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近
代
吏
那
の
建
設
容
•
孫
中
山
は
、

'そ
の
藜「

三
民
主
義」

の
劈
頭
に
お
い
て
、
，支
那
民
'掛
主
顏
と
は
何
に
か
と
运
ふ
質
間
に
答
へ
て
、 

次
の
f

述
べ
て
I
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「

民
族
中
：義
と
は
如
何
な
，る
こ
.と
か
と
い
.へ
.ば
、
中
國
の
歷
史
上
に
於
け
る
社
會
習
慣
等
の
狀
態
を
按
じ
て
、
私
は
只
一
句
を
以
て
®
 

單
に
茇
ひ
得
る
。
即
ち
民
族
、

If

義
と
は
國
族
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。JC

改
造
文
庫
版
•
孫
中
山
、一

一
一
民
主
義
、
一
•六
頁)

.

(

E

孫
文
の
三
民
主
義
は
、一

九
〇
艽
年
一
應
そ
の
外
而
的
贫
成
を
遂
げ
、
更
に
茭
那
革
命
の
遨
行
と
共
に
潮
次
內
容
に
修
疋
が
加
へ
ら
れ
て
、
 

1

九一一一一T

W

苹
の
間
に
.完
成
さ
れ
て
行
つ
た
の
、で
あ
る
P

C
堀
江
邑
一
、
三
民
主
義
§-
-

そ
.こ
で
、
後
に
述
べ
る
樣
に
、
民
族
.主
義
理
論
も
組 

1
，織
的
な
も
の
か
ら
發
展
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
.つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。；
國
族
理
論
は
、
，.孫
文
民
族
主
義
の
恶
本
部
分
を
形
成
す
る
も
の
で
は 

あ
る
が
、
弱
少
民
族
を
併
合
し
て
行
か
5

と
す
ふ
民
族
理
論
の
發
展
的
轉
換
に
際
し
て
は
、
聊
か
足
手
ま
と
ひ
と
成
つ
た
感
が
有
る
。(
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政
策
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族
理
論
■
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九
®

;

.

(

五
五
四)

.： 

彼
は
好
ん
で
、
國
族
•
國
族
主
^

を
用
ふ
る
。
此
の
際
、
，彼
は
此
の
字
句
を
以
つ
て
、.
舉
-良

亨

民

族

主
_

と
同
意
義
«:
.解 

.
釋
し
、
使
用
し
'た
_

り
で
は
な
.く
、
：實
に
國
族
主
義
を
も
つ
て
支
郏
段
族
主
義
0

_
箸
な
：る
特
徵
.だ
と
考
へ
た
の
だ
つ
た
0

「

私
の
い
ふ
民
族
中
'.
a

_

國̂
族
.

Hr;

義——

は
中
國
に
は
適
當
の
も
の
で
あ
る
.が
、
外
國
入
に
は
不
適
當
で
あ
る
し
O
C同
書
同
頁)

然
ら
ば
、
.所
謂—

「
國
族
主
義」

の
持
つ
內
容
は
何
ん
で
あ
る
の
か
、o

こ
れ
は
，
吏
那
民
族
主
義
及
び
民
族
運
動
’の
特
質
を
な
す
も
の 

で
あ
る
。
孫
中
山
.は
續
け
て
沄
.ふ
o

:

:

'■
,

「

私
は
、̂

族
即
ち
國
族
と
，い
ふ
こ
と
は
、
中
國
に
は
適
當
で
^

る
が
、
.外
國
に
は
不
適
當
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
中
國
は
秦 

漢
以
後
、
都
べ
て
一
個
の
民
族
が
ー
個
の
國
家
を
造
成
し
て
ゐ
る
'が
、'
外
國
で
は
一
民
族
で
數
國
家
を
形
成
せ
る
あ
り
-

叉

一
國
家
内 

に
數
民
族
を
有
す
る
も
.の
が
あ
る
。
英
國
の
如
き
は
現
按
世
界
の
最
大
强
國
で
あ
る
が
-
彼
等
の
國
.内
に
於
け
る
民
族
は
^
;人
本
位
で
、
 

茶
褐
^

!

人
や
黑
人
を
包
擁
し
、
大
不
列
顚
帝
國
を
成
し
て
ゐ
，る
の
で
あ
る
。
從
つ
.て
、
英
國
に
於
て
は
民
族
即
ち
國
族
と
い
ふ
一
ゴ
ー
ロ
葉
は 

.不
適
當
で
あ
る
。
香
港
に
し
て
も
英
國
の
領
土
に
な
つ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
そ
の
內
に
居
る
民
族
中
に
は
、
數
十
萬
り
中
國
人
た
る
漢 

人
が
參
加
し
て
.ゐ
る
で
は
な
い
か
。
又
印
度
に
し
て
も
そ
の
：通
り
で
、
三
億
五
千
萬
の
印
度
人
が
居
る
か
ら
*

國
族
即
ち
民
族
.と
い
$> 

こ
•と
は
不
適
當
で
あ
ら
ぅ
。
御
承
知
の
如
く
英
國
の
基
本
民
挺
は
、
,ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
で
あ
る
が
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
は
單
に 

英
國
の
み
な
ら
ず
來
國
に
1

頗
る
多
い
。
從
つ
て
、
：外
國
に
於
て
は
民
族
即
ち
國
族
と
謂
ふ
こ
と
は
出
來
ぬ」

o(

同
書
一
七
頁)

孫
中
山
の
所
謂「

國
族」

は
：通
常
耷
は
れ
て
ゐ
る
民
族
と
國
家
と
が
何
等
の
矛
盾
撞
着
な
く
し
て
、完
全
に
一
體
と
な

つ

た

狀
態
を
ば
 

指
し
"

斯
く
等
ん
で
ゐ
，る
こ
と
が
明
岛
と
な
つ
た
。
然
ら
ば
^

は
、
民
族
及
び
國
家
に
對
し
て•

そ
れ
ぐ
如
何
な
る
見
解
を
持
つ
て 

ゐ
た
の
で
あ
^

ぅ
か
。
更
に
進
ん
で
、
分
析
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

彼
は
、.
民
族
を
以
つ
て
自
然
的
脱
產
*

國
家
を
以
つ
て
武
力
的
所
産
と
見
る
'。

.

.
，

•

，

「

民
族
は
自
然
の
力
.で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
.る
に
反
し
、
國
家
は
武
力
を
用
ひ
て
出
來
た
も
の
な
る
こ
と
は
歷
史
の
證
朋
け
も
所
で
あ 

る
。
■.中
國
人
の
所
謂「

F
H

道
W
薩
平
目
然
-
な
る
一
句
は
"

自
然
力
即
ち
是
れ
王
道
に
し
て
•
王
道
を
用
ひ
て
造
ら
れ
た
る
團
體
は
即
ち 

是
れ
岚
族
で
あ
る
。
武
力
は
即
ち
楚
れ
覇
道
で
あ
っ
て
'*

覇
道
を
用
ひ
て
成
れ
る
圑
體
即
ち
國
家
で
あ
る
。
香
港
は
決
し
て
香
港
人
が 

英
國
人
を
歡
迎
•じ
て
出
來
た
も
の
で
は
な
く
て
*

英
國
！<
が
武
力
を
用
ひ
，て
割
據
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
に
パ
中
國
が
英
國
と
の
'戰
爭 

に
敗
れ
た
爲
め
に
、
香
港
(0
-
人
岚
と
土
地
が
英
國
に
歸
し
て
し
免
ひ
、
：今
日
.の
香
港
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
印
度
に
し
て
も
、
こ
れ
と 

同
じ
經
路
を
踏
ん
で
來
た
の
で
あ
る
、。
英
國
人
は「

英
國
に
日
の
落
つ
る
こ
と
無
し」

と
い
ふ
が
、

一

つ
と
し
て
覇
道
を
用
ひ
な
か
つ
た 

.

領
土
が
.あ
ら
ぅ
か
0.
古
ょ
り
今
に
蚕
る
ま
.で
、
國
家
贪
造
成
す
る
に
は
皆
覇
道
を
用
ひ
て
ゐ
る
が
、
民
族
は
こ
れ
と
違
つ
て
、
_
然
に 

山
っ
て
出
來
た
も
の
で
、
少
し
も
無
理
が
な
い
。
沓
港
の
幾
十
萬
の
中
國
人
は
團
結
し
て
一
民
族
を
成
し
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
と
れ
は 

自
然
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
る
か
ら
、'
英
_

が
如
何
に
簕
道
を
用
ひ
て
も
改
變
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。」 (

同

書

_:

七
I

八
寅)

§

孫
文
‘は
、
支
那
古
來
の
王
道
*
湖
追
思
想
を
そ
の
三
民
、義
の
內
容
に
、多
分
に
盛
込
ん
で
ゐ
る
。
通
常
•

孫
文
の
思
想
•内

容

は

、
‘
新

興

資

 

本
主
義M

家
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
國
か
ら
受
け
た
民
主
々
■

的
影
響
が
最
も
大
き
い
と
沄
は
れ
て
ゐ
る
が"

し
か
し
民
族
•
民
權
•民
坐
の
諸
原
理
は 

歐
米
现
念
か
ら
盲
目
的
に
借
用
し
て
來
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
*

支
那
の
生
活
•
歷
史
.傳
統
に
巧
に
統
合
し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

篮
し
*

こ
れ
は
幼
年
時
代
、
彼
が
起
居
し
だ
土
地
、は
、
太
平
天
國
の
指
導
者
、•洪
秀
全
發
祥
の
地
に
近
く
、且
っ
そ
の
旗
の
下
に
戰
っ
た
人
々
の 

間
.に
坐
育
し
た
爲
で
.あ
ら
ぅ
。(

Y
a
k
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t
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f
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堀
江
邑
一
.、
前
揭
論
文
、
一
 

六
1
1ぎ

、妙
論
'
.そ
の
内
容
が
、
漸
次
.整
備
•
純

化

さ

れ

て

行

，
っ
だ

^ :
は
.事
资
で
あ
ら
,)
..が
、r

部
論
察
强
論
す
る
如
く
、「

孫
文
の
言
主 

,

_
綱
領
は
支
那
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
段
主
々
義
革
命
の
：現
實
の
諸
勢
力
に
し
っ
か
•り
と
結
び
っ
い
て
.ゐ
た
。」

と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。(

武
藤
丸
楠
、
f

.

.

.

那
箪
命
の
歷
史
-
三 

一
®

む
し
ろ
*

1

S

主
義
は
'
卓
越
し
た
孫
文
と
い
ふ
個
姓
と
、
そ
の
理
想
主
義
の
燃
ゆ
る
が
如
き
情
熱
の
內
に
、
當
時

. 

.
• 

• 

- 

. 

•

邊
‘撞
政
策
族
理
論
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六
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ハ

芸

六

、

.

.存
在
し
た
あ
ら
ゆ
る
會
黨
を
悉
く
包
容
し
.得
る
內
容
を
も
り
込
ん
で
.ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま

，い
か
0
.べ

加

田

哲

ニ

、
ー

中

國

國

民

黨

の

諸

辰

と

ー

ー

ー

民 

.
主
義
•

三
田
擧
會
雜
_

三
十
！
一
一
卷
第
十
ー
號
六
頁

)

;'
:

:

,

.

.

孫
文
に
ょ
れ
ば
、
支
那
に
於
て
だ
け
は
、.
斌
カ
的
所
產
た
る
國
家
と
£
1然
的
^

^

た
ろ
，民
族
と
.が
、
聊
か
の
矛
盾
も
な
く
、
完
全
こ 

1

致
し
- #

た
し
叉
、
ニ
致
し
得
る
の
で
あ
る
。

-

S
換
へ
れ
ば
-
自
然
的
所
.産
た
る
民
族
は
、何
等
の
.武
力
的
行
動
を
も
伴
は
ず
し
て
、 

國
家
を
形
成
し
得
る
と
.

I
K

ふ
の
.で
あ
る
。
.こ
.

Q
「

王
道
國
家
論」

こ
そ
、
支
那
民
族
生
義
の
第
ー
の
..特
質
で
あ
る
。
又
、

.こ
の
•恶
礎
の
上 

に
、
禺
族
則
國
家
<!
:
!
;
1ふ「
國
族
迦
論」

が
屉
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

.

■ 

土 

. 

■

.

支
那
民
族
史
の
流
れ
に
沿
つ
て
眺
•め
る
.時
、
支
那
民
族
主
義
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る「

國
族
理
論」

に
到
達
す
る
と
す
る
な
れ
ば
、
現 

實
の
支
那
の
.姿
を
凝
視
す
る
時
、
第
二
の
特
徴
を
見
出
す
事
が
出
來
.る
の
.
で
1

C

孫
中
山
に
ょ
れ
ば
、
.第
一Q

特
質
は
決
し
L

 

的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
理
想
浩
く
は
囘
想
に
過
ぎ
：ぬ

の
で
あ
つ
た
0

支
那
が
I

的
銃 
一
I

成
し
、
民
族
主
義
を
主

張

する
寺 

ヵ
今
迄
に
あ
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
又
は
將
來
>

る
と
す
る
な
ら
ば
、'
矣

ふ

假

雳

下

に

、
そ
の
時
は
必
ず
震

及

び

麗

義

の 

形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
皇

ふ

の
で
あ
る
。
然
る
に
、
養

の
W

那
は
國
族
及
び
國
族
主
管
所
有
せ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
要

及 

び
民
族
主
義
す
ら
も
保
持
し
得
な
い
狀
態
に
あ
る
の
で
あ
る
0

孫
中
山
は
こ
の
現
狀
を
ば「

散
れ
た
る」

片
の
沙」

に
な
ぞ
ら
へ
る
。 

「

中

國

人

は

家

族

、疆

と

宗

族

主

義

を

崇

？

る
の
み
で
、鼸

族

產

と
.い
ふ
も
の
が
無
か
つ
、た
。
或
る
外

國

人

は

こ
..

れ
^

人
は
恰
も
散
じ
た
沙Q

.

や
ぅ
f

吳

矣

4

た
。
そ

q

原

因

は

證

に

含

タ

こ

れ

^

般

人

民

還

族

塞

左

靈

主

禁

美

け

で

、

國

族

、主
義

.が
な
.い
た
め
で
あ
る
。
中
國
人
は
家
族
と
宗
族
.に
對
す
る
圑
結
力
が
非
常
に
强
大
で
あ
つ
て
、
往
々
宗
敎
I

 

護

す

柔

め

运

身

も

家

為

命

專

も

雲

と

す

る

こ

と

を

煙

な

い

。
こQ

主
義
が
斯
く
の
如
く
深
く
人
心
に
注
入
f

て
ゐ
な

が
ら
、
國
家
に
對
<し
て
は
こ
の
犠
牲
的
精
神
を
缺
如
し
、
中
國
人
0

團
結
カ
は
宗
族
に
止
ま
つ
て
、
國
族
に
.ま
で
擴
戈
老
札
て
ゐ
な
い 

の
で
あ
る」

o(

同
書
,

M

ハ頁
)

.
： 

. 

;

へ 

ノ 

:

 

■

勿
論
、
支
那
が
太
古
ょ
り
し
て
民
族
意
識
を
全
然
缺
如
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
/
た
が
、
，色
々
な
原
因
が
、
.か
、
る
意
識 

を
ば
消
滅
し
盡
し
て
し
ま
っ
た
.の
で
あ
る
。
‘殊
に
、
.
.元
•
淸
兩
朝
に
於
て
、蒙
古
族
と
滿
洲
族
と
が
夫
々
支
配
し
て
ゐ
た
全
期
間
を
通
じ 

て
、
漢
人
の
段
族
意
識
は
寸
斷
せ
ら
れ
て
し
ま
ひ
、•
.更
に
そ
の
.上
、
阿
井
戰
举
以
後
滔
々
と
し
て
歐
米
列
强
の
侵
略
活
動
が
開
始
せ
ら 

れ
る
と
典
に
*

こ
の
狀
態
は
拍
車
を
加
べ
ら
れ
て
、
遂
に
は
、
洱
び
立
ち
上
が
ら
れ
ぬ
様
な
狀
態
に
追
ひ
込
ま
れ
っ
X

あ
る——

こ
れ 

こ
そ
、
支
那
の
现
實
で
あ
る
と
云
ふ
の
が
、
孫
中
山
の
見
解
で
あ
る
,°

.
然
ら
ば
，、
支
那
を
ぱ
こ
ん
な
狀
態
に
押
し
や
っ
た
原
因
は
何
ん
で
'あ
る
か
。
支
那
民
族
主
義
の
第
二
の
特
質
-

—

民
族
意
-誠
の
衰
退
' 

——

の
原
因
へ
，と
そ
の
論
矛
は
向
け
ら
れ
る
。
孫
文
は
、
こ
れ
に
對
し
て
自
然
的
壓
迫(

人
口
減
退
等)

及
び
人
爲
的
壓
迫(

政
治
•經
濟 

的
侵
略)

の
二
部
if
]
)
.
.に
分
け
て
說
明
し
.て
ゐ
る
。
而
も
*

支
那
は
今
日
ま
で
、
前
者
の
座
迫
か
ら
は
辛
ぅ
じ
て
脫
じ
得
て
ゐ
る
が
，、
後
^
 

即
ち
列
强
の
政
治
•
經
濟
的
腿
迪
か
ら
は
、
現
狀
の
儘
で
は
最
早
到
底
逃
れ
得
ら
れ
な
い
榇
に
.思
は
れ
.る
n

と
孫
文
忙
は
考
へ
ら
れ
る 

の
で
あ
つ
た
。
こ
の
間
の
事
*-i
f

に
就
.て
.は

..

.
旣

に

觸

れ

た

も

の

が

あ

.る

.か
ら
、
こ
、
で
は
割
愛
す
る
こ
と
、

る
。(

加
田
赞
ニ
、中
國 

國
民
黨
の
諸
派
と
三
斑
主
義
、
四
I

五
頁
參
照0

 

.

、

.

こ
、
に
注
意
を
要
す
石
こ
と
は
、
：孫
文
の
所
謂
、「

自
然
的
•
人
爲
的
壓
迫」

は
、

一
國
，'々
民(

殊
に
支
那
に
於
て
は
國
族)

を

解

體

•
分 

裂
せ
し
め
て
し
ま
：ふ
で
あ
ら
ぅ
け
れ
ど
も
*
常
に
そ
の
民
族
意
識
ま
で
も
消
域
せ
し
め
て
し
ま
ふ
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
ハ
ふ
事
で
あ 

る
。.

1
K

ひ
換
へ
れ
ば
、
.
こ
の
機
な
p

ii

は
、
國
家
を
滅
亡
せ
し
め
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
.
い
が
、
.そ
の
國
家
鞲
成
員
か
ら
民
族
意
識

!~

國
家
構
诚
意
識
と
S

ひ
得
る
場
合
も
あ
る
-̂
-
を
根
底
か
ら
除
き
去
っ
て
し
ま
ふ
と
は
斷
言
し
難
い
。

一
域
族
が
他
思
族
を
征
服

邊

獍

政

策

ミ

國

族

理

論

.'
•

九

七

s

$:
£



'

^

^
 邊

樹

政

锻

族

现

論

：

,

.

'

'

'

'

r

^

^
 

. 

• 

••

九
A

-

.

:

(

顏

*
八)

'- 

-
J

た
場
合
、
：自
然
、
征
服
民
族
は
被
征
服
民
族
の
.獨
立
:L
た
思
想
を
排
擊
す
名
こ
t

な
つ
.：て
行
く
の
で
.

や
が
て
は
自
分
の
國
も
、 

.自
分
^

屬
し
て
ゐ
た
國
民
に
就
て
の
自
覺
も
次
第
々
，：々

に
矹
れ
て
行
き
、
遂
に
S.
7C
全
に
.忘
却
し
.て
し
ま
ふ
や
う
な
狀
態
に
鹽
る
か
も 

.
知
れ
な
-い
。
I

が
し
，か
し
、
そ
，P
間
.に
は
相
當
期
間——

長
い
く
反
抗
時
代
が
あ
る
普
で
あ
る
.。
こ
の
反
撥
力
こ
'そ

.
•

「

亡

國

し

な 

が
ら
も
民
族
思
：想
が
存
在
し
て
ゐ
た
爲
め
に
、
昔
0

國
家
を
恢
復
す
.る
.こ
と
を
得」

せ
し
め
.る
原
素
な
.の
で
あ
る
。

/
 

.

.

(

註)

.係
中
山
は
、
好
例
と
し
て
第」

次
世
界
大
戰
當
時
に
於
け
る
ボ
ー
ラ
ン
ド
を
引
用
し
て
ゐ
る
。

.

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
旣
に
亡
.
_後
長
年
月
を
經
て
ゐ
る
が
、
今
尙
ほ
强
烈
な
る
坊
族
意
識
を
有
つ
.て
ゐ
て
>

特
姝
な
阈
際
民
族
問
題
を
惹 

き
起
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
支
那
人
は
、
，.民
族
の
興
亡
.を
一
一
度
ま
で
も
味
ひ
な
が
ら
、
遂
に
完
金
に
段
族
意
識
を
失
哀
し
つ
、
あ
る
の
で 

あ
•る

.0

ー
體
，
こ
の
相
違
は
何
處
か
ら
來
る
.の
で
あ
ら
う
か
。
こ
X

に
於
て
、
.孫
中
山
は
、
支

那

を
.]
1
1祀
絕
望
の
深
淵
に
弛
か
し
め
て 

ゐ
る
原
因
.に
と
到
達
す
る
P

即
ち
*

世
界主

： ®
(

帝
國
主
義)

で
.あ
る
。

.「

中
國
は
坷
故
二
度
も
亡
國
し
て
V
.
民
族
思
想
が
失
，は
れ
て
し
ま
つ
た
の
，加
、
甚
だ
奇
怪
至
極
の
'
や
う
.に
見
え
る
が
*
こ
れ
を
研
究
す 

る
の
は
頗
る
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
國
は
亡
_

施
に
は
文
明
民
族
を
以
て
任
じ
、
叉
强
國
と
し
て
.の
矜
持
を
有
し
、
他
の
各
國
を 

辍
夷
と
稱
し
、
.乃
ち
-[f
t

界
の
中
央
に
，居
す
る
が
故
に
、
诌
分
等
の
國
を
中
國
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
と
い
ひ
、
大1

銃
と
自
稱
し
、
所
謂
天

に
一
一m

無
く
、
民
に
一
一
王
無
し
と
誇
つ
て
ゐ
た
時
代
も
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
中
國
に
ま
だ
民
族
思
想
の
存
在
し
セ
•ゐ
た
亡
國
以
前
の
こ

,
: 

• 

/ 

. 

• 

• 

- 

.

,
■
 

► 

■ 

.

.-■' 

と
で
あ
る
O'
■
- 

'

.

.

'

.

へ

：

民
族
主
義
ょ
り
世
#;
.主
義
に
進
み
、
歷
代
.<D
總
て
が
帝
國
主
義
の
下
.に
別
種
の
.民
族
を
征
服
し
、
殊
に
漢
の
張
傅
望
班
定
遠
の
三
十

餘
ケ
國
を
滅
ぼ
し
た
如
.き
は
、
恰
も
英
國
印
度
會
社
Q

>
ラ
ィ
ブ
が
印
度
の
數
十
ヶ
國
を
收
服
し
た
の
と
一
欉
に
見
ゆ
る
も
、
中
國
で

は
千
年
來
平
和
生
義
を
實
行
し
、
歐
洲
人
の
如
き
野
蠻
の
手
段
を
用
.;.
>
ず
、
：所
_

王
道
を
以
て
-弱
少
岚
族
を
收
服
し
た
の
で
扃
る
。
然

る
に
猶
太
は
' 

亡
.國
以
來
一
一
.千
带
を
過
ぎ
：て
も
民
族
思
想
が
尙
ほ
存
在
.せ
る

に

、

中

國

は

、

亡
國
僅
か
に
三
百
餘
苹
で
段
族
主
義
が
全

く
亡
.び
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
は
何
か
と
い
へ
ば
，、
云
ふ
ま
で
も
な
く
帝
國
主
義
に
禍
さ
れ
た
か
ら
.で
あ
石
。」

.

(
同
書
、
五
〇
丨
五

. 

. 

.

. 

\ 

.
 

.

一
頁) 

' 

-

 

' 

へ
.
一
 

'
 

.

‘ 

' 

' 

ぃ
 

'

(

註
我
々
の
坪
馴
れ
て
ゐ
る
帝
國
生
'義
乃
至
世
晁
主
義
と
-»
,

.孫
文
の
用
ひ
た
意
_

と
は
甚
だ
異
っ
て
ゐ
る
。
第
一
に
"
こ
の
兩
概
念
は
往
々
密

接
な
關
係
に
結
び
付
け
ら
れ
て
は
ゐ
.■る
が
、
.
孫
文
に
ょ
‘
っ
て
は
、完
全
，に
無
差
別
に
混
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
二
に
帝
國
主
義
も
世
雜
生
義
も

•
 

- 

• 

. 

« 

-

丨
V

.
金
く
瞬
史
的
發
展
に
影
響
せ
ら
れ
る
事
な
き
"

世
#

的
侵
略
主
義
の
.意
味
に
取
ら
れ
て
ゐ
る
。

.

世
界
主
義
•
帝
國
主
義
ニ
脐
支
那
風
に
'ー.其
へ
ば
天
下
主
_

は
、
現
下
が
支
那
に
は
不
適
當
な
る
方
策
で
あ
る
。
然
る
に
歐
米
新
文
化 

に
浴
し
っ
V

あ

る

一
部
交

郏

靑

苹

は

、

三
民
主
義
1

以
っ
て
.狹
隘
極
ま
る
も
の
と
し
て
排
擊
し
、.
近
代
盼
籠
兒
で
あ
る
世
界
主
義
を
主」 

5

っ
、
ぁ
る
。
..
,
孫
中
山
は
、
そ
の
猪
突
的
I

を
深
ぐ
戒
め
て
、
こ
れ
.
I

s

兩
朝
に
.入
關
を
許
し
て
、
國
土 
I

を
亡
ぼ
し
た 

K

••眞

因

であ
る

と

論
斷
す
る

。

へ 

- 

.

確
か
に
、
文
武
周
公
の
時
代
に
は
，
.天
下
主
_

は
支
那
に
：と
0

て
必
要
で
ぁ
り
、
有
利
な
.政
策
で
あ
っ
た
.か
も
知
れ
な
い
。
と
云
ふ 

の
は
、
當
時
支
那
は
他
の
い
づ
れ
の
隣
邦
ょ
り
も
强
大
で
あ
り
、
實
カ
を
持
っ
て
ゐ
た
か
.ら
で
あ
る
'0

だ
か
ら
、
'天
下
主
義
を
唱
ベ
る 

こ
と
は
、
.天

下

を

收

服

.せ

し

む

る

絕

，

好
'

Q

武
器
だ
っ
た
の
で
あ

る

o
:

云
ひ

換
ヘ
れ
ば
、
こ

の

實
カ
こ

そ

、

支
那
に
天
下
主
義
を
坐
ぜ
し
.

め
' 

有

利

.な

ら

し

め

た

の

で

あ

.る
。
然
る
に
* 

'現
在
は
全
く
事
情
を
異
に
す
る
。
現
在
の
支
.那
は
、
歐
米
列
强
が
互
ひ
に
覇
を
锻
ふ
舞

.

.

.
 

' 

• 

. 

• 

.

.

.

 

. 

•

嶔一

植
民
地
で
.あ
る
0

こ
、
で
唱
へ
ら
れ
る
天
下
生
義
は
、
甘
ん
じ
て
列
强Q

■侵
害
に
ロ
實
を
與
へ
る
こ
と
.に
外
な
ら
な
いt

人
，
 

は
.刀
妞
ふ
な
り
、
我
は
魚
肉
と
な
ち
ん
と
ず
る
現
狀
に
於
て
、
.支
那
は
何
ん
の
爲
め
に
天
'
下
主
_

を
主
張
す
る
の
.だ
。
正
に
、M

殺
行
-

爲
で 
t

o

'
 

V
:

'

■

:

.

 

. 

.

,

.

■

.

▲

境
政
策
-

理

論

:
: 

‘ 

•
. 

.
.'
九

九

.(

五
沄
：九
> 

ベ



:

邊
境
政
策
^

國
族
理
•

 

：

.

•

/

 

.

1

0

0''(

S

六 
o

>

.

. 

' 

: 

; 

.’

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

- 

.

「

大
凡
-—
*
.
'の
思
想
が
好
い
か
好
く
な
い
か
と
い
ふ
：こ
と
は
、
そ
れ
が
我
に
適
す
る
加
適
し
な
い
.か
と
い
.ふ
點
に
存
し
、結
局
我
等
に
適 

.せ
ざ
る
も
の
は
好
ぐ
な
い
.の
：で
あ
.各
。
世
界
上
'の
國
家
に
し
て
帝
國
主
義
を
遂
行
し
、
他
國
を
征
服
'し
てf

殊

の
.M

位
を
保
全
し
，
全
. 

世
界
の
主
人
公
た
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
.
.之
れ
は
1«
:

界
主
_

で
全
，世
界
の
服
從
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
石
。
滿
淸
入
關
の
時
も
中
國
人
' 

は
抵
抗
し
か
か
っ
た
か
ら
亡
國
し
.た
'の
.で
史
司
法
も
起
っ
能
は
.ず
ノ
總
數
僅
.か
十
萬
の
滿
人
に
四
億
、の
中
國
人
が
征
服
さ
れ
た
の
で
あ 

ろ
0
'然
し
若
し
中
國
人
の
大
多
數
が
世
界
主
義
を
提
唱
し
て
段
族
主
義
を
講
ぜ
ず
、
何
國
人
が
.來
て
阜：

帝
と
な
つ
て
も
す
ベ
て
こ
れ
を 

贬
迎
し
、.
た
と
.へ
將
來
列
强
が
皆
英
國
に
破
ら
れ
、
中
國
も
英
國
の
征
服
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
中
國
民
族
が
英
國
民
族
と
な
り
英
國 

の
國
籍
に
人
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
X

な
つ
た
と
し
た
ら
如
何
で
あ
ら
う
か
。
又
釆
國
が
中
.國
を
征
服
し
ょ
う
と
ず
れ
ば
こ
れ
を
#
助
す 

る
か
。
即
ち
世
琚
主
義
.に
观
從
す
る
か
。
.
試
み
に
問
.ふ
、
我
等
の
菸
心
は
何
等
の
衝
動
を
感
ぜ
ぬ
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
世
界
主
義
が 

發
達
し
て
民
族
主
義
0

存
在
が
蒂
可
能
と
な
つ
た
'
.ら
.ば
、
.我
等
は
淘
汰
さ
れ
て
苗
族
の
如
く
生
存
す
る
能
は
ざ
る
時
が
來
る
で
あ
ら 

う
。」 (

同
書
、
五
一
1

五
ニ
頁)

'

.
 

.
.
.
-
.
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.

_

支
那
の
現
狀
は
危
機
で
あ
る
。
こ
^

に
、
孫
中
山
は
、
竹
棒
.と
彩
票
0

比
喩
論
を
も
っ
て
、
そ
の
打
開
策
を
暗
示
す
る
。
ぐ
れ
を
要 

約
す
る
と
、
次
の
様
な
話
な
の
で
.あ
る
。
曾
て
、
.彼
が
直
面
し
.た
事
實
談
で
あ
る
が
I

香
港
埠
頭
で
毎
日
.々
々
唯
一
本
の
天
秤
棒
を 

兄
手
と
し
て
：働
い
て
ゐ
た
一
苦
力
が
あ
つ
た
が
、
長
い
間
の
努
力
の
.結
晶
と
し
セ
十
幾
圓
を
手
.に
す
る
事
が
出
來
た
。
こ
の
男
は
、
こ 

れ
で
も
つ
て
當
時
'流
行
し
て
ゐ
た
C
S
木
彩
票
を
一
，枚
買
つ
龙
所
が
、
偶
然
に
も
、
頭
彩
：に
な
つ
.て
し
ま
つ
た
の
で
、
數
日
後
に
は
彼
は 

十
萬
圓
近
い
金
を
持
.っ
資
產
家
と
な
'っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
•

有
頂
天
に
な
っ
た
彼
は
、
.旣
に
不
要
と
な
っ
た
竹
棒
を
惜
氣
も
な
く
海 

中
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
話
は
こ
れ
ま
で
r

あ
る
，が

、

孫

中
il
l
'
は
付
言
し
て
云
.ふ
。

.

. 

「

こ
の
比
喩
の
呂
宋
彩
票
は
世
界
、壬
義
と
い
ふ
大
金
を
儲
け
.る
も
の
、
竹
.の

夫
.#

棒
は
民
族
主
義
と
い
ふ
商
寶
道
具
、一

等
當
選
は
中

:

國
の
帝
國
主
義
が
頂
上
に
達
し
て
世
界
主
義
を
實
現
し
、
世
界
の
人
が
み
な
進
貢
す
る
と
い
ふ
黄
金
時
代
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
時 

が
來
れ
ば
段
族
生
義
も
不
用
と
な
り
、
竹
棒
も
海
へ
投
げ
す
て
、
ょ
い
こ
と
に
な
るJ
(

同
書
、
五
四
頁)

だ
が
、
.
現
往
の
支
那
は
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い
。
會
て
は
、
そ
ん
な
時
代
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
少
く
と
も
今
は
そ
う
で
は
な

ぃ
。 

' 

.

「

近
來
の
學
坐
中
に
は
、
世
界
生
義
を
提
唱
し
、
民
族
主
_

は
世
界
の
潮
流
-

逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ 

は
、
英
國
浩
く
は
泶
國
か
、
我
等
の
祖
先
の
全
盛
時
代
に
唱
へ
名
な
ら
ば
首
肯
し
得
る
だ
ら
う
。
し
か
し
、
現
在
の
吖
國
が
唱
へ
る
の 

は
不
適
當
で
あ
る
。
< 
獨
逸
は
前
に
民
族
.主
義
を
講
ぜ
ず
、
世
界
主
義
を
高
調
し
た
が
‘

今
日
.の
獨
逸
は
恐
ら
く
世
界
主
義
を
講
ぜ
ず
、 

民
族
主
_

を
講
ず
る
も
の
で
あ
ら
う
。
我
等
の
祖
光
に
し
て
も
、
竹
の
棒
を
捨
て
な
か
つ
た
ら
ば
-*

我
等
も
一
等
に
當
選
す
，る
こ
と
が 

出
漱
た
の
で
あ
つ
た
が
祖
先
の
竹
.#
を
捨
て
た
の
は
大
に
早
や
過
，ぎ
た
。
惜
し
い
哉
、
祖
先
は
.一
等
に
當
選
す
る
彩
票
が
竹
棒
の
中
に

藏
さ
れ
て
あ
る
こ
ど
を
知
ら
な
か
づ
た
の
で
あ
る
：(

同
書
同
頁)

、

.

.

,

.
 

'
 

• 

•

現
孜
の
支
那
が
爲
さ
な
け
れ
ば
成
ら
ぬ
こ
と
は
、
祖
先
が
放
棄
し
て
!.
ま
つ
た
竹
棒
を
洱
び
拾
ひ
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
徒
ら 

に
過
去
に
あ
つ
た
^

.々
し
い
頭
彩
の
夢
に
ふ
け
り
、
そ
の
影
の
み
を
，追
ふ
こ
と
は
無
駄
な
ば
か
り
，で
な
く
、
實
に
支
那
を
危
殆
に
赴
か

し
む
る
も
の
で
あ
る
。
孫
中
山
は
、
こ
の
様
に
戒
し
め
る
°

、

.

•
 

^

「

今
後
我
等
中
國
人
が
民
族
生
義
を
恢
復
す
れ
ば
、
外
國
の
政
治
力
と
經
濟
力
が
ど
ん
な
に
壓
迫
し
て
來
て
も
決
し
て
滅
亡
せ
ず
.我 

民
族
は
永
遠
に
存
續
す
る
。」 (

同
書
、
词
頁)

吏
那
段
族
主
義
の
恢
復——

即
ち
漢
.民
族
の
國
家
建
設
は
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
。
孫
中
山
の
所
謂
、
國
族
及
び
國
族
主
義
. 

の
完
成
で
あ
る
。

• 

• 

-

'

;

.

.

 

.
■'
,

'
•

.

'

邊
境
政
策w

國
族
理
論 

:

.

-

 

:
 

i
o

l
(

五
六
！)

ŝ
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.
'
.

「

1
片
散
沙」

と「

國
族
现
ぎ」

|

こ
れ
が
，支
那
段
族
主
義
の
特
徵
で
あ
\り
、
文
、
現
實
と
理
想
の
姿
で
あ
る
。

.

淸
朝
の
失
政
と
歐
米
資
本
キ
_
,
の
侵
略
の
重
邂
の
屮
か
ら
坐
れ
出
で
た
三
民
キ
義
1

そ
の
民
族
虫
義
理
論
の
本
質
は
か
く
の
如
き 

も
の
で
あ
っ
た
0

.
;

■

H.
'
. 

.

睬
中
山
は「

三
民
，主
義
と
は
救
國
主
義
.で
あ
る」

.と
キ
張
す
る
。
こ
の
，救
國
運
動
の
實
踐
で
あ
.る
近
代
的
支
那
の
建
設
は
、
あ
く
ま
で 

も
國
族
社
會
の
突
成
に
則
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

然
ら
ば
*

こ
れ
に
用
ふ
る
方
策
に
就
い
'て
、
彼
は
何
を
選
ん
だ
か
。
、孫
中
山
は
、
ニ
っ
の
部
酣
か
ら
こ
れ
を
說
明
す
る
。

第
一
は
-

支
那
段
族
に
加
へ
ら
れ
た
る
自
然
的
腿
迫
に
對
抗
十
る
力
を
涵
養
す
る
事
.で
あ
る
。
孫
中
山
が
三
民
主
義
中
、
六
講
に
分 

け
て
論
述
し
て
ゐ
る
妈
族
中
：義
は
即
，ち
こ
れ
で
あ
る
。
こ
、
に
於
て
、
個
々
の
支
那
人
及
.び
金
體
と
し
て
の
支
那
民
族
の
素
質
は
向
上 

し
、
'
そ
、の
實
カ
は
蓄
稹
せ
ら
れ
る
/°
.

.

-•'
•

'

.

,

. 

.

例
へ
ば
彼
は
，
人
.ロ
減
返
に
不
安
^

覺
ぇ
、
そ
の
组
育
.を
獎
勵
す
る
。

.

;

.

,

.

.

'
 

•

「

西
年
前
.

英
_

の
マ
.ル
サ
ス
が
人
口
論
を
创
設
し
た
と
き
に
、
佛
蘭
四
人
は
大
に
こ
れ
を
歡
迎
し
、，.種
々
な
る
自
然
的
の
方
法
の
み 

な
ら
ず
、
人
爲
的Q

方
法
を
用
ひ
.て
人
口
の
減
少
を
實
行
し
、
今
日
'に
靴
づ
て
人
口
の
過
少
に
苦
し
'ん
で
ゐ
る
。
然
る
に
中
國
の
現
代
，
 

新|
E

铝
中
に
マ
ル
サ
ス
の
學
說
に
_

染
し
.て
ゐ
る
も
<0
-

あ
る
は
ょ
ろ
し
く
な
い
0

須
ら
く
段
族
は
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
.ぬ
も 

の
で
あ
る
o」 (

g

族
主
義
•
第
一
講)

.
 

.

.

..
: 

,

、
.

「

西
部
後
に
於
け
る
金
世
界
の
人
口
は
幾
倍
に
か
增
加
す
る
こ
と
で
あ
ら
ラ
。
獨
逸
.や
佛
蘭
西
に
し
て
も
、
大
戰
後
"
戰
前
の
狀
態
に 

恢
復
し
ょO

と
し
、，
人
口
の
生
声
獎
勵
を
し
て
ゐ
る
か
ら
、
必
ず
一
rr
u

倍
の
場
加
を
見
る
で
あ
ら
ぅ
が
、
全
世
界
に
於
け
る
土
地
と
人

I

1

II

を
比
較
す
れ
ば
、
も
は
や
現
在
に
於
て
も
'巳
に
人
口
充
滿
の
.患
ひ
が
あ
：る
。
或
人
は
這
次
の
大
戰
を
評
し
て
、
.太
陽
の
位
置
を
爭
ふ 

た

戰

零

宏

。
歐
洲
の
.列
强
は
大
半
寒
帶
に
近i

た
め
•

彼
等
は
货
赤
道
地
方
や
溢
帶
の
‘
土
地
を
得
ん
と
し
て
¥

つ
た
の
が
凉
因
を 

な
し
.て
ゐ
る
Q

f
あ
る
。
從
つ
：て
太
陽
の
光
の
举
奪
戰
と
一K

ひ
得
る
と
。
中
國
は
世
界
中
で
氣
候
が
最
も
溫
和
で
あ
り
且
つ
物
産
の
最 

も
豐
富
な
地
方
な
る
に
、
各
國
人
の
併
呑
す
る
能
.は
ざ
り
し
理
由
は
、
彼
等
の
人
口
が
中
亂
の
人
口
よ
'»
)

過
少
な
た
め
で
あ
つ
た
。
し 

か
し
、
今
よ
り
百
年
の
後
、
我
等
の
人
ロ
が
增
加
せ
ざ
る
に
彼
等
の
人
ロ
が
非
常
に
多
く
蹭
加
し
た
場
合
に
は
ゾ
多
數
の
彼
等
に
少
數 

丨
の
我
等
は
征
服
さ
れ
、
併
呑
さ
れ
る
に
相
遠
な
.い
。
若
し
^

，そ
ん
.な
時
.が
來
れ
ば
、
中
國
は
主
權
を
失
ふ
ば
か
り
で
は
な
く
、
亡
國
と 

な
.つ
て
し
ま
ひ
、
他
民
族
.に
消
化
さ
れ
、，

「

人
種
拟
滅
.び
て
し
.ま
ふ
。」 (

同
上)

’

：

.
- 

.殊
に
、
_

、疆
第
六
講
は
、
彼
の
建
精
神
淘
冶
に
關
、す
.る
重
點
で
あ
る
。
こ
の
項
に
於
て
、
孫
中
山
は「

新
文
化」

.の
侵
入
に
よ 

つ
て
舊
道
德
と
し
て
排
^

せ
ら
.る
、
儒
敎
々S

及
び
政
治
赞
學
が
如
何
に
必
要
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
ヵ
說
す
る
。
更
に
亦
幾
千
年 

以
前
に
は
外
國
に
比
ベ
て
遙
か
に
匳
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
現
代
の
支
那
は
こ
れ
に
遠
く
及
ば
な
べ
な
つ
て
し
ま
つ
た
諸
科
學
に
關
す
る
知
，
 

_

も
、
新
し
ぎ
支
那
を
作
り
上
げ
る
爲
.に
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
で
お
る
と
論
斷
す
る
。

と
れ
ら
’の
普
及
樊
達
は
、

ー
茴
支
那
人
の
理
性
を
覺
醒
せ
し
め
る
と
共
に
、
他
面
そ
の
道
德
の
向
上
を
來
し
-.
.
>
更
に
漸
次
槽
加
し
て 

.行
く
人
口
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
質
的
に
も
量
的
：に
も
支
那
段
族
を
强
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
か
く
て「

中
國
一
國
だ
け
で
十 

個
の
腿
國
を
成
し
た
と
同
様」

な
新
支
■那
が
育
成
さ
れ
て
く
ゐ
く
の
で
あ
.る
。
•

.

ノ
第
.ニ
に
、
■孫
中
山
が
採
り
上
げ
た
方
策
は
所
謂
、「

人
爲
的
腿
迫」

を
'
一
掃
し
得
る
力—

ひ
換
へ
れ
ば
政
治
•經
濟
的
實
力
を
支
那 

、

，民
族
に
與
へ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
.つ
た
。
そ
れ
は
、.
半
植
民
地
た
る
现
往
の
：支
.那
に
，近
代
的
な
政
治
型
態
を
備
へ
、
そ
の
坐
產
諸
力
を 

發
M

•擴
充
せ
し
む
る
こ
，と
で
あ
る
。
具
體
的
に
云
へ
ば
.

淸
朝
と
こ
れ
が
.後
繼
者
た
る
舊
軍
閥
の
打
倒
に
よ
つ
て
民
權
主
義
を
實
.現

,

.

.
:邊
獍
政
螯
國
族
理
W

'

.

.

ユ

〇

三

(

5

ハ
g



'

:

邊
境
政
策
ミ
國
族
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パ
,

:

 

‘
1

0

四
.

(

五
六
撕)

し
、
歐
來
資
本
主
義
の
侵
略
を
排
擊
し
て
土
着
資
本
を
厚
坐
的
^

育
'成
せ
し
め
.て
民
生
主
義
に
到
達
•し
、
.更

に

と

の

土

臺

の

上

に

全

'支 

那
民
衆
を
大
同
國
結
せ
し
む
：る
こ
と
で
あ
つ
.た
。(

加
田
哲
ニ
、
、中
國
々
民
黨
の
諸
派
と
三
民
主
義
、
參
照)

. 

,
 

,
.
.
M
權
主
義
六
識
と
民
生
主
義
四
講
.は

、
，，
こ
、
の

間
0
.事
情
を
說
明
..し
た
も
の
で
.あ
る
0

そ
の
內
容
は
、「

倒
滿
興
漢J

を
目
的
と
す
る
各 

.
種の會黨を隈なく包容し得るに足る內容なのである。

-

.

-

，
へ

 

‘
 

,

, 

(

&

淸
未
ハ
如
何
に
多
く
の
，會
黨
，が
存
在
し
た
か
と
.い
ふ
事
の
一
例
と
し
て
薜
農
11
|

は
浙
江
卷
の
例
を
と
っ
て
灾
.の
如
く
云
.っ
て
ゐ
る
。

.『

例
へ
ば
浙
江
省
の
如
き
は
、座
州
*̂

は
王
金
喪
の
紙
織
す
る「

雙
能
會」

あ
り
、衢
州
に
は
劉
家
福
の「

九
龍
會」

-

浦
江
に
は
杜
亦
與
の「

千
入 

.

.會J、

嚴
州
に
は
渡
振
聲
の「
白
布
會J

，

紹
興
に
は
竺
紹
康
の
#

洋
黨
S

嵊
縣
.に
は
裘
文
高
の「

烏
帶
黨
L
あ
り
*

其
他「

金
錢
黨j「

祖

宗

敎

」

•
'
百 

子
會
し
尸
！1族

會」「

紅

旗

會

4
「

黑
旗
會j

「

八
旗
會J

等
々
の
如
き
名
稱
が
あ
る
。
僅
に
浙
江】

省
の
會
黨
に
っ
い
て
論
じ
て
も
"
名
稱
は
已
に
&
 

如
く
復
雜
で
あ
る
。
其
他
の
諸
省
も
思
ふ
て
知
る
べ
しV

薛

農

山中
！
：

農

民

戰

银

之

史

的

硏

究

.
下
册
四
四
六
®
 

.

.

.

.
こ
の
事
は
反
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
"

菡
だ
具
體
性
に
乏
し
い
、
漠
然
た
る
！！：容
だ
と
もi

k

ふ
こ
と
が
出
來
る
。
そ
こ
で
、
'
一
一
民
主
義 

.
の
內
に
綠
合
的
に
包
含
さ
れ
て
ゐ
た
民
族
、
民
權
-

民
生
の
理
論
が
、
.果
し
て「

现
實J

に
何
を
葸
味
し
な
、け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
ふ 

こ
と
は
、
や
が
て
、
封
建
制
に
對
す
る
破
壞
が一

.

應
売
了
し
'、
.そ
の
目
的
と
し
た
舊
軍
閥
が
.

一

掃
せ
ら
れ
た
る
時
、
.
人
々
の
啷
の
中
に 

搏
び
淨
び
丄
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
'に
就
て
は
、
.旣
に
觸
れ
た
事
.も
あ
る
し
、
他
の
機
#
に
挥
び
取
れ
上
げ
. 

，る

豫

宛

で

あ

る

か
■ら
、
こ
、
で
は
こ
の
程
度
に
止
め
て
置
く
事
>
-
す
る
。

0 

. 

..
 

• 

•
/ 

-
 

’

か
く
の
如
き
內
容
の
三
段
生
義
を
も
っ
て
、
全
支
那
^

更
生
せ
し
め
ん
と
す
る
國
民
革
命
の
實
踐
は
、

一
九
二
六
年
七
丹
總
司
令
蔣 

介
汩
(/
>

推
行
せ
る
北
伐
と
な
夕
.て
現
れ
た
の
で
ぁ
る
。
七
軍
に
分
つ
て
廣
東
を
發
し
た
革
命
軍
は
連
戰
連
勝V

靑
天
白
日
»
旗
の
行
く

と
こ
ろ
反
革
命
軍
閥
は
到
る
所
に
敗
退
し
た
の
で
'
あ
る
。
同
年
九
月
、
早
く
も
武
漢
三
鎭
を
奪
取
し
、
十
一
.月
に
は
九
江
會
戰
に
孫
吳

軍
の
主
力
を
繫
破
し
、
页
に
張
作
霖
を
中
心
と
す
る「

討
赤
聯
合
軍」

を
追
っ
て
北
上
し
、

一
九
ニ
七
年
初
頭
に
は
、
江
南
諸
省
を
國
民

黨
政
權
の
膝
下
に
收
め
た
の
で
.あ
る
。
；

.： 

一

'

し
か
し
ゝ
北
伐
の
完
成
由
尻
政
府
の
樹
立
に
至
る
經
路
は
ゝ
決
し
て
坦
人
た
る
も
の
で
は
な
い
^
旣
に
孫
中
山
は
洱
三
奇
四
北
伐
訐

書
を
立
て
乍
ら
、
遂
。
失
敗
に
終
っ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一

九
ニ
五
年
三
月
十
二
日
、
奉
直
戰
中
に
行
は
れ
た
馮
玉
祥

の

北

京

ク

ー

デ

タ

ー

の

#

罾
_
置
に
關
す
る
奉
天
派
•
西
北
派
•國
民
黨
の
聯
合
會
議
に
出
席
す
る
爲
、
數
々
の
.理
想
を
懷
い
て
牝
上
中

「

$

尙
未
成
功
-'

同
志
仍
须
努
ヵ」

の
遺
囑
女
殘
し
て
客
死
し
龙
の
で
あ
0.
た

..
°

:

(

話)

廣
州
琪
件C

一
八
九
五〕

惠
州
事
件
C

1

A九
九)

を
經
て
一
九
二
丄
一
年
の
武
漢
革
命
は
、
淸
朝
を
倒
し
た
。

.

「

淸
帝
の
退
位
が
實
行
さ
れ
る
に
萆
っ
„
た
こ
と
は
、

1

面
施
か
に
彼(

孫
文—

筆
者)

の
力
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
他
の
一
面
に
お
い
て
、
民

虫
主
義
革
命
は
、
金
く
不
徹
底
.な
も
の
と
し
.て
中
絕
せ
.
し
め
ら
れ
て
し
ま
つ
’
た
。
か
く
し
て
•
第
二
革
命
第
三
革
命
と
、
ひ
き
っ
>

い
て
起
さ
れ

.

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
.(

佐
脲
裂
裳
美
' 

支

那

近

代

百

年

史

下

卷
.三
三
六)

.

， 

/

、

:

.

.

 

'
 

..\ 

. 

.....
 

.

.

'

.

こ
の
難
事
業
を
孫
文
の
後
繼
者
達
は
、
•ど
ぅ
し
て
易
.々

と
しy

完
成
さ
せ
る
事
.が
出
來
た
の
か
。
.勿
論
孫
中
山
が
切
り
開
い
て
來
た

m

が
、
大
い
に
貢
献
し
た
こ
と
は
.异
ふ
ま
で
も
な
い
。
.
し
か
し
、
-2
:

の
大
先
輩
の
苦
難
の
道
に
も
ま
し
て
、
大
き
な
役
割
を
娱
し
た
も
の 

は
、
國
找
黨
の
改
組
で
あ
る
。
改
組
に
よ
っ
て
近
代
的
な
階
級
鬪
爭
理
論
と
反
帝
國
主
義
理
論
，を
た
づ
さ
ベ
た
中
國
共
產
黨
が
參
加
し

.

.

.

. 

*.
 

.

.

.

. 

.
 

V
 

«

.
て

來

た

。
、
挺

に

；

こ

'0

理
論
上
の
武
器
.に
加
ふ
る
に
、
北
伐
途
上
，に
於
い
て
次
ぎ
ぐ
に
結
び
付
い
.て
來
た
軍
闕
は
、
實
ヵ
上
の
武
器 

を
提
供
し
た
.の
で

あ

る

。

こ
P
軍
關
の
參
加
を
も
改
組S

中
に
含
め
る
の
は
、
聊
か
當
を
失
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、

そ
の
軍
事
的
.
•政
治
的
地
盤
は
一
擧
に
摘
大
•
强
化
さ
れ
、.
そ
の
北
伐
が
短
時
日
の
中
に
見
事
に
達
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
.る
.と
一K

ふ
事
が

•.
 

.

.

. 

,
 

.
 

•

.•
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、出
來
る
で
あ
ら
：ラ
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.
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S

V

葡
軍
閥
と1

民
黨
が
’
.
1貢

ま

薛

に

對

し

：て
、
互
，に

.炎
み
依
：っ.て
來
た.事
'は
鄯
贺
で
あ
る
0

,

V

，例
へ
ぶ
關
錫
此
も
眞
先
に
_:

ー
民
主
義
を
提
唱
し
た
'1
,
張
作
霖
ず
ら
そ
れ
に
色
铽
を
示
し
、
民
德
生
義
を
加
へ
た
四
民
虫
義
を
提
示
し
た
と
云 

'

は
れ
て
ゐ
る
0

即
ち「

本
郃
六
月
の
半
织(

ー
九
ニ
瓦
年
筆
寒
張
作
霖
は
山
西
の
霞
錫
山
：か
ら
頻
り
に
南
北
妥
齓
條
件
の
.

5

と
し
て
I
l
s、3-
. 

義
の
澉
認
服
從
，を
求
め
_て
來
た
時
、「

突
那
は
1
1
1千
筇
來
、.
禮
儀
廉
耻
の
四
維
を
以
て
"
立
國
の
原
則
と
し
て
ゐ
る
。
故
に
三
民
主
義
に
加
ふ
る 

.に
、
民
德
を
以
て
し
、
四
民
主
義
と
し
た
い」

と
提
唱
し
た
。
そ
の
後
各
方
®

に
.反
共
產
V

討
赤
、
排
露
の
！r

益
々
高
ま
る
や
、武
潢
政
府
の 

方
で
も•

漸
次
そ
の
赤
き
色
修
を
薄
ぐ
'し
、.
ボ
ロ
ザ
ン
氏
す
ら
^
共
產
生
義
は
理
想
に
過
ぎ
な
い
.。
わ
れ
等
は
1
1ー
民
生
義
を
^
規
十
る
も
の
で 

あ
る」

と
！K

ひ
、
七
月
以
降
、
典
產
鐵
を
逐
ひ
出
し
た
後
の
武
漢
派
は
い
ょ
く
阴
ら
か
に
三
民
主
義
と
典
產
主
義
と
を
別
も
の
扱
ひ
す
ろ
や

-

ぅ
な
熊
度
を
ど
る
に
里
っ
た
。」

ベ
布
施
勝
治
レ
ー〖

一.ン
の
口
シ
ア
と
孫
文
の
支
那
' 

三
九
丨
四
o

頁)

•
 

...
 

,
 

■
 
•.

し
か
し
乍
ら
、
こ
以
北
伐
決
行
と
共
に
國
段
鐵
內
部
に
は
解
き
雛
い
對
立
が
發
生
し
て
|;
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

■

第
一
に
、
聯
俄
容
共
に
對
し
て
'は
、
改
組
の
當
初
か
ら
旣
に
激
烈
な
杭
牮
が
.あ
：っ
た
の
で
あ
る
。
極
右
派
と 
一

K

は
る
s
il

自
由
一
派 

は
、
夙
に
國
垃
黨
-*

金
大
會
に
.於
て
反
共
を
聲
明
し
た
。
圃
民
戴
教
派
張
繼
.1

派
も
反
典
運
動
を
起
し
て
、
遂
に
之
等
の
一
園
は
一
九 

1
1

五
年
十
W

西
山
#

議
を
開
催
す
る
と
共
に
•

國
斑
黨
阡
'に
西
山
派
と
呼
ば
る
、
タ
ロ
ッ
ク
を
暗
默
の
中
に
作
れ
上
げ
て
し
ま
つ
た
の

で
あ
る
。

,

. 

V 

ノ

_

第
二
に
、
隶
閥
と
の
妥
協
.は

、
三^'
主

義

珣

論

と

實

踐

を

茜

だ

r

致
丨
'雛
い
も
の
と
し
た
。
湖
南
督
軍
唐
生
昝
と
の
協
力
の
場
合
も
、

»
 

• 

*
• 

' 

•

-

.
 

- 

- 

-

，

山
瓯
瑀
*
乃
至
敗
北
軍
と
の
合
同
の
場
合
も
、
双
方
.か
ら
の
艰
み
ょ
り
が
あ
っ
た
以
，上

、三
民
主
義
の
信
念
.に
對
す
る
或
る
程
度
の
肋
節 

が
あ
っ
た
事
は
否
み
難
.

5
。

殊
に
、
北
伐
が
一
度
完
成
し
て
以
來
展
開
.せ
ら
れ
た
國
民
黨
左
右
兩
派
の
杭
爭
、
及
び
蔣
介
石
P

獨
裁
化

  _________

. ..へ - . . v r : . . . . づ ， ； " / ' . ■ ： ' V . へ ■ ' ぺ . へ へ . . . . .

- . . . . .  , '  ' . .

に
對
す
る
全
面
的
な
反
坑
m 1
動
を
め
ぐ
ク
て
、「

武
力」

を
有
す
る
軍
闕
の
だ
き
込
み
は
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
に
至
る
に
及
ん
で
、
 

三
民
主
義
を
中
心
に
し
た
刚
結
は
益
々
緩
み
、
國
民
黨
內
の
對
立
*
分
裂
の
傾
向
は
著
し
く
な
っ
て
行
っ
た
。

，
.

•，
か
ぐ
の
如
く
に
し
て
、
遂
に
.三
民
主
義
を
中
心
と
し
た
新
支
那
建
設——

所
謂「

國
民
革
命」

を
推
行
し
得
る
も
の
は
、
三
民
主
_
の

,
 

•
 

.

.

.

信
念
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
つ
た
。

孫
中
山
は
-

三
民
主
義
は
救
國
主
義
で
あ
る
と
い
ふ
。「

凡
そ
人
が
或
名
一
っ
の
事
I

就
.て
理
論
的
に
こ
れ
を
硏
究
す
れ
ば
、先
づ
そ 

.
こ
に
思
姐
が
發
生
す
る
。
思
想
が
構
成
さ
れ
る
と
信
仰
が
起
り
、信
仰
が
出
來
’る
と
力
が
出
て
來
る
。
そ
れ
故
主
義
は
思
想
に
始
ま
り
、 

M

に
こ
.れ
を
信
仰
す
る
に
至
り
、
信
仰
の
結
果
、
力
が
出
て
完
全
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
民
主
義
は
.中
國
の
國
際
上
の
平
等
、 

政
治
上
の
平
等
*.

經
濟
上o

r

平
等
を
促
進
せ
し
め
、
中
國
を
永
久
世
界
に
適
莽
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
三
民
主
義
は
救
、國
主
義 

と
も
'云
べ
る
の
で
あ
る
/o

菩
等
は
今
日
中
國
5:

救
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
何
ぅ
か
。
救
ふ
こ
と
亦
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
三
民
主 

義
を
信
仰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
三
民
主
義
を
信
仰
し
，て
極
め
て
大
な
る
勢
力
を
發
坐
せ
し
む
れ
ば
、：
そ
の
大
勢
力
を
以
，て
中
國
を
救
ふ
こ 

と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
し(

尻
族
主
義
•

第

一

講)

. 

.
’
 

'

.
改
組
當
時
も
尙
ほ
、
孫
中
山
は
思
想
4

信
仰
-
>カ
と
い
：ふ
發
展
を
信
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
北
伐
强
行
に
ょ
っ
て
坐
じ
た
る 

黨
內
部
1/
)

混
濁
け
孫
中
山
の
劳
へ
と
は
芷
に
逆
*

カ
|

信
仰
丨
>
思
想
の
關
係
と
成
つ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

.
，實
に
、
優
舜
な
る
武
力
を
握
b

、
潤
澤
な
る
財
源
を
擁
す
る
者
の
み
が
*:國
说
黨
內
部
の
指
導
權
を
拿
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で 

あ
る
？
こ
の
デ
ィ
ク
テ
ー
タ
ー
シ
ッ
ブ
は
又
、
三
民
主
_

の
內
容
を
指
定
し
得
る
と
共
に
、
そ
の
信
仰
に
對
す
る
一
般
の
大
勢
を
決
せ 

し
む
る
も
'

Q
.

で
あ
つ
た
0

• 

-

•

■

,
,

‘
、
第

一

に

必

要
a

も
.の
は「

力」

で
あ
っ
た
。
.
武
力
と
.財
力
と
e

あ
.っ
た
。
改
組
、
北
伐
以
後
、
殊
に
め
-ま
ぐ
る
し
き
走
馬
燈
の
如
き
反

'

•

:

,

,

.
邊
瘡
政
策
ミ
國
於
理
論
'ゾ
' 

‘
：

：

•
：

. 

： 

'

,

1〇

七

(

五
六
七)
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邊
境
齔
策
ミ
國
族
理
論
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.
.
, 

: 

.

、

.

.

へ

1

0
八

-
C3L

六
八)

蔣
戰
を
通
じ
て
敢
行
せ
ら
れ
た
る
1
切
理
論
と
行
動
'の
帮
鬪
は
こ
ゎ「

ヵ」

0

奪
取
に
あ
っ
た
。

.

.

.

. 

.五

,

三

段

主

義

の

所

謂

「

民

族」

は
"
.
•
主

と

し

て

漢

民

族

に

關

す

る

も

の

で

あ

る
。
.こ
の
事
は
、
孫
中
山
の
行
は
ん
と
す
る
救
國
m

動——

 

國
圾
芾
命
が
、
：1
方
に
於
て
歐
來
列
强
の
腿
迪
を
拂
ひ
の
け
る
と
共
に
、

.他
方
に
於
て
淸
朝
を
主
班
と
す
る
一
切
の
封
建
的
所
產
を
除 

去
し
や
ぅ
と
す
る
に
あ
る
の
で
、
そ
の
合
句
と
す
る
も
の
は「

倒
滿
興
漢」

に
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
以
つ
て
弯
ベ
て
も
'民 

族
振
興
の
中
心
が
漢
人
種
に
あ
っ
た
事
は
當
然
で
あ
K

o

. :
:

 

s

o

阿
片
戰
细
時
代
に
於
け
る
淸
朝
は
、
a

に
歐
米
列
强
と
そ
の
利
替
を
興
に
し
て
ゐ
た
。•
南
京
條
約
•
天
渾
條
約
•北
京
條
約
と
和
を
講
じ
乍 

ら
ム
歐
米
列
强
と
は
對
'杭
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
然
る
に「

太
平
天
國』

の
建
設
々
前
後
す
る
猛
烈
な
暴
動
は
、
淸
朝
と
歐
米
列
强
と
の
關
係
を 

相
接
近
せ
し
め
、
殊
に
、
李
鴻
章
が
‘
ー
八
六
ニ
年
來
麗
!1
,
て「

洋
槍
隙」

と
行
励
を
典
に
す
る
>に
茧
っ
て
%

そ
の
關
係
は
濟
接
と
な
っ
た
0

そ
こ 

で
、
歐
米
列
强
に
反
對
す
る
餅
は
、
溃
朝
に
反
對
す
る
事
に
ょ
っ
て
達
せ
ら
れ
允
し
、.
淸
朝
に
反
對
す
る
_

は
、
列
强
の
侵
略
を
阻
止
す
る
も 

の
と
も
考
へ
ら
れ
た
。
或
る
論
者
は
沄
ふ
。「

外
國
資
本
主
義
の
侵
入
！は
、中

！
：

全
體
の
政
治
と
經
濟
生
沾
中
に
於
い
て
、
明
ら
か
に
一1

個
の
相 

.與
っ
た
趨
勢
を
產
み
出
し
た
。
即
ち
一
而
に
於
ぃ
て
滿
浈
政
朌
は
外
_

資
本
主
義
の
隞
カ
下
に
屈
服
投
降
し
、
漸
次
外
阈
資
本
主
義
に
賴
っ
て 

そ
の
統
治
を
維
持
す
る
傾
勢
に
赴
き
-

他
方
に
於
い
て
即
ち
廣
大
な
M

衆
.は
外
國
資
本
主
義
と
滿
淸
統
治
の
艇
迫
收
取
の
下
に
於
い
て
、
廣
大 

な
滿
淸
統
治
反
對
の
民
衆
渾
励
夕
展
開
し
た
こ
と
ノ
こ
れ
で
あ
る
0
/
中
國
現
代
史
研
究
委
員
會
"中1

琯
命
運
励
史
、
邦
譯
、
ニ
ニ
頁)

.

係
中
山
の
國
尻
苹
命
も
-

か
く
の
如
. <

に
し
て
、「

倒
滿
興
漢
.

，の
中
に
、列
强
の
侵
略
排
擊
と
封
建
制
度
の
打
倒
と
い
ふ
目
的
を
達
し
得
ら
れ 

る
と
考
ヘ
て
ゐ
た
め
で̂

る
。

.

.

，
然
し
乍
ら
、J

ニ
拔
主
義
は
決
し
て
漢
人
，種
の
制
覇
の
み
をE

標
と
は
し
て
ゐ
な
か
つ
た
o 

■ 

.

.
元
來
支
那
は
、
そ
の
周
圆
に
廣
大
な
#

境
を
有
し
て
ゐ
る
。
之
等
の
地
方
，は
多
く
漢
人
以
外
の
者
に
ょ
.っ
て
古
め
レ
れ
て
ゐ
た
の
で.

あ
る
し
、
更
に
、
，支
那
本
土
に
於
'て
も
幾
多
の
弱
少
民
族
を
包
食
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
等
の
も
の
を
敵
と
す
る
か
、
味
方
と
す
る
，

、- 

.

.

.

.
 

:

か
は
、：.'實
に
支
那
統
治
上
の
贯
要
問
題
で
あ
る
。 

... 

' 

, 

.
パ 

旣
に
、孫
中
山
は」

九 

一
二
年一

月
二
日
南
京
に
お
け
る
臨
時
大
總
銃
就
任
式
，
宣

言

に

•
國
家
の
本
は
人
民
に
あ
る
。
漢
•
滿•

蒙
•
囘
•
藏
の
諸
地
を
合
せ
.て1

國
と
.な
し
、
漢
•
滿
•
蒙
•
囘
&

の
諸
族
を
合
し
、一

人
と
な
す
が
如
く
す
る
、
こ
れ
を
民
の
統
一
..と
い
ふ

.
 

■
 

■- 

.
 

,

:

:」

と
一K

つ
て
ゐ
る
。 

へ 

彼
は
"
.將
來
*

弱
少
民
族
乃
至
被
壓
迫
民
族
と
い
は
る
、
も
の
.が
、
遂
に
.は
强
カ
な
る
.聯
盟
を
結
び
、
そ
の
現
狀
を
改
變
す
る
で
あ 

ら
う
と
斷
ず
る
。 

•
.

「

將
來
办
趨
勢
を
觀
る
に
.、
如
何
な
る
段
族
或
は
國
家
た
る
を
問
は
ず
、
壓
迪
さ
れ
る
も
の
は
必
ず
聯
合I

致
し
て
、
强
擻
者
に
抵 

抗
す
る
で
あ
ら
う
。
.
.：
彼
等
は
同
病
相
憐
み
、
將
來
は
必
ず
聯
合
し
て
强
暴
國
に
抵
抗
ず
る
事
で
あ
ら
う
。
ぞ
し
て
こ
の
數
個
の
被 

駆
迪
國
が
11

合
し
て
强
暴
國
と
.戰
ひ
、
全
世
界
を
腿
倒
す
る
で
あ
ら
う
。」

C

三
尻
主
義
ニ
五
頁)

.

彼
は
更
に「

世
界
上
に
は
ー
_

.
の
人
種
が
あ
る
0

一
つ
は
十
.ニ
億
*

千
萬
人
V

も
う
一
つ
は
二
億
五
千
萬
人
で
、
こ
の
十
ニ
億
五
千 

萬
人
は
他
の
ニ
億
五
千
萬
入
の
腿
迫
を
受
け
て
ゐ
る
。
' 
し
か
し
、
こ
の
壓
迪
者
の
行
動
は
逆
天
で
あ
つ
.て
順
天
で
な
い」

と
茇
ふ
レ
ー 

一

1

ン
の
昕
言
を
引
用
し
て
、
支
那
.
5億
«0
.
人
民
も
*

ヒ
の
順
天
の
行
動
に
聯
合
す
る
必
要
あ
る
か
も
し
れ
な
い
>と
さ
へ
耷
つ
た
が
、
し 

か
し
、
そ
の
以
前
に
支
那
は
先
づ
自
己
の
民
族
的
自
覺
を
興
起
し
て
置
か
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
と
椎
斷
す
る
。

' 

.

.

(

雜)

一
*;
L

一
一
一
一
一
年
一
月
孫
文
及
び
ョ
ッ
フ
.

工
聯
合
宣
言
以
後
に
お
け
る
孫
文
に
發

す

る

レJ

二
ン
の
影
響
は
大
き
い
。
彼
は
.

「

黄
白
戰
淨
の
如 

,
*
T人
種
的
の
戰
に
も
ま
し
て

7

同
人
種
間
に
於
け
る「

公
理
と
强
權
し
の
杭
苹
の
可
能
性
を
信
ず
る
に
至
つ
た
や
う
で
あ
る
。

，

崩
壊
過
程
を
た
ど
る
支
那
に
•と
つ
て
は
、

一
切
の
事
態
が
餘
り
に
も
急
.迫
し
て
ゐ
た
。
か
'、
る
狀
態
に
あ
つ
て
は
"
自
己
以
外
の
民 

:

邊
境
政
.
策
S

族
理 

-
>
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i 
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五
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九
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.
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:

逡
境
政
策
せ
國
族
郫
論
，
-

:

•

.

'

V 

‘

:■: 

ニ

〇
.

.(

五
七
0)

-

.
 

.

•

 

.

. 

: 

-
 

.
.. 

.
，

'

.

+

• 

•

族
を
考
慮
す
る
餘
将
は
無
加
.：つ
，た
の
で
.あ
：る
。

蒙

古

も
’
v

m藏
も
，
新
：疆
も——

そ
の
地
方
に
於
け
る
弱
少
说
族
に
對
し
て
、
恐
ら
く 

孫
中
山
の
花
_

觀
は
觸
れ
て
ゐ
た
.の
.
で
あ
ら
ぅ
け
れ
ど
私
：
|—

し
か
し
乍
ち
、
そ
れ
等
を
巷
へ
て
ゐ
る
中
に
は
'
支
那
民
族
自
身
は 

一:

解
體
し
て
し
ま
，ふ
危
險
が
あ
つ
た
。.
拔
族
主
義
六
識
を
通
ら
孫
中
山
は
、
弱
少
■民
族
の
共
同
m

線
P

必
要
を
ば
認
め
て
ゐ
.る
が
、
し 

か
し
、.
彼
自
身
.の
.積
極
的
な
意
見
は
吐
露
す
る
と
と
.が
無
い
。「

修
身
.
•齊
家
•
治
國
•
平
天
下
V

的
な
考
へ
が
彼
の
推
論
を
吏
配
し
て
ゐ 

•
た
の
で
あ
ろ
01
だ
か
ら
彼
は
先
づr

天
下
を
平
ら
げ
ん
ど
欲
せ
ば
先
づ
其
の
國
を
始
め
ょ」

と
云
ふ
0

一
 

國
民
族
主
義
L

所
謂
民
族
主

義
國
家
の
蓮
設一

-

を

主

張

す

る

彼

は

、

弱
，少

极

族

’聯
合
を
も
含
め
た
る
一
切
の
世
界
主
義
•
國
際
主
義
を
棑
擊
す
る
。
少
く
と
も
、

•
' 

■

■%
.
. 

,
 

*

■

近
代
的
民
族
周
家
の
完
全
す
る
ま
で
は
、
か
i

^
方
法
は
彼
の
採
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。

.

. 

.

.

*

支
那
に
於
て
は
、
先
づ
先
ひ
た
る
民
族
主
.義
を
恢
興
し
、
，.更
に
之
を
大
に
發
揚
し
、
：：然
し
て
後
、，|

め
て
佌
探
主
義
の
實
行
を
論
ず

/ 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

■

-

‘

べ
き
で
あ
名
と
い
ふ
の
が
彼
の
生
張
で
あ
る
。
/

.■

故
，に
、
■漢
民
族
と
支
那
に
於
け
る
弱
少
尻
族(
又
は
他
挺
族)

と
の
關
係
に
、
漢
民
族
の
埒
族
的
自
立
が
完
成
せ
ら
れ
る
ま
で
、

一
應

留
保
せ
ら
る
可
き
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
。
孫
^

山
に
と
つ
て
は
、
恐
ら
く
彼
自
#

の
個
人
的
意
見
と
し
て
は
邊
境
別
少
段
族
に
對
し
.

.

. 

•
 

.
 

* 

. 

• 

. 

. 

.

て
深
き
同
胤
を
有
し
、
そ
の
協
力
を
期
待
し
て
居
つ
た
の
で
あ
ら
ぅ
が
、
公
然
た
る
意
見
と
な
る
に
至
ら
な
か
つ
た
の
は
、
彼
の
服
に 

映
じ
た
る「

|自
己
戾
族」

が
餘
0

に
も
危
殆
に
臨
ん
で
ゐ
た
爲
で
は
な
か
ら
ぅ
か
:0
' 

’
 

•

そ
こ
で
、
民
族
主
義
六
講
の
.末
尾
.の
.章

句

に

、

彼

は

次

め

様

に

述

べ

て

ゐ

る

。

.-
、

「

全
國
民
が
窬
起
し
て
、
こ
の
所
志
を
贳
徹
せ
し
む
べ
く
企
圖
す
る
な
ら
ば
、
中
國
の
民
族
は
發
達
す
る
こ
と
を
得
べ
き
も
•
然
ら 

ざ
れ
ば
、
中
國
の
民
族
に
は
希
望
な
く
發
達
の
光
明
な
き
も
の
と
な
る
.0

但
し
、'

こ
の
濟
弱
扶
傾
0

大
志
を
有
す
れ
ば
、
將
來
、
强
國 

土
成
る
こ
と
が
可
能
'で
.あ
る
。
我
國
が
强
國
と
な
ら
ば
'

今
日
受
く
る
所
の
、
列
强
魆
廹
の
痛
苦
を
想
起
し
て
、
弱
少
段
族
が
、
同
様

I

の

痛

莕

を

受

，ぐ

る

に

於

て

は
.、
我
等
は
、
そ
の
帑
國
主
義
を
消
滅
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
.始
め
て
治
國
平
天
下
を
唱
へ
得
る
に 

茧
る
。
治
國
¥

天
下
を
望
む
に
は
、
先
づ
民
族
主
義
と
设
族
地
位
を
恢
復
乜
、
固
有
の
道
德
に
よ
つ
て
平
和
の
恶
礎
を
築
き
、
而
し
て 

世
界
銃
一
を
完
成
す
れ
•は
.

j

侗
大
同
の
政
浒
を
行
ひ
得
る
'0
こ
の
事
た
る
や
、
實
に
我
四
億
萬
找
衆
の
大
貨
任
で
あ
る
。
從
つ
て
t»
M

億 

の
一
分
子
た
る
諸
爵
は
、
正
に
こ
の
.實
任
を
負
檐
すy

き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
避
れ
が
我
等
民
族
の
眞
精
神
で
あ
る
。」

(

段
族
主
義
第

六
講)

，
 

.

.

.
■'
.

ノ 

. 

'
 

m

民
主
義
全
f

通
じ
て
、
驚

族

_

家
の
售
が
如
何
に
絕
對
的
必
要
な
t

o

,
な

る

か

晶
_

せ
ら
れ
て
ゐ
る
一
面
、
か

く

て
 

翅
設
.せ
ら
れ
た
.る
國
家
が
遂
行
す
る
王
道
政
治
に
よ
つ
て
*
あ
ら
ゆ
る
弱
少
民
族
が
悉
く
救
濟
せ
ら
る
可
き
可
能
性
あ
る
皆
が
漠
然
と 

述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
漢
段
族
の
國
家
建
^.

は
必
要
な
の
で
あ
み_

_
而

し

て

、

漢
民
族
國
家
內
0

弱
.少

思

族

の

救

濟

及

び

こ 

れ
と
^

聯
^

は
ず
―

な
の
で
あ
る
。
必
要
と
可
能
—̂

こ
0
,思
惟
の
配
分
こ
-そ
、
三
.民
主
義
始
姐
の
弱
少
民
族
論
の
本
質
を
な
す
も
の

■で
あ
る
。
:

. 

.

.

.

.

.
 

.

.

'

六

■

.

 

• 

'

.

'

,

■

.■

孫
中
山
の
か
、
る
思
想
は
、：
そ
の
後
繼
者
た
る
國
民
黨
員
に
よ
つ
て
引
繼
が
れ
た
。
そ
し
て
、
.國
屁
黨
の
勢
力
が
支
那
政
局
に
對
し 

て「

決
定
的」

な
も
の
と
な
る
ま
で
、
變
更
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
o

'
何
と
な
：̂
ば
、

一
^

一
一 

丄
ニ
年
に
か
け
て
の
辛 

1

亥
革
命
に
よ
つ
.て
、
淸
'盡

は
.崩
壊
し
た
け
れ
ど
も
、
新
支
那
は
孫
文
ー
：.派
.60
.

考
へ
た
様
に
は
生
來
出
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

辛
亥
革
命
^

異
民
族
の
支
配
か
ら
脫
せ
ん
と
す
る
民
族
主g

革
命
と
し
て
は
こ
に
成
就
さ
れ
た
も
の
と
見
て
さ

し

つ
か
へ
'
な
い
。 

と
こ
ろ
が
ブ
ル
.ジ
-

ブ
民
'主
々
義
革
命
と
し
て
は
■

芥
徹
底
な
中
途
半
端
な
も
の
と
し
て
終
つ
て
し
ま
つ

た

。'政
權
は
奮
官
僚
軍
閥

.

の
茛
頭
.で
あ
る
袁
佌
11

の
た
め
に
、.
す
つ
：か
り
橫
取
り
さ
れ
.て
.し
ま
ひ
、‘
.

(

佐
野
前
揭
書
三
四
三)

軍
間
跋
扈
時
代
と
な
つ
て
し
ま
つ
た

. 

• 

• 

. 

.
- 

. 

.
、

痤
植
政
策
一
|

族
_

諭

;:

ぃ
5'
:

:

:

. 

,
. 

.

:

.

-.
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パ
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1
1

ニ 

，

(

五
七
ニ)

.

. 

■
■

. 

の
で
あ
る 
6 

.
■'
;

:
 

.

}

. 

.

.「

封
建
制
度
は
瓦
瓌
し
、た

が
:,
,

1
九
--
ニ
苹
か
ら
.

I

九
.一
一
六
-¥

に
至
る
ま
で
は
、
そ
れ
に
代
、る
可
き
、
そ
し
て
革
命
的
情
勢
の
諸
要 

求
に
合
致
丨
得
芯
新
秩
序
を
創
造
す
可
き
何
等
組
織
立
っ
た
政
治
勢
力
は
存
在
し
な
.か
っ
た
。
さ
れ
ば
、
支
那
政
權
の
カ
ヰ
は
舊
⑽
畠 

の
殘
存
者
達
の
掌
中
.に
收
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
共
和
制
を
承
認
し
た
が
、
そ
れ
に
®

し
か
か
つ
た
L

支
那
傅
銃
か
ら
成
る 

舊
佌
界
の
如
何
と
も
.爲
じ
難
き
崩
壞
を
認
め
る
哳
、
.西
徉
が
.ら
支
那
に
輸
入
せ
^

^ -
た
理
念
と
制
度
を
持
っ
新
世
界
を
諒
解
し
て
ゐ
な 

か
っ
'
た
。
こ
れ
等
の
人
々
は
* 

_一
 

八九
！
！

年
舊
或
鼠
驗
制
度
で「

秀
才」

0

學
位
を
得
た
吳
佩
孚
と
、：'_‘滿
洲
に
於
け
、る
綠
林
の
徒
と
し
て 

そ
の
經
歷Q

 

:一
歩
を
踏
み
出
し
た
張
作
霖
奶
あ
っ
た
？
之
等
ニ
人
は
、
滿
洲
王
朝
'の
退
位
と
、
' 廣
東
か
ら
ア
ム
ー
ル
に
至
る
國
民
黨
の 

進
出
と
の
中
間
、
北
寂
に
於
て
政
權
を
握
っ
て
ゐ
た
軍
人
*

官
僚
の
間
に
見
受
け
ら
れ
る
、
'
多
少
共
開
拓
的
な
姿
態
を
夫
.々
代
表
し
て 

ゐ
た
。」

C
G
,

 F
.
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d
s
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F
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E
a
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i
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w
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l
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o
l
i
t
i
c
s
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s
t
u
d
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i
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E
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T
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o
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p. 

p. 

2
0
6 
丨
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0
7
)

し
か
し
、

一
九一 :

H

ハ
年
北
伐
は
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
國
尻
黨
の
實
力
は
漸
次
强
靱
と
な
っ
て
、
支
那
政
局
を
左
右
し
得
る
や
う 

な
も
の
七
な
っ
て
行
く
と
共
に
、
他
方
、
三
民
主
義
理
論
は
黨
內
の「

力j

の
®

、描
に
よ
っ
て
、
そ
の
杓
容
を
支
配
さ
れ
る
や
う
に
成
っ 

て
行
っ
た
0

そ
の「

力」

の
動
搖
も
、
幾
度
か
繰
返
さ
れ
た
反
蔣
戰
と
赤
匪
討
伐
：を
經
て
、
.や
が
て
蔣
介
石
を
中
心
と
し
たM

民
黨
中
央 

派
を
め
ぐ
っ
.て
安
定
し
よ
う
と
し
出
し
た
頃
、
三
民
主
瀵
に
ふ
く
ま
れ
て
ゐ
た
邊
境
諸
民
族
に
對
す
る
問
題
は
"
支
那
民
族
自
身
に
關 

す
る
よ
り
も•

更
に
重
大
な
る
も
の
で
あ
る
と
奪
へ
ち
れ
始
め
た
。
' こ
、
に
、
彼
等
の
民
族
理
論
は
發
M

的
修
正
を
加
へ
ら
れ
ね
ば
成 

ら
な
か
っ
た
。
實
に
彼
等
國
民
黨
領
袖
の「

力」

は
、
か
く
の
如
く
命
じ
た
の
で
あ
る
。

國
民
政
府
の
建
設
訐
窗
が
進
埗
す
る
に
從
っ
て
、
國
段
黨
书
腦
部
の
胸
中
に
は
、
先
づ
近
代
的
支
那
民
族
國
家
は
最
早
誕
坐
し
たQ

 

だ
と
考
へ
ら
れ
た
。
そ
し
て
，、
旣
に
新
支
那
が
建
設
せ
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
當
然
、
そ
の
領
土
を
確
'定
す
可
き「

國
境」

が
先
づ
明
.
'

確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
成S

が
と
論
斷
し
た
o

:,
',
,
v
'
: 

V

■,
'

.'

然
る
に
現
實
の
支
服
は
、
そ
0

周
圍
.を
め
ぐ
る
廣
大
な「

邊
境
地
帶」

が
あ
る
。
實
，に
' 

こ
れ
は
實
ガ
を
失
喪
し
た
淸
玉
朝
の
形
式
的 

政
治
權
ヵ
と
、
浸
燦
し
つ
、
あ
つ
た
'ョ
ー
ロ
ッ
.パ
列
强
.の
®

的
政
治
櫬
カ
と
が
競
合
し
た
結
果
、
發
坐
し
た
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
パ 

今
や
、
新
興
寒
那
は
淸
朝
が
失
つ
た「

實
力」

を
恢
興
し
得
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
ば
、「

#

境
地
帶」

は
當
然
解
消
す
可
き
替
で
あ
る
。 

明
確
な
る「

國
境
し
を
設
け
、「

邊
境
弱
少
民
族」

の
對
策
を
立
て
、

一
擧
に
邊
境
問
題
.を
解
決
し
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
。

-. 

國
民
黨
の「

邊
境
對
策
し
及
び「

弱
少
民
族
問
.題」

は
、
か
く
し
て
夙
に
、
重
要
議
題
と
な
0

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
旣
に
、
國
域
黨
第
一

全
會
は
、
次
の
宣
言
を
發
し
て
ゐ
る
？

■

;

• 

, 

•
• 

*

「

國
民
黨
之
民
族
主
義
，
有
厕
方
面
之
意
義
：
.
.
一
則
中
國
民
族
自
來
解
放
,.11

則
中
國
境
內
各
民
族
一
律
平
等
，
第

一

方
面
：
： 

第

二

方

面

，
辛

茨

以

前

.
:9
滿
派
以
一
民
，族
，宰
制
於
上
，
具
如
上
述
«

辛
亥
以
後
，
滿
洲
宰
制
政
策
，
旣
.己

摧

毀

無

余

，
肌

國

內

諸

民

族 

.
，
宜
可
得
平
等
之
結
合
，
國
说
黨
之
段
族
主
義
，
所
要
求
者
即
在
於
.此
。
然
不
宰
而
中
國
之
政
府
，
乃
爲
尊
制
余
孽
之
軍
閥
所
盤
據
， 

中
國
舊
日
之
帝
國
主
義
，
死
灰
不
免
復
燃
，
於
是
國
內
諸
民
族
，
因
以
有
杭
PM
不

安

之

象

，
遂

使

少

數

-_

，
疑

國

段

黨

之

主

張

，
亦 

非

誠

意

，
.故

今

後

國

民

黨

爲

泶

民

族

主

義

之

賞

徹

，
當

得

國

內

諸

民

族

之

.諒
解
，
時
時
_

示
其
在
中
國
國
民
革
命
運
動
之
典
同
利
益
。
，
‘ 

今

國

民

黨

在

宣

傅

生

義

之

時

，
芷

欲

積

集

其

勢

ヵ

，
自

當

隨

國

內

革

命

勢

力

之

他

張

，
而

漸

與

諸

民

族

爲

有

組

織

的

聯

絡

.，
及

講

求

種 

種
具
體
的
解
決
民
族
問
題
之
方
法
矣
。
麗
黨
敢
鄭
重
宣
言
.
：
，承
.
P

中
脚
內
各
■

之

自

治

權

，
於

反

對

霞

—

及

軍

閥

之

革

命 

獲

得

勝

利

以

後

，
當

組

織

自

_

統
一
：
的

(

各

段

族g:
s

聯
合
的)

中
}

T

民
國
ど
，

(

國
鉍
黨
第I

次
全
阈
代
表
大
會
宣
言)

.

.
• 

§

 

.

.

邊
境
問
題
と
同
様
に
重
要
な
る
香
港
其
他
に
對
叶
る
歐
米
:勢
力
の
侵
入
に
は
、
觸
れ
る
所
が
少
な
い
。
こ
れ
は
* 

.
國

民

政

府

が

國

際

關

係
 

殊
に
英〜

米

V

佛
に
對
す
る
考
慮
か
ら
出
で
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
0
.
.中
^

1̂
|

民
黨
の」

列
强
俊
略
排
擊
に
關
す
る
見
界
，の
變
遷
を
物
語
る
も
の
で 

m

挺
政
策
.
S

族
理
.齣

、 

'

5

.

,

(

取
七
三)



■

'■
'

'
邊
.境
政
策W

 

國

證

論
/
:
•
:

,

_

■

'
 

パ 

二

四
 

'

 

S

 

七
四)

' .

•

.あ
る
0
.
;こ
ゥ
^

に
つ
ハ
て
は
、
他
日
：冉
び
取
む
：上
げ
る
考
へ
で
あ
る
。1

九1
1
1
1

华
六
H

廣
宽
で
開
九
た
中
阈
共
產
黨
一

.ー
ー
金
大
會
は
_
共
安
協 

'

を
暗
示
す
る
所
_「

國
卿
ニ
.關
ス
ル
宣
言」

に
於
て
. %

*

國
民
黨
の
こ
の
.弱
點
を
つ
い
て
ゐ
る
。
日
く 

、

「

中
國
國
民
黨
ハ
、
國
民
軍
命
.ノ
中
心
勢
力
デ
ナ
ヶ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
兄
。
.
ガ
、
不
幸〖

ー
シ
テ
從
來
ノ
國
民
黨
ニ
ニ
ッ
ノ
缺
.點
ヵ
ア
ッ
タ
。

一
 

ハ
外
國
援
1}
;
Jヲ
以
テ
中
阈
革
命
擧
業
ヲ
成
就
シ
ャ
ゥ
ト
ス
ル
依
賴
心
デ
.ア
リ
、

一
ハ
軍
辦
行
動
ヲ
以
テ
軍
命
ノ
唯
5

段
ト
考
へ
‘、
ソ
レ
二
勢 

カ
ヲ
集
中
シ
.テ
民
衆
へ
/
宣
傳
ヲ
籠
シ
タ
コ
ト
デ
.ア

ル

.0
前
者
ハ
國
民
ノ
输
立
自
治
ノ
信
念
ヲ
失
バ
グ
メ
、『

I

 
ノ
政
治
例
指
導
地
位
ヲ 

.
危
殆
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
，
後
^

ハ
S

 
ノ
同
情
ヲ
.失
ヒ
、

ム
シ
ロ
ソ
,

E
抗
ヲ
招
ク
不
利
ガ
X

。
故
一
一
吾
人
ハ
社
會
上
ノ
軍
命
ハ
、 

鎖
ラ
ク
.中
國
國
民
黨-1

集
中
'
テ
阈
民
革
命
運
動
ノ
實
現
ヲ
早
ヵ
ヲ
シ
メ
*
!同

時

—
中
國
國
民
黨
ヲ
ゾ
テ
外
國
依
賴
ト
.軍
亊
览
能
政
策
ヲ
抛
乘 

:

-

>シ
メ
、
民
衆
宣
{#
政
策
ニ
依
ッ
テ
阈
民
革
命
指
導
者
ノ
地
位
ヲ
恢
復
セ
シ
メ
ナ
，ヶ

レ

バナ
ラ
ナ
イ
。
中
國
典
產
黨
ハ
從
來
軍
閥
打
倒
、
‘國
際 

帝

證

義

打

倒

ノ

標

的
-一
向
.ッ
テ
國
民
率
命
ヲ
指
導
.シ
テ
來
ダ
。
中
阈
ノ
k

治
經
濟
狀
態
及
ビ
社
會
各
階
級
，ノ
苦
痛
粟
二
鑑
ガ
ミ
、
勞
働
者 

農
民
ノ
.利
益
ヲ
雜
譴
シ
、
ソ
レ
-
1對
ス
ル
宣
傳
ト
.組
織
ト
ヲ
吾
人
ノ
特
殊
ノ
責
庙
ト
シ
、
彼
等
ヲ
バ
導
ヒ
'テ
國
民
革
命
-
參
加
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ガ
國
段
革
命
成
就
ノ
m

要
條
件
ト
思
惟
ス
ル
ヲ
以
テ
、
君
人
.ノ
活
動
ノ
中
心
的
使
命
ト
ス
ル」

.

: 

- 

.

.

.

.
 

.
 

• 

• 

-

.
國
共
合
作
を
定
め
た
る
國
段
戴
一
全
大
會(

一
允
1

E
年
一
月)

か
ら
六
年
を
經
し
た
る
後
、
三
全
大
會
は
開
催
せ
ら4

た

。

.
一
さ
一 

九
年(

尻
國
十
八
年)

三
月
二
十
七
日
で
あ
る
。
こ
、
に
可
決
せ
ら
れ
た
る
決
議
案
は
*

更
に
對
弱
少
民
族
の
內
容
を
明
確
に
示
し
"
そ 

の
邊
境
地
方
に
對
す
る
中
央
.の
覇
權
を
押
し
進
め
：て
、
彼
等
の
■

主
_

の
理
論
と
實
踐
に
、
變
調
の
跡
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
稍
 々

長
文
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
班
を
引
用
す
る
こ
.と
に
す
る
。

「

蒙
藏
與
新
！

i

，
本
黨
致
ヵ
國
民
革
命
，
即
以
實
現
三
璧
義
爲
唯
一
目
的
，
則
吾
人
對
於
截
古
，
西
藏
及
新
疆
邊
賓r

宴

行

三 

,

.民

主

義

外

，
實
無
第
一
一
要
求

0 .§

此
數
地
人
民
之
方
言
，
習
俗
，
與
他
省
不
同
，
在
國
家
行
政
上
，
稍
呈
特
殊
之
形
式
，
然
在
歷
史
上

I

 

.•!

. 

. 

.パ

-

:

;■
、

-■f：

m i !

^
v
^
v
/
w
v
'
i
^

Ir
's
^
s
^
^
^
#
¥

?t

，
地
理
上

，
及
國
民
經
濟
上
則
固
向
爲
中
華
民
族
之
，ー
部
，
而
皆
爲
於
受
帝
國
主
義
壓
追
之
地
位
客
也
0°
«
辛
亥
以
前
3

滿
洲
以
.

1

段
族 

而
宰
制
於
國
內
各
埒
族
之
上
，
而
列
强
之
带
國
主
義
，
得
圖
謀
侵
略
而
风
分
之
，
故
辛
亥
革
命
,
典
意
義
爲
一
方
剷
除
滿
洲
之
宰
制
政 

笕

，
一
方
爲
打
倒
列
强
之
风
分
政
策
。•
不
幸
秦
洲
旣
倒
之
後
，
國
內
之
軍
閥
代
之
而
與
，
列
强
之
帝
國
主
義
？
一
 

方
援
助
軍
閥
以
壓
迪 

阈
內
各
拔
族
，
ナ
方
變
凤
分
之
說
爲
共
管
之
說
。
變
武
ヵ
的
侵
略
爲
經
濟
的
腮
迫
，
其
結
果
遂
令
蒙
古
，
西
鼠
及
新
疆
之
人
R

，
產
 

濟

上

，
政

治

上

，
敎

育

上

所

處

之

.地
位
，
無
稍
增
進

,.今
幸
辑
閥
之
惡
勢
力
己
被
摧
毀
，
中
國
境
內
之
民
族
，
應
以
互
相
親
愛
，
一
致 

團
紿
於
三
民
生
義
之
下
，
爲
達
到
売
全
排
除
外
來
帝i

主
義
目
的
之
唯
一
途
㈣

。
誠
以
本
黨
之
三
民
生
義
.，
於

拔

族

主

義

上

，
，
乃

求

漢 

,.
蒙

，
间

，
藏
人
民
密
切
的
團
結
，
.成
一
强
固
有
ヵ
之
國
族
，
對
外
求
國
際
平
等
之
地
位"

於
民
權
主
義
上
，
乃
求
堦
進
國
內
諸
民
族 

自
治
之
能
力
與
幸
福
，
使
人
民
能
行
使
直
接
拔
權
，
參
與
國
家
之
政
治
，
於
民
生
主
'
義
上
，，
乃
求
發
展
國
內
ー
切
人
段
之
經
濟
力
量
， 

兜
成
國
民
經
濟
之
組
織
，
解

^
自

身

衣

，
食

，
住

，行
之
也
活
需
要
問
題
也
。
大
會
於
此
認
爲
今
後
宜
本
此
主
義
之
眞
義
，
以
全
ヵ
昭 

示

蒙

，
藏

，
新

疆

之

人

说

，
弛

根

據

國

家

坐

存

上

共

同

之

利

益

，
努

ヵ

實

，現

漢

，
滿

V

蒙

，
囘

，
藏
諸
民
族
有
組
織
的
密
接
画
結
，
共 

謀
經
濟
上
，
政
治
上
，
敎
育
上
之
建
設)

蓋
唯
國
内
民
族
政
治
孽
固
之
力
量
，
始
足
以
敢
lb

國
外
帝
國
主
義
之
政
治
掠
奪
，
唯
國
內
段 

族
經
濟
及
敎
育
充
實
之
ヵ
置
，
始
见
以
排
除
國
外
帝
國
主
義
之
經
濟
侵
略
。
'
本
黧
敢
鄭
重
述
明
；V

吾
人
今
後
心
力
矯
滿
淸
，
，
軍
閥
兩 

時
代
愚
弄
蒙
古
，
風
藏
及
漢
祖
新
疆
人
足
利
益
之
憇
政
，
誠
心
扶
植
各
民
族
經
濟
政
治
敎
育
之
發
達
，
潞
期
同
進
淤
文
明
進
#

之
域
， 

造

成
自
由
銃

一
的

沖

蕲

民

國

。
、
必

如

此

9
庶
足
以
保
持
中
國
永
久
之
和
平
而
促
進
世
界
之
大
同
也
。」

(

第
三
次
全
國
代
表
大
會
對
於
政 

治
報
吿
之
決
議
案
.'
民
國
+

八
华
三
月
ニ
十
七
日)

.
：

：
.

.

.

'

,

.

'
國
尻
黨
及
び
政
府
は
、
.邊
境
地
帶
CO
,
特
殊
的
怦
質
を
敢
認
ネ
る
旨
に
就
い
て
屢
々
聲
明
し
て
は
ゐ
る
が
、
然
も
そ
れ
は「

國
家
组
存」 

に
釾
し
て
.共
同
_
0利
害
を
有
す
る
所
の——

支
那
領
土
た
る
點
に
關
し
て
は
此
ー
ー
も
讓
ら

.，な

い。

，'

痠
境
政
策
S

族
理
論 

r
. 
ニ

五

S

七
五)

-

A 

1

、
ざ一 
8

, 

'
 
-it 

3
 

s
.

<
 

>

<-1 

』



邊
撩
政
锻w

國
族
观
論 

-- 

1
H

ハ

(

茈
七
六)

 

，

:

か
く
し
て
、
'國
民
政
府
は
中
■

民
國
訓
降
時
期
約
法
に
於
い
て
'「

中
華
揭
國
の
領
土
は
各
贫
及
び
蒙
击
西
藏
と
す
。」

(

同
法
第
.一

.

條V

と
明
確
に
規
定
し
て
ゐ
る
々
''
'

.

^
 

: 

. 
:

/
■

'

1 

' 旣
■に
、
新
■

&

*'
.

#
海
等
の
西
北
諸
'省
は
，設

置

せ

ら

れ

て

ゐ

た

。

西

藏

に

_

し
て
は
，

一
時
英
•
露
•
支
コ1

國
間
の
抗
爭
場
裡
と
な 

o

て
ゐ
だ
が
、

.外
蒙
人
_

和
國
に
對
す
る
ロ
シ
：ア
0
_勢
カ
圈
を
ィ
ギ
リ
ス
ー
が
諒
承
す
る
.代
償
と
し
て
坐
じ
た
る
西
藏
方
面
に
關
す
る
：
 

英
露
勢
力
圈
劃
定
に
關
ネ
る
協
定
に
ょ
り
、
'
支
那
は
全
面
的
に
敗
.退
し
.て

儀

に

西

康

游

別

區

域

(

舊
川
邊
特
別
區
域〕

を
改
省
す
る
程
度 

に
止
ま
つ
た
が
、
取
部
及
內
蒙
古
に
對
し
て
は
、
.民
國
十
七
苹(

一
九
ニ
八
年)

1
,擧

：に

中

央

化

し

て

、

熱

河

*
察

哈

爾&

遠

の

各

賓

を

‘

： 

そ

の

治

下

に

收

め

た

，の
で

■あ
る
。

.

:

'

:

.

.

.

':
.

'

'

ベ

：

故
に
、
訓
政
期
を
終
べ
.て
、
名
實
共
に
近
代
的
な
新
史
那
が
建
設
し
た
聰
に
施
行
せ
ら
れ
る
豫
宠
.で
あ
る
中
華
岚
國
憲
法
方
案
は
、

そ
0

第
四
條
に
お
い
て「

.中
華
岚
國
の
領
土
は
、
.-

江
蔽
、
淅
江
、
安
徽
、
江
西
、
：湖
北
、ハ
湖
南
1

四
％

西
康
、
河
北
、
.
山
朿
、
山
西
、

: 

河
南
、
陝
西
、
甘
肅
、
.靑
海
、
福
建
、
廣
策
、
廣
西
、
S

南
、
貴
州
、
.‘遼
寧
、
吉
林
、
黑
龍
江
、
熱
河
、
察
哈
爾
、
殺
遠
、
寧

寧
 

夏
、
新
疆
、
蒙
古
及
西
藏
等
を
固
有
0

霞

と

す

」

と
規
定
し
て
ゐ
る
。
’：

*

:/

 

I 

@

 

I
®

及
西
藏
と
は
、
旣
に
英
露
.の
勢
九
下
に
あ
る
外
蒙
及
西
藏
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

.

•

蒙
杏
•
西
藏
に
關
し
て
は
、
旣
に
淸
i

代
に
理
藩
院
あ
り
、
後
に
蒙
藏
院
と
改
組
さ
れ
、
更
に
國
民
放
原
の
成
立
に
際
し
て•

行
政
院
駔 

'

織
法
は
同
院
內
に
蒙
藏
委
員
會
を
設
置
せ
し
め
て
、：

：

.

一
フ
蒙
古
*
西
藏
地
方
の
行
政
に
關
す
る
事
項
,-
:
 

、

，
一r

蒙
古
•
西
藏
地
方
の
各
種
改
苹
に
關
す
る
事
项(

蒙
藏
委
員
#.

羅
法
铭
ー
1
條)

..
:

.

.
1

 

に
就
ぎ
適
當
の
處
置
を
講
ぜ
し
め
た
。
同
會
の
藥
員
長
、
.副
.委
眞
長
を
初
め
九
名
乃
至
十
五
名
の
委
員
の
依
命
權
は
、
一
切
閥
民
政
麻
に
歸 

'

.

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

 

(

同
法
_
笫
三
條
>

:

.

 

.

,

.,

:

:

孫
中
山Q

國
族
理
論
は
•

.

漢
段
族
の
阈
家
建
設
を
目
的
と
し
た
多
分
に
復
古
的
要
素
を
含
ん
だ
歷
史
的
國
族
理
論
で
あ
っ
た
。

0 -
る
.
 

に
、
孫
文
以
後
</
)

.

國
段
黨
は「

漢
•
蒙
•
囘
•
藏
の
人
民
の
密
接
な
る
團
結
に
よ
つ
て
强
固
•
有
力
な
る
一
國
族
を
形
成」

■
し
よ
う
と
考
へ 

たC

で
あ
る
。
そ
れ
は
、̂

{

那
に
坐
活
す
る
諸
民
族
の
同
化
に
よ
つ
て
、
新
し
き
民
族
國
家
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故 

に
懷
古
的
で
は
な
く
-

實
に
發
M

的

な

國

游

理

論

で

，あ

る

。

:

-

.

.

.

,

§

 

.

孫
艾
は
、
1
反
淸
復
明
し
と
い
ふ
淸
来
に
於
け
る
諸
會
黨
に
屢
々
見
受
け
ら
れ
る
合
句
を
批
判
す
る
、
..即
ち
反
淸
は
莨
い
が
復
明
は
時
代
遲 

•

れ
で
あ
な
と
沄
ふ
の
で
あ
る
。(

饰
農
山
前
揭
鼙
四
四
八

5

統
治
者
、
王
朝
に
對
す
る
彼

<7
)

-

考
へ
は
、
確
.

に
進
步
的
で
あ
る
が
、
し
か
し

ー
度
民
族
問
題
に
成
る
と
*

彼
は
漢
民
族
の
復
興
と
荄
ふ
囘
顧
的
な
も
の
.と
成
る
の
で
あ
る
。 

•

/ 

、■*
.

.

.

 

/
‘ 

.

國
族
理
論
の
歷
史
性
か
ら
創
造
牲
へ
の
轉
化
^

—

-
そ
れ
は
、
吏
郷
國
段
革
命
の
段
階
に
沿
っ
た
進
展
に
外
な
ら
な
い
。
更
に
又
、
.こ 

の
段
&

の
.進
展——

云
ひ
換
‘へ
れ
ば
支
那
資
本
主
義
め
發
展
が
、
諸
族
同
和
的
.な
國
族
理
論
か
ら
一
族
奪
制
の
國
族
理
論
へ
と
導
き
っ 

\

あ
る
こ
と
も
否
め
な
.い
0.
.

.

.
 

、

.

兎
も
角
.

支
那
尻
族
問
題
の
核
心
は
、
漢
民
族
自
身
の
民
族
的
自
立
の
問
題
か
ら
、，
漢
民
族
對
邊
境
弱
少
民
族
の
問
駛
へ
と
移
行
し 

て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
，そ
し
.て
、
そ
の
具
體
的
な
現
實
の
形
態
は
ご
軍
闕
其
他
ー
切
の
封
建
制
へ
の
抗
郇
か
ら
、
支
那
の
領
土
高
權
と

‘ 

特
殊
性
を
有
す
る
邏
帶
地
帶
と
の
間
の
論
爭
へ
と——

政
治
上
の
舞
臺
を
轉
換
し
た
の
.で
あ
る
0.
 

,

•;
/
七
." 

一
 

-- 

一

■

、.
 

.
 

. 

■ 

然
ら
ば
、
支
那
！

g

族
問
題
の
焦
點
を
移
動
せ
し
む
る
.も
の
は
何
か
。
7C
-
-來
、
邊
境
問
題
•

弱
少
民
族
問
題
の
發
坐
す
石
原
因
は
、
一：國 

の
政
治
統
制
力
が
衰
返
す
る
.か
，"
或
は
.接
續
し
.て
ゐ
.る〗

1

國
間
の「

.權
カ
の
均
衡」

が
動
播
す
石
か
に
よ
るo

內
亂
•
領
土
併
合
•
獨

立

運

. 

動
と
い
ふ
や
う
な
現
象
は
、
斯
く
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
概
ね「

國
家
總
カ」

の
消
長
に
歸
せ
ら
る
可
き
も
の
.で
あ
るo

邊
獠
政
策 W

 

國
族
理
諭
，
.
' 

：：

■

:
1
1

.七
'

..
S

七
七〕



邊
境
齔
策
£

族
理
論.

へ 

1

一
八
.

(

五
七
八)

—

い
蟹
過
程
を
經
て
來
た
現
在
S

家
は
，
多
く
の
場
合
、
.人
的
に
物
的
に
多
分
に
複
合
的
嬰
素
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
殊 

に
、
.
5

家
の
政
治
的
中
心
か
I

か

に

雛

れ

た

ー

霞「

邊
境」

地
雷
於
て
は
、
こ
の
傾
向
は
著
し
い
。
だ
か
ら
中
央
と
は
言
_ 

語
•
宗
敎
*
锊
俗
を
異
に
し
て
ゐ
る
之
等「

邊
堤
し
の
文
化
的
複
合
分
子
は
、
，
家
總
ヵ
の
消
長
に
應
じ
て
、
時
折「

邊
境
問
題」

と
し
て
¥
 

生
し
こ
く
H

を
形
成
し
て
ゐ
る
こ
と
は
養
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
何
處
ま
で
も
素
地
で
あ
つ
て
、
邊
境
問
題
に
具
體
的
な
性 

ぶ
を
與
.へ
る
も
の
で
は
なS
の
で
あ
る
、
こ
れ
、を
具
體
化
ぜ
し
め
る「

力」

は
、
' 國
家
自
體
に
付
随
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
.
.

(

註〕

'.こ
、
に
、
民
族
總
カ
或6

.
は
國
家
.

f
l

力
と
！

K

ふ
の
は
、
單

に
>

民
族
乃
至
隱
の
陸
海
空
軍
の
裝
備

——

即
ち
武
力
.だ
け
を
意
味
す
る
も 

の
で
は
な
く
經
濟
上
、の
，能
力
を
も
含
め
た
る
も
の
で
あ
る
？
9

"

ミ

w

l

"

 

H

r

 

I

s

a

 

B
o

u
n

d
l

 

p
,
1
5

-17
)

支
^

邊
境
間
題
乃
至
邊
境
民
族
問
題
も
又
、
斯
く
の
如
き
線
に
沿
ふ
も
の
で
あ
つ
た
。
一

K

ひ
換
へ
れ
妓
、
近
代
支
那
の
國
r -
辦
ブ
の 

,陵
般
が
、
を
の
儘
、
邊
境
地
帶
'に
反
映
し
て
、
~1
.問
題」

.の
性
格
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

> 

.

そ
の
力
の
寵
な
.

1
合
に
於
て
、
.支
那
|

主
義
の
內
容
は「

歡
|

」

.の
み
を
內
替
と
し
て
、
僅
に「

諸
族
同
和」

「

倭

I

聯 

合
的
國
家」

I

張
す
る
の
み
で
'
.あ
る
が
、
そ
の
充
實
す
る
i

つ
て
、
.そ
，の
意
味
す
る
所
は
、「

民
族
の
一
部」

を
構
成
す
る
i

 

段」

を
も
加
へ
て
、
..
著
し
く
擴
大
さ
れ
て
行
く
<0
.
で
.あ
る
0

.
/ 

.

.

.一
亂
S

家
總
力
が
充
實
し
、
發
展
し
て
帝
ぐ
に
伸
つ
て
、
邊
境
若
く
は
國
境
方
面
に
對
す
る
•支
®

力

•
統
制
力
が
漸
次
强
固
み
成

る
ま
い
か
。
こ
の
必
然
踪
向
に
對
し
て
は
、
正
！
.
不

千
.
パ
の
價
篇
斷
を
下
す
可
き
性
質
の
も
の
で
は
冬
い
の
で
あ
る
。

I

な
れ
ば
、
多

く

の

場

合

、
邊
境
地
帶
に
於
け
•る
弱
少
民
族
は
、
商
分
丈
け
で
.立
ち
上
厶
ヵ——

所
謂「

民
族
總
カ」

丨
が
劣
弱 

.
な
の
で
あ
る
。
4

に
對
し
て
、
適
當
な
.指
導
ヵ
を
加
後
し
て
对
く
事
は
、
必
ず
し
も
不
正
で
は
無
い
ば
か
り
で
な
く
、「

必
要」

で
さ(

^
4八％

な，4
/へ

I

あ
る
こ
と
か
あ
■る
。 

V 

-
だ
が
、
こ
の
增
加
し
っ
i

あ
る「

指
導
力」

が
、
遴
境
说
族
の
意
思
に
合
致
す
る
か
否
か
は
、
別
問
題
で
.あ
る
。

ー
國
家
の
邊
境
设
族 

に
對
す
る
指
導
力
と
邊
境
拔
诶
自
身
の
意
思
と
を
對
比
し
た
時
、•

初
め
て「

民
族
政
策」

の
價
値
は
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

•

.

同
欉
に
、
邊
境
地
帶Q

支
配
に
關
す
る
歷
史
と
現
實
と
は
區
別
し
て
紫
へ
な
け
れ
ば
成
ら
.な
い
。
勿
4
|兩

者

の

問

に

，
は

、

密

接

な

關 

係
の
あ
る
事
は
碗
實
で
急
る
。
が
、
現
在
邊
境
.又
は
國
境
地
方
に
對
し
て
支
配
力
の
’增

加

し

た

の

は

、

.
一

國

の

國

家

總

力

が

增

加

し

た 

結
梁
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
過
去
の
或
る
時
代
に
領
土
內
に
あ
つ
た
が
故
に
、
當
然* 

.こ
れ
/
^
自

覺

し

た

現

在

に

ヌ

っ

て

稗

び

支

配
力
が
仲
長
し
た
も
の
だ
と
は
云
ひ
難
い
：の
で
あ
る
。
邊
境
支
配
.力
の
增
大
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
何
處
ま
で
も
國
家
總
力
で
あ
つ
て

.

• 

.

.

.

「

過
去
の
證
文」

に
對
す
る
記
憶
で
ば
な
い
の
で
}

る
。

;

■'
.

,

• §

中
國
國
民
黨
が
、
锻
境
地
方
を
も
っ
て「

歷
史
上
>
 

地
理
上
、
及
ぴ
陴
民
經
濟
上
ょ
り
中
華
民
族
の
ー
部」

を
な
す
も
の
で
あ
る
と
主
張 

し
て
*

そ
の
民
族
政
策
の
强
化
に
對
す
る
正
統
性
を「

過
去」

に
求
め
て
ゐ
，る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
.孫
文
も
冗
淸
兩
朝
に
支
那
が
民
族
的
崩
壞 

'

に
鹽
っ
た
と
認
•

め
て
ゐ
る
如
く
、
過
操
侧
か
ら
支
那
本
土
を
眺
れ
ば
-

、
J H

反
對
の
論
說
が
成
り
立
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。

.支
那
民
族
生
義
の
政
治
的
表
現
で
あ
る
遴
境
地
帶
に
對
す
る
國
民
黨
の
良
族
政
策
の
檢
討
も
、
か
、
る
態
度
を
も
つ
て
望
ま
ね
ば
な 

ら
な
.

。̂
さ
す
れ
ば
”
 

i

'

ノ 

一
、
支
那
現
賞
の
國
家
總
力
は
如
何
な
る
內
容
を
も
つ
て
.ゐ
る
か
、 

.

ハ
ニ
、
支
那
邊
境
地
方
民
族
は
、
如
何
な
る
生
活
を
望
ん
で
ゐ
る
か
、

:
•
. 

♦

三
、
支
那
段
族
政
策
は
、
邊
境
地
帶
を
如
何
に
導
い
て
行
く
か
、

： 

: 

V

の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。1

K

ひ
換
へ
.れ
、
ば
第i

は
支
那
經
濟
ハ
發
展
段
階
で
あ

り

、箜

1

は
邊
境
民
族
の
社
會
經
濟
段
階
で
あ
り
、

. 
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■ 
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• 

'

邊
境
政
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國

族

理

餱

ニ

九

C
M
.

七

九

)



■
'.

邊
境
政.
f
 國
族
理#

:

,

'

.

へ

1

 

ー
5
: 

‘ c

 

其
八
〇

)

：：

. 

• 
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• 

,

I

I
、
：：そ
の
雪
の
結 

I
 態

舊

る

。
パ
 ̂

: 

X
 
こ
.:
,
へ

.

..

-
.
‘
I 

v

.

:

;

v

.

.

然

ら

：ば

、

規

在
(/
>

國
民
黨
の
，民
族
政
策
を
ど
.ぅ
見
.る
か
と
沄
ふ
.間
題
ヤ
あ
'る
が
1

匕

事

は

.
今
次
我
國
が
多
大
の
犠
牲
を
も
忍 

び
っ
、
敢
行
し
セ
ゐ
る
聖
戰
，の
本
_

に
ょ
っ
て
も
.、
鈍
.に
明
^

な
こ
と
で
.あ
る
。
且
つ
> 
t

に
も
動
き
つ
.
V
あ
る
政
策
自
體
に
觸
れ 

'
る
が
故
に
.
> 
こ

れ

を

他

の

機

會

に

馕

る

：
こ

と

\
'す
る
'9
-
;/
. 

:
:.

;
. 

,

表
、
.
こ
、
で
は
、
支
那
經
濟
機
鞲
の
發
屁
に
伴
.っ
て
、
そ
の
段
族
主
奪
理
論
と
政
策
が
漸
次
、
そ
の
重
點
を
移
行
し
て
行
っ
た
こ
と

.
.
.

 

•

丈
け
を
一
芩
ふ
に
企
め
や
ぅ
。

' 

I

.

.
 

.
パ
' 

■
 

■

. 

.■ 

•

.
 

.

. 

-

族
政
策
に
：は
、
ニ
っ
•の
刑
TM,
が
あ
る
。
こ
の
事
は
、
第
，一
次
世
，界
大
戰
の
導
火
線
と
な
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

-
ハ
ン
ガ
リ
ー

と

セ

.
ル
ビ
ヤ
の
間
係
を
見
る
な
れ
ば
明
か
で
あ
ら
ぅ
。
即
ち
常
時
の
i

關
係
は
、
.集
合
段
族
國
家
た
る
塊
洪
國
の
自
己
保
存
本
能
と
玫
族

■
. 

. 

. 

.

.

.

統
一
.を
翹
望
す
る
と
こ
ろ
の
セ
ル
ビ
ヤ
の
大
セ
ル
ビ
ヤ
運
動
と
の
抗
爭
に
あ
っ
.た
の
で
あ
.る
。(

神
川
彥
松
、
世
採
大
戰
原
因
論
、
九
五 

頁)

,

. 

.

.

.
, 

.

'

.

 

. 

.■':

兩
頭
帝
國

は
、
そ
の
領
土
內
の
I

協
調
を
S

こ
と
に
ょ
っ
て
、
.

,

の
I

を
完
ぅ
す
t

t

又
、
進
ん
で
そ
の
領
域
を
擴 

大
す
る
こ
と
も
出
來
る
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。 

'
 

•

、

.

.

.

然
る
に
セ
ル
ビ
ヤ
は
、
'
各
地
に
點
々
と
散
在
す
る
-セ
ル
ビ
ヤ
民
族(
ス
ラ
ヴ
族
}
を
糾
合
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
國
カ
の
發
展
ぅ
領
土 

の
仲
長
を
敢
行
し
得
る
と
考
へ
た
の
で
^

る
0

. 

- 

.

.■
‘ 

.

訛
漭
は
、
民
族
協
調
政
策
で
ぁ
り
、
後
笤
は
设
族
糾
合
政
策
で
.あ
る
。
多
く
の
場
合
、
協
調
的
思
族
主
義
は
確
守
的
で
あ
る
の
に
對 

し
、
糾
合
的
民
族
，主
義
は
進
取
的
で
あ
る
。
云
べ
'ば
、
政
治
的
領
域
に
比
し
て
そ
の
國
家
總
力
が
#
は
ぬ
場
合
に
は
前
者
が
採
用
せ
ら

れ
、
そ
が
國
家
總
力
が
過
剩
し
'た
場
合
に
は
後
苕
が
行
は
れ
る
の
を
常
と
す
る
。 

\

こ
の
雨
政
策
は
。
現
在
に
於
て
も
見
ら
れ
る
9

例
へ
.ば
、
チ
*
ッ
コ
問
題

*'
1

ポ

ー

ラ

ン

ド
問

題

を
め

ぐ

る獨
逸

‘少

數

民

族

に

關

す

る 

，對

策

で

あ

る

。チェ
ッ
コ
ス
"バ
キ
ャ

及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
-
そ
の
領
域
內
ひ
獨
逸
少
數
民
族
に
對
す
る
保
護
處
置
は
売
全
で
あ 

る
と
屢
々
カ
說
し
て
'.
民
族
的
協
調
を
主
漲
す
る
の
に
對
し
て
*
獨
逸
第
三
帝
國
は
、
チ
.
ェ.
ッn

及
び
。ホ
ー
ラ
ン
ド
領
內
の
.自
國
民
族 

の
踮
迪
を
指
摘
し
て
、
そ
の
少
數
民
族
の
絲
を
た
ぐ
っ
て
‘ソ
領
土
の
併
合
を
訛
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
プ
即
ち
チ
ェ
ッ
コ
•
ポ
i
フ
ン 

ド
の
領
土
保
全
を
ば
、'.
糾
合
的
民
族
政
策
に
ょ
っ
て
突
破
し
や
ぅ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

「

正
に
.
"獨
逸
.が
來
南
歐
に
對
し
て
.
.'「

^

種
秧
‘序
苒
編
成」

を
宣
言
し
た
と
傅
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
政
策
の
發
展
、
强
化
に
外
な

ら
な
い 
o 

\

,'. 
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.
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X
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.

三
斑
主
義
創
始
者
を
め
ぐ(

る
初
期
國
民
黨
の
民
族
政
策
は
、
•
自
B

民
族
.I

澳
拷
族
.の
發
展
••確
立
に
汲
々
と
し
て
、
他
を
顧
る
餘

.

.

'

 ■

:

.

,パ
.
.
•

■.
:
.
'
. 

•

.
裕
を
持
た
な
か
.っ
た
。
そ
し
て
、.
僅
に
弱
少
邊
境
民
族
に
.街
す
る
政
策
の
萠
芽
は
'「

五
族
協
調」

と
い
ふ
協
調
的
民
族
主
義
政
策
に
あ

> 

■

. 

.
バ
 

.
、

.
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. 

.
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\

っ
た 
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' 

. 

•

.

:•
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•

.
然
る
に
'

國
民
政
府
成
立
後
に
於
け
る
後
期
國
思
黨
の
民
族
政
策
は
、
邊
境
地
方
に
點
往
す
る
漢
岚
臌
の
歷
史
的
•
政

治

的

•
社

會

的 

紐
帶
を
た
ぐ
つV
"

そ
の
領
土
を
抑
-
‘進
め
て
、
漢
皮
族
を
中
心
-̂

す
る
近
代
的
な
新
民
族
國
家
を
建
設
し
ょ
ぅ
^/
ず
る
も
の
で
あ
っ 

た
。
こ
、
に「

邊
境
問
題
解
狹」

の
.方
法
は
、
哪
合
的
民
族
政
策
の
雜
用
と
.な
0,

た
の
で
あ
る
。

■
- 

,

IG
L

し
、
國
民
黨
主
腦
部
の
考
へ
.た
や
ぅ
に
.、.
支
那
、_
現
實
.の
_

家

總

ヵ

ほ

決

し

て

屮

分

な

.も

.の
で
は
な
か
'っ
た
。
こ
の
脆
弱
性
は
、. 

國
揭
黨
が
眞
正
面
か
ら
糾
合
的
民
族
败
策
を
ふ
り
か
ざ
し
て
邊
境
.問
題
を
押
し
.切
ら
ぅ
と
す
る
時
、
幾
多
の
反
撥
を
蒙
る
原
因
と
な
っ 

•

-邊
境
政
策 

族
理
論
.
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た
の
.で
あ
る
。

こ
、
に
、
國
民
黨
の
民
：族
政
策
に
は
無
理
を
伴
ひ
、
遂
に
破
’端
を
坐
ザ
^

^
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
刹
合
的
段
族 

主
義
を
主
張
す
る
現
代
支
那
'̂
、
：尙
ほ
、
協
調
的
民
族
理
論
と
政
策
の
餘
韻
あ
.る
所
以
で
あ
る
0

一
.千
七
1(
五
十
三
.„年
版
.ね

、ノ 

人
類
の
數
に
關
す
る
論
.述』

-ゥ
ォ
レ
ス
著『

古
代
及
び
現
代
祀
於
け
る

高

橋

誠

m

.

」

、 

：
 

：

：

' .
 

.

.マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
が
決
し
て
破
天
荒
の
大
發
見
で
は
な
く
、
幾
多
の
先
酚
を
有
す
名
が
中
に
も
、
殊
に
、
其
の
原
理
に
於
い
て
、
.

又
、楚
れ
ょ
b

し
て
誘
導
せ
ら
れ
た
斷
案
に
.於
い
て
正
確
に
彼
れ
の
其
れ
と
同
一
な
り
と
す
ら
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
者
に
ロ
バ
.
丨
ト
•
ゥ
ォ 

レ
ス
へ
字
す
る
こ
.と
は
周
知
の
事
實
で
あ
ス
-;
-
0
マ
ル
サ
ス
自
身
も
、
自
己
の
呈
示
す
可
き
最
重
要
な
る
議
論
が
確
か
に
斬
新
な
石
も
の 

に
非
ざ
る
こ
と
を
街
白
し
、
そ
が
ゥ
ォ
'
'レ
ス
に
ょ
ク
，て
其
の
一
千
七
百
六
十
一
年
の
著
く
2
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N
a
t
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r
e

 

a
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p
r
o
v
i
d
e
n
c
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中
に
表
明
せ
ら
^

て
居
つ
た
こ
と
を
自
認
し
て
ゐ
る
9

然
し
な
が
ら
.*

マ
、ル
サ
ス
の
鬼
驅
と
し
て
の
.ゥ
ォ
レ
ス
の
業 

績
は
、
彼
れ
が
#

書
^

先
き
立
ち一

千
七
百
五
十
一
一
：年
を
以
つ
て
公
に
せ
るA
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