
孫
�
と
張
作
霖

︱
︱
民
國
再
瓜
一
に
向
け
て
の
提
携
を
中
心
に
︱
︱

澁

谷

由

里

は
じ
め
に

第
一
違

敵
對
者
︑
復
辟
�
︑
秩
序
破
壞
者
と
し
て
の
張
作
霖

第
二
違

親
日
�
︑﹁
奉
天
軍
閥
﹂

第
三
違

提
携
關
係
�
築
と
そ
の
�
義

お
わ
り
に

は
じ
め
に

中
華
民
國
の
�
�
�
に
つ
い
て
は
︑
割
據
す
る
﹁
軍
閥(1

)
﹂
閒
の
抗
爭
と
︑
こ
れ
を

結
さ
せ
よ
う
と
す
る
北
伐
と
を
對
比
さ
せ
る
の
が
︑
な

が
ら
く
敍
営
の
定
石
で
あ
っ
た
︒
國
民
政
府
成
立
を
︑
民
國
中
�
に
お
け
る
一
つ
の
ピ
ー
ク
と
考
え
る
と
︑
そ
の
�
因
と
�
�
と
し
て
の
北
伐

を
描
く
の
も
合
理
�
で
は
あ
る
︒
と
は
い
う
も
の
の
こ
の
歷
�
觀
に
た
つ
限
り
︑
そ
れ
ま
で
﹁
當
局
﹂
で
あ
っ
た
北
京
政
府
の
瓜
治
方
針
や
︑

方
針
決
定
に
關
與
し
た
�
力
者
た
ち
の
具
體
宴
な
ど
は
檢
證
し
に
く
く
な
り
︑
國
民
政
府
と
の
比
�
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

も
し
上
記
兩
政
府
閒
に
完
�
な
斷
絕
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
人
�
も
斷
絕
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
例
え
ば
︑
一
九
二
六
～
二
七
年
に
北
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京
で
代
理
內
閣
を
組
閣
し
た
�
維
鈞
は
︑
三
一
年
か
ら
國
民
政
府
の
外
�
を
擔
っ
た(

2
)

︒
ま
た
張
學
良
が
二
九
年
に
國
民
政
府
に
合
液

(易
幟
)

し
︑
三
一
年
の
滿
洲
事
變
勃
發
ま
で
︑
東
北
の
實
質
�
荏
�
を
任
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
む
ろ
ん
舊
來
の
敵
對
者
を
�
員
斷
罪

し
て
し
ま
っ
て
は
︑
蔣
介
石
も
瓜
治
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
︑
上
記
の
よ
う
な
登
用
や
合
液
は
︑
一
�
一
夕
で
は
︑
ま
た
軍
事

力
で
相
手
を
壓
倒
す
る
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
︒
�
國
政
權
と
し
て
の
國
民
政
府
に
と
っ
て
は
︑
北
京
政
府
側
と
の
�
涉
で
蓄
積
し
た
政
治

經
驗
や
︑
收
集
し
た
內
部
�
報
と
形
成
し
た
人
�
が
︑
二
八
年
以
後
の
瓜
治
に
は
特
に
�
益
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
一
!
世
界
大
戰
後
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
の
︑
孫
�
と
北
京
側
の
�
力
者
た
ち
に
よ
る
南
北
融
和
は
︑
直
接
に
は
民
國
再
瓜
一
に
結
び
つ

か
な
か
っ
た
が
︑
の
ち
の
國
民
政
府
に
と
っ
て
︑
敵
對
者
と
の
關
係
�
築
を
圖
る
う
え
で
は
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
な
る
經
驗
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
孫
�
か
ら
北
京
側
へ
の
働
き
か
け
に
つ
い
て
は
︑
革
命
�
の
�
�
に
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
︑
か
つ
て
は
�
否
定
�
な
"
價(3

)
が
下
さ

れ
︑
事
實
上
︑
硏
究
對
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
︒
$
年
は
︑
從
來
の
革
命
宴
か
ら
外
れ
る
�
實
で
あ
っ
て
も
︑
%
括
�
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

機
&
が
高
ま
っ
た
た
め
も
あ
り
︑
孫
�
の
思
想
と
政
治
行
動
と
を
分
別
し
た
硏
究
が
日
本
側
で
蓄
積
さ
れ(4

)
︑
孫
�
硏
究
を
專
門
と
し
な
い
立
場

か
ら
も
︑
孫
�
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
狀
況
に
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
中
國
側
の
實
證
硏
究(5

)
も
(
ん
で
︑
怨
た
な
視
點
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
*
五
一
は
︑
國
民
黨
改
組
以
�
の
孫
�
に
と
っ
て
︑
張

作
霖
か
ら
の
荏
+
は
︑
特
に
福
円
省
に
軍
事
�
據
點
を
形
成
す
る
上
で
重
�
だ
っ
た
と
指
摘
し
た(6

)
︒
孫
�
・
張
作
霖
關
係
で
複
數
の
論
�
を
發

表
し
て
い
る
劉
貴
福(7

)
は
︑
內
外
の
�
勢
變
-
に
應
じ
て
︑
兩
者
の
關
係
に
高
揚
�
と
低
.
�
が
あ
り
︑
相
互
に
感
じ
て
い
た
利
用
價
値
も
︑
そ

の
時
々
で
衣
な
る
こ
と
を
/
ら
か
に
し
た
︒
さ
ら
に
邱
捷
は
︑
孫
�
と
ヨ
ッ
フ
ェ
と
の
�
涉
�
�
を
檢
討
し
て
︑
張
作
霖
と
の
關
係
に
よ
っ
て

孫
�
が
ソ
聯
側
に
壓
力
を
か
け
︑
ソ
聯
軍
の
南
下
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
と
営
べ
て
い
る(8

)
︒
ま
た
王
光
0
に
よ
る
と
︑
陳
獨
秀
や
李
大
釗
が
︑

孫
�
と
の
合
作
を
當
初
た
め
ら
っ
た
一
因
は
︑
張
作
霖
と
の
關
係
に
あ
っ
た
が
︑
國
民
黨
の
軍
事
行
動
擴
大
の
た
め
に
は
や
む
を
え
な
か
っ
た

と
し
て
︑
の
ち
に
は
そ
の
必
�
性
を
理
解
し
た
と
い
う(9

)
︒

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
蓄
積
・
(
展
を
繼
承
し
た
う
え
で
︑
筆
者
が
從
來
と
り
く
ん
で
き
た
︑
張
作
霖
硏
究
の
內
容
を
加
味
し
て
︑
南
北
融
和
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に
い
た
る
�
�
の
︑
初
�
段
階
ま
で
を
解
/
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

具
體
�
に
は
︑
孫
�
の
北
京
に
對
す
る
�
初
の
融
和
メ
ッ
セ
ー
ジ
︑
二
三
年
一
2
二
六
日
附
の
3
稱
﹁
和
4
瓜
一
宣
言
﹂(10

)
︿
以
下
︑﹁
和
4
﹂

と
略
﹀
發
出
ま
で
の
︑
張
作
霖
と
の
提
携
關
係
�
築
�
�
を
5
う
︒
孫
�
が
內
外
に
︑
北
京
と
の
融
和
を
は
じ
め
て
公
言
し
た
と
い
う
點
で

﹁
和
4
﹂
の
�
義
は
大
き
く
︑
張
作
霖
は
呼
び
か
け
の
6
�
對
象
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
よ
っ
て
孫
�
が
張
作
霖
を
�
初
に
7
知
し
た
と
思

わ
れ
る
一
九
一
一
年
か
ら
︑
二
三
年
﹁
和
4
﹂
ま
で
の
彼
ら
の
關
係
を
軸
に
し
て
︑
孫
�
の
張
作
霖
"
價
︑
お
よ
び
兩
者
の
關
係
�
築
に
寄
與

し
た
人
�
と
�
報
網
の
槪
�(11

)
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一
違

敵
對
者
︑
復
辟
黨
︑
秩
序
破
壞
者
と
し
て
の
張
作
霖

孫
�
が
張
作
霖
を
�
初
に
7
識
し
た
の
は
︑
辛
亥
革
命
の
彈
壓
者
・
敵
對
者
と
し
て
で
あ
っ
た
︒﹃
國
父
�
集
﹄
に
は
︑
一
九
一
一
年
一
二

2
︑
當
時
の
東
三
省
總
督
・
趙
爾
巽
の
命
に
よ
り
︑
奉
天
に
お
け
る
革
命
の
同
志
た
ち

(
聯
合
9
(
會
員
・
柳
大
年
ほ
か
)
を
︑
張
が
:
捕
し
た

旨
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

;
年
二
2
一
七
日
に
お
け
る
︑
淸
�
皇
=
>
位
後
の
拘
留
は
不
當
で
あ
る
と
し
て
︑
孫
�
は
袁
世
凱
を
3
じ
て
二
2
一
八
日
附
で
趙
爾
巽
に

抗
議
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
彼
ら
は
釋
放
さ
れ
た
と
い
う(12

)
︒
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
︑
王
�

焉
後
に
お
け
る
革
命
&
動
家
拘
留
の
不
當
性

を
訴
え
た
だ
け
で
あ
る
︒
張
作
霖
個
人
の
罪
狀
を
訴
え
た
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
奉
天
に
お
け
る
革
命
&
動
の
中
心
で
あ
っ
た
張
榕
の
?

殺
事
件

(一
二
年
一
2
二
三
日
)
は
︑
實
行
犯
が
張
作
霖
の
部
下
で
あ
っ
た(13

)
こ
と
が
現
在
で
は
A
/
し
て
い
る
が
︑
當
時
そ
の
眞
相
に
つ
い
て
︑

孫
�
が
B
C
し
た
形
跡
は
な
い
︒

以
後
︑
張
作
霖
に
つ
い
て
の
孫
�
に
よ
る
言
C
は
︑
一
八
年
に
至
る
ま
で
あ
ら
わ
れ
な
い(14

)
︒
し
か
し
そ
の
閒
︑
一
七
年
五
2
に
國
會
を
解
散

さ
せ
七
2
に
﹁
復
辟
﹂
を
强
行
し
た
張
勳
の
事
件
は
︑
共
和
制
の
否
定
と
し
て
︑
袁
世
凱
の
=
政
&
動

(一
五
～
一
六
年
)
と
同
樣
か
そ
れ
以

上
の
衝
擊
を
孫
�
に
與
え
た
︒
張
勳
は
段
祺
瑞
に
敗
れ
た
が
國
會
は
囘
復
さ
れ
ず
︑
代
理
大
總
瓜
に
就
任
し
た
馮
國
璋
に
も
實
權
は
な
か
っ
た
︒
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孫
�
は
︑
廣
東
・
廣
西
・
湖
南
・
雲
南
・
貴
州
・
四
川
の
﹁
西
南
六
省
﹂
に
︑
臨
時
政
府
樹
立
と
臨
時
大
總
瓜
F
出
を
呼
び
か
け
た
︒
そ
の
結

果
︑
北
京
政
府
に
對
抗
し
て
九
2
に
廣
州
で
開
催
さ
れ
た
國
會
非
常
會
議
は
︑
孫
�
を
﹁
中
華
民
國
軍
政
府
海
陸
軍
大
元
帥
﹂
に
F
出
し
た
︒

だ
が
革
命
勢
力
の
み
な
ら
ず
︑
北
京
政
府
の
元
閣
僚
や
各
種
軍
事
勢
力
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
た
廣
州

(
軍
)
政
府
で
は
︑
發
足
當
初
か
ら
�
成

員
相
互
の
牽
制
が
目
立
っ
た
︒
一
八
年
二
2
二
日
に
は
︑
廣
州
政
府
へ
の
參
加
を
拒
否
し
た
諸
勢
力
が
︑
大
元
帥
制
を
總
裁
合
議
制
に
變
え
る

こ
と
を
孫
�
に
7
め
さ
せ
︑
孫
�
は
窮
地
に
陷
っ
て
い
た(15

)
︒
こ
れ
に
B
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
︑
張
作
霖
﹁
南
征
﹂
の
動
き
で
あ
る
︒

袁
世
凱
の
死
去

(一
六
年
)
以
後
︑
北
京
で
は
段
祺
瑞

(安
�
)
・
馮
國
璋

(直
隸
)
兩
�
の
爭
い
が
續
い
て
お
り
︑
そ
の
他
の
勢
力
を
自
�

に
と
り
こ
む
工
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
段
�
・
徐
樹
錚
の
懷
柔
工
作
に
よ
り
︑
張
は
︑
馮
が
日
本
か
ら
I
入
し
て
秦
皇
島
に
�
備
し
た
武
器
を

强
奪
し
︑
自
軍
の
强
-
に
閏
て
て
い
た
︒
も
し
張
が
入
關
し
て
段
の
武
力
瓜
一
政
策
を
荏
持
す
る
な
ら
ば
︑
大
總
瓜
F
出
の
際
に
張
を
副
總
瓜

と
し
て
擁
立
す
る
密
K
も
︑
二
2
に
徐
と
結
ん
だ(16

)
︒
い
っ
ぽ
う
孫
�
は
︑
上
営
の
よ
う
に
第
三
極
を
形
成
し
て
北
京
の
混
亂
に
乘
じ
よ
う
と
し

た
が
︑
馮
�
に
接
$
す
る
軍
事
勢
力
を
瓜
御
で
き
ず
︑﹁
西
南
六
省
﹂
內
の
4
定
に
B
わ
れ
る
か
た
わ
ら
︑
當
時
は
彼
が
動
か
せ
る
唯
一
の
武

力
で
あ
っ
た
陳
炯
/
軍
の
た
め
に
︑
福
円
省
へ
も
地
盤
を
擴
大
し
よ
う
と
し
て
い
た(17

)
︒
そ
の
さ
な
か
孫
�
は
︑﹁
秦
皇
島
を
出
發
し
た
六
〇
〇

名
の
張
軍
が
︑
福
円
省
ま
で
南
下
し
て
く
る
﹂︑
さ
ら
に
︑﹁
L
が
あ
れ
ば
一
六
〇
名
も
の
兵
が
た
だ
ち
に
[張
軍
の
先
發
N
に
加
え
て
福
円
省

に
]
P
ら
れ
て
く
る
﹂
と
の
報
吿
を
R
け
て
い
る(18

)
︒

張
は
そ
れ
ま
で
︑
孫
�
に
直
接
の
危
S
を
加
え
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
段
�
と
組
ん
で
9
T
に
擡
頭
し
︑
孫
�
が
據
ろ
う
と
す

る
第
三
極
を
切
り
U
す
敵
對
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
張
が
北
京
・
奉
天
の
復
辟
�
と
共
謀
し
て
︑
共
和
制
顚

V
の
擧
に
出
る
か
も
し
れ
な
い
︑
と
い
う
恐
れ
を
孫
�
は
W
い
て
い
た(19

)
︒
張
作
霖
は
辛
亥
革
命
時
に
革
命
�
を
彈
壓
し
︑
宗
社
黨
を
默
7
し
張

勳
と
姻
戚
關
係
に
あ
っ
た
の
で
︑
孫
�
の
懸
念
に
も
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

さ
ら
に
孫
�
の
張
作
霖
"
價
は
︑
彼
を
﹁
Y
督
﹂
(
Y
亂
を
Z
こ
し
て
い
る
督
軍
)
と
7
定
す
る
に
お
よ
ぶ
︒
復
辟
失
敗
に
よ
り
︑
一
七
年
七

2
に
安
�
督
軍
を
免
職
さ
れ
た
張
勳
の
後
任
・
倪
嗣
冲
と
と
も
に
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
が
\
手
に
行
動
し
て
﹂︑﹁
兵
權
を
盜
ん
で
も
て
あ
そ
ん
で
い
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る(
20
)

﹂
と
斷
じ
︑
彼
ら
を
制
裁
で
き
な
い
國
務
總
理
・
段
祺
瑞
の
無
能
ぶ
り
と
あ
わ
せ
て
批
A
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
一
二
年
か
ら
一
八
年
ま
で
の
張
作
霖
は
︑
孫
�
に
と
っ
て
︑
東
北
に
お
け
る
革
命
の
彈
壓
者
か
ら
は
じ
ま
り
︑
自
身
の
軍
事
�

地
盤
を
脅
か
す
敵
對
者
︑
さ
ら
に
は
共
和
制
を
脅
か
す
復
辟
�
︑
北
京
政
權
の
瓜
御
に
從
わ
な
い
秩
序
破
壞
者
と
し
て
7
識
さ
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
︒
こ
の
段
階
で
は
兩
者
提
携
の
餘
地
は
ま
っ
た
く
な
い
が
︑
孫
�
に
と
っ
て
0
い
存
在
で
あ
っ
た
張
作
霖
が
︑
自
身
の
利
S
に
]
る
存

在
へ
と
變
-
し
︑
そ
の
動
向
や
人
物
宴
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
狀
況
が
う
か
が
え
る
︒

第
二
違

親
日
�
︑
﹁
奉
天
軍
閥
﹂

一
八
年
一
一
2
の
第
一
!
世
界
大
戰

結
は
︑
北
京
政
府
と
孫
�
に
も
大
き
な
影
^
を
與
え
た
︒
戰
\
國
と
し
て
︑
民
國
が
國
際
會
議
に
臨

む
必
�
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
南
北
の
政
府
は
別
々
に
宣
戰
布
吿
し
て
參
戰
し
て
い
た
が
︑
政
府
が
分
裂
し
た
ま
ま
で
は
瓜
一
國
家
と
み

な
さ
れ
ず
︑
國
際
�
な
發
言
權
も
_
い
の
で
︑
國
內
で
の
和
議
を
ま
ず
は
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

一
八
年
五
2
に
廣
州
政
府
の
﹁
大
元
帥
﹂
を
辭
任
し
た
孫
�
に
代
わ
っ
て
︑
同
政
府
の
軍
事
�
實
權
を
掌
握
し
た
廣
西
省
の
軍
事
勢
力

(い

わ
ゆ
る
﹁
桂
系
﹂
)
は
︑
馮
�
と
の
和
4
に
よ
る
南
北
和
議
を
摸
索
し
た
︒
馮
�
も
段
�
に
對
抗
し
︑
ま
た
孫
�
を
壓
]
す
る
う
え
で
︑﹁
桂
系
﹂

と
結
託
す
る
こ
と
に
は
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
︑
こ
れ
に
應
じ
た
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
廣
州
政
府
を
出
て
福
円
省
に
怨
た
な
活
路
を
切
り
開
こ
う

と
し
て
い
た
孫
�
は
︑
馮
�
と
﹁
桂
系
﹂
の
結
託
に
よ
る
南
北
和
議
が
成
立
し
︑
彼
を
排
除
す
る
形
で
瓜
一
政
府
が
樹
立
さ
れ
れ
ば
自
身
の
存

在
�
義
が
`
滅
す
る
の
で
︑
こ
の
形
で
の
和
議
に
は
反
對
し
た
︒
さ
ら
に
は
兩
者
聯
合
の
壓
力
を
輕
減
す
る
た
め
に
も
︑
馮
�
の
政
敵
で
あ
る

段
�
と
の
同
a
を
︑
ま
た
段
�
・
馮
�
と
な
ら
ぶ
北
方
の
大
勢
力
で
あ
る
張

(作
霖
)
�
と
の
同
a
を
圖
り
︑
軍
事
�
に
對
抗
す
る
b
を
探
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
ソ
聯
や
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
荏
+
が
閏
分
に
R
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
ろ
の
孫
�
に
と
っ
て
︑
段
�
・
張
�
と

の
同
a
の
成
否
は
︑
ま
さ
し
く
死
活
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る(21

)
︒
な
お
こ
の
よ
う
に
國
內
各
勢
力
の
思
惑
が
�
錯
す
る
中
で
︑
一
九
年
二
2
二
〇

日
か
ら
開
催
さ
れ
た
和
4
會
議
は
︑
c
協
點
を
見
い
だ
せ
ず
に
五
2
一
三
日
に
決
裂
し
た(22

)
︒
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こ
れ
と
�
後
し
て
︑
北
京
か
ら
�
國
に
廣
が
っ
た
の
が
五
四
&
動
で
あ
る
︒
七
2
に
は
廣
州
で
も
こ
れ
に
呼
應
し
た
&
動
が
あ
っ
た
が
︑

﹁
桂
系
﹂
の
督
軍
に
彈
壓
さ
れ
た
︒
孫
�
は
抗
議
し
て
軍
政
府
廢
止
を
訴
え
︑
一
九
一
四
年
結
成
の
中
華
革
命
黨
に
か
わ
り
︑
一
〇
2
一
〇
日

に
﹁
中
國
國
民
黨
﹂
を
發
足
さ
せ
る
に
至
る
︒

い
っ
ぽ
う
段
祺
瑞
は
︑
張
勳
の
﹁
復
辟
﹂
を
鎭
壓
し
た
あ
と
國
務
總
理
に
復
職
し
︑
一
七
年
七
2
に
黎
元
洪
大
總
瓜
を
辭
職
に
B
い
d
ん
だ
︒

彼
は
︑
後
任
の
馮
國
璋
の
も
と
で
も
一
一
2
ま
で
は
總
理
職
に
あ
っ
た

(一
二
2
か
ら
大
戰
參
戰
の
た
め
に
怨
設
さ
れ
た
︑
大
總
瓜
直
屬
の
﹁
參
戰
督

辦
﹂
に
就
任
)
︒
し
か
し
袁
世
凱
の
後
繼
爭
い
を
し
て
き
た
兩
者
の
關
係
は
︑
つ
ね
に
緊
張
し
て
い
た
︒
馮
は
一
八
年
二
2
に
︑
衆
參
兩
院
の
議

員
數
を
大
幅
に
減
ら
す
怨
し
い
議
會
法
を
公
布
し
︑
大
總
瓜
が
瓜
制
し
や
す
い
議
會
の
創
出
を
圖
っ
た
が
︑
三
2
に
國
務
總
理
に
復
歸
し
た
段

の
一
�
は
︑
こ
れ
に
對
抗
し
て
安
福
俱
樂
部
と
い
う
政
黨
を
組
織
し
︑
六
2
の
F
擧
で
大
\
し
た
︒
段
�
に
議
會
を
掌
握
さ
れ
た
馮
は
︑
同
年

一
〇
2
に
下
野
し
︑
一
二
2
に
死
去
し
た(23

)
︒
馮
の
下
野
後
に
︑
議
會
に
よ
る
F
出
で
大
總
瓜
に
就
任
し
た
徐
世
昌
は
︑
段
を
國
務
總
理
か
ら
は

解
任
し
た
が
︑
參
戰
督
辦
に
は
と
ど
め
た
の
で
︑
北
京
政
府
の
實
權
は
事
實
上
︑
段
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
︒
な
お
一
九
年
七
2
に
參
戰
督
辦

も
解
任
さ
れ
る
と
︑
段
は
同
2
に
大
總
瓜
直
屬
の
邊
防
督
辦
に
就
任
し
た
︒
以
上
︑
段
の
經
歷
を
み
る
と
︑
地
位
も
權
力
も
空
洞
-
す
る
大
總

瓜
や
國
務
總
理
に
代
わ
り
︑﹁
參
戰
﹂﹁
邊
防
﹂
の
名
の
も
と
に
︑﹁
國
軍
﹂
を
形
成
し
う
る
强
權
を
摸
索
し
て
い
た
樣
子
が
う
か
が
え
る(24

)
︒

か
た
や
馮
國
璋
下
野
・
死
去
後
の
彼
の
�
閥
は
︑
直
隸
督
軍
で
あ
っ
た
曹
錕
と
︑
そ
の
部
下
・
吳
佩
孚
に
繼
承
さ
れ
た
︒
曹
・
吳
は
︑
段
の

政
治
手
法
に
當
然
反
撥
し
て
い
た
︒
國
軍
形
成
と
民
國
瓜
一
は
表
裏
一
體
の
關
係
に
あ
る
の
で
︑
そ
の
�
味
で
は
段
も
︑
曹
・
吳
と
の
對
立
に

決
着
を
つ
け
︑
南
北
を
融
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

二
〇
年
に
入
る
と
︑
曹
・
吳
と
段
と
の
對
立
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
た
︒
い
っ
ぽ
う
孫
�
も
︑
曹
・
吳
と
$
い
﹁
桂
系
﹂
の
軍
人
た
ち
か
ら
ま

す
ま
す
排
除
さ
れ
て
︑
廣
州
に
戾
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
陷
っ
て
い
た
︒
こ
こ
に
段
と
孫
�
と
が
接
$
す
る
契
機
が
生
ま
れ
た
︒

民
國
九

(一
九
二
〇
)
年
六
2
二
九
日
附
で
孫
�
が
田
中
義
一
に
宛
て
た
書
鯵(25

)
で
は
︑
段
へ
の
"
價
は
き
わ
め
て
高
い
︒
い
わ
く
︑
段
は

﹁
武
力
6
義
が
世
界
や
國
民
に
R
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
鑑
み
て
︑
昔
日
の
非
を
k
然
と
悔
悟
し
︑
[國
]
民
黨
と
協
m
し
︑
兵
禍
を
や
め
民
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治
を
興
し
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
﹂︒
こ
れ
と
は
對
照
�
に
︑
當
時
は
段
か
ら
離
れ
て
曹
・
吳
に
$
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
張
作
霖
に
對
し
て

は
容
赦
な
い
︒
彼
の
突
然
の
上
京
は
︑﹁
段
氏
と
[國
]
民
黨
と
の
p
和
を
阻
み
︑
ま
た
復
辟
の
陰
謀
と
關
係
が
あ
る
﹂
と
疑
い
︑
張
勳
上
京
後

の
﹁
變
局
﹂
(復
辟
事
件
)
に
3
ず
る
も
の
と
し
て
警
戒
し
て
い
る
︒
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
︑
復
辟
�
と
し
て
の
張
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
孫
�
に
强

く
殘
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

た
だ
し
孫
�
の
張
へ
の
7
識
は
︑
確
實
に
深
ま
っ
て
は
い
た
︒
書
鯵
の
續
き
で
︑
張
は
﹁
も
と
も
と
一
介
の
馬
q
[原
�
で
は
﹁
鬍
匪
﹂
]
で

あ
る
が
︑
今
日
の
地
位
を
得
ら
れ
た
の
は
�
く
日
本
と
の
提
携
に
よ
る
﹂
と
し
︑
日
本
の
元
閣
僚
の
言
を
ひ
い
て
︑﹁
張
は
日
本
政
府
の
r
s

計
だ
﹂
と
営
べ
︑
彼
の
﹁
�
て
の
行
動
は
︑
日
本
政
府
の
t
息
を
う
か
が
わ
な
い
と
で
き
な
い
か
ら
だ
﹂
と
斷
じ
て
い
る
︒
上
京
も
︑﹁
日
本

の
指
圖
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
必
ず
や
日
本
の
同
�
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
﹂
は
ず
だ
と
い
い
︑﹁
段
祺
瑞
を
荏
+
し
て
中

國
の
4
和
を
破
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
︑
張
を
そ
そ
の
か
し
て
中
國
の
4
和
を
破
ろ
う
と
す
る
こ
と
へ
と
[日
本
は
]變
わ
っ
た
の
だ
﹂
と
非
難

す
る
︒
張
の
經
歷
︑
お
よ
び
そ
の
背
後
に
あ
る
日
本
と
の
密
接
な
關
係
に
つ
い
て
︑
孫
�
が
�
報
收
集
に
努
め
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
︒
や
が

て
安
直
戰
爭
へ
と
事
態
が
9
轉
し
て
い
く
な
か
で
︑
曹
・
吳
・
張
對
段
・
孫
�
の
圖
式
が
︑
孫
�
自
身
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
り
︑
か
つ

張
が
北
京
政
府
を
う
か
が
う
�
力
者
に
擡
頭
で
き
た
�
因
を
︑
日
本
の
荏
+
に
求
め
て
い
る
︒
ち
な
み
に
こ
の
田
中
宛
書
鯵
の
影
^
か

(少
な

く
と
も
孫
�
は
そ
う
考
え
て
い
た
)
︑
張
は
安
直
戰
爭
勃
發
の
七
2
に
は
︑
奉
天
の
日
本
總
領
事

(赤
塚
正
助
)
に
呼
ば
れ
て
奉
天
に
戾
っ
た(26

)
︒
戰

爭
そ
の
も
の
は
︑
2
末
ま
で
に
は
曹
・
吳
軍
の
\
利
で
決
着
し
た(27

)
︒

二
〇
年
八
2
五
日
︑
孫
�
は
上
海
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
議
員
團
訪
中
歡
u
會
の
席
上
で
︑
同
じ
く
上
海
で
開
催
さ
れ
た
︑
�
年
二
～
五
2
の

南
北
中
國
政
府
閒
の
和
4
會
議
に
言
C
し
た(28

)
︒
一
九
年
の
こ
の
�
閒
に
つ
い
て
︑﹁
日
本
の
軍
閥
は
中
國
を
征
v
す
る
計
劃
︑
す
な
わ
ち
中
國

の
軍
閥
を
利
用
し
て
︑
中
國
を
征
v
し
よ
う
と
い
う
計
劃
を
も
っ
て
い
た
﹂
と
彼
は
指
摘
し
︑
は
じ
め
て
/
確
に
︑
日
本
と
中
國
の
雙
方
に
︑

專
橫
�
な
�
力
軍
人
と
そ
の
�
閥
を
惡
と
み
な
す
﹁
軍
閥
﹂
槪
念
を
用
い
た
︒
な
お
以
�
に
は
高
く
"
價
し
て
い
た
段
祺
瑞
を
﹁
北
京
軍
閥
の

頭
目
﹂︑
張
作
霖
を
﹁
奉
天
軍
閥
の
頭
目
﹂
と
し
︑
と
も
に
日
本
が
作
り
出
し
た
﹁
軍
閥
の
頭
目
﹂
だ
と
も
営
べ
て
い
る
︒
一
九
年
時
點
で
張
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は
﹁
す
で
に
三
〇
萬
の
兵
を
保
�
﹂︑
段
﹁
x
管
の
兵
は
K
一
〇
萬
﹂
と
も
孫
�
は
7
識
し
て
お
り
︑
同
じ
親
日
�
で
も
︑
段
祺
瑞
よ
り
三
倍

も
上
囘
る
大
軍
を
︑
張
作
霖
が
擁
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
段
へ
の
接
$
を
圖
っ
た
の
は
南
北
和
議
の
た
め
だ
け
で
は

な
く
︑﹁
日
本
が
訓
練
し
た
邊
防
軍
を
z
っ
て
日
本
を
攻
め
る
と
の
私
の
計
劃
﹂
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
も
吿
白
し
︑
し
か
し
そ
れ
は
﹁
段
氏
の

敗
北
後
︑
`
滅
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
も
営
べ
て
い
る
︒﹁
日
本
を
攻
め
る
﹂
計
劃
に
︑
孫
�
が
本
氣
だ
っ
た
か
否
か
は
不
/
だ
が
︑
少
な
く
と

も
民
國
瓜
一
後
の
﹁
國
軍
﹂
の
中
核
は
︑
段
の
指
揮
下
に
あ
る
邊
防
軍

(舊
參
戰
軍
)
と
す
る
計
劃
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
孫
�

に
と
っ
て
も
ま
た
︑
民
國
瓜
一
と
國
軍
形
成
は
表
裏
一
體
で
あ
り
︑
か
つ
自
身
を
政
治
�
・
軍
事
�
に
存
立
さ
せ
る
た
め
に
も
︑
曹
・
吳
打
倒

と
竝
ん
で
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
︑
段
祺
瑞
や
張
作
霖
に
接
$
す
る
う
え
で
の
大
き
な
動
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
安
直
戰
爭
で
の
段

祺
瑞
の
敗
北
を
さ
か
い
に
︑
孫
�
の
同
a
對
象
は
︑
張
作
霖
へ
と
よ
り
强
く
し
ぼ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

遲
く
と
も
二
〇
年
七
2(29

)
に
︑
現
遼
寧
省
海
城
縣
︑
張
作
霖
と
同
}
出
身
の
國
民
黨
員
・
寧
武(30

)
に
︑
張
へ
の
接
$
工
作
を
命
じ
て
以
影
︑
孫
�

は
張
と
の
提
携
關
係
�
築
を
(
め
た
︒
二
一
年
に
な
っ
て
も
張
作
霖
を
︑﹁
日
本
人
の
命
令
に
從
う
反
動
君
6
�
勢
力
の
頭
目(31

)
﹂
と
み
な
し
︑

﹁
軍
N
を
私
�
し
て
中
華
民
國
を
攪
亂
す
る
﹂
者(32

)
と
し
て
打
倒
す
べ
き
だ
と
公
�
に
は
批
A
し
て
い
た
が
︑
一
方
で
張
に
對
す
る
7
識
の
深
-

は
︑
寧
武
ら
の
も
た
ら
し
た
�
報
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
よ
っ
て
!
違
で
は
︑
寧
武
と
張
作
霖
と
の
接
觸
か
ら
︑
い
か
に
し
て
孫
�
と

張
と
の
極
祕
提
携
が
生
じ
た
の
か
を
檢
討
す
る
︒

第
三
違

提
携
關
係
�
築
と
そ
の
�
義

孫
�
が
寧
武
に
張
作
霖
と
の
接
觸
を
命
じ
た
の
は
︑
安
直
戰
爭
�
後
の
上
海
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
曹
・
吳
と
段
と
の
利
S
衝
突
を
利
用
し

て
段
と
結
び
︑
さ
ら
に
は
張
と
結
ん
で
︑
段
・
張
・
孫
�
の
三
者
が
協
力
し
て
︑
曹
・
吳
を
討
つ
と
い
う
�
想
で
あ
る(

33
)

︒

孫
�
か
ら
命
令
が
あ
っ
た
夜
︑
寧
武
は
朱
執
信(34

)
ら
︑
上
海
で
活
動
中
の
同
志
た
ち
と
會
い
︑
段
と
の
合
作
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
︒
彼
ら
に

よ
る
と
︑
こ
の
合
作
に
は
多
く
の
反
對
が
あ
っ
た
が
︑﹁
段
祺
瑞
は
袁
世
凱
の
=
政
に
反
對
し
た
愛
國
の
軍
人
で
あ
る
︒
彼
と
は
聯
合
し
て
も
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よ
い
﹂
と
孫
�
は
営
べ
た
と
い
う
︒
そ
の
後
寧
武
は
︑﹁
張
作
霖
が
華
僑
の
投
~
に
よ
り
葫
蘆
島
�
を
開
發
し
た
が
っ
て
い
る
﹂
と
の
�
報
を

つ
か
み
︑
二
〇
年
夏
︑﹁
�
閱
z
會
議
﹂
に
出
席
す
る
張

(當
時
︑
東
三
省
�
閱
z
)
に
面
會
す
べ
く
︑
天
津
に
9
行
し
た
︒

天
津
で
は
張
景
惠(35

)
の
紹
介
に
よ
り
︑
張
作
霖
と
面
談
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
張
作
霖
は
︑﹁
葫
蘆
島
�
円
設
に
よ
っ
て
日
本
の
大
連
�
に
對

抗
し
た
い
﹂
と
/
言
し
︑
華
僑
の
投
~
を
歡
u
し
た
︒
寧
武
は
︑﹁
政
局
不
安
定
な
現
狀
で
は
投
~
が
得
ら
れ
な
い
﹂
と
答
え
︑﹁
段
祺
瑞
と
孫

�
と
が
協
力
し
て
曹
錕
・
吳
佩
孚
を
倒
そ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
話
を
あ
え
て
し
て
︑
張
の
反
應
を
見
た
︒
張
は
︑
そ
の
話
自
體
は
知
っ
て

い
る
と
し
た
う
え
で
︑
な
ぜ
孫
�
が
段
と
組
む
氣
に
な
っ
た
の
か
を
�
に
寧
武
に
�
ね
た
︒
寧
武
は
︑﹁
ど
の
よ
う
な
人
で
も
革
命
に
贊
成
し

さ
え
す
れ
ば
︑
孫
先
生
は
協
力
す
る
﹂
と
答
え
た
︒
張
は
︑
少
將
で
副
官
の
張
亞
東
を
寧
武
に
同
b
さ
せ
て
︑
孫
�
と
の
會
見
を
希
�
し
た
︒

孫
�
は
張
亞
東
に
會
い
︑
張
作
霖
を
高
く
"
價
し
た
う
え
で
︑
鯵
單
な
書
鯵
を
張
亞
東
に
持
ち
歸
ら
せ
た
︒
二
〇
年
秋
に
︑
寧
武
が
北
京
で

張
作
霖
に
再
會
し
た
時
に
は
︑
張
は
孫
�
に
7
め
ら
れ
た
喜
び
を
�
直
に
語
っ
た
と
い
う
︒
し
か
し
こ
の
日
︑
曹
錕
も
張
を
訪
ね
て
き
た
︒
曹

は
︑
日
本
の
國
民
黨
員
が
寧
武
に
出
し
た
二
3
の
書
鯵
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
こ
に
奉
天
軍
總
司
令
部
祕
書
長
の
名
が
あ
っ
た
た
め
︑
張
と
孫
�

と
の
關
係
を
た
だ
し
に
來
た
の
で
あ
っ
た
︒
張
は
︑﹁
寧
武
と
の
聯
絡
は
祕
書
長
の
一
存
﹂
と
し
︑
そ
の
場
で
張
景
惠
に
電
話
し
て
叱
責
し
︑

祕
書
長
の
處
分
を
命
じ
た
︒
寧
武
は
︑﹁
北
京
憲
兵
司
令
ら
が
自
分
た
ち
を
常
に
監
視
し
︑
日
本
の
郵
�
局
か
ら
自
分
た
ち
の
書
鯵
を
盜
ま
せ

て
い
る
﹂︑
と
張
に
訴
え
た
︒
張
は
激
怒
す
る
と
と
も
に
︑﹁
以
後
の
や
り
と
り
は
愼
重
に
﹂
と
忠
吿
し
︑
!
囘
は
奉
天
に
來
る
よ
う
に
と
誘
っ

た
︒
た
だ
し
︑
二
一
年
に
は
兩
者
閒
に
表
立
っ
た
動
き
は
な
い
︒

二
二
年
二
2
︑
奉
天
に
到
着
し
た
寧
武
は
︑
ま
ず
張
學
良
や
楊
宇
霆(36

)
と
會
談
し
︑
そ
の
あ
と
張
作
霖
と
會
っ
た
︒
張
は
旅
長
・
李
少
白(37

)
を
孫

�
の
も
と
に
�
�
し
た
い
と
希
�
し
た
た
め
︑
寧
武
は
李
を
連
れ
て
︑
桂
林
大
本
營(38

)
で
孫
�
に
李
を
ひ
き
あ
わ
せ
た
︒
孫
�
は
葫
蘆
島
開
發
計

劃
に
理
解
を
示
し
た
の
で
︑
李
は
五
體
投
地
し
て
敬
v
し
た
︒
寧
武
が
孫
�
に
︑﹁
張
作
霖
は
“
革
命
”
の
二
�
字
に
こ
そ
言
C
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
︑
先
生
を
�
敬
し
︑
先
生
が
救
國
の
方
法
を
ご
存
じ
だ
と
信
じ
て
い
る
の
で
合
作
に
は
成
功
が
�
め
ま
す
﹂
と
報
吿
す
る
と
︑
孫
�
は

上
海
に
い
た
伍
�
樞(39

)
に
張
作
霖
へ
の
答
禮
を
命
じ
︑
寧
武
に
は
︑
曹
・
吳
打
倒
聯
合
�
想
を
提
案
し
た
張
宛
の
書
鯵
を
持
た
せ
た
︒
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孫
�
の
書
鯵
に
は
︑﹁
今
囘
曹
・
吳
を
討
つ
こ
と
は
︑
我
々
か
ら
し
か
け
た
も
の
で
あ
る
︒
我
々
は
失
敗
し
て
も
ま
た
や
り
直
せ
ば
い
い
だ

け
だ
が
︑
雨
公
[張
作
霖
の
字
・
雨
亭
に
よ
る
]
は
一
生
の
事
業
を
臺
無
し
に
し
て
は
い
け
な
い
﹂
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
︑
張
は
感
動
し
て
︑

﹁
自
分
も
出
兵
し
て
山
海
關
を
出
る
﹂
と
/
言
し
︑
そ
の
旨
を
孫
�
に
報
吿
す
る
よ
う
︑
寧
武
に
依
賴
し
た
︒

二
二
年
の
第
一
!
奉
直
戰
爭
に
敗
北
し
た
後
も
︑
張
作
霖
の
孫
�
へ
の
信
賴
は
搖
ら
が
な
か
っ
た
︒
\
敗
は
﹁
兵
家
の
常
事
﹂
で
あ
る
か
ら

し
か
た
が
な
い
と
営
べ
た
後
︑﹁
孫
先
生
は
�
人
だ
か
ら
︑
軍
N
の
指
揮
を
と
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
自
分
は
あ
の
方
に
他
の
こ
と
は
求
め

な
い
︒
た
だ
救
國
の
大
計
だ
け
を
考
え
て
ほ
し
い
﹂
と
語
っ
た
と
い
う
︒

孫
�
が
上
海
に
到
着
す
る
と
︑
張
は
寧
武
に
︑
奉
天
訪
問
を
孫
�
に
�
�
し
て
ほ
し
い
と
依
賴
し
た
︒
孫
�
は
婉
曲
に
斷
っ
た
が
︑
軍
~
金

の
融
3
を
張
に
依
賴
す
る
よ
う
︑
寧
武
に
命
じ
た
︒
寧
武
が
張
に
︑
孫
�
の
經
濟
�
苦
境
を
語
っ
た
と
こ
ろ
︑﹁
患
難
の
中
で
も
�
友
と
�
わ

る
︑
と
い
う
︒
自
分
は
孫
先
生
に
十
萬
元
を
贈
る
か
ら
︑
生
活
の
足
し
に
し
て
も
ら
い
た
い
﹂
と
営
べ
︑
ま
た
廣
東
の
陳
炯
/
の
反
亂
を
鎭
壓

す
る
件
に
つ
い
て
︑
孫
�
側
か
ら
の
代
表
�
�
を
求
め
た
︒
張
は
︑
韓
麟
春(40

)
が
浙
江
督
軍
・
盧
永
祥(41

)
と
聯
絡
を
と
る
つ
い
で
に
︑
孫
�
に
贈
る

十
萬
元
を
も
た
せ
た(42

)
︒

寧
武
は
︑
孫
�
が
汪
兆
銘

(
精
衞
)
・
路
孝
忱(43

)
を
代
表
と
し
て
奉
天
に
�
�
す
る
旨
を
︑
張
作
霖
に
傳
え
た
︒
張
は
感
激
し
て
︑﹁
汪
精
衞

は
自
分
も
長
い
あ
い
だ
�
敬
し
て
き
た
︒
自
分
が
あ
の
方
々
を
丁
重
に
招
い
て
︑
孫
先
生
の
代
表
を
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
︑
日
本

側
に
見
せ
つ
け
ら
れ
る
︒
こ
の
手
�
は
君
[
寧
武
]が
や
っ
て
く
れ
﹂
と
命
じ
た
︒

汪
・
路
が
來
奉
す
る
と
張
は
盛
大
に
も
て
な
し
︑
何
度
か
の
協
議
を
經
て
︑
孫
�
麾
下
の
粤
軍
が
廣
東
へ
歸
る
た
め
の
軍
費
・
五
十
萬
元
の

荏
+
に
同
�
し
た
︒
許
崇
智(44

)
の
兄
・
許
功
武
が
奉
天
に
�
�
さ
れ
て
き
て
︑
そ
の
金
を
持
ち
歸
っ
た
︒
以
後
︑
數
十
萬
元
以
上
の
~
金
が
孫
�

に
贈
ら
れ
た
が
︑
寧
武
は
正
確
な
總
額
を
覺
え
て
い
な
い
と
い
う
︒
以
上
が
︑
彼
の
囘
想
錄
の
�
旨
で
あ
る
︒

寧
武
の
證
言
を
裏
附
け
る
�
料
は
ま
ず
︑
二
二
年
五
2
︑
第
一
!
奉
直
戰
爭
後
に
︑
孫
�
が
張
作
霖
宛
に
出
そ
う
と
し
た
書
鯵(45

)
で
あ
る
︒
孫

�
は
︑
廣
東
省
$
邊
に
展
開
す
る
自
軍
の
後
方
を
固
め
る
の
に
腐
心
し
た
た
め
︑
張
作
霖
の
入
關
に
呼
應
し
て
北
伐
で
き
な
か
っ
た
不
手
際
を
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わ
び
︑
敗
れ
た
張
に
︑
�
み
を
失
わ
ず
に
反
攻
す
る
よ
う
勸
め
て
い
る
︒
ま
た
當
時
︑
粤
軍
第
七
獨
立
旅
旅
長
で
あ
っ
た
吳
忠
信(46

)
を
︑﹁
軍
事

�
權
代
表
と
し
て
特
�
﹂
す
る
の
で
︑
彼
と
相
談
し
て
ほ
し
い
と
依
賴
し
て
い
る
︒
囘
想
錄
に
あ
る
︑
奉
直
戰
爭
�
に
寧
武
が
持
參
し
た
と
い

う
書
鯵
に
つ
い
て
筆
者
は
未
見
だ
が
︑
孫
�
が
張
作
霖
と
結
ん
で
軍
事
行
動
を
と
ろ
う
と
し
た
點
は
共
3
し
て
い
る
︒

ま
た
同
2
二
九
日
附
の
歐
米
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー(47

)
に
對
し
て
︑
孫
�
は
段
祺
瑞
や
張
作
霖
と
の
﹁
c
協(

48
)

﹂
を
隱
し
て
も
い
な
い
︒﹁
張
作

霖
と
の
K
定
に
よ
り
︑
廣
東
[政
府
]が
ま
ず
北
伐
し
て
︑
吳
佩
孚
の
兵
力
を
牽
制
す
る
つ
も
り
で
す
か
﹂
と
い
う
記
者
の
質
問
に
も
肯
定
の
�

答
を
し
︑﹁
我
々
は
互
い
に
代
表
を
�
�
し
て
�
見
を
�
奄
し
た
の
で
︑
我
々
が
桂
林
に
集
結
す
る
計
劃
を
彼
[張
作
霖
]
は
知
っ
て
い
る
﹂
と

打
ち
/
け
た
ほ
ど
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
か
ら
︑
二
二
年
五
2
を
境
に
︑
孫
�
が
張
作
霖
と
の
提
携
關
係
を
あ
え
て
公
開
し
︑
吳
佩
孚
に
壓
力
を

か
け
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
K
三
か
2
後
に
は
︑
吳
や
曹
錕
と
も
民
國
再
瓜
一
の
た
め
の
協
議
を
し
て
い
る
と
日
本
の
怨
聞
記
者
に
/

か
し
︑
段
祺
瑞
も
了
承
濟
み
と
し
た(49

)
︒

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
吳
佩
孚
と
の
提
携
を
考
え
て
︑
吳
佩
孚
と
接
觸
し
た
こ
と
の
あ
る
マ
ー
リ
ン
が
︑
九
2
二
六
日
附
で
殘
し
て
い
る
記
錄(50

)

に
よ
る
と
孫
�
は
︑
提
携
對
象
と
し
て
は
吳
佩
孚
よ
り
も
張
作
霖
を
推
薦
し
︑
高
く
"
價
し
て
い
る
︒
曰
く
︑﹁
吳
佩
孚
は
中
國
の
老
學
究

s̓ch
o
la
r̓
で
あ
る
︒
彼
に
怨
し
い
思
想
へ
の
興
味
を
持
た
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
彼
は
﹃
完
成
品
﹄
で
あ
る
︒
し
か
し
土
匪
・
張
作
霖
は

加
工
で
き
る
﹃
原
料
﹄
で
あ
る
︒
彼
が
單
な
る
日
本
人
の
b
具
で
あ
る
と
7
識
す
る
の
は
正
し
く
な
い
︒
⁝

(
中
略
)
⁝
彼
は
無
敎
養
だ
が
︑

聰
/
な
人
で
は
あ
る
﹂︒﹁
軍
閥
﹂
中
で
は
知
識
人
と
し
て
"
價
の
高
か
っ
た
吳
佩
孚
よ
り
も
︑﹁
土
匪
﹂
(
馬
q
)
出
身
の
張
作
霖
の
ほ
う
が
︑

﹁
怨
し
い
思
想
へ
の
興
味
﹂
を
持
た
せ
や
す
い
︑
彼
に
は
そ
う
い
う
柔
軟
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
︑
張
作
霖
と
�
涉
し
て
孫
�
が
得
た
實
感
で

あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
孫
�
は
︑
北
京
政
界
や
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
積
極
�
に
働
き
か
け
續
け
た
の
で
︑
中
國
內
外
の
利
S
關
係
者
た
ち
は
︑
!
第
に

彼
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
︒
彼
は
中
國
政
治
の
現
狀
を
批
A
し
て
い
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
︑
關
係
者
た
ち
が
取
り
d
む
べ
き
︑

政
治
�
�
重
�
人
物
へ
と
�
上
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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二
二
年
九
2
一
二
日
︑
歸
}
中
の
蔣
介
石
に
︑
上
海
に
來
る
よ
う
�
�
し
た
書
鯵(51

)
の
中
で
は
︑﹁
$
日
中
に
[廖
]
仲
愷
・
[胡
]
漢
民
・
[汪
]

精
衞
を
そ
れ
ぞ
れ
日
本
・
奉
天
・
天
津
な
ど
へ
�
�
し
て
活
動
さ
せ
る
つ
も
り
だ
﹂
と
打
ち
/
け
て
い
る
︒
二
二
日
附
で
張
作
霖
に
出
し
た
書

鯵
で
は
︑
韓
麟
春
の
ほ
か
︑
段
祺
瑞
の
義
弟
で
あ
る
吳
光
怨(52

)
も
孫
�
と
協
議
し
て
︑
彼
ら
が
傳
え
る
張
作
霖
の
方
略
と
孫
�
の
そ
れ
と
が
一
致

し
て
い
る
こ
と
︑
段
・
張
・
孫
�
の
提
携
關
係
に
盧
永
祥
も
加
え
る
旨
を
︑
張
も
同
�
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(53

)
︒
ま
た
第
一
!
奉
直
戰
爭
で

の
張
の
敗
北
に
よ
り
再
考
し
た
作
戰
︑
す
な
わ
ち
西
南
で
孫
�
が
擧
兵
し
︑
こ
れ
に
聯
動
し
て
張
が
北
京
・
天
津
・
保
定
を
獲
得
し
曹
・
吳
の

>
路
を
斷
つ
計
劃
や
︑
粤
軍
の
具
體
�
な
展
開
狀
態
︑
軍
費
不
足
と
+
助
�
�
な
ど
が
詳
営
さ
れ
て
い
る
︒
同
日
附
の
張
學
良
宛
書
鯵
で
も
︑

張
作
霖
宛
と
同
樣
︑
粤
軍
と
の
共
同
作
戰
を
も
ち
か
け
︑
韓
麟
春
か
ら
聞
い
た
と
い
う
東
三
省
の
﹁
整
軍
經
武
・
養
銳
待
發
﹂
策
に
︑
贊
同
の

�
を
表
し
て
い
る(54

)
︒
な
お
同
日
附
の
寧
武
宛
書
鯵(55

)
と
あ
わ
せ
︑
三
3
�
て
に
﹁
汪
兆
銘
を
自
分
の
代
理
と
し
て
�
�
す
る
﹂
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
こ
ろ
︑
雙
方
の
代
理
が
活
發
に
¢
來
し
︑
張
作
霖
と
の
�
見
の
す
り
合
わ
せ
を
︑
孫
�
が
9
T
に
(
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
一
2
︑
寧
武
の
同
志
で
あ
る
楊
大
實(56

)
に
宛
て
た
書
鯵
で
は
︑
當
時
孫
�
の
も
と
で
段
・
張
・
孫
�
の
聯
携
を
劃
策
し
て
い
た
徐
樹
錚(57

)
に
ま

つ
わ
る
惡
い
風
聞
を
︑
張
が
氣
に
か
け
な
い
か
心
�
し
て
い
る
︒
ま
た
奉
天
省
長
・
王
永
江(58

)
が
︑
孫
�
荏
持
者
で
あ
る
實
業
家
・
佟
兆
元(59

)
の
助

け
を
得
て
︑
行
政
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
を
高
く
"
價
し
︑
王
と
懇
�
に
な
る
よ
う
楊
に
勸
め
て
い
る
︒
楊
は
東
三
省
に
お
け
る
國
民
黨
の
宣
傳

工
作
を
擔
當
し
て
お
り
︑
現
地
の
風
聞
や
張
政
權
の
內
�
を
孫
�
に
傳
え
て
い
た
︒
よ
っ
て
孫
�
は
︑
張
作
霖
と
の
良
好
な
關
係
を
壞
さ
な
い

よ
う
腐
心
す
る
と
と
も
に
︑
張
政
權
の
重
鎭
で
あ
る
王
永
江
を
取
り
d
ん
で
︑
萬
が
一
︑
張
と
の
關
係
が
惡
-
し
て
も
︑
と
り
な
し
を
依
賴
で

き
る
人
�
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
張
作
霖
と
王
永
江
と
の
互
角
の
關
係
を
︑
孫
�
が
正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒

孫
�
が
こ
こ
ま
で
張
作
霖
と
の
關
係
强
-
に
盡
力
し
た
の
は
︑
む
ろ
ん
中
國
政
治
の
中
樞
部
に
足
が
か
り
を
得
た
い
か
ら
で
は
あ
っ
た
が
︑

同
時
に
(
行
し
て
い
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
ソ
聯
と
の
協
力
關
係
�
築
に
お
い
て
︑
相
手
に
一
方
�
な
6
£
權
を
握
ら
れ
な
い
た
め
の
カ
ー
ド
と

し
て
z
え
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
︒
先
営
し
た
よ
う
に
︑
孫
�
は
一
九
二
二
年
當
時
の
張
作
霖
を
︑
單
な
る
日
本
の
b
具
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
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が
︑
背
後
に
あ
る
日
本
の
影
^
力
も
ろ
と
も
︑
ソ
聯
を
恐
れ
さ
せ
る
手
段
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

一
一
2
二
日
︑
孫
�
は
ヨ
ッ
フ
ェ
に
對
し
て
︑
ソ
聯
軍
の
滿
洲
(
攻
を
牽
制
し
た
が
︑﹁
も
し
張
作
霖
が
私
の
話
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
ら
︑

ソ
聯
は
北
方
で
軍
を
集
結
さ
せ
て
張
作
霖
を
感
-
し
て
も
よ
い
﹂
と
営
べ
た
︒
ヨ
ッ
フ
ェ
は
孫
�
の
�
見
に
同
�
し
︑
チ
チ
ェ
リ
ン
宛
の
書
鯵

中
で
︑﹁
も
し
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
軍
が
滿
洲
に
(
入
し
た
ら
︑
日
本
は
そ
の
¤
略
に
反
對
す
る
¥
勢
を
と
り
︑
白
系
ロ
シ
ア
の
中
心
勢
力

を
動
員
し
て
︑
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
反
對
す
る
戰
爭
を
再
び
發
動
す
る
だ
ろ
う
﹂
と
営
べ
︑
ま
た
﹁
い
か
な
る
狀
況
下
で
も
︑
張
作
霖
を

`
滅
さ
せ
る
こ
と
を
孫
�
は
許
さ
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
も
報
吿
し
て
い
る
と
い
う(60

)
︒
一
二
2
六
日
に
は
︑
孫
�
は
レ
ー
ニ
ン
に
對
し
て
も
︑﹁
あ

な
た
が
北
滿
を
占
領
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
張
作
霖
に
對
す
る
不
信
感
の
た
め
だ
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
⁝

(中
略
)
⁝
私
と
共

同
步
m
を
と
れ
ば
︑
張
作
霖
[の
行
動
]を
理
性
�
な
範
圍
內
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
︑
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
安
�
を
保
障
す
る
の
に
必

�
な
︑
�
て
の
こ
と
が
行
え
る
で
し
ょ
う
﹂
と
営
べ
て
い
る(61

)
︒

本
稿
で
は
︑
孫
�
と
張
作
霖
と
の
關
係
�
築
に
�
を
し
ぼ
っ
て
檢
討
し
た
︒
し
か
し
こ
の
關
係
に
限
っ
た
だ
け
で
も
︑
孫
�
の
對
﹁
軍
閥
﹂

工
作
が
︑
中
國
政
治
の
中
樞
部
に
到
§
し
か
つ
そ
こ
で
長
く
生
き
殘
る
た
め
の
︑
複
雜
か
つ
眞
摯
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
ソ
聯
や
コ
ミ

ン
テ
ル
ン
の
出
方
を
に
ら
ん
だ
︑
戰
略
�
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
A
/
し
た
︒
な
お
對
﹁
軍
閥
﹂
工
作
で
い
え
ば
︑
張
作
霖
と
と
も
に
い
わ

ゆ
る
﹁
反
直

(隸
�
)
三
角
同
a
﹂
を
形
成
し
た
段
祺
瑞
・
盧
永
祥
も
重
�
で
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
段
は
︑
安
直
戰
爭
後
は
軍
事
�
實
力
を
失

い
︑
孫
�
に
と
っ
て
︑
�
力
者
閒
の
利
S
m
整
役
と
し
て
の
利
用
價
値
し
か
な
く
︑
ま
た
そ
の
國
務
擔
當
經
驗
を
"
價
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
︑

張
作
霖
に
比
べ
て
︑
同
a
相
手
と
し
て
は
副
!
�
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
段
に
代
わ
っ
て
段
�
を
事
實
上
リ
ー
ド
し
た
盧
永
祥

は
︑
張
作
霖
と
の
關
係
は
常
に
重
視
し
て
い
た
が
︑﹁
和
4
﹂
發
出
後
︑
張
と
孫
�
と
の
�
見
が
對
立
し
そ
う
だ
っ
た
時
に
も
そ
の
m
停
を
行

わ
な
か
っ
た
ほ
ど
︑
孫
�
と
の
關
係
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た(62

)
︒
孫
�
が
︑
同
a
維
持
に
必
�
な
協
議
・
聯
絡
以
上
の
關
係
を
︑
彼
と
の
閒
で
持
と

う
と
し
た
形
跡
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
︒

し
か
し
少
な
く
と
も
︑
從
來
は
完
�
な
敵
對
者
で
あ
っ
た
張
作
霖
の
後
ろ
盾
を
得
る
感
觸
を
つ
か
ん
で
か
ら
︑
滿
を
持
し
て
﹁
和
4
﹂
を
發
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出
し
た
の
で
あ
る
︒
段
・
盧
・
曹
・
吳
︑
ま
た
そ
の
ほ
か
の
國
內
諸
軍
事
勢
力
と
の
�
涉
を
も
重
ね
て
い
け
ば
︑
孫
�
本
人
が
営
べ
る
よ
う
に
︑

相
互
の
領
域
不
¤
犯
を
守
り
つ
つ
︑
彼
ら
の
兵
力
を
等
し
く
¨
減
し
て
︑
民
國
の
4
和
瓜
一
を
實
現
す
る
の
は
︑
彼
に
と
っ
て
あ
な
が
ち
空
理

空
論
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る(63

)
︒
權
謀
©
數
も
辭
さ
ず
︑
中
國
政
治
の
中
核
者
た
ら
ん
と
し
た
孫
�
の
自
ª
と
昂
揚
感
が
︑
こ
こ
に
は
あ
ら
わ

れ
て
い
る
︒

お
わ
り
に

孫
�
が
張
作
霖
の
軍
事
�
實
力
を
理
解
し
た
の
は
︑
一
九
一
八
年
二
2
に
お
け
る
張
の
﹁
南
征
﹂
以
影
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ま
で
共
和
制
の
破

壞
者
と
し
て
漠
然
と
�
惡
し
て
い
た
相
手
が
︑
自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
¤
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
存
在
へ
と
9
�
上
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
よ
っ

て
當
初
兩
者
に
は
︑
�
涉
相
手
と
し
て
の
接
點
す
ら
あ
り
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
第
一
!
世
界
大
戰
後
に
お
け
る
民
國
政
府
瓜
一
の
必
�
性
が
︑

ま
ず
孫
�
の
︑
�
國
政
權
獲
得
へ
の
�
欲
を
高
め
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
廣
州
政
府
內
で
の
權
力
闘
爭
に
敗
れ
た
結
果
︑
孫
�
は
︑
再
Z
し
て
政

敵
か
ら
の
壓
]
を
>
け
︑
な
お
か
つ
自
身
の
存
在
�
義
を
か
け
て
︑
そ
の
後
の
中
國
政
治
の
な
か
で
生
き
殘
る
た
め
の
軍
事
力
を
︑
獲
得
す
る

必
�
に
も
]
ら
れ
た
︒
確
固
た
る
軍
事
基
盤
を
持
て
な
か
っ
た
孫
�
に
と
っ
て
︑
敵
對
者
で
あ
っ
た
張
作
霖
と
の
接
點
を
探
る
こ
と
は
︑
當
時

國
內
�
大
«
の
軍
事
力
を
も
つ
彼
か
ら
︑
+
助
を
引
き
出
せ
る
可
能
性
を
考
え
れ
ば
︑
實
行
を
た
め
ら
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
政
略
・
軍
略
で

あ
っ
た
︒
ま
た
張
作
霖
と
の
提
携
は
孫
�
に
と
っ
て
︑
單
な
る
當
局
批
A
者
か
ら
脫
し
て
政
治
當
事
者
に
な
っ
て
い
く
う
え
で
も
︑
大
き
な
方

針
轉
奄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

張
作
霖
は
︑
日
本
に
育
成
さ
れ
た
﹁
軍
閥
﹂
と
し
て
︑
こ
の
こ
ろ
も
孫
�
の
�
惡
の
對
象
で
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
安
直
戰
爭
以
影
︑
北
京
政

府
を
實
效
荏
�
す
る
よ
う
に
な
っ
た
直
隸
�
に
伍
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
そ
の
同
a
者
で
あ
り
つ
つ
も
︑
同
�
に
對
抗
し
う
る
張
を
︑
切
り
U

し
て
と
り
こ
む
策
が
�
も
現
實
�
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

長
ら
く
敵
對
・
�
惡
し
て
い
た
相
手
に
︑
軍
事
�
あ
る
い
は
政
治
�
必
�
性
か
ら
接
觸
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
チ
ャ
ネ
ル
が
あ
り
え
た
が
︑
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そ
の
な
か
で
結
果
�
に
突
破
口
を
開
い
た
の
は
︑
同
}
の
つ
な
が
り
を
利
用
し
た
人
�
で
あ
っ
た
︒

孫
�
は
︑
張
作
霖
と
同
}
の
寧
武
に
工
作
を
命
じ
た
︒
寧
武
は
辛
亥
革
命
當
時
︑
張
作
霖
の
部
下
に
同
志
・
張
榕
を
殺
S
さ
れ
た
經
驗
を
持

つ
が
︑
�
去
を
警
戒
さ
れ
ず
に
張
作
霖
に
接
$
す
る
の
に
成
功
し
た
︒﹁
革
命
贊
同
者
で
あ
れ
ば
︑
孫
�
は
誰
と
で
も
提
携
す
る
﹂
と
寧
武
か

ら
聞
い
た
張
は
︑
副
官
を
寧
武
に
同
b
さ
せ
て
孫
�
と
の
�
涉
を
開
始
し
︑
孫
�
が
張
を
7
め
る
と
︑
寧
武
へ
の
信
賴
も
深
め
た
︒
二
二
年
に

は
︑
孫
�
と
張
作
霖
は
︑
曹
錕
・
吳
佩
孚
を
討
つ
共
同
軍
事
作
戰
を
計
劃
す
る
に
至
る
︒
第
一
!
奉
直
戰
爭
で
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
︑
計
劃

そ
の
も
の
は
繼
續
し
︑
張
作
霖
か
ら
孫
�
へ
の
軍
事
費
荏
+
も
複
數
囘
お
こ
な
わ
れ
た
︒
ま
た
¢
來
す
る
代
理
人
も
!
第
に
�
職
者
と
な
り
︑

張
作
霖
は
總
參
謀
で
あ
る
楊
宇
霆
の
腹
心
・
韓
麟
春
を
︑
孫
�
は
�
も
信
賴
す
る
側
$
の
汪
兆
銘
を
︑
�

�
に
は
た
て
る
ほ
ど
に
な
る
︒
ま

た
孫
�
は
︑
寧
武
と
は
別
に
︑
同
じ
く
東
北
出
身
の
楊
大
實
を
3
じ
て
の
�
報
收
集
や
宣
傳
工
作
も
行
っ
て
お
り
︑
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
奉
天
省

長
・
王
永
江
へ
の
接
$
を
圖
ら
せ
よ
う
と
す
る
ほ
ど
︑
張
作
霖
政
權
內
部
に
食
い
d
も
う
と
も
し
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
張
作
霖
と
の
提
携
關
係
は
︑
軍
事
�
實
力
者
か
ら
も
荏
持
を
R
け
る
存
在
と
し
て
︑
北
京
政
界
に
お
け
る
孫
�
の
ス
テ
イ
タ
ス

を
さ
ら
に
上
げ
た
︒
そ
の
自
信
と
張
へ
の
根
囘
し
に
手
ご
た
え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
二
三
年
の
﹁
和
4
﹂
は
︑
孫
�
に
と
っ
て
決
し
て
畫
餠

で
は
な
く
︑
;
年
の
第
二
!
奉
直
戰
爭
で
の
張
作
霖
\
利
を
う
け
て
︑
國
民
會
議
開
催
を
よ
び
か
け
る
布
石
に
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
︒

�(1
)

こ
の
名
稱
自
體
が
す
で
に
︑
敵
對
者
か
ら
の
レ
ッ
テ
ル
で
あ
る

(
�
味
の
變
�
に
つ
い
て
は
︑
澁
谷
由
里
﹃︿
軍
﹀
の
中
國
�
﹄
p
談

社
現
代
怨
書
︑
二
〇
一
七
年
︑
一
四
四
～
一
五
一
頁
を
參
照
の
こ

と
)︒
日
本
で
の
用
例
に
影
^
さ
れ
︑
政
治
に
介
入
す
る
專
橫
�
な

�
力
軍
人
お
よ
び
そ
の
�
閥
を
﹁
軍
閥
﹂
と
定
義
し
︑﹁
國
法
を
破

壞
す
る
﹂
存
在
と
し
て
�
初
に
批
A
し
た
の
は
陳
獨
秀
で
あ
っ
た
︒

當
時
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
﹁
只
眼
﹂
名
義
で
書
か
れ
た
︑﹁
歐
戰

後
東
洋
民
族
之
覺
悟
C
�
求
﹂
(﹃
每
®
"
論
﹄
第
二
號
︑
一
八
年
一

二
2
二
九
日
)
を
參
照
︒

(2
)

劉
壽
林
ほ
か
¯
﹃
民
國
職
官
年
表
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
九
五
年
)︑

一
二
八
頁
︒
�
維
鈞
の
略
歷
は
︑
徐
友
春
6
¯
﹃
民
國
人
物
大
辭

典
﹄
(
河
北
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
を
參
照
︒
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(3
)

°
井
昇
三
は
︑﹁
=
國
6
義
列
强
に
對
す
る
c
協
性
︑
=
國
6
義

の
本
質
に
對
す
る
7
識
の
不
園
底
﹂
か
ら
︑﹁
=
國
6
義
列
强
と
結

合
す
る
國
內
軍
閥
に
對
す
る
c
協
�
態
度
﹂
が
孫
�
に
生
じ
た
と
考

察
し
た

(同
﹃
孫
�
の
硏
究

︱
︱
と
く
に
民
族
6
義
理
論
の
發
展

を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹄
勁
草
書
±
︑
一
九
六
六
年
︑
一
九
六
頁
)︒

波
多
野
善
大
は
︑
二
四
年
に
お
け
る
孫
�
の
和
4
會
議
�
想
に
つ
い

て
︑﹁
軍
閥
を
說
得
し
て
軍
N
を
解
散
ま
た
は
¨
減
さ
せ
る
と
い
う

發
想
﹂
は
﹁
は
な
は
だ
あ
ま
い
﹂
(同
﹃
中
國
$
代
軍
閥
の
硏
究
﹄

河
出
書
±
怨
社
︑
一
九
七
三
年
︑
三
五
七
頁
)︑
と
斷
じ
て
い
る
︒

(4
)

二
二
年
に
曹
錕
・
吳
佩
孚
を
倒
す
た
め
に
︑
孫
�
が
段
祺
瑞
・
張

作
霖
と
の
提
携
を
正
當
-
し
た
理
由
に
つ
い
て
橫
山
宏
違
は
︑

﹁
(一
)
軍
閥
を
も
っ
て
軍
閥
を
制
す
と
い
う
革
命
戰
略
︑
(二
)
6

�
な
敵
を
一
つ
に
³
り
︑
そ
れ
へ
の
�
力
攻
擊
を
集
中
す
る
と
い
う

軍
事
戰
略
﹂
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
︑
孫
�
の
敵
對
者
で
あ
る
曹
と

吳
に
︑﹁
反
對
す
る
勢
力
の
性
格
を
不
問
に
す
る
と
い
っ
た
論
理
﹂

を
內
%
し
え
た
と
指
摘
し
て
い
る

(同
﹃
孫
中
山
の
革
命
と
政
治
指

£
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
三
年
︑
六
二
～
六
三
頁
)︒
ま
た
水
野
/

は
︑
中
國
東
北
地
方
�
の
�
�
に
お
い
て
︑
あ
る
い
は
蔣
介
石
・
張

作
霖
の
提
携
﹁
密
K
﹂
(二
六
年
八
2
)
の
�
提
と
し
て
︑
孫
�
と

張
と
の
提
携
關
係
に
若
干
ふ
れ
て
い
る

(﹁
蔣
介
石
の
北
伐
と

﹃
張
・
蔣
密
K
﹄
の
成
立
と
そ
の
展
開
﹂
(水
野
﹃
東
北
軍
閥
政
權
の

硏
究

︱
︱
張
作
霖
・
張
學
良
の
對
外
抵
抗
と
對
內
瓜
一
の
軌
跡

︱
︱
﹄
國
書
刊
行
會
︑
一
九
九
四
年
︑
一
九
六
～
二
三
六
頁
)︒
$

年
で
は
深
町
英
夫
が
︑﹃
孫
�

︱
︱
$
代
-
の
岐
路
︱
︱
﹄
(岩
波

怨
書
︑
二
〇
一
六
年
)
に
お
い
て
︑
孫
�
に
は
一
貫
し
て
中
央
集
權

と
獨
裁
へ
の
志
向
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
︑
張
作
霖
・
段
祺
瑞
・
馮
玉

祥
の
招
聘
に
應
じ
た
二
四
年
の
上
京
に
つ
い
て
も
︑
﹁
何
ら
か
の
形

で
怨
政
權
に
參
與
す
る
こ
と
を
�
ん
だ
の
だ
ろ
う
﹂
(二
〇
二
頁
)

と
営
べ
て
い
る
︒

(5
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
一
九
七
五
年
に
遼
寧
省
北
鎭
縣
で
發
見
さ
れ

た
︑
孫
�
の
張
作
霖
宛
書
鯵
の
存
在
が
/
ら
か
に
な
っ
た

(薛
景
4

﹁
怨
發
現
�
孫
中
山
致
張
作
霖
�
信
﹂
﹃
遼
寧
大
學
學
報

(哲
學
社
會

科
學
版
)﹄
一
九
八
一
年
五
�
)
こ
と
が
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
薛
の
解
讀
結
果
に
つ
い
て
は
︑
の
ち
に
王
曄

が
批
A
し
︑
修
正
案
を
示
し
て
い
る

(﹁
對
首
度
公
開
︽
孫
中
山
致

張
作
霖
信
︾
(附
照
片
)
�
硏
究
﹂﹃
遼
寧
大
學
學
報

(哲
學
社
會
科

學
版
)
﹄
二
〇
〇
三
年
六
�
)︒

(6
)
﹁
孫
中
山
與
奉
系
軍
閥
﹂
(﹃
$
代
�
硏
究
﹄
一
九
八
六
年
六
�
)
︒

(7
)

提
携
關
係
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
︑
複
數
の
段
階
に

分
け
て
考
察
し
て
い
る

(一
九
二
三
年
を
中
心
と
し
た
︑﹁
論
孫
中

山
與
張
作
霖
之
關
係
﹂
﹃
遼
寧
師
範
大
學
學
報

(
社
會
科
學
版
)﹄
一

九
九
六
年
五
�
︑
一
九
二
四
年
を
中
心
と
し
た
︑
﹁
分
岐
與
矛
盾
：

孫
中
山
與
張
作
霖
天
津
會
談
C
其
他
﹂﹃
東
北
�
地
﹄
二
〇
一
三
年

一
�
︑
一
九
二
〇
～
二
二
年
を
中
心
と
し
た
︑﹁
孫
中
山
對
張
作
霖

�
7
識
C
雙
方
�
初
�
合
作

(
一
九
二
〇
～
一
九
二
二
)﹂
﹃
東
北
�

地
﹄
二
〇
一
六
年
二
�
)
︒

(8
)
﹁
孫
中
山
張
作
霖
�
關
係
與
︽
孫
�
越
飛
宣
言
︾﹂
(﹃
歷
�
硏
究
﹄

一
九
九
七
年
二
�
)
︒
こ
の
論
稿
以
�
に
發
表
し
た
段
雲
違
と
の
共

著
﹃
孫
中
山
與
中
國
$
代
軍
閥
﹄
(四
川
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
〇

年
)
で
も
︑
張
作
霖
と
の
關
係
を
槪
說
し
て
い
る
︒
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(9
)
﹁
孫
中
山
和
張
作
霖
�
聯
合
與
決
裂
﹂
(﹃
北
京
科
技
大
學
學
報

(人
�
社
會
科
學
版
)﹄
一
九
九
八
年
一
�
)︒

(10
)

秦
孝
儀
6
¯
﹃
國
父
�
集
﹄︿
以
下
︑﹃
國
父
﹄﹀
第
二
册

(
$
代

中
國
出
版
社
︑
臺
北
︑
一
九
八
九
年
)︑
一
一
四
～
一
一
六
頁
︒
邦

譯
は
︑
林
�
三
譯
﹁
4
和
瓜
一
3
電
﹂
(伊
地
智
善
繼
・
山
口
一
郞

監
修
﹃
孫
�
F
集
﹄
第
三
卷
︑
社
會
思
想
社
︑
一
九
八
九
年
︑
五
七

～
六
二
頁
)
を
參
照
︒

(11
)

後
営
す
る
東
北
出
身
者
の
ル
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
︑
北
京
政
府
の

�
官
や
︑
日
本
の
陸
軍
士
官
學
校
留
學
・
卒
業
者
の
ル
ー
ト
も
利
用

し
て
お
り
︑
各
ル
ー
ト
內
︑
あ
る
い
は
ル
ー
ト
相
互
の
關
係
も
含
め

る
と
︑
人
�
や
�
報
網
の
�
容
は
極
め
て
複
雜
で
あ
る
︒

(12
)
﹁
致
袁
世
凱
盼
轉
飭
趙
爾
巽
釋
放
柳
大
年
電
﹂
(民
國
元
︿
一
九
一

二
﹀
年
二
2
一
八
日
︒﹃
國
父
﹄
第
四
册
︑
二
二
四
頁
)︒
こ
の
�
料

で
は
:
捕
日
が
不
/
で
あ
る
が
︑
胡
玉
海
・
黑
蓉
6
¯
﹃
奉
系
軍
閥

大
事
記
﹄
(遼
寧
民
族
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
)
に
よ
る
と
︑
陽
曆

一
二
2
一
一
日
で
あ
る
と
い
う
︒

(13
)

奉
天
に
お
け
る
革
命
と
張
榕
?
殺
事
件
に
つ
い
て
は
︑
澁
谷
由
里

﹃
馬
q
の
﹁
滿
洲
﹂
︱
︱
張
作
霖
と
$
代
中
國
︱
︱
﹄
(
p
談
社
學

©
�
庫
︑
二
〇
一
七
年
)︑
一
〇
八
～
一
一
六
頁
を
參
照
の
こ
と
︒

(14
)

た
だ
し
第
二
革
命
の
あ
い
だ
︑
陳
其
美
は
東
北
に
人
を
�
�
し
て
︑

張
作
霖
ら
を
說
得
し
て
南
方
の
蜂
Z
に
呼
應
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
成

功
し
な
か
っ
た
︒
東
北
で
の
基
盤
が
_
い
と
革
命
�
體
も
成
功
し
な

い
と
い
う
反
省
と
し
て
︑
の
ち
の
ち
彼
の
な
か
に
殘
っ
た
經
驗
で
あ

る
と
劉
貴
福
は
指
摘
し
て
い
る
︒
劉
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
對
張
作
霖
�

7
識
C
雙
方
�
初
�
合
作

(一
九
二
〇
～
一
九
二
二
)﹂︑
五
一
～
五

二
頁
︒

(15
)

深
町
︑
�
揭
﹃
孫
�
﹄︑
一
四
九
～
一
五
四
頁
︒

(16
)

劉
立
勤
・
李
濤
﹃
奉
軍
﹄
(山
西
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
︑

九
八
～
九
九
頁
︒

(17
)

深
町
︑
�
揭
﹃
孫
�
﹄︑
一
四
九
～
一
五
四
頁
︒

(18
)
﹁
致
陳
炯
/
促
T
出
兵
入
閩
電
﹂
(
民
國
七
年
二
2
一
九
日
)︑﹃
國

父
﹄
第
五
册
︑
一
九
～
二
〇
頁
︒
[

]
內
は
筆
者
の
補
筆

(以
下
同

じ
)︒

(19
)
﹁
致
½
繼
堯
吿
以
+
鄂
+
閩
軍
�
竝
6
張
討
伐
復
辟
黨
電
﹂
(
民
國

七
年
三
2
五
日
)︑
﹃
國
父
﹄
第
五
册
︑
三
七
頁
︒
孫
�
は
︑﹁
復
辟

黨
人
﹂
と
張
作
霖
を
と
も
に
﹁
魑
魅
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒

(20
)
﹁
復
旅
滬
公
民
m
和
會
責
以
公
民
m
和
之
y
¾
電
﹂
(民
國
七
年
三

2
二
三
日
)︑
﹃
國
父
﹄
第
五
册
︑
五
二
頁
︒

(21
)

*
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
與
奉
系
軍
閥
﹂
︑
七
四
～
八
一
頁
︒

(22
)

深
町
︑
�
揭
﹃
孫
�
﹄
︑
一
六
四
頁
︒

(23
)

韓
信
夫
・
姜
克
夫
6
¯
﹃
中
華
民
國
�
大
事
記
﹄
第
二
卷

(一
九

一
六
～
二
一
)
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
年
︒

(24
)

段
は
以
後
︑
國
務
總
理
に
復
歸
し
な
か
っ
た
︒
澁
谷
︑
�
揭

﹃︿
軍
﹀
の
中
國
�
﹄︑
一
六
五
～
一
六
六
頁
︒

(25
)
﹁
致
田
中
義
一
勸
改
變
日
本
對
華
錯
¾
政
策
函
﹂
︑﹃
國
父
﹄
第
五

册
︑
二
二
一
頁
︒

(26
)
﹁
四
總
裁
宣
言
與
日
本
對
中
國
之
策
略
﹂
(民
國
九
年
七
2
)︑
﹃
國

父
﹄
第
二
册
︑
五
三
二
頁
︒

(27
)

韓
・
姜
︑
�
揭
﹃
中
華
民
國
�
大
事
記
﹄
第
二
卷
︒

(28
)
﹁
解
決
中
國
問
題
之
方
法
﹂︑
﹃
國
父
﹄
第
三
册
︑
二
一
四
頁
︒
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(29
)

本
人
は
一
九
年
秋
と
し
て
い
る

(
寧
武
﹁
孫
中
山
與
張
作
霖
聯
合

反
直
紀
�
﹂
中
國
人
民
政
治
協
商
會
議
�
國
�
�
~
料
硏
究
委
員
會

¯
﹃
�
�
~
料
F
輯
﹄
第
四
一
輯
︑
�
�
~
料
出
版
社
︑
一
九
六
三

年
︑
一
一
五
頁
)︒
な
お
段
・
邱
︑
�
揭
﹃
孫
中
山
與
中
國
$
代
軍

閥
﹄
四
〇
六
頁
の
欄
外
À
③
は
︑
こ
れ
を
彼
の
¾
記
と
す
る
が
︑
代

案
は
/
記
し
て
い
な
い
︒
寧
武
が
張
作
霖
に
�
初
に
會
っ
た
の
が
二

〇
年
の
﹁
�
閱
z
會
議
﹂
(韓
・
姜
︑
�
揭
﹃
中
華
民
國
�
大
事
記
﹄

第
二
卷
に
よ
れ
ば
七
2
八
日
)
開
催
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
以

�
に
孫
�
の
命
令
を
R
け
て
い
な
け
れ
ば
︑
接
觸
は
不
可
能
で
あ
る
︒

(30
)

一
八
八
五
～
一
九
七
五

本
名
は
良
言
︒
奉
天
の
醫
學
生
で
あ
っ

た
時
に
孫
�
に
書
鯵
を
P
り
︑
知
Á
を
得
た
︒
一
九
〇
八
年
︑
中
國

同
a
會
遼
東
荏
部
に
加
入
︒
一
一
年
︑
遼
東
の
鳳
城
蜂
Z
な
ど
を
指

£
︒
二
四
年
︑
奉
天
省
代
表
と
し
て
中
國
國
民
黨
第
一
!
�
國
代
表

大
會
に
出
席
︒
王
鴻
賓
ほ
か
6
¯
﹃
東
北
人
物
大
辭
典
﹄
第
二
卷
上
︑

遼
寧
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
を
參
照
︒

(31
)
﹁
円
立
一
個
由
優
秀
知
識
份
子
組
成
�
政
府
是
我
們
$
�
�
任
務

(譯
�
)﹂
(民
國
一
〇
年
四
2
)︑﹃
國
父
﹄
第
二
册
︑
五
四
二
頁
︒

(32
)
﹁
軍
人
應
貫
園
6
義
爲
國
犧
牲
﹂
(民
國
一
〇
年
四
2
二
三
日
)︑

﹃
國
父
﹄
第
三
册
︑
二
四
五
頁
︒

(33
)

こ
の
�
想
を
�
も
早
く
提
案
し
た
の
は
︑
北
京
政
府
の
農
商
總
長

や
參
議
院
議
長
を
務
め
た
李
盛
鐸
で
あ
り
︑
彼
は
甥
の
李
守
冰
を
一

九
二
〇
年
に
孫
�
の
も
と
に
�
�
し
て
︑
吳
佩
孚
を
討
つ
挾
擊
策
を

檢
討
さ
せ
た
と
い
う
︒
王
︑
�
出
﹁
孫
中
山
和
張
作
霖
�
聯
合
與
決

裂
﹂︑
五
八
頁
︒

(34
)

一
八
八
五
～
一
九
二
〇

本
名
は
大
符
︒
一
九
〇
六
年
︑
日
本
留

學
中
に
中
國
同
a
會
に
加
入
︒
一
九
年
︑
上
海
で
﹃
民
國
日
報
﹄
副

刊
の
﹃
星
�
"
論
﹄
と
﹃
円
設
﹄
雜
誌
を
創
刊
︒
二
〇
年
九
2
︑
廣

州
に
赴
き
︑
孫
�
に
從
わ
な
い
廣
西
軍
の
歸
順
を
策
動
し
た
が
︑
同

軍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た

(
徐
友
春
︑
�
揭
﹃
民
國
人
物
大
辭
典
﹄
︒

以
下
人
物
の
略
歷
は
︑
特
に
斷
ら
な
い
限
り
こ
の
辭
典
に
よ
る
)︒

(35
)

一
八
七
二
～
一
九
五
九

安
直
戰
爭
で
の
直
隸
�
の
\
利
に
貢
獻

し
︑
當
時
は
察
哈
爾
都
瓜
︒
王
ほ
か
︑
�
揭
﹃
東
北
人
物
大
辭
典
﹄

第
二
卷
上
︑
澁
谷
由
里
﹁
張
景
惠
と
張
紹
紀
﹂﹃﹁
漢
奸
﹂
と
英
雄
の

滿
洲
﹄︿
以
下
﹃﹁
漢
奸
﹂﹄
と
略
﹀︑
p
談
社
F
書
メ
チ
エ
︑
二
〇
〇

八
年
︑
四
八
～
八
四
頁
︒

(36
)

一
八
八
六
～
一
九
二
九

日
本
の
陸
軍
士
官
學
校
第
八
�
卒
︒
革

命
�
に
歸
國
し
︑
民
國
で
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
張
の
總
參
謀
を
務
め
た
︒

︽
東
北
人
物
大
辭
典
︾
¯
委
會
¯
﹃
東
北
人
物
大
辭
典
﹄
遼
寧
人
民

出
版
社
・
遼
寧
敎
育
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︒
澁
谷
︑
�
揭
﹃﹁
漢

奸
﹂﹄︑
二
八
～
二
九
︑
三
八
～
四
〇
頁
︒

(37
)

李
夢
庚
と
も
︒
生
沒
年
不
/
︒
中
國
�
學
會
ほ
か
︑
�
揭
﹃
北
洋

軍
閥
﹄
第
四
卷
︑
八
一
六
頁
の
﹁
孫
�
復
李
夢
庚
函
﹂
(一
九
二
三

=

民
國
一
二
年
二
2
一
日
)
の
À
に
は
︑﹁
張
作
霖
の
腹
心
﹂
と
あ

る
︒
な
お
劉
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
對
張
作
霖
�
7
識
C
雙
方
�
初
�
合

作

(一
九
二
〇
～
一
九
二
二
)
﹂
︑
五
三
頁
に
よ
る
と
︑
奉
天
省
議
會

副
議
長
を
務
め
︑
一
九
二
二
年
二
2
に
は
吉
林
第
四
混
成
旅
旅
長
で

あ
っ
た
と
い
う
︒

(38
)

二
一
年
一
二
2
四
日
︑
孫
�
が
﹁
陸
海
軍
大
元
帥
﹂
と
し
て
︑
�

國
瓜
一

(北
伐
)
の
た
め
に
設
營
︒

(39
)

一
八
八
七
～
一
九
三
四

淸
末
民
初
の
官
僚
・
政
治
家
で
あ
る
伍

廷
芳
の
子
︒
一
九
年
︑
廣
州
政
府
代
表
と
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
p
和

會
議
に
出
席
︒
二
一
年
︑
孫
�
が
非
常
大
總
瓜
と
な
る
と
外
�
部
!
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長
に
就
任
︒

(40
)

一
八
八
八
～
一
九
三
〇
日
本
の
陸
軍
士
官
學
校
卒
︒
二
二
年
一
2
︑

陸
軍
部
!
長
︒
七
2
︑
東
三
省
兵
工
廠
督
辦
︒
楊
宇
霆
の
腹
心
︒

(41
)

一
八
六
二
～
一
九
三
三

北
洋
武
備
學
堂
卒
業
後
︑
北
洋
軍
の
將

校
を
經
て
︑
民
國
で
は
段
�
に
屬
し
た
︒
二
〇
年
に
浙
江
督
軍
︒
二

二
年
︑
自
ら
廢
督
を
宣
言
し
︑
浙
江
省
の
軍
官
か
ら
推
擧
さ
れ
て
浙

江
軍
務
善
後
督
辦
に
就
任
︒

(42
)

そ
の
う
ち
の
八
萬
元
は
韓
が
液
用
し
て
し
ま
っ
た
︒
發
覺
し
た
の

は
︑
孫
�
の
寧
武
宛
禮
狀
に
︑﹁
雨
公
が
贈
っ
て
く
れ
た
二
萬
元
を

R
け
取
っ
た
﹂
と
あ
っ
た
た
め
で
︑
そ
れ
を
讀
ん
だ
楊
宇
霆
は
韓
を

叱
責
し
︑
孫
�
に
改
め
て
P
金
し
た
と
い
う
︒
な
お
こ
の
禮
狀
は
現

存
す
る

(﹁
孫
中
山
復
寧
武
函
﹂
一
九
二
二
年
九
2
二
二
日
︑
中
國

�
學
會
ほ
か
︑
�
揭
﹃
北
洋
軍
閥
﹄
第
四
卷
︑
八
〇
九
頁
)︒
囘
想

錄
が
﹁
三
萬
元
﹂
と
し
た
金
額
が
︑
實
際
に
は
﹁
二
萬
元
﹂
で
あ
っ

た
こ
と
が
A
/
し
た
た
め
訂
正
し
た
︒

(43
)

一
八
八
一
～
一
九
三
二

日
本
の
陸
軍
士
官
學
校
第
八
�
卒

(楊

宇
霆
と
同
�
)︒
一
九
二
一
年
︑
廣
東
非
常
大
總
瓜
府
參
軍
︒

(44
)

一
八
八
七
～
一
九
六
五

日
本
の
陸
軍
士
官
學
校
に
留
學
︒
一
九

〇
五
年
︑
中
國
同
a
會
に
加
入
︒
一
七
年
に
大
元
帥
府
參
軍
長
︒
二

二
年
︑
粤
軍
第
二
軍
長
︒

(45
)
﹁
致
張
作
霖
�
吳
忠
信
接
洽
軍
事
函
﹂︑﹃
國
父
﹄
第
五
册
︑
三
三

四
頁
︒
原
件

(中
國
國
民
黨
黨
�
會
藏
)
に
は
日
附
が
な
い
︒
當
時

孫
�
は
︑
吳
忠
信
を
張
作
霖
・
段
祺
瑞
雙
方
に
�
�
す
る
豫
定
だ
っ

た
が
︑
吳
佩
孚
が
黎
元
洪
を
大
總
瓜
に
擁
立
す
る
な
ど
︑
北
京
政
局

に
大
き
な
變
動
が
あ
っ
た
う
え
︑
陳
炯
/
の
反
亂
も
あ
り
︑
結
局
�

�
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
こ
の
書
鯵
も
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い

う
︒
﹁
吳
忠
信
跋
﹂︑
中
國
�
學
會
ほ
か
︑
�
揭
﹃
北
洋
軍
閥
﹄
第
四

卷
︑
八
〇
七
頁
︒

(46
)

一
八
八
四
～
一
九
五
九

陸
軍
の
N
長
で
あ
っ
た
時
に
中
國
同
a

會
に
加
入
︒
一
七
～
一
八
年
︑
護
法
戰
爭
に
從
事
︒
一
九
年
︑
粤
軍

第
二
軍
總
指
揮
︒
二
一
年
︑
同
第
七
獨
立
旅
旅
長
Å
廣
州
大
本
營
憲

兵
司
令
︒

(47
)
﹁
北
伐
之
攻
略
﹂
︑
﹃
國
父
﹄
第
二
册
︑
五
五
一
～
五
五
二
頁
︒

(48
)
﹁
北
方
と
の
同
a
か
﹂
と
い
う
質
問
に
は
そ
の
旨
を
否
定
し
て
い

る
︒
ま
た
孫
�
は
︑﹁
こ
の
c
協
が
可
能
な
の
は
︑
v
從
を
基
礎
と

す
る
か
ら
だ
︒
彼
ら
は
命
令
に
必
ず
v
從
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
も
語
っ
て
お
り
︑
北
京
政
府
を
對
等
な
相
手
と
は
考
え
て
い
な
い

と
强
m
し
て
い
る
︒

(49
)
﹁
北
方
軍
人
應
�
國
家
瓜
一
之
Æ
�
﹂
(
民
國
一
一
年
八
2
二
九

日
)︑
﹃
國
父
﹄
第
二
册
︑
五
六
二
～
五
六
四
頁
︒
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

は
大
阪
每
日
怨
聞
上
海
Ç
在
特
�
員
・
村
田
孜
郞
︒

(50
)
﹁
馬
林
爲
格
克
爾
同
孫
中
山
�
談
話
x
做
�
記
錄
﹂
一
九
二
二
年

九
2
二
六
日

(上
海
)
中
共
中
央
黨
�
硏
究
室
第
一
硏
究
部
譯
﹃
聯

共

(布
)
︑
共
產
國
際
與
中
國
國
民
革
命
&
動

(
一
九
二
〇
～
一
九

二
五
)﹄
(
北
京
圖
書
館
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
)︑
第
一
卷
︑
一
三

五
～
一
三
六
頁
︒
劉
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
對
張
作
霖
�
7
識
C
雙
方
�

初
�
合
作

(
一
九
二
〇
～
一
九
二
二
)﹂︑
五
二
頁
︒

(51
)
﹁
致
蔣
中
正
促
來
滬
籌
商
軍
事
函
﹂
︑
﹃
國
父
﹄
第
五
册
︑
三
四
八
頁
︒

(52
)

一
八
八
一
～
一
九
三
九

一
九
〇
四
年
︑
日
本
の
陸
軍
士
官
學
校

卒
︒
二
〇
年
六
2
︑
安
直
戰
爭
で
直
隸
軍
に
捕
わ
れ
た
が
︑
二
一
年

に
釋
放
さ
れ
た
︒

(53
)
﹁
復
張
作
霖
�
出
兵
北
京
竝
�
汪
兆
銘
面
洽
書
﹂
︑﹃
國
父
﹄
第
五
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册
︑
三
五
〇
頁
︒

(54
)
﹁
復
張
學
良
�
汪
兆
銘
就
商
討
伐
曹
吳
函
﹂︑﹃
國
父
﹄
第
五
册
︑

三
五
〇
～
三
五
一
頁
︒

(55
)

�
揭
﹁
孫
中
山
復
寧
武
函
﹂︒

(56
)

一
八
八
四
～
？

日
本
の
東
斌
學
校
に
學
び
︑
卒
業
・
歸
國
後
︑

}
鎭
警
察
を
創
設
︒
革
命
時
に
は
張
榕
と
共
に
聯
合
9
(
會
を
組
織
︒

一
三
年
に
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
が
︑
國
會
解
散
後
︑
奉
天
で
東
三

省
護
國
軍
を
組
織
︒
な
お
王
ほ
か
︑
�
揭
﹃
東
北
人
物
大
辭
典
﹄
第

二
卷
上
に
よ
る
と
︑
二
二
年
︑
廣
州
﹁
大
元
帥
府
大
本
營
﹂
諮
議
Å

財
政
部
參
議
︒

(57
)

一
八
八
〇
～
一
九
二
五

一
九
〇
七
年
︑
日
本
の
陸
軍
士
官
學
校

卒
︒
段
祺
瑞
の
側
$
︒
一
八
年
初
頭
︑
張
作
霖
に
投
じ
︑
自
ら
奉
軍

副
司
令
に
就
任
す
る
も
︑
九
2
に
張
に
よ
り
解
職
さ
れ
た
︒
段
軍
に

復
歸
し
安
直
戰
爭
で
總
參
謀
長
と
な
っ
た
が
︑
敗
北
し
て
上
海
に
去

る
︒
二
二
年
一
2
︑
桂
林
で
孫
�
と
會
見
し
︑
段
・
張
と
の
同
a
を

劃
策
︒

(58
)

一
八
七
二
～
一
九
二
七

淸
末
の
奉
天
省
に
お
け
る
警
察
行
政
で

頭
角
を
現
し
︑
一
六
年
︑
張
作
霖
政
權
發
足
時
の
警
察
行
政
改
革
︑

お
よ
び
財
政
再
円
に
も
成
功
し
︑
張
の
信
任
を
得
た
︒
第
一
!
奉
直

戰
爭
敗
北
後
は
民
政
�
般
で
張
を
荏
え
︑
地
方
行
財
政
の
確
立
・
安

定
に
努
め
た
が
︑
張
の
北
京
(
出
に
は
一
貫
し
て
反
對
し
た
︒
澁
谷
︑

�
揭
﹃
﹁
漢
奸
﹂
﹄︑
八
六
～
一
〇
五
頁
︒

(59
)

一
八
八
四
～
一
九
四
八

滿
洲
族
︒
一
九
〇
七
年
︑
奉
天
師
範
學

堂
卒
︒
一
二
年
︑
奉
天
省
第
一
�
省
議
會
議
長
︒
一
四
年
︑
孫
�
の

﹁
實
業
救
國
﹂
思
想
に
共
鳴
し
て
奉
天
紡
紗
廠
を
創
立
︒

(60
)

邱
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
張
作
霖
�
關
係
與
︽
孫
�
越
飛
宣
言
︾﹂︑
七

二
～
七
三
頁
︒
邱
は
こ
の
�
料
を

(ド
イ
ツ
)
郭
恒
鈺
・
(ロ
シ
ア
)

季
塔
連
科
6
¯
﹃
聯
共

(布
)
︑
共
產
國
際
與
中
國
・
�
件
集
﹄
第

一
卷
︑
モ
ス
ク
ワ
︑
一
九
九
四
年
︑
九
八
頁
よ
り
引
用
し
て
い
る
が
︑

筆
者
は
原
件
未
見
︒

(61
)
﹁
孫
逸
仙
給
列
寧
�
信
﹂
一
九
二
二
年
一
二
2
六
日

(上
海
)

中

共
中
央
黨
�
硏
究
室
第
一
硏
究
部
譯
︑
�
揭
﹃
聯
共

(布
)︑
共
產

國
際
與
中
國
國
民
革
命
&
動

(
一
九
二
〇
～
二
五
)
﹄
第
一
卷
︑
一

六
四
頁
︒
劉
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
對
張
作
霖
�
7
識
C
雙
方
�
初
�
合

作

(
一
九
二
〇
～
一
九
二
二
)﹂︑
五
二
頁
︒

(62
)

*
︑
�
揭
﹁
孫
中
山
與
奉
系
軍
閥
﹂
︑
八
四
～
八
五
頁
︒

(63
)
﹃
國
父
﹄
第
二
册
︑
一
一
五
頁
︒

【附
記
︼

本
稿
︑
お
よ
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1872 and view it as a process involving mainly Japan, the Ryukyus, and China, I

argue that the Ryukyu shobun should be investigated within a larger timeframe and

from a global perspective.

SUN WEN AND ZHANG ZUOLIN,

FOCUSING ON THEIR PARTNERSHIP

FOR THE REUNIFICATION OF THE REPUBLIC OF CHINA

SHIBUTANI Yuri

Sun Wenʼs reconciliation with the Beijing government in the 1920s has often been

regarded as an aberration for Sun as a revolutionary. The author, however,

considers it a practical policy aimed at reunifying the Republic of China. This article

attempts to clarify what impelled Beijing and Sun to collaborate, and to review how

they evaluated one another and what they expected from the reconciliation.

Emphasizing Sunʼs partnership with Zhang Zuolin, who reigned supreme in Beijing

after 1924, I concentrate on the relation-building process between the two.

Section 1 covers the period from 1911 to 1918 when there was no room for

cooperation. During this period, Sun regarded Zhang as an enemy of the revolution

and the republic. However, Sun gradually discovered that Zhang would be useful in

influencing the rivalries in Beijing among Duan Qirui, Cao Kun, and Wu Peifu.

Section 2 adresses the international necessity for reunification of the Republic

due to the end of World War I in 1918, and the changes involving the Beijing

Government and Sun. In this period, Duan and Sun sought to collaborate. However,

Zhang sided with Cao and Wu and won the backing of Japan, becoming the most

powerful military leader Sun could find. After Duan lost Anhui-Zhili War in 1920,

Sun was threatened by Cao and Wu, and seeking a military partnership, entered

into secret negotiation with Zhang.

Analyzing the memoir of Ning Wu, who was in charge of the negotiations and

Sunʼs correspondences from 1922-23, I examine the relationship-building process in

section 3. Sun planned joint operations with Zhang in the First Fengtian-Zhili War

in 1922 but failed due to poor timing, and Zhang lost the war. However, Sun

maintained the plan, built up a network of connections, and secured loans for the

military from Zhang.

In conclusion, Sun decided to take a conciliatory attitude toward Duan and

Zhang based on the necessity of reunifying the Republic. After Duanʼs loss in the
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civil war of 1920, Sun regarded Zhang, who had greater military power, as the most

significant partner. Securing war funding from Zhang provided Sun the opportunity

to exercise influence on the military and political situation in the north.

THE INTERNATIONAL RESPONSE

TO CHIANG KAI-SHEKʼS CHINAʼS DESTINY

MORIKAWA Hiroki

Chinaʼs Destiny, published in March 1943, was regarded as an important work in

China because the author, Chiang Kai-shek, as a national leader had a significant

presence in the world. The contents and importance of the book were also widely

touted. However, there were quite a few people in China who criticized Chiang,

pointing out the “feudal” and “despotic” character of the book. Some went as far as

deriding the book as the “Mein Kampf of China”.

Whether positive or negative, Chinaʼs Destiny created a sensation as a work by

the leader of China. Scholars have focused on the sensation it caused and have

revealed many of the details of its domestic reception such as how the Chinese

people, and particularly those associated with Kuomintang, responded to the book.

However, few studies have given sufficient attention to the international

response elicited by Chinaʼs Destiny. The book also created a sensation outside

China, therefore, it is necessary as well to analyze international response to

understand the comprehensive influence of the book. This article sheds light on the

response of two important allies of China in 1943, the United Kingdom and the

United States, and how two English-language versions of Chinaʼs Destiny, published

in 1947, were evaluated in the English-speaking world.

Authorities in both the UK and US expressed dissatisfaction with the contents

of Chinaʼs Destiny, because it attributed all the problems of China to the so-called

unequal treaties. Because of this, the plan to publish an English version of the book

met with a setback. After the end of the war with Japan, the American

businessman Philip Jaffe published the English version of Chinaʼs Destiny with

detailed comments critical of Chiangʼs political stance. Jaffe had not secured

permission from the KMT to publish, and thus the KMT vigorously criticized him

and published an authorized edition of Chinaʼs Destiny to counter Jaffeʼs edition.

However, this KMT countermeasure allowed readers in the English-speaking

world to clearly recognize the anti-American and anti-British character of the

book, resulting in a severe blow to Chiangʼs reputation internationally.
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