
江
前
掲
書
)0

ヮ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
わ
づ
か
四
年
'
国
家
と
し
て
の
支
那
に
対
す
る
列
国
の
信
頼
が
,
す
で
に
急
速
に
動
揺
し
,
崩
れ
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
を
'
上
記
の
諸
事
実
が
示
し
て
ゐ
る
と
云
へ
よ
う
｡
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
精
神
と
理
想
は
,
は
っ
き
り
と
挫
折
し
た
の
で
あ
っ

た
｡
前
記
の
如
く

関
税
会
議
に
於
て
日
本
は
率
先
し
て
-

の
関
税
自
主
権
回
復
の
要
求
を
支
持
し
た
｡
こ
れ
が
少
な
-
と
も

蒜

的
に
は
'
嘉

の
対
日
感
情
を
好
転
せ
し
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
そ
し
て
,
関
税
自
主
権
歪

の
決
議
が
,
そ
の
後
支
那
が
,
栄

華
協
定

(
一
九
二
八
年
七
月
二
十
-

)
を
は
じ
め
､
そ
の
他
の
諸
国
と
も
関
税
自
主
権
承
認
の
協
定
を
締
結
し
得
る
気
運
を
促
進
す
る

出
発
点
と
な
つ
た
こ
と
も
間
違
ひ
な
い
｡
こ
れ
は
幣
原
外
交
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

し
か
し
な
が
ら
'
斯
-
の
如
き
日
本
の
対
支
親
善
外
交
は
,
決
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
報
い
を
嘉

か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
｡
関
税
会
議
の
翌
年

完

二
七
年
に
入
る
や
,
日
本
は
南
京

･
漠
口
両
事
件
の
如
く

暴
力
的
排
日
運
動
と
云
ふ
形
で
,
赤
色
支

那
か
ら
返
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
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第

嘉

混
迷
支
那
へ
赤
い
爪
牙

孫
文
と
中
国
革
命
同
盟
会

支
那
の
国
父
と
称
さ
れ
る
孫
文
は
,

-
-

明治二↑七年)二
十八歳の時,
ハワイに於て,清朝打倒と外国勢力

の駆逐を目的と
し
て

,秘密結社興中会を設立した｡翌
11九五
年

,日清戦争で清国が敗北すると,孫文は革命の好

機到来として'
広
州

挙兵を計画したが失敗し,日本に亡命した｡

日清戦争に於
け
る

清の敗北は,日本は何故に強いかの間警
嘉

に投げかけたのであり,それは結局,明

治維新

を通じての日本
近
代

化
の意義を支那有力人士に痛感せしめることに
な

った｡日本の明治-

支那に

再現せんとす

る
｢変法自強運
動
｣

は,か-して日清-

転機として支那全土
に
展

開された｡この革新風潮の

中心となったの

が

'康
有
為
･
梁
啓
超
の
指
導
す
る

｢保
国
会
｣
の
改
革
運
動
で
あ
る
｡
明
治
維
新
を
範
と
す
る
こ
の

改

革

運

動

は

盃八年,光

緒
帝
の

下
に
始
つ
た
が
,
西
太
后
の
ク
ー
デ
タ
ー

(戊
成
政
変
)
の
た
め
百
日
間
で
壊
滅
し
去
っ
た
｡
｢
百

日

維

新

｣

〓

ハ月
十一

日

～九

ばじゆつ

月
二
十

亘

と
云
ふ
｡
康

･
梁
は
危
地
を
脱
し
,
日
本
に
亡
命
し
た
｡

l
九

〇
〇
年
義
和
団
事
件
発
生
す
る
や
,
孫
文
は
第
二
回
目
の
挙
兵
-

心州
事
件
-

を
決
行
し
た
が

､

こ

れも武器の不足と

計
画
の

租
漏
の
た
め
失
敗
し
た
｡
彼
は
い
っ
た
ん
日
本
に
亡
命
し
た
後
,
欧
米
に
赴
き
,

一
九
o
-

明

治三十八年)七月,日

露掌の勝利が決定的となった時期の日本に戻ってきた｡そして彼の興中会をはじめとする三つの革命組織の大同

団
結
に
成
功
し
'
同
年
八
月
二
十
日
,
東
京

･
赤
坂
に
於
て

｢
中
国
革
命
同
盟
会
｣
が
成
立
し
た
｡
こ
の
成
立
大
会
に
は
,
留
学
生

こ･つ二･つ

(当
時
在
日
支
那
学
生
は
八
千
人
)
の
居
な
い
甘
粛
省
を
除
く
支
那
十
七
省
の
代
表
者
数
百
名
が
列
席
加
盟
L
t
孫
文
を
首
領
に
'
黄
興
を

副
首
領
に
押
し
'
覚
の
綱
領
に
は
孫
文
の
三
民
主
義
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
｡

し
ん
が
い

そ
の
後
'
同
盟
会
の
指
導
し
た
挙
兵
は
い
づ
れ
も
失
敗
し
た
が
'
遂
に

l
九

二
年

草

亥

の

年
'
鉄
道
国
有
化
問
題
に
端
を
発
し
て

四
川
省
に
動
乱
が
起
こ
り
'
十
月
十
日
武
昌
に
於
て
革
命
軍
が
挙
兵
し
た
｡
｢
武
昌
起
義
｣
と
云
ふ
｡
滅
満
興
漢
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す

る
武
漢
革
命
の
嵐
は
瞬
く
間
に
全
国
を
蔽
ひ
尽
し
'

1
カ
月
を
出
で
ず
し
て
独
立
宣
言
を
発
す
る
も
の
十
余
省
の
多
き
に
達
し
た
｡

辛
亥
革
命
と
そ
の
後
の
混
乱

清
延
は
事
態
収
拾
を
'
河
南
に
追
放
中
の
衰
世
凱
に
依
頼
し
た
｡
し
ば
ら
-
形
成
観
望
の
後
'
表
は
北
京
に
入
っ
て
内
閣
を
組
織

L
t
財
力
と
兵
力
の
大
に
よ
っ
て
北
京
に
君
臨
し
た
｡
こ
の
間
'
武
昌
起
義
の
成
功
の
報
を
米
国
で
受
取
っ
た
孫
文
は
'
欧
洲
を
経
て

十
二
月
下
旬
帰
国
'
翌

一
九

二

1年

一
月

一
日
南
京
に
於
て
中
華
民
国
臨
時
大
総
統
に
就
任
'
又
こ
の
日
を
以
て
中
華
民
国
元
年

一
月

一
日
と
定
め
た
｡
や
が
て
孫

･
表
の
直
接
交
渉
で
'
表
は
共
和
制
に
賛
成
す
る
と
共
に
清
朝
を
退
位
せ
し
め
る
こ
と
に
同
意
､
孫
は
交

換
条
件
と
し
て
大
総
統
の
地
位
を
裏
に
譲
る
こ
と
､
及
び
清
皇
室
の
優
待
条
件
に
同
意
し
た
｡
こ
の
妥
協
の
結
果
'
二
月
十
二
日
遂
に

清
朝
第
十
二
世
の
宣
統
帝

新

鮮

(当
時
七
歳
)
の
退
位
と
な
り
,
大
酒
帝
国
は
太
祖

野

酢

斬

新

の
建
国

(
一
六
一
六
年
)
以
来
二
百
九
十

六
年
'
入
関

二

六
四
四
年
)
以
来
二
百
六
十
八
年
に
し
て
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
｡

か
く
し
て
蓑
は
北
京
で
臨
時
大
総
統
に
就
任
､
内
閣
を
組
織
L
t
政
局
の
中
心
を
南
京
か
ら
北
京
に
移
し
た
｡
革
命
派
は
宋
教
仁
統

率
の
下
に
国
民
党
を
組
織
L
t
表
に
対
す
る
議
会
闘
争
を
準
備
し
た
｡
翌
民
国
二
年

(
一
九
1
三
年
)
二
月
の
稔
選
挙
で
国
民
党
は
大

勝
し
た
が
'
蓑
は
武
力
に
よ
る
弾
圧
に
乗
出
し
'
先
づ
国
民
党
の
事
実
上
の
首
領
た
る
宋
教
仁
を
暗
殺
し
た
｡
又
四
月
に
第

一
次
国
会

が
召
集
さ
れ
た
が
'
裏
は
国
会
の
協
賛
を
経
ず
に
五
カ
国
借
款
団
よ
り
二
五

〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
巨
資
を
借
入
れ
た
た
め
'
蓑
と
議
会
は

決
定
的
に
対
立
'
表
は
武
力
を
背
景
に
国
民
党
切
崩
し
に
着
手
し
た
｡
か
く
て
は
国
民
党
も
南
支
に
拠
っ
て
討
蓑
の
兵
を
挙
げ
た
が
'
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勢
力
が
微
弱
で
忽
ち
敗
亡
し

(第
二
革
命
),
孫
文

･
黄
輿
は
日
本
に
,
-

衛
は
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
の
客
と
な
っ
た
｡
国
民
党
も
穿

五
裂
と
な
り
へ
多
-
の
同
志
が
続
々
と
日
本
に
集
ま
っ
た
｡
再
び
討
衰
運
動
を
展
開
す
べ
-
,
翌
民
国
三
年
七
月
,
孫
文
は
東
京
に
於

216

て

｢
中
国
草
命
党
｣
を
結
成
し
た
｡

民
国
等

=

九
一
五
年
)'
裏
の
帝
制
実
施
の
野
望
が
晋

に
な
る
や
,
先
づ
雲
南
に
討
裏
の
師
が
起
り
,
そ
の
勢
ひ
は
忽
ち
長
江

以
南
を
風
廓
し
た

(第
三
革
命
)｡
さ
し
も
の
表
も
帝
制
延
期
を
宣
言
す
る
の
や
む
な
き
に
至
り
,
翌
五
年
六
月
悶
々
の
裡
に
波
潤
重
畳

の
生
を
終

へ
た
の
で
あ
る
｡

だ

が

'
表
の
死
後
も
北
京
の
情
勢
は
些
か
も
改
善
さ
れ
ず
,
国
法
と
国
会
は
無
視
さ
れ
続
け
た

(
こ
の
間
,
垂

七
年
七
月
に
は
張

A-
へき

勲
に
よ

る

嘉

復

辞
運
動
が
あ
り
'
再
び
君
主
制
が
行
な
は
れ
た
が
･
こ
の
清
帝
復
辞
劇
は
僅
か
十
二
日
間
で
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
)｡
こ
の
様
な

情
勢
の
中
で
､
孫
文
と
革
命
派
は
広
東
に
集
ま
り
,
民
国
六
年

=

空

七
年
)
八
月
,
非
常
特
別
国
会
を
開
き
,
軍
政
府
組
警

議

決
し
て
孫
文
を
大
元
帥
に
選
出
し
,
護
法

(憲
法
擁
護
)
の
旗
印
の
下
に
第

這

広
東
政
府
が
成
立
し
た
.

こ
こ
に
南
北
両
政
府
は
は
っ
き
り
と
分
立
し
た
の
で
あ
る
が
､
諸
外
国
の
外
交
機
関
は
依
然
と
し
て
北
京
に
の
み
設
置
さ
れ
,
南
方

欝

に
は
歪

が
与

へ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
,
こ
の
南
方
政
-

北
京
政
管

同
じ
-
軍
閥

･
派
閥
が
入
り
乱
れ
て
暗
闘
を
続
け

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
辛
亥
革
命
後
の
支
那
共
和
国
の
姿
な
の
で
あ
っ
た
｡
明
治
天
皇
の
下
に
大
政
を
奉
還
し
,
三
百
年

･もと

の
幕
藩
体
制
を
終
慧

し
め
て
近
代
国
家
建
設
に
成
功
し
た
我
が
日
本
と
の
大
き
な
懸
隔
が
こ
こ
に
あ
っ
た
｡
革
命
と
は
名
ば
か
り
,

軍
閥
の
私
闘
と
混
乱
の
打
続
-
新
生
支
那
の
壊
乱
し
た
土
壌
こ
そ
､
や
が
て
共
産
主
義
が
成
長
し
て
ゆ
-
絶
好
の
温
床
と
な
っ
て
ゆ
く

の
は
必
然
の
運
命
な
の
で
あ
っ
た
｡

コ
ミ
ン
テ
ル
ン

(第
三
イ
ン
タ
⊥

の
結
成

ロ
シ
ア
革
命
で
出
現
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
の
異
常
な
る
性
格
は
,
他
国
欝

覆
滅
に
よ
っ
て
共
産
主
義
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
を
第

表

の
使
命
と
す
る
点
に
あ
り
,
我
国
を
は
じ
め
諸
国
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

･
ロ
シ
ア

(赤
露
)
を
危
険
視
し
た
の
も
こ
の
理
由
か
ら
だ
っ

た
｡
革
命
は
先
づ
ド
イ
ツ
に
波
及
し
,

-

八
年
十

一
月
十

盲

連
合
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
に
休
戦
条
約
が
結
ば
れ
る
や
'
十
二

月
,
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
を
基
礎
に
ド
イ
ツ
共
産
党
が
結
成
さ
れ
,
翌

-

九
年

一
月
,
ス
パ
～
タ
ク
ス
団
は
暴
動
を
起
し
た
が
'
指

導
者
の
カ
ー
ル

･
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
と
ロ
ー
ザ

･
～
ク
セ
ン
ブ
～
グ
は
惨
警

れ
,
共
産
革
命
の
企
て
は
全
-
失
敗
し
た

｡

し
か
し
な
が
ら
二

九

一
八
年
中
に
多
数
の
国
家
で
共
産
党
が
創
-

れ
,

完

一
九
年
三
月
,
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
各
国
共
産

党
と

社
会
党
左
派
の
代
書

大
会
は
,
レ
ー
ニ
ン
と
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
賃

議
に
従
っ
て
'
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
C

.mmu･

n
is二
m
ternation
a
-
略
称
コ
ミ
ン
テ
～
ン
C
om
ln-eln
(第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
～
と
も
云
ふ
)
を
創
っ
た
｡
レ
ー
ニ
ン
は
'

ボルシ

ェ
ビ
キ

の
指
導
の
下
に
ボ
～
シ
エ
ビ
キ
と
全
-
同

一
の
組
織

･
戦
略

･
若

を
も
っ
た
世
界
革
命
組
織
を
つ
-
り
上
げ
る
こ
と
を
考

へ

た
の
で
あ
っ
た
｡
レ
ー
ニ
ン
は
第
三
イ
ン
タ
ー
に
ボ
～
シ
エ
ビ
キ
と
仝
-
同

一
の
組
織
を
与
へ
,
単

蒜

領
を
採
用
せ
し
め
た
｡
そ
の

綱
領
は

一
九
二
〇
年
七
月
の
第
二
回
大
会
で
採
択
さ
れ
た
｡

第
三
イ
ン
タ
ー
に
加
盟
す
る
各
国
共
産
党
は
二
二

ヵ
条
の
綱
領
を
霊

す
る
こ
と
を
絶
対
的
な
必
要
条
件
と
さ
れ
'
特
に
暴
力
革

命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
は
不
可
欠
の
政
策
と
さ
れ
た

(第
一
粂
)0

1
切
の
改
良
主
義
,
中
央
派
'
換
言
す
れ
ば
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ

の
戦
略
と
戦
術
に
反
対
す
る
も
の
は
全
く
除
外
さ
れ

(帯
二
条
),
合
法
組
織
の
外
に
暴
力
革
命
に
債
へ
て
非
合
法
組
織
の
結
成
が
要
求

さ
れ
た

(第
三
条
)o
更
に
軍
隊
内
に
於
け
る
宣
伝

(第
-

,
農
民
の
獲
得
に
つ
い
て
規
定
し
た

(第
五
条
)｡

か
く
て
成
立
し
た
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
形
式
的
に
は
各
国
共
産
党
の
国
際
組
織
で
あ
っ
た
が
'
実
質
的
に
は
'
ボ
ル
シ
ェ

ビ
キ
の
指
導
と
制
圧
の
下
に
お
か
れ
,
ポ
～
シ
ュ
ビ
キ
は
第
三
イ
ン
タ
ー
を
通
し
て
各
国
共
産
党
を
自
己
の
支
部
と
す
る
こ
と
に
な
っ

た
｡
そ
の
明
ら
か
な
証
跡
と
し
て
綱
領
第
↑
六
条
は
次
の
如
-
云
ふ
｡
｢
各
国
共
産
党
は
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
～
の
大
会
及
び
中

央
執
行
委
員
会
の
一
切
の
決
-

無
条
件
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
各
国
共
産
党
員
は
,
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
の
反
革
命

と
干
渉
に
対
す
る
翠

を
,
献
身
的
に
支
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｣
(尾
上
正
男

ブ

ヴ
ィ
エ
ト
外
交
-

)｡
か
-
し
て
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ

は
,
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
と
第
三
イ
ン
タ
ー
と
い
ふ
全
-
表
裏

一
体
の
二
つ
の
組
織
,
二
つ
の
武
器
圭

に
'
世
界
赤
化
に
着
手
す
る
こ
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と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

ヵ
ラ
ハ
ン
宣
言

-
赤
い
微
笑
外
交

ド
イ
ツ
の
共
産
化
に

失
敗
し
た
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
が
目

を東方に転じた時､辛亥革命発展せず,また折も折,五･四運動の

嵐吹き
荒

れる
支
那
が

在った｡ソヴィエー共産主義者達は,共産革命の狙ひ嘉
に定めたのである｡支那に接近

Lt嘉を寵絡するためにソ連が用ゐた嘉は,第-
び第二次の所謂｢カラハン-｣と云ふ甘言であった

(カラハンは当時･ソヴィエト政府の外務人民委貞代理)｡

｢中国国民及び中国南北両政府に告ぐ
｡
-
･‥
労
農
政
-

｣
に
日
本
,
中
国
及
び
旧
同
盟
諸
国
と
結
ん
だ

一
切
の
秘
密
条

約の
無効蔓
と-
する｡･･････『ソ

ヴ
ィ
エ
ト
-

は
中
国
政
府
に
対
し

1
<
<
六
年
の
条
約
,

完

○

左

の
北
京

議
書並びに完〇七年から-
八年ま
で
に
日
本
と
結
ん
だ

1
切
の
協
約
を
廃
棄
す
る
-

を
以
て
協
議
に
人
ら
ん
こ
と

を求
むるものである｡･･･-我々がここに中

国
々
民
に
呼
び
か
け
る
わ
け
は

フ

ヴ
ィ
エ
ー
-

は
満
洲
そ
の
他
の
領
土
を

中国
から奪った-
』の政府の行な

っ
た
征
服
物

1
切
を
放
棄
し
た
こ
と
を
↑
分
中
国
人
に
理
解
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ

る｡
これら領土の住民は彼等が自国に於て採用せんとする政治形態のみならず､何れの国に所属することを欲す

るかも決宇べきである｡-
エー』政府は何らの補償も求めずして,東支鉄道,鉱山,森林,金鉱その他

亨
』の政府,-
ノスキー』の政府,『ホルワッ--
メノ7-
ルチャック-
の強要びロシ

ァの前室たち'商人,資本家が中国の国民から奪った物-
中国々民に返還する｡ブヴィエー雇
はま

た'完〇〇年の団匪の反乱に基づき中国の支払ふ賠償金を放棄する｡‥--国
々
民
に
し
て
ロ
シ
ア
国
民
の
例

に
至

ひ
､
自
由
の
身
と
な
り
,
か
つ
中
国
を
し
て
第
二
の
朝
鮮
ま
た
は
第
二
の
イ
ン
ド
た
ら
し
め
ん
と
す
る

言

イ
ユ
冒

集
っ
た
同
盟
諸
国
の
指
定
し
た
運
命
か
ら
脱
却
せ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
,
そ
の
自
由
の
た
め
に
奮
-

こ
と
に
対
し
て
は
ロ
シ
ア
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の
農
民
､
労
働
者
及
び
赤
軍
以
外
に
同
盟
国
と
な
り
'
同
盟
と
な
る
も
の
の
な
い
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
よ
っ
て

『
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
』
政
府
は
こ
こ
に
中
国
々
民
に
対
し
'
今
日
以
後
我
々
と
何
ら
か
の
公
式
の
関
係
を
樹
立
す
る
た
め
に
'
我
が
赤
軍
の
前
面
に

幾
人
か
の
代
表
を
送
ら
れ
ん
こ
と
を
提
議
す
る
も
の
で
あ
る
｣

対
支
友
好
を
誼
ひ
上
げ
た
こ
の
第

一
次
カ
ラ
ハ
ン
宣
言

(
1
九
1
九
年
七
月
二
十
五
日
)
は
､
ソ
連
が
ア
ジ
ア
で
試
み
た
最
初
の
微
笑

外
交
で
あ
っ
た
｡
阿
片
戦
争
以
来
八
十
年
の
間
'
列
強
の
強
圧
と
浸
食
を
受
け
続
け
て
き
た
支
那
国
民
に
と
っ
て
'
こ
の
一
片
の
カ
ラ

ハ
ン
宣
言
は
甘
美
な
福
音
の
如
-
聞
え
た
で
あ
ら
う
.
折
か
ら
支
那
竹
､
五

･
四
運
動
以
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
大
き
な
狂
潤

の
中
に
あ
っ
た
｡
ソ
連
の
甘
い
噴
き
と
巧
み
な
誘
ひ
が
'
火
に
油
を
注
ぐ
が
如
-
支
那
民
族
主
義
と
排
外
運
動
を
煽
り
'
支
那
国
民
の

親
ソ
感
情
を
燃
え
立
た
せ
た
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡

続
い
て
翌

一
九
二
〇
年
'
ソ
連
は
第
二
回
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
大
会

(七
月
)
で
世
界
赤
化
政
策
の
強
化
を
決
め
た
後
'
九
月
に
は
臆
面

も
な
-
第
二
次
カ
ラ

ハ
ン
宣
言
を
北
京
政
府
に
対
し
て
発
表
し
た
｡

そ
の
要
旨
は
次
の
通
り
｡

(
二

ロ
シ
ア
社
会
主
義
連
合

｢
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
｣
共
和
国
政
府
は
'
従
前
の
ロ
シ
ア
政
府
が
中
国
と
結
ん
だ

一
切
の
条
約
の
無
効
な
る

こ
と
を
宣
言
し
'
中
国
の
領
土
に
し
て
奪
取
し
た
も
の
全
部
並
び
に
中
国
に
於
け
る
ロ
シ
ア
の
居
留
地
全
部
を
廃
棄
L
t
そ
の
他

｢
ツ
ア
ー
｣
の
政
府
及
び
ロ
シ
ア
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
中
国
か
ら
強
奪
的
に
略
取
し
た

一
切
の
も
の
を
何
ら
の
補
償
な
-
t
か

つ
永
久
に
こ
れ
を
中
国
に
還
付
す
｡

(
二
)
中
国
に
在
住
す
る

一
切
の
ロ
シ
ア
市
民
は
中
国
共
和
国
の
領
土
内
に
行
な
は
る
る

一
切
の
法
律
及
び
規
則
に
服
従
し
'
治
外

法
権
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
な
し
｡
ロ
シ
ア
に
居
住
す
る
中
国
市
民
は

｢
ソ
ヴ
ィ
エ
･L
｣
共
和
国
内
の
領
土
に
行
な
は
る
る

一

切
の
法
律
及
び
規
則
に
服
従
す
る
も
の
と
す
｡

(≡
)
中
ソ
両
国
政
府
は
東
支
鉄
道
の
運
行
に
関
L
t
｢
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
｣
共
和
国
の
必
要
を
適
当
に
尊
重
し
て
特
別
条
約
を
結
ぶ
こ
と

に
同
意
す
｡
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欺
晴
だ
っ
た
宣
言

こ
の
二
度
に
わ
た
る
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
は
〟

糖
衣
を
ま
と
っ
た
毒
薬
″

で
し
か
な
か
っ
た
｡
例
へ
ば
'
第

一
次
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
の
云
ふ

｢東
支
鉄
道
の
無
償
返
還
｣
は
第
二
次
宣
言
で
は
早
-
も
引
込
め
ら
れ

'

｢
ソ
連
の
必
要
を
尊
重
し
て
特
別
条
約
を
結
ぶ
｣
と
書
き
か
へ

アイグ
ン

ら
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
育
三
口
の
最
も
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
領
土
問
題
を
見
る
に
'
帝
政
ロ
シ
ア
が
か
つ
て

愛

嘩

条

約

二

八
五
八
年
)へ
北
京
条
約

二

八
六
〇
年
)
で
武
力
を
背
景
に
支
那
か
ら
奪
取
し
た
広
大
な
ア
ム
ー
ル
地
方
と
沿
海
州
を
'
ソ
連
は
今

日
に
至
る
ま
で

一
平
方
セ
ン
チ
も
返
還
し
て
ゐ
な
い
｡

ま
た
東
支
鉄
道
に
至
っ
て
は
'

一
九
三
五
年

(昭
和
十
年
)､
ソ
連
は
こ
れ
を
清
洲
国
に
譲
渡
し
た
｡
そ
の
後
､
第
二
次
大
戦
末
期
'

ヤ
ル
タ
の
秘
密
協
定
に
於
て
'
｢東
清

(=
東
支
)
鉄
道
及
び
大
連
に
出
口
を
提
供
す
る
南
満
洲
鉄
道
は
'
中
ソ
合
弁
会
社
を
設
立
し
て

共
同
に
運
営
す
る
｡
但
し
'
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
優
先
的
利
益
は
保
障
し
｣
云
々
と
し
て
'
東
支
鉄
道
の
み
な
ら
ず
南
満
洲
鉄
道
に
つ

い
て
ま
で
再
び
特
権
を
要
求
し
た
｡
因
に
'
ヤ
ル
タ
密
約
の
中
で
ソ
連
は
'
海
軍
基
地
と
し
て
の
旅
順
口
の
租
借
権
の
回
復
も
要
求
し

た
の
で
あ
る
｡
も
し
連
合
国
の
対
日
戦
争
が
'
支
那
の
主
権
を
守
る
た
め
の
正
義
の
戦
ひ
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
支
那
に
於
け
る

ソ
連
の
特
権
と
領
土
租
借
権
の
回
復
を
約
し
た
ヤ
ル
タ
の
密
約
は
'
そ
の
戦
争
の
意
味
と
正
当
性
を
ゼ
ロ
に
し
た
と
云
つ
て
よ
い
だ
ら

う
｡
否
'
そ
も
そ
も
'
対
日
戦
争
が
､
は
じ
め
か
ら
明
確
な
国
際
正
義
に
立
脚
し
た
戦
ひ
で
は
な
か
つ
た
が
故
に
'
上
の
如
き
戦
争
目

的
の
転
倒
と
矛
盾
が
終
局
に
於
て
露
呈
し
た
と
云
ふ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡

と
も
か
-
､
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
は
'
友
好
の
ゼ
ス
チ
ュ
ア
に
よ
っ
て
支
那
の
対
露
不
信
を
取
り
除
き
'
や
が
て
仝
支
那
を
赤
化
す
る
た

め
の
欺
肺
に
み
ち
た
手
口
で
し
か
な
か
っ
た
｡
支
那
の
一
部
指
導
者
'
探
き
思
慮
を
欠
い
た
知
識
人
と
学
生
達
が
こ
れ
を
盲
信
歓
迎

L
t
急
速
に
ソ
連
に
傾
倒
L
t
や
が
て
自
分
の
国
の
共
産
化
を
許
し
て
ゆ
-
様
は
'
そ
の
後
の
支
那
と
極
東
の
歴
史
を
知
る
者
の
胸

もよ
わ

に
'
限
り
も
な
く
深
い
悲
哀
の
感
を

催

さ

ず
に
は
居
な
い
の
で
あ
る
｡
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ソ
連
の
支
那
共
産
化
工
作
は
着
々
と
進
み
,

一
九
…

年
七
月
,
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
於
て
中
国
共
産
党
の
成
立
大
会
で
あ
る
第

哀

全
国
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
｡
出
席
者
は
七
地
区
代
表
↑
三
名
で
あ
っ
た
｡
尤
も
当
時
の
-

全
部
で
三
十
余
人
'

一
説
で
は

六
十
余
人
に
す
ぎ
ず
,
｢
代
表
大
会
｣
と
は
い
へ
,
支
那
国
民
か
ら
は
仝
-
疎
外
さ
れ
た
少
数
グ
～
-
プ
の
密
会
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

代
表
に
は
李
達

(上
海
),
陳
公
博

(広
東
),
董
必
武

(武
漢
),
毛
沢
東

(湖
南
),
周
仏
海

(在
日
本
代
表
)
な
ど
が
名
を
連
ね
'
張
国

薫

(北
京
)
が
大
会
-

で
あ
っ
た
｡
コ
ミ
ン
テ
～
ン
代
表
と
し
て
マ
ー
リ
ン
と
ポ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
が
出
席
,
意
の
讐

大
会
を

〟指

導
″
し
た
･
か
-
し
て
中
国
共
産
党

(中
共
)
が
成
立
,
第
三
イ
ン

-
ナ
シ
ョ
ナ
～
に
加
盟
し
た
O

等

L節

第

1
次
国
共
合
作

赤
琴

孫
文
へ
接
近
す

そ
の
年
の
十
二
月
,
コ
ミ
ン
テ
～
ン
は

アジア間等門家であるオランダ人マーリンをして孫文と接触せ
し

め

た

｡

ネヅプ

､L.皇)斤至年女幕NEPを例にあげて｢ソ連
は

別

)

そ
の
年
の
十
二
月
'
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は

7,ン7iii晃.PrP至.̀.

ネップ

リンは孫文の共産主義に対する警戒↓を宥和せんとして,ソ連の新経済政策NEPを例にあげて｢ソ連
は

別

に

共

産

主義を実行してをらず,新しい経済政策をとることに改めた｣と語ってソ連の政策の柔軟性を力説した｡孫文は
マ

ーリンの言葉をその-
ソ連の新経済政策に大きな興味を寄せた｡新経済

政

策が,彼の民生主義に著し

壷

▲王ま

し
て
ゐ
る
と
の
印
象
と
安
心
感
を
孫
文
に
与
へ
た
こ
と
は
,
そ

の結
果

か

ら

見て,極
め
て
重

大
な

ことであった｡

孫
文
と
マ
ー
リ
ン
或
い
は
共
産
主
著

と
の
間
の
決
定
的
な
世
界
観

の

相

違
を
示
す
話
が
残

っ
て
ゐる
｡

マ
ー
リ
ン
が

｢あ
な
た
は
何
の
た
め
に
革
命
を
行
な
ふ
の
で
す
か
｣
と
尋
ね
る
と
,
孫
文
が

｢人
を愛
す
る
が
故
に
革
命
を
す
る
の

マ

-
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