
﹂
(一
九
三
七
年
一
〇
�
一
七
日
)
と
い
っ
た
議
論
の
よ
う
に
︑
日
本
優

位
を


提
と
し
た
日
中
提
携
論
に
象
ò
さ
れ
る
︒
池
は
︑﹁
外
夷
の
�
略
を
Ö
け
︑
而
し
て
安
居
樂
業
を
謀
つ
た
﹂
長
城
を
一
人
一
人
の
心
の

中
に
﹁
S
成
し
て
以
て
禍
患
を
Ö
け
よ
﹂
と
営
べ
︑﹁
現
在
東
亞
︹
中
略
︺
�
大
の
長
城
﹂
は
﹁
我
が
友
邦
日
本
で
あ
る(81

)
﹂
と
も
語
っ
て
い
る
︒

池
は
あ
く
ま
で
日
本
を
中
國
の
上
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
︒

長
官
就
任
後
の
池
宗
墨
は
︑
こ
う
し
た
方
針
に
﹁
如も

し
í
從
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
卽
ち
是
れ
政
策
を
破
壞
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
殺
も
亦

惜
ま
な
い
﹂
と
强
い
態
度
を
示
し
︑﹁
政
府
の
政
策
︑
本
長
官
の
命
令
に
對
し
て
は
︑
眞
實
に
í
從
し
以
て
大
亞
細
亞
�
義
の
目
�
を
�
到

マ

マ

す

る
こ
と
を
U
し
た
い(82

)
﹂
と
︑
政
府
の
方
針
へ
の
í
從
を
說
い
た
︒
ち
な
み
に
こ
こ
に
登
場
す
る
﹁
大
亞
細
亞
�
義
﹂
に
つ
い
て
の
詳
し
い
言
�

は
な
い
が
︑
先
営
の
孫
中
山
と
の
確
執
を
考
え
れ
ば
︑
孫
中
山
の
大
ア
ジ
ア
�
義
の
m
用
で
は
な
く
︑
漠
然
と
日
本
を
V
�
と
し
た
ア
ジ
ア
聯

帶
を
*
味
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

當
時
の
世
界
潮
液
に
つ
い
て
池
宗
墨
は
︑﹁
一
は
國
民
陣
線
︹

=

戰
線
︺
で
あ
り
︑
一
は
人
民
陣
線
で
あ
る
﹂
と
分
析
し
︑﹁
南
京
︹
國
民
︺
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政
府
は
Û
つ
て
人
民
陣
線
に
入
つ
た
︒
さ
う
し
て
蘇
俄
︹

=

ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
︺
の
法
を
以
て
し
て
中
國
に
施
し(

83
)

﹂
た
︑
と
非
難
し
た
︒
そ
し

て
﹁
防
共
の
後
は
必
ず
須
ら
く
自
治
す
べ
き
で
あ
る
︒
自
治
と
い
ふ
こ
と
は
各
々
自
ら
政
を
爲
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
︒
乃
ち
聯
省
自
治
の
謂

で
あ
る(

84
)

﹂
と
し
て
︑
將
來
の
中
國
政
治
の
形
は
﹁
聯
省
自
治
﹂
で
あ
る
べ
き
と
し
た
︒

｢
孔
孟
學
徒
﹂
と
し
て

以
上
の
政
策
論
の
基
底
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
︑﹁
孔
孟
學
徒(85

)
﹂・﹁
荏
U
古
學
に
對
す
る
S
詣
深
き
篤
學
の
君
子
﹂
(


営
)
な

ど
と
紹
介
さ
れ
た
︑
池
宗
墨
の
思
考
法
で
あ
っ
た
︒
た
だ
以
下
に
見
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
の
﹁
孔
孟
學
徒
﹂
は
︑
嚴
格
な
*
味
で
の
そ
れ
と
は

衣
な
っ
て
い
た
︒
池
宗
墨
は
指
¢
�
立
場
に
あ
る
知
識
人
と
し
て
︑
社
會
に
對
す
る
責
任
に
自
覺
�
で
︑
發
言
に
は
中
國
古
典
か
ら
の
引
用
も

見
ら
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
發
想
方
法
は
�
代
�
な
感
覺
も
影
»
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
學
生
に
對
す
る
�
演
で
池
宗
墨
は
︑﹁
一
︑
禮
貌
あ
れ
︹
中
略
︺
二
︑
須
ら
く
淸
ô
な
る
べ
し
︹
中
略
︺
三
︑
須
ら
く
勞
に
耐
ゆ
べ

し
︹
中
略
︺
四
︑
日
記
を
記
せ(86

)
﹂
と
發
言
し
て
い
る
が
︑
少
な
く
と
も
日
記
を
記
す
こ
と
は
︑
本
來
の
﹁
孔
孟
の
'
﹂
と
は
直
接
關
係
な
い
︒

ま
た
師
範
學
校
學
生
に
對
す
る
︑﹁
師
範
生
は
是
れ
未
來
小
學
生
の
父
母
で
あ
つ
て
將
來
國
民
の
模
範
で
あ
る
か
ら
︑
其
の
責
任
は
至
つ
て
重

且か
つ

大
で
あ
る
︹
中
略
︺
學
生
の
第
一
義
と
は
人
格
あ
る
こ
と
を
1
す
る(87

)
﹂
と
い
う
發
言
の
中
に
見
ら
れ
る
﹁
國
民
の
模
範
﹂
と
い
っ
た
發
想
も
︑

極
め
て
�
代
�
で
あ
る
︒

池
宗
墨
の
發
言
や
行
動
か
ら
は
︑
池
が
實
際
に
人
々
の
生
活
態
度
に
ま
で
踏
み
õ
も
う
と
し
た
こ
と
も
わ
か
る
︒
例
え
ば
池
は
︑
官
僚
に
對

し
て
﹁
現
在
の
公
務
員
は
三
�
を
守
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
不
可
で
あ
る
︒
一
に
髮
を
蓄
へ
ず
︑
二
に
嫖
�
せ
ず
︑
三
に
ö
÷
せ
ず
︑
能
く
か
う
し

た
三
�
を
守
り
︑
僧
家
の
淸
規
を
守
る
が
如
く
す
べ
き(88

)
﹂
と
し
︑﹁
大
家
皆
自
愛
す
る
を
知
り
︑
官
規
を
恪
守
し
︑
廉
ô
政
府
を
S
成
し
︑
人

民
の
爲
に
幸
福
を
謀
り
︑
國
家
の
爲
に
模
範
を
作
さ
ん
こ
と
を(89

)
﹂
求
め
た
︒

池
宗
墨
の
議
論
は
決
し
て
發
言
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
︒
池
は
長
官
就
任
後
冀
東
各
縣
を
î
り
︑
官
僚
の
あ
る
べ
き
£
に
つ
い
て
度
々
�
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演
し
た
が(90

)
︑
自
身
が
目
に
し
た
官
僚
の
不
眞
面
目
な
態
度
に
對
し
て
は
�
直
に
怒
り
を
表
し
︑﹁
公
務
員
が
B
く
る
�
の
國
家
の
俸
祿
は
︑
卽

ち
是
れ
人
民
の
脂
膏
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
殷
汝
�
長
官
時
代
に
は
﹁
僚
屬
と
長
官
と
﹂
が
出
會
っ
た
際
も
﹁
相
識
ら
ざ
る
が
若
く
}
卑
長
幼

の
序
を
隱
失
﹂
し
て
い
た
が
︑
今
後
は
そ
う
し
た
態
度
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
嚴
命
し
た(91

)
︒

こ
う
し
た
池
宗
墨
の
方
針
は
︑
政
務
長
官
就
任
後
に
は
政
策
と
し
て
具
體
o
さ
れ
た
︒
池
は
�
州
事
件
後
︑
冀
東
政
府
の
制
度
改
革
を
實
施

し
︑﹁
民
*
暢
�
の
機
關
﹂
と
し
て
自
治
參
議
會
︑﹁
政
府
の
會
計
を
�
ù
o
﹂
す
る
審
計
處
︑﹁
從
來
の
閨
閥
中
心
を
打
破
革
怨
﹂
す
る
官
�

登
用
機
關
と
し
て
官
�
甄
錄
委
員
會
︑﹁
綱
紀
肅
正
﹂
の
た
め
の
官
�
ú
戒
委
員
會
を
設
け
︑﹁
實
務
�
義
﹂
を
揭
げ
た
の
で
あ
る(92

)
︒

中
國
人
の
û
慣
に
對
し
て
も
池
宗
墨
は
改
善
の
餘
地
が
多
い
と
見
て
お
り
︑
中
國
人
が
よ
く
口
に
す
る
﹁
差
不
多
﹂
を
批
:
し
た
他
︑
中
國

の
兵
G
が
﹁
金
で
ヒ
ッ
ク
リ
×
る
の
で
此
奴
は
困
ま
つ
て
ゐ
ま
す
﹂
と
︑
兵
G
の
質
の
惡
さ
を
嘆
い
た(93

)
︒
こ
の
改
善
の
た
め
池
は
︑
中
國
人
は

﹁
必
ず
須
ら
く
人
の
長
と
す
る
�
を
ý
り
︑
而
し
て
我
れ
の
短
と
す
る
�
を
補
ふ
べ
し
﹂
と
語
っ
た
が(94

)
︑
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
﹁
人
の
長
︹
他

人
の
長
�
︺﹂
は
︑
先
営
の
﹃
孔
子
論
﹄
の
內
容
を
踏
ま
え
れ
ば
日
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
池
に
と
っ
て
︑
中
國
と
日
本
が
提
携
す
る

こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒

池
宗
墨
は
﹃
淮
南
子
﹄
を
出
典
と
す
る
﹁
澹
泊
�
志

寧
靜
致
p
︹
淡
白
で
な
け
れ
ば
志
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

落
ち
着
い
て

ゆ
っ
た
り
し
た
氣
持
ち
で
な
い
と
︑
p
大
な
境
地
に
�
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︺﹂
を
座
右
の
銘
と
し
て
い
た(

95
)

︒
官
僚
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
︑

ま
た
組
織
・
政
府
の
指
¢
者
と
し
て
官
僚
に
い
か
に
對
處
し
︑
振
舞
う
べ
き
か
︒
池
の
議
論
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
問
題
に
極
め
て
自
覺
�
で

あ
っ
た
池
の
£
が
見
え
て
く
る
︒

こ
の
よ
う
な
池
宗
墨
に
と
っ
て
︑
冀
東
政
權
で
の
活
動
は
︑
�
成
紡
織
で
の
實
踐
の
þ
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
後
年
︑
池
は
華

北
勞
工
協
會
理
事
長
に
就
任
す
る
が(96

)
︑
こ
れ
も
池
の
�
成
紡
織
で
の
勞
働
者
管
理
や
︑
指
¢
者
と
し
て
の
£
勢
が
-
價
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
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六

｢
防
共
﹂
と
﹁
聯
省
自
治
﹂

冀
東
政
府
が
名
稱
に
冠
し
て
い
る
﹁
防
共
﹂
と
成
立
宣
言
で
も
言
�
さ
れ
た
﹁
聯
省
自
治
﹂
に
つ
い
て
も
觸
れ
て
お
き
た
い
︒
冀
東
政
府
�

纂
の
敎
科
書
で
も
﹁
防
共
自
治
の
冀
東
﹂
と
い
う
表
題
の
�
違
で
︑﹁
防
共
の
國
防
を
円
設
す
る
こ
と
は
長
城
よ
り
も
Ó
に
堅
固
に
︑
自
治
の

國
�
を
開
拓
す
る
こ
と
は
�
河
よ
り
も
Ó
に
長
く
p
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
象
ò
�
に
言
�
さ
れ
て
い
る(97

)
︒

ま
ず
﹁
防
共
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
防
共
﹂
は
﹁
共
產
黨
を
防
ぐ
﹂
あ
る
い
は
﹁
共
產
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
防
衞
す
る
﹂
と
い
っ

た
*
味
で
︑
中
國
で
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
か
ら
﹁
防
共
產
黨
﹂
の
表
現
が
確
N
で
き(98

)
︑
そ
の
後
こ
の
省
略
形
で
あ
る
﹁
防
共
﹂
も
9
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た(99

)
︒

一
方
︑
日
本
語
で
の
﹁
防
共
﹂
の
初
例
は
︑
管
見
の
限
り
で
冀
東
政
府
成
立
直


の
一
九
三
五
年
一
〇
�
の
陝
西
の
共
產
軍
の
動
靜
を
傳
え

る
�
�
に
お
い
て
で
あ
る(

100
)

︒
そ
の
後
冀
東
政
府
成
立
に
至
る
華
北
自
治
政
權
樹
立
の
報
'
が
傳
え
ら
れ
る
中
﹁
防
共
﹂
は
¿
增
し
た(

101
)

︒
日
本
に

お
け
る
﹁
防
共
﹂
は
︑
ま
さ
に
冀
東
政
府
の
動
靜
を
含
め
た
華
北
の
事
j
が
傳
え
ら
れ
る
中
で
社
會
に
�
�
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
皮
肉
な
こ
と
に
冀
東
政
府
は
熱
心
に
﹁
防
共
﹂
政
策
に
取
り
組
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
︒
象
ò
�
な
の
は
︑
殷
汝
�
自
身
が
冀
東
政
府
成

立
直
後
の
一
九
三
五
年
一
一
�
二
六
日
︑﹁
共
產
の
危
機
は
︑
目
下
�
大
と
は
思
わ
れ
な
い
﹂
と
發
言
し
て
い
る
點
で
あ
る(

102
)

︒
政
府
の
名
稱
に

﹁
防
共
﹂
を
冠
し
て
い
る
以
上
︑
冀
東
政
府
が
﹁
防
共
﹂
に
;
く
觸
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
實
際
に
冀
東
政
府

が
﹁
防
共
﹂
に
關
し
て
お
こ
な
っ
た
の
は
敎
科
書
の
�
纂
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
製
に
限
ら
れ
︑
池
宗
墨
も
具
體
�
に
踏
み
õ
ん
だ
議
論
を
展
開

し
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
は
華
北
自
治
�
動
を
推
M
す
る
際
に
︑
思
想
�
な
目
標
も
必
1
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
防
共
﹂
が
土
肥
原
賢
二
・
佐
々
木

到
一
・
板
垣
征
四
郞
ら
日
本
軍
人
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
こ
と
も
關
係
し
よ
う(

103
)

︒

む
ろ
ん
西
安
事
件
勃
發
と
そ
の
後
の
國
共
兩
黨
の
融
和
に
つ
い
て
は
︑
無
視
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
︑
例
え
ば
一
九
三
七
年
四
�
の
﹁
冀

東
政
府
の
防
共
9
命
﹂
で
殷
汝
�
は
︑
共
產
黨
擡
頭
の
危
機
を
語
っ
て
い
る
︒
た
だ
そ
こ
で
防
共
對
策
と
し
て
揭
げ
ら
れ
た
も
の
も
︑
一
．
;
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國
に
鞏
固
な
防
共
政
權
を
円
て
る
︑
二
．
民
本
政
策
の
確
立
︑
三
．
世
界
の
反
共
國
家
と
の
聯
合

(
歐
洲
で
は
ド
イ
ツ
︑
東
洋
で
は
日
本
)
︑
と

い
っ
た
こ
と
に
$
ぎ
ず
︑
具
體
�
な
政
策
が
練
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る(

104
)

︒

2
に
﹁
聯
省
自
治
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
れ
も
冀
東
政
府
の
宣
言
で
は
し
ば
し
ば
言
�
さ
れ
た
が
︑
冀
東
地
區
は
河
北
省
の
一
部
に
$
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑﹁
聯
省
﹂
實
現
へ
の
具
體
�
な
施
策
は
確
N
で
き
な
い
︒
た
だ
﹁
自
治
﹂
に
つ
い
て
は
︑
冀
東
地
區
內
の
'
路
の
整

備
修
築
︑
治
水
築
�
事
業
︑
稅
目
の
整
理
︑
冀
東
大
學
設
立
�
想
も
含
め
た
敎
育
制
度
改
革
が
推
M
さ
れ
た
︒
冀
東
政
府
施
政
一
周
年
の
成
果

を
誇
る
�
獻
の
內
容
も
﹁
民
政
・
保
安
・
財
政
・
円
設
・
敎
育
・
實
業
﹂
で
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
冀
東
政
府
の
施
策
の
重

點
は
地
區
內
の
振
興
に
あ
り
︑
決
し
て
﹁
防
共
﹂
や
﹁
外
"
﹂
で
な
か
っ
た
︒
冀
東
政
府
は
名
實
と
も
に
﹁
自
治
﹂
を
そ
れ
な
り
に
推
M
し
た

と
言
え
る(

105
)

︒

以
上
を
も
っ
て
︑﹁
防
共
﹂
は
中
國
共
產
黨
と
の
︑﹁
自
治
﹂
は
中
國
國
民
黨
と
の
Ü
い
を
示
す
言
葉
で
︑
兩
者
を
體
現
し
た
﹁
冀
東
政
府
こ

そ
中
華
民
國
の
正
瓜
を
繼
承
す
る
機
關
﹂
と
纏
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
こ
れ
は
結
果
論
で
あ
り
︑
殷
汝
�
や
池
宗
墨
が
︑﹁
防
共
﹂

は
共
產
黨
と
の
︑﹁
自
治
﹂
は
國
民
黨
と
の
Ü
い
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
*
識
し
て
議
論
を
組
み
立
て
て
い
た
譯
で
は
な
い
︒

七

殷
汝
�
・
池
宗
墨
に
對
す
る
議
論

(一
)
中
國
で
の
議
論

殷
汝
�
が
冀
東
政
府
の
成
立
宣
言
を
發
し
て
閒
も
な
い
一
九
三
五
年
一
一
�
二
六
日
︑
國
民
政
府
は
殷
を
免
職
に
す
る
と
と
も
に
︑
K
捕
令

を
出
し(

106
)

︑
華
北
分
離
に
反
對
す
る
學
生
�
動
も
8
き
た

(一
二
・
九
�
動
)
︒
こ
う
し
た
狀
況
下
︑
中
國
で
の
論
>
は
冀
東
政
府
に
否
定
�
な
も

の
が
基
>
を
な
し
︑
殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
議
論
が
肯
定
�
な
立
場
か
ら
解
說
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
︒

た
だ
中
國
で
し
ば
し
ば
傳
え
ら
れ
た
冀
東
政
府
內
部
の
3
閥
爭
い
に
關
す
る
報
'
は
︑
冀
東
政
府
の
性
格
を
考
え
る
上
で
の
材
料
を
提
供
し
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て
く
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
冀
東
政
府
の
中
に
は
︑
池
宗
墨
3
・
殷
體
怨
3
・
王
廈
材
3
・
張
仁
蠡
3
の
四
つ
に
加
え
︑
殷
汝
�
の
妻
民
惠
の

弟
で
あ
る
井
上
喬
之
と
︑
民
惠
の
妹
の
夫
í
部
の
3
閥
が
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
優
勢
だ
っ
た
の
は
池
宗
墨
3
だ
っ
た
が
︑
殘
り
が
結
託
し
て
池

に
對
抗
し
た
た
め
︑
殷
の
池
に
對
す
る
信
用
は
徐
々
に
搖
ら
い
だ
と
い
う(

107
)

︒

ま
た
別
の
報
'
は
︑
自
ら
の
地
位
に
不
安
を
感
じ
た
殷
汝
�
が
︑
銀
行
に
現
金
を
預
け
日
本
側
か
ら
隱
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
池
宗
墨
は
︑

殷
の
行
爲
は
︑﹁
僞
財
政
﹂
(=

冀
東
政
府
の
財
政
)
を
破
壞
し
︑
民
衆
を
恐
慌
に
陷
れ
る
と
批
:
し
︑
こ
の
事
j
を
日
本
軍
の
田
代

(皖
一
郞
)

中
將
に
吿
げ
︑
そ
の
結
果
殷
と
池
が
衝
突
し
た
︑
と
傳
え
て
い
る(

108
)

︒
殷
に
つ
い
て
は
︑
北
京
の
邸
宅
に
妾
を
七
人
0
え(

109
)

︑
馴
染
み
の
ダ
ン
サ
ー

が
殷
の
�
殺
を
試
み
る
な
ど(

110
)

︑
女
性
に
纏
わ
る
�
も
つ
き
ま
と
っ
た(

111
)

︒
こ
れ
に
對
し
池
に
は
そ
う
し
た
類
の
話
は
皆
無
で
あ
る
︒
む
し
ろ
池
の

﹁
僧
家
の
淸
規
を
守
る
が
如
く
す
べ
き
﹂
と
い
っ
た
發
言
や
周
圍
の
-
價
か
ら
は
︑﹁
孔
孟
學
徒
﹂
や
實
直
な
理
想
�
義
者
の
£
が
�
か
ぶ
︒

井
上
喬
之
の
戰
後
の
囘
想
に
よ
れ
ば
︑
殷
汝
�
と
懇
*
に
し
て
い
た
田
中
隆
吉

(中
佐
・
關
東
軍
參
謀
)
に
對
抗
す
る
た
め
に
︑
陸
軍
の
專
田

盛
壽
は
池
宗
墨
に
接
�
し
︑
池
も
殷
に
取
っ
て
代
わ
る
野
心
を
8
し
た
と
い
う(

112
)

︒
先
営
し
た
よ
う
に
︑
長
官
就
任
後
の
池
が
閨
閥
打
破
を
標
榜

し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
冀
東
政
府
內
に
閨
閥
の
問
題
も
絡
ん
で
︑
何
等
か
の
路
線
對
立
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(二
)
日
本
で
の
議
論

冀
東
政
府
や
殷
汝
�
に
つ
い
て
は
︑
外
務
省
關
係
者
を
中
心
に
否
定
�
に
見
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒
上
海
總
領
事
の
石
射
猪
太
郞
は
︑
冀
東

政
府
か
ら
招
か
れ
て
い
る
と
就
職
相
談
に
訪
れ
た
東
亞
同
�
書
院
生

(石
射
に
と
っ
て
は
後
輩
に
當
る
)
に
對
し
︑﹁
デ
ス
カ
レ
ヂ
し
て
置
く

︹
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
︺﹂
と
日
記
に
記
し
て
い
る
他(

113
)

︑
モ
ン
ゴ
ル
で
高
度
自
治
を
1
求
し
て
い
た
デ
ム
チ
ュ
ク
ド
ン
ロ
ブ

(
德
王
)
の
動
靜
に

も
︑﹁
殷
汝
�
や
德
王
な
ど
と
云
ふ
手
合
は
東
洋
7
和
の
敵
な
の
だ
﹂
と
︑
手
嚴
し
い(

114
)

︒

郭
松
齡
事
件
の
際
に
�
年
閒
に
わ
た
っ
て
殷
汝
�
を
�
っ
た
經
驗
を
持
つ
外
"
官
中
田
豐
千
代
も
戰
後
の
囘
想
な
が
ら
︑
殷
は
﹁
ï
境
の
變

o
に
動
搖
を
隱
せ
な
い
小
人
物
﹂
で
あ
っ
た
と
囘
想
し
︑
當
時
奉
天
總
領
事
だ
っ
た
吉
田
茂
も
ま
た
同
樣
の
-
價
だ
っ
た
と
す
る(

115
)

︒
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た
だ
辛
口
の
-
價
の
一
方
︑
冀
東
政
府
の
方
針
を
高
く
-
價
す
る
人
も
い
た
︒
京
都
Z
國
大
學
敎
Y
の
矢
野
仁
一
も
そ
の
一
人
で
あ
る
︒
矢

野
は
﹁
殷
君
の
理
想
の
高
p
な
る
こ
と
︑
決
心
の
鞏
固
な
る
こ
と
︑
其
の
人
民
と
疾
苦
を
共
に
す
る
考
へ
で
︑
生
活
振
り
の
極
め
て
質
素
儉
6

な
る
こ
と
を
聞
い
て
︑
私
は
滿
洲
國
に
お
い
て
實
現
の
出
來
な
か
つ
た
私
の
王
'
政
治
の
理
想
が
︑
殷
君
に
依
り
冀
東
地
方
の
小
天
地
に
お
い

て
實
現
が
出
來
さ
う
に
考
へ
︑
非
常
に
面
白
い
と
思
つ
た
﹂
と
冀
東
政
府
の
將
來
に
U
待
し
た(

116
)

︒

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
川
崎
紫
山
は
池
宗
墨
に
つ
い
て
︑﹁
其
の
�
演
は
一
と
し
て
君
の
理
想
と
す
る
王
'
精
神
の
發
露
に
あ
ら
ざ
る
︹
は
︺

な
く
︑
其
の
一
違
と
雖
も
︑
一
句
と
雖
も
︑
經
國
濟
民
の
敎
訓
と
爲
ら
ざ
る
も
の
は
無
い(

117
)

﹂
と
高
く
-
價
し
︑
そ
の
議
論
を
集
め
て
﹃
王
'
經

綸
論
集
﹄
と
題
し
て
上
梓
し
た
︒

『夕
刊
Z
國
怨
聞
﹄
を
刊
行
し
て
い
た
渡
邊
剛
も
冀
東
政
府
を
荏
m
し
た
一
人
で
あ
る
︒
渡
邊
剛
は
﹃
北
荏
に
曉
鐘
を
撞
く
殷
汝
�
と
冀
東

自
治
︱
︱
我
が
大
陸
政
策
の
方
向
﹄
(夕
刊
Z
國
怨
聞
社
︑
一
九
三
五
年
)
︑﹃
我
が
大
陸
政
策
と
武
士
'
の
英
棄
か
⁉

︱
︱
孤
立
無
m
の
冀
東
防

共
自
治
政
府
を
斷
じ
て
見
殺
し
に
す
る
な
！

北
荏
特
殊
地
域
の
本
義
を
確
N
せ
よ
﹄
(夕
刊
Z
國
怨
聞
社
︑
一
九
三
七
年
)
と
い
っ
た
一
聯
の
册

子
で
︑
冀
東
政
府
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
︒
渡
邊
は
東
亞
人
�
硏
究
�
な
る
名
義
で
も
活
動
し
︑
冀
東
政
府
に
關
す
る
怨
聞
記
事
を
集
成
し
た

﹃
冀
東
﹄
(一
九
三
七
年
)
も
出
版
し
た
︒
東
亞
人
�
硏
究
�
と
聞
く
と
何
や
ら
權
威
あ
る
機
關
の
よ
う
だ
が
︑
�
�
は
夕
刊
Z
國
怨
聞
社
と
同

じ
で
︑
ど
こ
ま
で
實
態
が
あ
っ
た
の
か
は
怪
し
い
︒
當
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
冀
東
解
=
論
へ
の
反
論
を
︑﹁
硏
究
�
﹂
を
冠
す
る
こ
と
で
權

威
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
實
際
︑
冀
東
政
府
は
總
合
雜
誌
﹃
創
S
﹄
に
h
金
を
提
供
し
て
お
り(

118
)

︑
お
そ
ら
く
渡
邊
の
活
動
に
も
冀
東

政
府
か
ら
何
ら
か
の
h
金
m
助
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

八

小
結

以
上
︑
本
稿
で
は
殷
汝
�
・
池
宗
墨
の
經
歷
と
そ
の
議
論
を
�
し
て
︑
冀
東
政
府
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
以
下
︑
�
ら
か
に
な
っ
た
點
を
整

理
し
て
お
こ
う
︒
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一
點
目
は
︑
冀
東
政
府
長
官
の
殷
汝
�
は
︑
日
本
社
會
と
の
關
係
を
h
本
に
中
國
政
界
M
出
を
圖
っ
た
も
の
の
︑
結
局
そ
の
活
動
が
日
本
と

の
關
係
に
�
始
し
た
中
國
人
政
治
家
で
あ
っ
た
點
で
あ
る
︒
殷
は
日
本
に
留
學
し
て
日
本
人
を
妻
に
�
え
︑
日
本
社
會
と
の
接
點
も
多
く
︑
�

親
者
か
ら
も
﹁
精
神
�
に
も
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
*
味
で
︑
日
本
�
﹂
と
見
ら
れ
て
い
た(

119
)

︒
し
か
し
殷
は
單
純
に
﹁
親
日
﹂
で
括
ら
れ
る
人
閒
で

は
な
い
︒
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
殷
は
︑
日
中
提
携
を
唱
え
な
が
ら
も
︑
一
方
で
は
日
本
政
府
の
問
題
點
や
日
本
人
の
缺

點
を
忌
憚
な
く
指
摘
し
︑
中
國
の
民
*
の
趨
向
を
摑
む
べ
き
と
訴
え
て
い
た
︒
よ
り
正
確
に
は
﹁
知
日
3
﹂
の
中
國
人
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

た
だ
中
國
語
で
の
政
論
は
確
N
で
き
ず
︑
中
國
で
發
表
さ
れ
た
�
違
は
日
本
の
紹
介
か
形
式
�
な
報
吿
に
限
ら
れ
た
︒
中
國
國
內
で
の
殷
は

﹁
日
本
�
﹂
の
枠
を
超
え
る
存
在
で
は
な
く
︑
政
治
�
基
盤
も
不
安
定
で
あ
っ
た
︒

そ
う
し
た
殷
汝
�
が
政
治
の
世
界
に
殘
ろ
う
と
す
れ
ば
︑
賴
れ
る
政
治
h
本
は
日
本
と
の
關
係
し
か
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
殷
が
冀
東
政
府
樹

立
に
至
っ
た
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
冀
東
政
府
は
從
來
の
殷
の
�
張
や
行
動
と
は
矛
盾
す
る
側
面
も
持
っ
て
い
た
︒
冀
東
政
府
の

重
1
な
宣
言
の
8
草
を
池
宗
墨
に
委
ね
た
背
景
に
は
︑
こ
う
し
た
殷
の
�
い
が
見
え
隱
れ
す
る
︒

二
點
目
は
︑
冀
東
政
府
の
�
想
に
は
︑
實
際
に
は
池
宗
墨
の
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
點
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
孔
孟
學
徒
﹂
に

象
ò
さ
れ
る
︑
知
識
人
と
し
て
の
理
想
や
�
成
紡
織
で
の
實
績
が
あ
っ
た
︒
一
方
︑
政
治
の
世
界
で
の
池
は
い
わ
ば
素
人
で
あ
っ
た
︒
そ
の
點

で
池
は
一
貫
し
た
思
い
を
政
治
に
表
現
す
る
こ
と
に
躊
躇
が
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
︒
殷
汝
�
の
失
脚
後
︑
冀
東
政
府
を
�
い
た
池
は
︑
政
府

の
機
�
改
革
や
管
內
の
視
察
を
積
極
�
に
M
め
た
が
︑
ま
さ
に
冀
東
政
府
は
︑
池
に
と
っ
て
そ
の
思
想
や
活
動
を
發
展
さ
せ
︑
實
現
す
る
舞
臺

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

冀
東
政
府
解
=
後
の
池
宗
墨
の
行
動
に
も
︑
そ
の
志
向
の
一
端
が
窺
え
る
︒
池
は
中
華
民
國
臨
時
政
府
の
議
政
委
員
に
就
任
し
た
も
の
の
︑

今
後
は
﹁
野
に
在
っ
て
︑
社
會
事
業
に
從
事
し
︑
父
老
兄
弟
と
︑
共
に
農
業
を
語
る
﹂
と
営
べ
た(

120
)

︒
ま
た
臨
時
政
府
か
ら
の
そ
の
功
績
に
報
い

る
た
め
に
贈
ら
れ
た
報
奬
金
五
〇
萬
元
に
對
し
て
も
︑
池
は
そ
れ
を
冀
東
円
設
に
當
て
て
欲
し
い
と
分
�
を
1
s
し
た(

121
)

︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
事
j
を
も
っ
て
池
宗
墨
を
淸
廉
な
い
し
は
政
治
か
ら
w
離
を
と
っ
た
人
物
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
實
際
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に
は
そ
の
後
も
池
は
︑
王
'
政
治
の
實
現
を
理
想
と
す
る
﹁
聯
邦
政
府
﹂
の
樹
立
を
唱
え(

122
)

︑
日
本
國
內
に
向
け
て
も
�
動
を
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る(

123
)

︒
た
だ
そ
う
し
た
水
面
下
の
政
治
活
動
も
王
'
政
治
の
實
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
そ
の
體
現
者
と
し
て
自
身
の
£
勢
を
積
極
�

に
示
そ
う
と
し
た
點
は
池
の
特
ò
だ
っ
た
︒
冀
東
政
府
に
お
け
る
殷
汝
�
と
池
宗
墨
の
對
立
に
は
︑
こ
う
し
た
兩
者
の
氣
質
や
志
向
の
Ü
い
も

影
»
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
點
目
は
︑
冀
東
政
府
で
の
議
論
が
︑
圖
ら
ず
も
そ
の
後
日
中
戰
爭
の
$
%
で
日
本
占
領
地
に
樹
立
さ
れ
た
政
權
の
先
驅
け
と
な
っ
た
點
で

あ
る
︒
反
國
民
黨
・
反
國
民
政
府
を
揭
げ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
五
色
旗
を
揭
げ
る
こ
と
で
國
民
政
府
と
の
絕
緣
を
示
し
︑
一
方
で
中
華
民
國

の
正
瓜
性
を
唱
え
る
や
り
方
は
︑
そ
の
後
の
臨
時
政
府
・
維
怨
政
府
で
も
ý
用
さ
れ
た
︒

た
だ
冀
東
政
府
は
日
本
軍
部
の
强
い
影
»
下
に
成
立
し
た
も
の
の
︑
日
本
の
*
向
を
無
限
定
に
B
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
冀
東

政
府
の
五
色
旗
ý
用
の
事
j
に
も
表
れ
て
い
る
︒
冀
東
政
府
は
︑
政
府
成
立
一
周
年
を
U
し
て
五
色
旗
を
揭
げ
た
が
︑
そ
の
際
滿
洲
國
國
旗
を

ý
用
す
る
案
も
存
在
し
て
い
た(

124
)

︒
結
局
滿
洲
國
國
旗
が
ý
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
こ
れ
は
冀
東
政
府
の
�
擇
肢
と
し
て
滿
洲
國

と
の
合
液
︑
す
な
わ
ち
中
華
民
國
か
ら
の
離
脫
が
あ
っ
た
こ
と
も
傳
え
て
い
る
︒

一
九
三
六
年
に
華
北
か
ら
日
本
に
戾
っ
た
あ
る
日
本
人
は
﹁
Á
時
を
O
慕
す
る
Z
政
の
©
元
の
熱
が
︑
一
時
に
擡
頭
し
て
衣
常
な
る
力
を
以

て
北
荏
を
風
靡
し
つ
ゝ
あ
る
﹂
と
︑
華
北
に
Z
政
を
目
指
す
動
き
が
あ
る
こ
と
に
觸
れ
︑﹁
願
く
ば
滿
洲
Z
國
と
の
�
合
を
a
む
﹂
と
語
っ
て

い
る(

125
)

︒
冀
東
政
府
は
地
理
�
に
滿
洲
國
に
Ë
接
し
て
い
た
が
︑
殷
汝
�
の
姉
が
滿
洲
國
國
務
總
理
の
½
孝
胥
の
息
子
に
嫁
い
で
い
る
な
ど(

126
)

︑
人

�
關
係
で
も
滿
洲
國
に
�
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
結
局
�
ば
れ
た
の
は
中
華
民
國
と
い
う
枠
組
み
で
あ
っ
た
︒
殷
汝
�
も
冀
東
政
府
は
臺
灣
や
滿
洲
國
と
は
衣
な
る
こ
と
を
�
言
し
︑

ま
た
日
本
政
府
の
冀
東
問
題
へ
の
介
入
に
警
戒
感
を
示
し
た
こ
と
は
先
営
し
た
︒
冀
東
政
府
は
廣
く
日
本
の
傀
儡
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
し
か

し
︑
そ
れ
は
決
し
て
無
制
限
の
﹁
親
日
﹂
や
﹁
日
本
O
從
﹂
で
は
な
か
っ
た
︒
冀
東
政
權
解
=
の
後
︑
日
本
人
に
對
し
て
﹁
ど
う
も
日
本
の
方

と
御
"
際
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
ど
う
信
用
し
て
宜
い
か
分
ら
な
い
︒
�
に
危
い
と
云
ふ
感
じ
が
す
る(

127
)

﹂
と
語
る
殷
汝
�
の
眼
差
し
は
冷
め
て
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い
る
︒
そ
し
て
日
本
の
影
»
下
に
成
立
し
た
も
の
の
︑
日
本
か
ら
は
獨
立
し
た
存
在
た
ら
ん
と
し
た
冀
東
政
府
の
0
え
た
ジ
レ
ン
マ
は
︑
形
を

變
え
な
が
ら
そ
の
後
の
占
領
地
政
權
で
も
課
題
で
あ
り
續
け
る
こ
と
に
な
る
︒

^(1
)

村
田
孜
郞
﹁
冀
東
政
權
と
殷
汝
�
﹂﹃
北
荏
の
解
剖
﹄
六
人
社
︑

一
九
三
七
年
︑
四
一
頁
︒

(2
)

秦
郁
彥
﹃
日
中
戰
爭

﹄
(
增
補
版
)︑
一
九
七
二
年

(初
版
は
一

九
六
一
年
)︑
五
八

−

六
八
頁
︑
日
本
國
際
政
治
學
會
太
7
洋
戰
爭

原
因
硏
究
部
�
﹃
太
7
洋
戰
爭
へ
の
'
﹄
第
三
卷
︑
~
日
怨
聞
社
︑

一
九
六
二
年
︑
一
三
七

−

一
八
七
頁

(當
該
部
分
は
島
田
俊
彥
執

筆
)︒

(3
)

安
井
三
吉
﹃
盧
²
橋
事
件
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
九
三
年
︑
五
七
頁
︒

(4
)

內
田
尙
孝
﹃
華
北
事
變
の
硏
究
︱
︱
塘
沽
停
戰
協
定
と
華
北
危

機
下
の
日
中
關
係
一
九
三
二
〜
一
九
三
五
年
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇
〇

六
年

；

光
田
剛
﹃
中
國
國
民
政
府
U
の
華
北
政
治
︱
︱
一
九
二
八

−

三
七
年
﹄
御
茶
の
水
書
Ý
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(5
)

廣
中
一
成
﹃
冀
東
政
權
と
日
中
關
係
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
七

年
)
は
︑
第
二
違
﹁
殷
汝
�
と
日
本
﹂
で
殷
の
經
歷
を
�
う
が
︑
そ

の
思
想
・
人
物
宴
や
︑
冀
東
政
府
樹
立
に
至
る
Ì
�
等
に
つ
い
て
は

�
快
な
說
�
が
な
い
︒
ま
た
池
宗
墨
の
役
割
に
つ
い
て
は
言
�
が
な

い
︒

(6
)

�
映
賢
治
﹁
冀
東
政
府
の
對
冀
察
合
液
を
め
ぐ
る
陸
軍
の
動
向
﹂

﹃
日
本
歷

﹄
第
七
〇
九
號
︑
二
〇
〇
七
年
六
月
︑
同
﹁
冀
東
貿
易

を
め
ぐ
る
政
策
と
對
中
國
關
稅
引
下
げ
1
求
﹂
﹃
軍
事

學
﹄
第
四

三
卷
第
三
・
四
號
合
�
號

(
日
中
戰
爭
再
論
)
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︒

(7
)

吉
井
�
美
﹁
日
本
の
華
北
荏
�
と
開
灤
炭
鑛
﹂
久
保
亨
・
波
多
野

澄
雄
・
西
村
成
雄
�
﹃
戰
時
U
中
國
の
經
濟
發
展
と
社
會
變
容

日

中
戰
爭
の
國
際
共
同
硏
究
五
﹄
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
四

年
︒

(8
)

關
智
英
﹁
上
海
市
大
'
政
府
と
西
村
展
藏
﹂﹃
�
き
に
在
り
て
﹄

第
五
二
號
︑
二
〇
〇
七
年
一
一
�
︒

(9
)

古
屋
哲
夫
﹁
ア
ジ
ア
�
義
と
そ
の
周
邊
﹂
同
�
﹃
�
代
日
本
の
ア

ジ
ア
N
識
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�
︑
一
九
九
四
年
︒
古
屋
は
︑

日
本
の
﹁
大
亞
細
亞
�
義
者
﹂
は
中
國
以
外
に
は
提
携
の
手
掛
か
り

を
持
っ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
の
唯
一
の
提
携
相
手
で
あ
る

中
國
に
對
し
て
も
﹁
驕
慢
度
し
難
き
態
度
﹂
で
あ
る
た
め
︑﹁
到
底

(
ア
ジ
ア
)
聯
V
は
出
來
る
見
õ
は
な
い
﹂
と
い
う
殷
汝
�
の
立
場

を
紹
介
す
る

(同
書
九
四

−

九
五
頁
)
︒
た
だ
殷
汝
�
の
ア
ジ
ア
�

義
に
關
す
る
議
論
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
︒

(10
)

劉
岳
兵
﹁
學
Ú
・
思
想

の
視
點
よ
り
見
た
�
代
中
日
關
係

に

お
け
る
�
つ
か
の
問
題
點
﹂
﹃
人
�
科
學
﹄
第
一
三
號
︑
二
〇
〇
八

年
三
�
︒
劉
は
池
宗
墨
を
思
想
�
漢
奸
と
し
︑﹁
王
'
﹂
を
僞
善
o
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し
た
と
す
る
︒
た
だ
﹁
王
'
﹂
を
﹁
善
・
僞
善
﹂
で
分
析
す
る
に
は

無
理
が
あ
ろ
う
︒

(11
)

邵
雲
瑞
・
李
�
榮
﹁
僞
“
冀
東
防
共
自
治
政
府
”
成
立
經
$
﹂
中

國
人
民
政
治
協
商
會
議
河
北
省
委
員
會
�

h
料
硏
究
委
員
會
�

﹃
河
北
�

h
料
�
輯
﹄
第
九
輯
︑
河
北
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
三

年

；

王
士
立
・
鍾
群
莊
・
趙
競
存
・
李
宗
國
�
﹃
二
十
世
紀
三
十
年

代
�
冀
東
陰
雲
︱
︱
僞
“
冀
東
防
共
自
治
政
府
”

略
﹄
(
L
山
�


h
料
第
二
一
緝
)
河
北
省
L
山
市
政
協
�

h
料
委
員
會
︑
一
九

九
九
年

；

陳
曉
淸
﹁
殷
汝
�
﹂
熊
尙
厚
・
嚴
如
7
�
�
﹃
民
國
人
物

傳
﹄
(第
一
一
卷
)
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
二
年
︒

(12
)

南
開
大
學
歷

系
・
L
山
市
檔
案
館
合
�
﹃
冀
東
日
僞
政
權
﹄
檔

案
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︒

(13
)

李
秉
奎
・
付
春
端
﹁
僞
冀
東
防
共
自
治
政
府
警
團
武
裝
営
-
﹂

﹃
L
山
學
院
學
報
﹄
第
一
六
卷
第
一
U
︑
二
〇
〇
三
年
︒

(14
)

劉
君
實
﹁
冀
東
僞
組
織
�
暴
露
﹂﹃
円
言
�
刊
﹄
第
一
卷
第
三
U
︑

一
九
三
七
年
七
�
︒

(15
)

殷
汝
�
の
冀
東
政
府
成
立
宣
言
發
表
を
一
一
�
二
五
日
と
す
る
も

の
も
あ
る
が
︑
正
確
に
は
一
一
�
二
四
日
夜
�
で
あ
っ
た

(
龔
維
航

﹁
殷
汝
�
訪
問
記
﹂﹃
大
上
海
人
﹄
第
五
／
六
U
︑
一
九
三
六
年
一
�

五
日
)︒
二
四
日
に
宣
言
が
發
表
さ
れ
︑
½
二
五
日
に
政
府
が
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(16
)

高
木
â
之
助
﹃
冀
東
政
權
の
正
體
﹄
北
荏
U
社
︑
一
九
三
七
年
︑

二
五
頁
︒

(17
)

｢冀
東
二
十
二
縣
人
口
瓜
計
表
﹂﹃
冀
東
防
共
自
治
政
府
成
立
�
年

紀
念
專
刊
﹄
上
卷
︑
冀
東
防
共
自
治
政
府
︑
一
九
三
六
年
︒

(18
)

｢北
荏
自
治
�
動
﹂
﹃
北
荏
U
﹄
臨
時
增
刊
冀
東
一
周
年
紀
念
號
︑

一
九
三
六
年
一
一
�
︑
四

−

五
頁
︒

(19
)

宮
田
天
堂
﹃
冀
東
政
權
大
祕
錄

︱
︱
�
州
事
件
一
�
年
を
�
へ

て
﹄
同
人
︑
一
九
三
八
年
︑
四
頁
︒

(20
)

關
智
英


揭
﹁
上
海
市
大
'
政
府
と
西
村
展
藏
﹂︒

(21
)

陸
軍
省
軍
務
課
﹁
殷
汝
�
の
放
E
に
關
す
る
件
﹂
(
一
九
三
七
年

四
�
二
三
日
)
︑
陸
軍
省
︑
陸
滿
密
大
日
記

S
1
2
.1
0
.5
7
︑
防
衞
省

防
衞
硏
究
�
︒

(22
)

｢
冀
東
防
共
自
治
政
府
の
代
表
と
し
て
﹂
�
び
﹁
冀
東
防
共
自
治

政
府
成
立
の
經
雲
﹂
東
亞
人
�
硏
究
�
�
﹃
冀
東
﹄
同
�
一
九
三
七

年
︑
一

−

二
︑
二
一
六

−

二
一
八
頁
︒

(23
)

王
廈
材
﹁
中
國
政
治
敗
壞
の
原
因
﹂
﹃
北
荏
U
﹄
第
四
卷
二
�
號
︑

一
九
三
七
年
︒

(24
)

í
部
ゆ
り

マ

マ

子
﹁
我
が
姉
﹁
殷
汝
�
夫
人
﹂
を
語
る
︱
︱
北
荏
自

治
の
V
�
殷
汝
�
の
よ
き
內
助
者
と
し
て
の
姉
民
ã
﹂
﹃
話
﹄
第
四

卷
第
二
號
︑
一
九
三
六
年
二
�
︒

(52
)

小
林
橘
川
﹃
隨
筆
荏
U
﹄
敎
育
思
潮
硏
究
會
︑
一
九
四
三
年
︑
二

五
一
頁
︒

(26
)

殷
汝
�
﹁
日
荏
親
善
に
就
て
日
本
の
~
野
に
訴
ふ
﹂﹃
東
京
~
日

怨
聞
﹄
一
九
一
七
年
六
�
一
六
日
四
面
︒

(27
)

石
塚
英
藏
﹁
江
蘇
省
棉
花
栽
培
事
業
ノ
件
﹂
(一
九
二
一
年
九
�

二
六
日
)
︑
荏
U
ニ
於
ケ
ル
綿
業
關
係
雜
件

三
．
江
蘇
省
棉
花
栽
培

事
業
ニ
關
ス
ル
件

(
東
洋
拓
殖
株
式
會
社
殷
汝
�
閒
)
︑
荏
U
ニ
於

ケ
ル
綿
業
關
係
雜
件
︑
1
.7
.7
.1
6︑
外
務
省
外
"

料
館
︒

(28
)

殷
汝
�
﹁
�
載
囘
�
錄

重
圍
を
b
れ
て

五
﹂
﹃
大
阪
每
日
怨
聞
﹄

― 180 ―

180



一
九
二
六
年
七
�
二
六
日
一
面
︒

(29
)

龔
維
航


揭
﹁
殷
汝
�
訪
問
記
﹂︒

(30
)

｢殷
汝
�
囘
國

謂
濟
案
不
難
解
决
﹂﹃
京
報
﹄
一
九
二
八
年
六
�

二
〇
日
三
版
︒

(31
)

齊
世
英
�
﹃
齊
世
英
先
生
訪
問
紀
錄
﹄
中
央
硏
究
院
�
代

硏
究

�
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
一
四

−

一
一
八
頁
︒

(32
)

南
京
市
檔
案
館
�
﹃
審
e
汪
僞
漢
奸
筆
錄
﹄
下
︑
鳳
凰
出
版
社
︑

二
〇
〇
四
年
︑
一
一
六
三
頁
︒

(33
)

村
瀨
信
一
﹃
首
相
に
な
れ
な
か
っ
た
男
た
ち
︱
︱
井
上
馨
・
床

2
竹
二
郞
・
河
野
一
郞
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
九
九

−

二
〇
〇
頁
︒

(34
)

｢中
日
結
婚
之
東
e
﹂﹃
益
世
報
﹄
一
九
一
七
年
九
�
一
三
日
三
版
︒

民
惠
を
民
ã
と
す
る
表
記
も
あ
る
が
︑
同
一
�
違
中
で
殷
民
ã
と
井

上
民
惠
を
區
別
す
る
用
例
が
あ
る
の
で
︑
民
ã
は
中
國
名
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る

(
í
部
百
合
子
﹁
殷
汝
�
氏
の
妻
と
し
て
の
姉
﹂

﹃
+
人
公
論
﹄
一
九
三
六
年
二
�
號
)︒

(35
)

汝
氓
﹁
日
本
�
殷
汝
�
﹂﹃
Õ
言
﹄
第
一
卷
第
五
U
︑
一
九
三
三

年
六
�

；

海
天
﹁
由
殷
汝
�
H
國
說
到
中
國
敎
育
﹂﹃
國
光
雜
誌
﹄

第
一
一
U
︑
一
九
三
五
年
一
二
�
︒

(36
)

尾
崎
秀
實
﹁
殷
汝
�
氏
と
會
見
の
記
﹂
~
日
怨
聞
社
�
﹃
現
地
に

荏
U
を
視
る
︱
︱
�
�
荏
U
時
局
の
再
檢
討
﹄
~
日
怨
聞
社
︑
一

九
三
六
年
︑
九
〇
頁
︒

(37
)

池
宗
墨
﹁
利
民
�
成
紡
織
公
司
短
纖
維
工
業
經
營
之
經
$
與
吾
輩

今
後
之
覺
悟
﹂﹃
染
織
紡
�
刊
﹄
第
一
卷
第
三
︑
第
九
︑
第
一
〇
U
︑

一
九
三
五
年
八
�
・
一
〇
�
︒

(38
)

｢殷
汝
�
氏
の
*
見
に
就
て

(日
荏
兩
國
民
性
)﹂﹃
讀
賣
怨
聞
﹄

一
九
二
一
年
九
�
五
日
三
面
︒

(39
)

殷
汝
�
﹁
僞
ら
ざ
る
對
日
感
j
の
吿
白

(五
)﹂﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一

九
二
一
年
一
�
六
日
二
面
︒

(40
)

殷
汝
�
﹁
目
覺
め
た
る
荏
U
よ
り

(
一
二
)﹂
﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一
九

二
一
年
九
�
四
日
二
面
︒

(41
)

殷
汝
�
﹁
目
覺
め
た
る
荏
U
よ
り

(
一
)﹂
﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一
九
二

一
年
八
�
二
三
日
二
面
︒

(42
)

殷
汝
�
﹁
目
覺
め
た
る
荏
U
よ
り

(
五
)﹂
﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一
九
二

一
年
八
�
二
七
日
二
面
︒

(43
)

殷
汝
�
﹁
目
覺
め
た
る
荏
U
よ
り

(
七
)﹂
﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一
九
二

一
年
八
�
二
九
日
二
面
︒

(44
)

｢長
官
,
宴

附
略
傳
﹂


揭
﹃
冀
東
防
共
自
治
政
府
成
立
�
年
紀

念
專
刊
﹄
上
卷
︒

(45
)

殷
汝
�
﹁
華
盛
頓
會
議
と
日
荏
今
後
の
關
係
︱
解
决
の
方
法
が
あ

る

(上
)
﹂
﹃
讀
賣
怨
聞
﹄
一
九
二
一
年
一
二
�
二
二
日
三
面
︒

(46
)

殷
汝
�
﹁
米
國
排
日
の
對
策
︱
日
荏
兩
國
の
共
存
共
榮
﹂﹃
讀
賣

怨
聞
﹄
一
九
二
四
年
六
�
三
〇
日
四
面
︒

(47
)

陳
德
仁
・
安
井
三
吉
�
﹃
孫
�
・
�
演
﹁
大
ア
ジ
ア
�
義
﹂
h
料

集
︱
︱
一
九
二
四
年
一
一
�
日
本
と
中
國
の
岐
路
﹄
(孫
中
山
記
念

會
硏
究
叢
書
一
)
法
律
�
o
社
︑
一
九
八
九
年
︑
七
六
頁
︒

(48
)

關
智
英
﹁
﹁
東
洋

=

王
'
﹂﹁
西
洋

=

霸
'
﹂
の
8
源
︱
︱
王
正

廷
・
殷
汝
�
・
孫
中
山
﹂﹃
孫
�
硏
究
﹄
第
五
九
號
︑
二
〇
一
六
年

一
二
�
︒

(49
)

出
淵
︹
-
2
︺
亞
細
亞
局
長
口
営
﹁
孫
逸
仙
來
邦
ニ
關
ス
ル
件
﹂
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(一
九
二
四
年
一
一
�
二
八
日
)︑
江
浙
竝
奉
直
紛
擾
關
係
／
本
邦
ニ

於
ケ
ル
孫
�
�
盧
永
祥
等
ノ
行
動

B
.1
.6
.1
.8
5
.4︑
外
務
省
外
"


料
館
︒

(50
)

殷
汝
�
﹁
余
が
蹶
8
の
理
由
﹂
廣
島
高
等
師
範
學
校
地
歷
學
會
�

﹃
北
荏
と
滿
洲
國
﹄
~
日
書
Ý
︑
一
九
三
六
年
︑
九

−

一
三
頁
︒

(51
)

北
7
加
�
書
記
官
↓
Q
田
外
務
大
臣

(一
九
三
七
年
一
�
一
八
日

發
)︑
Z
國
ノ
對
荏
外
"
政
策
關
係
一
件

第
七
卷

A
.1
.1
.0
.1
0
.0
0
7︑

外
務
省
外
"

料
館

(原
�
カ
タ
カ
ナ
)︒

(52
)

專
田
盛
壽
﹁
親
日
華
北
政
權
樹
立
の
夢
4
る
﹂
土
肥
原
賢
二
刊
行

會
�
﹃
日
中
友
好
の
5
石

土
肥
原
賢
二
﹄
芙
蓉
書
Ý
︑
一
九
七
二

年
︑
二
八
六

−

二
八
七
・
二
九
一

−

二
九
三
頁
︒

(53
)

池
宗
墨
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
大
東
亞
協
會
︑
一
九
四
一
年
︑
一
一

四

−

一
一
五
頁
︒

(54
)

｢宋
氏
と
は
合
液
せ
ず

自
治
完
成
に
邁
M

國
內
か
ら
贊
成
激
勵

殷
汝
�
氏
會
見
記
﹂﹃
東
京
~
日
怨
聞
﹄
一
九
三
五
年
一
二
�
二
二

日
二
面
︒

(55
)

殷
汝
�
�
﹃
冀
東
防
共
自
治
政
府
第
一
�
年
紀
念
詞
﹄
一
九
三
六

年
︑
七

−

九
頁
︒
こ
の
�
違
は
池
宗
墨
の
�
集
に
揭
載
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
や
︑
冀
東
政
府
一
周
年
に
際
し
て
池
宗
墨
は
別
に
�
違
を
發

表
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
殷
汝
�
自
身
の
�
違
で
あ
る
蓋
然

性
が
高
い
︒

(56
)

殷
汝
�
﹁
冀
東
政
府
成
立
の
*
義
を
語
る
﹂
冀
東
防
共
自
治
政
府

﹃
冀
東
政
府
は
語
る
﹄
同
政
府
︑
一
九
三
七
年
︑
二

−

九
︑
一
二

−

一
五
頁
︒

(57
)

殷
汝
�
﹁
冀
東
問
題
に
對
す
る
吾
等
の
信
念
﹂


揭
﹃
冀
東
政
府

は
語
る
﹄
三
五
頁
︒

(58
)

宮
田
天
堂


揭
﹃
冀
東
政
權
大
祕
錄
﹄
三
五
頁
︒

(59
)

池
宗
墨
﹁
中
國
の
復
興
と
冀
東
政
府
﹂
﹃
北
荏
U
﹄
第
三
卷
九
�

號
︑
一
九
三
六
年
︒

(60
)

深
田
液
川
﹁
池
宗
墨
祕
書
長
の
印
象
﹂
﹃
北
荏
U
﹄
第
三
卷
七
�

號
︑
一
九
三
六
年
︒

(61
)

池
宗
墨


揭
﹁
中
國
の
復
興
と
冀
東
政
府
﹂︒

(62
)

池
宗
墨
﹃
孔
子
論
﹄
怨
東
洋
社
・
東
洋
事
j
硏
究
會
︑
一
九
三
六

年
︑
序
�
�
び
八
頁
︒

(63
)

井
上
哲
2
郞
﹃
哲
學
と
宗
敎
﹄
弘
'
館
︑
一
九
一
五
年
︑
三
三
六

頁
︒

(64
)

池
宗
墨


揭
﹃
染
織
紡
�
刊
﹄
第
一
卷
第
三
︑
第
九
︑
第
一
〇
U
︒

(65
)

｢
�
成
紡
織
公
司
﹂
﹃
商
業
�
報
﹄
第
九
卷
第
八
U
︑
上
海
市
商
會
︑

一
九
二
九
年
九
�
三
〇
日
︒

(66
)

池
宗
墨


揭
﹃
染
織
紡
�
刊
﹄
第
一
卷
第
九
U
︒

(67
)

池
宗
墨


揭
﹃
染
織
紡
�
刊
﹄
第
一
卷
第
一
〇
U
︒

(68
)

池
宗
墨
﹁
中
國
�
代
之
危
機
與
吾
輩
靑
年
之
責
任
﹂﹃
染
織
紡
�

刊
﹄
第
一
卷
第
一
三
U
︑
一
九
三
五
年
一
〇
�
︒

(69
)

池
宗
墨
﹁
辦
國
貨
事
業
者
應
具
之
精
神
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
三
三
年

二
�
九
日
一
八
版
︒

(70
)

他
に
も
上
海
職
業
指
¢
�
で
�
演
を
し
た
記
事
が
あ
る
︒﹁
職
指

�
擧
行
í
務
演
�
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
三
三
年
一
二
�
二
二
日
一
三
版
︒

(71
)

天
然
﹁
介
紹
�
個
Q
心
人
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
三
三
年
一
一
�
二
三

日
一
四
版
︒

(72
)

蔣
維
喬
﹁
參
觀
�
成
紡
織
廠
記
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
三
三
年
九
�
一
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四
日
一
三
版
︒

(73
)

常
州
市
地
方
志
�
纂
委
員
會
�
﹃
常
州
市
志
﹄
三
︑
中
國
社
會
科

學
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
九
九
九
頁
︒

(74
)

｢因
是
齋
日
記
﹂
一
九
三
三
年
六
�
二
九
日
の
條
︒
蔣
維
喬
﹃
蔣

維
喬
日
記
﹄
第
一
六
册
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
四
年
︑
三
三
一

−

三

三
二
頁
︒

(75
)

蔣
維
喬


揭
﹃
蔣
維
喬
日
記
﹄︑
三
二
七

−

贊
六
六
頁
︒

(76
)

川
崎
紫
山
﹁
王
'
經
綸
論
集
に
題
す
﹂
池
宗
墨


揭
﹃
王
'
經
綸

論
集
﹄
二
五
頁
︒

(77
)

池
宗
墨
﹃
池
長
官
�
存
﹄
冀
東
防
共
自
治
政
府
祕
書
室
︑
一
九
三

八
年
︑
一
頁
︒

(78
)

岡
部
巖
夫
﹁
殷
汝
�
と
語
る
﹂﹃
思
想
國
防
﹄
第
二
卷
第
一
號
︑

一
九
三
六
年
一
�
︒

(79
)

武
田
南
陽
﹁
囘
首
茫
々
夢
一
場
﹂﹃
五
十
人
の
怨
聞
人
﹄
電
�
︑

一
九
五
五
年
︑
二
九
八
頁
︒

(80
)

池
宗
墨
﹁
學
生
時
代
は
一
朶
の
鮮
花
の
如
し
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸

論
集
﹄
五
三
頁
︒

(81
)

池
宗
墨
﹁
自
ら
多
福
を
求
む
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
七
四
頁
︒

(82
)

池
宗
墨
﹁
í
從
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
五
五
頁
︒

(83
)

池
宗
墨
﹁
師
範
生
は
未
來
國
民
の
母
た
り
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論

集
﹄
六
六
頁
︒

(84
)

池
宗
墨
﹁
我
を
撫
す
れ
ば
則
ち
后
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
九

一
頁
︒

(85
)

｢は
し
が
き
﹂
高
木
â
之
介
�
営
﹃
改
組
し
た
冀
東
政
權
と
怨
長

官
池
宗
墨
の
思
想
﹄
北
荏
U
社
︑
一
九
三
七
年
︒

(86
)

池
宗
墨
﹁
今
日
の
世
界
は
白
人
の
天
下
乎
︒
抑
々
黃
人
の
天
下

乎
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
一
三
〇

−

一
三
二
頁
︒

(87
)

池
宗
墨
﹁
師
範
生
は
未
來
國
民
の
母
た
り
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論

集
﹄
六
四
頁
︒

(88
)

池
宗
墨
﹁
仁
義
の
邦

仁
義
の
人
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
六

八
頁
︒

(89
)

池
宗
墨
﹁
國
家
の
敗
る
ゝ
は
官
Æ
に
由
る
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論

集
﹄
六
三
頁
︒

(90
)

池
宗
墨
﹃
池
長
官
第
一
二
2
出
î
各
縣
�
演
錄

︱
︱
附
�
電
演

詞
﹄
冀
東
防
共
自
治
政
府
祕
書
室
︑
一
九
三
八
年
︒

(91
)

池
宗
墨
﹁
各
處
の
廳
長
曁
び
祕
書
課
長
に
對
す
る
訓
話
﹂


揭

﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
一
四
六

−

一
四
七
頁
︒

(92
)

高
木
â
之
介


揭
﹃
改
組
し
た
冀
東
政
權
と
怨
長
官
池
宗
墨
の
思

想
﹄
五

−

六
頁
︒

(93
)

山
本
實
彥
﹃
荏
U
事
變
︱
︱
北
荏
の
卷
﹄
改
S
社
︑
一
九
三
七

年
︑
四
〇
頁
︒

(94
)

池
宗
墨
﹁
大
小
精
粗
﹂


揭
﹃
王
'
經
綸
論
集
﹄
一
一
五

−

一
一

七
頁
︒

(95
)

小
林
知
治
﹃
怨
荏
U
の
中
心
人
物
は
誰
々
か
﹄
今
日
の
問
題
社
︑

一
九
三
八
年
︑
一
九
頁
︒

(96
)

｢
7
津
漢
奸
第
一
審

由
冀
高
法
院
辦
理
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
四
五
年

一
二
�
一
〇
日
一
版
︒

(97
)

東
亞
�
o
協
會


揭
﹃
排
日
敎
科
書
改
訂
事
業
﹄
二
一
頁
︒

(98
)

｢
政
府
防
共
產
黨
﹂
﹃
益
世
報
﹄
一
九
二
一
年
三
�
一
一
日
五
版
︒

(99
)

｢杭
市
總
工
會
�
令
防
共
﹂
﹃
申
報
﹄
一
九
二
七
年
八
�
二
四
日
九
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版
︒

(
100
)

｢陝
西
共
產
軍
の
現
勢
﹂﹃
滿
洲
日
日
怨
聞
﹄
一
九
三
五
年
一
〇
�

一
四
日
二
面
︒

(
101
)

;
體
の
傾
向
を
摑
む
た
め
に
神
戶
大
學
附
屬
圖
書
館
怨
聞
記
事
�

庫
で
﹁
防
共
﹂
を
檢
索
し
た
と
こ
ろ
︑
一
九
三
五
年
九
�
ま
で
共
產

黨
を
防
ぐ
と
い
う
*
味
で
の
﹁
防
共
﹂
は
確
N
で
き
な
い
が
︑
同
年

一
〇
�
に
入
る
と
︑
一
四
日
に
一
件
︑
二
〇
日
に
一
件
︑
二
四
日
に

一
件
確
N
さ
れ
︑
さ
ら
に
一
一
�
に
は
︑
冀
東
政
府


日
ま
で
で
一

四
件
︑
冀
東
政
府
成
立
後
の
一
一
�
三
〇
日
ま
で
で
一
〇
件
︑
一
二

�
に
一
三
件
︑
一
九
三
六
年
一
�
は
六
件
︑
と
﹁
防
共
﹂
が
華
北
自

治
の
報
'
と
共
に
9
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(
102
)

龔
維
航


揭
﹁
殷
汝
�
訪
問
記
﹂︒

(
103
)

廣
中
一
成


揭
書
二
七
頁

；﹃
極
東
國
際
軍
事
裁
:
å
記
錄
﹄
第

二
八
號

(一
九
四
六
年
七
�
九
日
)
怨
田
滿
夫
�
﹃
極
東
國
際
軍
事

裁
:
å
記
錄
﹄
第
一
卷
︑
雄
松
堂
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
三
一
一
頁
︒

(
104
)

殷
汝
�
﹁
冀
東
政
府
之
防
共
9
命
﹂﹃
太
7
洋
�
刊
﹄
第
四
卷
第

四
U
︑
一
九
三
七
年
四
�
一
五
日
︒

(
105
)



揭
﹃
冀
東
防
共
自
治
政
府
成
立
�
年
紀
念
專
刊
﹄︒

(
106
)

｢訓
令
直
7
各
機
關

奉
令
飭
拏
殷
汝
�
幷
撤
銷
灤
楡
薊
密
兩
區
行

政
督
察
專
員
轉
行
知
照
一
案
令
仰
知
照
﹂﹃
內
政
部
公
報
﹄
第
八
卷

第
二
二
U
︑
一
九
三
五
年
一
二
�
︒

(
107
)

大
棨
﹁
冀
東
一
角
�
形
形
色
色
﹂﹃
申
報
�
刊
﹄
第
一
卷
第
三
七

U
︑
一
九
三
六
年
九
�
︒

(
108
)

｢兩
漢
奸
衝
突

殷
汝
�
池
宗
墨
﹂﹃
瓊
崖
民
國
日
報
﹄
一
九
三
七

年
五
�
三
一
日
二
版
︒

(
109
)

國
松
�
雄
﹃
わ
が
滿
荏
廿
五
年
の
囘
�
﹄
怨
紀
元
社
︑
一
九
六
一

年
︑
二
七
六
頁
︒

(
110
)

張
樂
7
﹁
漫
畫
報
吿

俠
女
謀
刺
殷
9
記
實
﹂﹃
中
國
漫
畫
﹄
第
一

二
U
︑
一
九
三
七
年
一
�
︒

(
111
)

｢
殷
汝
�
懼
內
醜

﹂
﹃
玲
瓏
+
女
圖
畫
雜
誌
﹄
第
五
卷
第
四
八
U
︑

一
九
三
五
年
一
二
�
︒

(
112
)

畠
山
淸
行
﹁
悲
�
の
人
殷
汝
�
﹂﹃
東
京
兵
團
﹄
(一

胎
動
{
)

光
風
社
︑
一
九
六
三
年
︑
九
〇
頁
︒

(
113
)

石
射
猪
太
郞
著
︑
伊
�
隆
・
劉
:
�
﹃
石
射
猪
太
郞
日
記
﹄
中
央

公
論
社
︑
三
七
頁

(一
九
三
六
年
三
�
一
三
日
の
條
)
︒

(
114
)

石
射
猪
太
郞


揭
﹃
石
射
猪
太
郞
日
記
﹄
一
五
一
頁

(一
九
三
七

年
三
�
一
七
日
の
條
)︒

(
115
)

中
田
豐
千
代
﹃
あ
る
外
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In order to achieve the objectives mentioned above, this paper makes use of

American, Chinese and Japanese diplomatic documents, American Methodist

Mission papers, regional literature, and data collected through oral history methods

by this author in Fujian province.

THE JIDONG GOVERNMENT AND ITS IDEOLOGY : A CASE STUDY

ON YIN RUGENG AND CHI ZONGMO

SEKI Tomohide

The East Hebei Autonomous Government (or Jidong government) is

generally known for being a Japanese puppet regime that was active before the

outbreak of the Second Sino-Japanese War. This paper will reconsider the position

of the Jidong government within modern Chinese history by focusing on the

discourse of Yin Rugeng 殷汝耕 (its chairman) and Chi Zongmo 池宗墨 (its

secretary). Particular attention will be paid to the following three points.

The first point is that Yin Rugeng symbolized a type of Chinese person who

was active in promoting interactions between China and Japan from the 1910s to

the 1940s. From the 1910s, Yin engaged in negotiating with Japan and consistently

called for a partnership between the two nations. In Japan, Yin was regarded as a

famous Chinese activist, but in China, he was seen to be nothing more than a mere

“Japan Hand.” For Yin, the outbreak of conflict between Japan and China meant

losing a platform for himself.

The second point is that Chi Zongmoʼs perspective strongly affected Jidong

government policy. In this regard, his political ideals often drew upon Confucian

values and his experience working as a manager for the Tongcheng Spinning &

Weaving Company. After Yin Rugengʼs fall from grace, Chi Zongmo proceeded

aggressively with governmental reform and visited many prefectures in the Jidong

area. This demonstrates how for Chi Zongmo, the Jidong government functioned as

an experimental platform upon which he could develop his ideas and activities.

The third point is that the policy practiced by the Jidong government set a

number of precedents for other Chinese puppet governments who operated out of

occupied areas during the Second Sino-Japanese War. For example, some Chinese

puppet governments made anti-Kuomintang/anti-Nationalist claims and engaged

in the practice of flying a five-colored flag to demonstrate their disassociation with

the Nationalist government and to distance themselves from the Republic of Chinaʼs
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orthodoxy. However, the Jidong government was not receptive to all Japanese

demands. Yin Rugeng often declared that the Jidong government was different

from Taiwan or Manchukuo and was wary of intervention by the Japanese

government in its own problems.

The biggest dilemma for the Jidong government was that although it was

established under Japanese influence, it nevertheless wanted to be independent of

Japan. This continued to be a challenge for subsequent Chinese puppet

governments as well.
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