
幣
原
外
交
終
る

南
京
事
件
'
続
い
て
漠
口
事
件
が
発
生
す
る
と
'
幣
原
外
交
を
非
難
す
る
世
論
が
急
速
に
高
ま
っ
た
｡
当
時
'
最
も
進
歩
的
と
さ
れ

た
朝
日
新
聞
で
さ
へ
'
政
府
の
居
留
民
保
護
対
策
が
充
分
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
'
｢
吾
人
は
支
那
に
対
し
て
反
省
を
警
告
す
る
と
共

に
'
な
す
べ
き
を
な
さ
ず
'
尽
す
べ
き
を
尽
さ
ず
し
て
､
尚
か
つ

『
時
局
を
慎
重
に
注
視
す
る
』
幣
原
外
相
に
対
し
て
も
そ
の
反
省
を

警
告
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
い
ふ
幣
原
批
判
の
社
説
を
掲
載
し
た

(四
月
五
日
)｡
南
京
及
び
漢
口
事
件
に
つ
い
て
は
'
各
新
聞

と
も
激
烈
な
言
葉
で
幣
原
の
無
為
を
論
難
し
た
の
で
あ
る
｡

ゎ
か
つき

し
じ
ゆ
ん

若

槻

内

閣
は
四
月
十
三
日
､
台
湾
銀
行
救
済
の
緊
急
勅
命
の
発
布
を
は
か
り
'
枢
密
院
に

諮

諌

し

た
が
'
枢
密
院
本
会
議

(四
月
十

七
日
)
で
対
支
外
交
に
於
け
る
失
政
を
批
判
さ
れ
'
緊
急
勅
令
案
も
憲
法
違
反
と
し
て
否
決
さ
れ
た
｡
こ
こ
に
於
て
若
槻
内
閣
は
即
日

総
辞
職
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
枢
密
院
の
反
対
は
憲
法
上
の
理
由
は
表
面
だ
け
で
'
実
は
軟
弱
外
交
の
政
府
を
倒
す
の
が
目
的
で

一

致
し
て
緊
急
勅
令
案
を
否
決
し
た
の
だ
と
云
は
れ
る
｡
次
期
内
閣
組
織
の
大
命
は
政
友
会
総
裁
田
中
義

一
(陸
軍
大
将
)
に
下
っ
た
｡

共
産
主
義
へ
の
楽
観

幣
原
に
つ
い
て
の
小
伝
を
書
い
た
宇
治
田
直
義
は
幣
原
と
そ
の
外
交
を
次
の
や
う
に
評
し
て
ゐ
る

(甫

原
喜
重
郎
｣
)0

｢
幣
原
の
対
支
外
交
は
'
国
民
革
命
軍
の
本
質
が
共
産
化
し
た
こ
と
を
考
慮
せ
ず
､
相
変
ら
ず
同
情
と
寛
容
の
精
神
を
以
て
こ
れ
に

臨
ん
だ
｡
従
っ
て
上
海
事
件
'
南
京
事
件
'
漠
口
事
件
な
ど
の
処
理
に
対
し
'
幣
原
外
相
は
不
干
渉
主
義
の
建
前
よ
り
殆
ど
無
抵
抗

主
義
に
近
い
態
度
を
と
っ
た
｡
そ
れ
が
た
め
に
'
わ
が
政
界
上
層
部
や
軍
部
に
於
て
は
非
常
な
不
安
と
不
満
を
感
じ
'
『幣
原
外
交
』

に
対
し
て
そ
の
信
頼
感
を
低
下
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡
-
-

『幣
原
外
交
』
の
理
念
は
'
お
よ
そ
外
交
や
国
際
間
題
に
興
味
を
持
つ
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者
に
と
つ
て
は
同
調
賞
讃
さ
れ
る
け
れ
ど
も
,
幣
原
の
支
那
共
産
党
論
だ
け
は
'
ど
う
ひ
い
き
目
に
見
て
も
全
然
同
意
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
,
そ
の
後
の
経
過
は
､
我
が
日
本
に
は
勿
論
,
幣
原
自
身
に
と
っ
て
も
決
し
て
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か

っ
た
｡
の
ち
に
彼
が
第
二
次
若
槻
内
閣
の
外
相
と
な
り
,
国
民
党
の
革
命
外
交
と
対
処
し
て
遂
に
そ
の
素
志
を
達
成
で
き
な
か
っ
た

の
も
､
実
は
こ
の
共
産
党
に
対
す
る
研
究
不
足
に
基
因
す
る
も
の
が
少
な
-
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
'
確
か
に
こ
の
見
解
は
幣
原

に
と
っ
て

壷

の
ミ
ス
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
｡
然
ら
ば
幣
原
外
交
の
欠
点
は
そ
れ
だ
け
か
と
い
ふ
と
へ
い
ま

一
つ
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
幣
原
は
自
ら
の
識
見
を
過
信
し
た
結
果
,
余
り
に
も
､
原
理
原
則
を
宣
揚
す
る
に
急
で
実

際
問
題
を
閑
却
し
た
嫌
ひ
が
あ
っ
た
こ
と
と
､
彼
の
性
格
が
非
常
に
理
想
主
義
的
な
独
断
家
で
あ
っ
た
た
め
'
時
代
の
真
相
や
国
民

感
情
の
動
向
を
看
取
し
て
臨
機
応
変
の
措
置
を
と
る
と
い
ふ
政
治
的
セ
ン
ス
に
欠
け
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
彼
自
身
の

主
義
主
張
を
時
勢
の
要
求
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
-
か
,
自
信
が
強
す
ぎ
た
結
果
'
必
要
以
上
に
時
代
の
傾
向
に
挑

戟
し
,
反
対
の
潮
流
を
激
化
さ
せ
る
と
い
ふ
風
が
多
分
に
あ
っ
た
｡
こ
れ
は

『幣
原
外
交
』
を
推
進
す
る
に
当
っ
て
'
事
実
上
非
常

な
欠
陥
と
な
っ
た
-
-
｣

て
つ
け
つ

寸
言
,
幣
原
の
人
物
と
外
交
の
問
題
点
を
鋭
-

別

挟

し

た
名
論
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
｡

第
三
節

田
中
外
交
の
北
伐
対
応

第

一
次
山
東
出
兵

田
中

(義
一
)
内
閣
は
昭
和
二
年

(
完

二
七
年
)
四
月
二
十
日
発
足
し
た
｡
外
相
は
首
相
が
兼
摂
し
た
｡
田
中
首
相
は
四
月
二
十
二
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日
'
施
政
方
針
を
内
外
に
声
明
し
た
が
'
そ
れ
は
'
支
那
に
対
す
る
同
情
と
援
助
の
用
意
が
あ
る
こ
と
,
た
だ
し
支
那
国
民
の
要
望
の

実
現
に
は
順
序
と
方
法
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
'
特
に
支
那
共
産
党
の
動
向
に
つ
い
て
日
本
は
無
関
心
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
,
そ
し
て
必
要

な
ら
ば
列
強
と
協
調
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
'
世
界
平
和
の
た
め
に
尽
力
せ
ん
と
結
ん
で
ゐ
た
｡
こ
の
施
政
方
針
は
,
共
産
主
義

へ
の
関

心
の
表
明
を
除
い
て
は
幣
原
外
交
の
基
本
理
念
と
さ
ほ
ど
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
0

田
中
内
閣
の
出
現
に
よ
っ
て
日
本
の
対
支
政
策
が
変
は
る
の
で
は
な
い
か
,
と
の
期
待
あ
る
い
は
懸
念
が
内
外
に
抱
か
れ
た
の
で
あ

る
が
'
｢
-

少
な
-
と
も
田
中
外
相
就
任
以
後

一
ケ
月
の
あ
い
だ
は
,
幣
原
外
交
,
田
中
外
交
の
相
違
は
僅
少
だ
っ
た
｡
こ
れ
は
両

者
が
日
中
協
調
に
よ
る
新
外
交
体
制
の
樹
立
と
い
ふ
イ
メ
ー
ジ
姦

想
と
し
て
抱
い
て
ゐ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
中
国
過
激
派
の
存

在
は
こ
の
理
想
を
は
ば
む
も
の
だ
つ
た
か
ら
'
幣
原
,
田
中
と
も
穏
健
派
を
支
持
す
る
方
針
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が

ら
'
こ
れ
以
後
に
お
け
る
田
中
外
交
は
い
さ
さ
か
幣
原
外
交
と
は
趣
を
異
に
し
て
-
る
O
そ
の

完

原
因
は
中
国
内
の
情
勢
の
変
転
で

あ
っ
た
｣
(入
江
前
掲
書
)

正
し
く

こ
こ
で
入
江
氏
が
指
摘
す
る
が
如
く

田
中
の
施
政
方
針
に
嘘
は
な
か
つ
た
と
云
へ
る
｡
支
那
へ
の
同
情
と
援
助
の
気
持

も
､
世
界
平
和
実
現
へ
の
念
願
も
'
す
べ
て
田
中
の
偽
ら
ぬ
気
持
で
あ
っ
た
｡
彼
の
言
動
と
施
策
が
そ
れ
を
証
拠
立
て
て
ゐ
る
｡
だ

が
'
現
実
の
支
那
情
勢
は
'
田
中
の
希
望
や
理
想
に
は
お
構
ひ
な
く

冷
酷
無
残
に
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡

か
ん

さ
て
こ
の
間
に
も
隣
邦
支
那
の
南
北
抗
争
は
益
々
激
甚
と
な
り
'
特
に
蒋
軍
の
破
竹
の
勢
の
北
上
に
対
し
て
,
北
軍
は
形
勢
日
に
悪

化
し
'
退
却
に
退
却
を
続
け
た
｡

当
時
田
中
首
相
は
'
蒋
軍
が
武
漢
共
産
派
打
倒
の
た
め
軍
を
進
め
る
上
か
ら
,
南
北
妥
協
の
余
地
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か

と
の
希
望
的
意
見
も
持
っ
た
が
山
東
軍
が
津
浦
沿
線
で
敗
れ
'
奉
天
軍
も
京
漢
線
で
大
敗
し
て
済
南
,
京
津
方
面
に
危
機
が
迫
る
と
,

居
留
民
保
護
の
た
め
の
出
兵
は
避
け
ら
れ
な
い
問
題
と
な
っ
た
｡

因
に
当
時
の
在
留
邦
人
は
'
済
南
二
千
二
百
三
十
三
名
,
天
津
六
千
七
百
四
↑
六
名
,
北
京
千
五
百
八
十
六
名
,
青
島

一
万
三
千
六

百
二
十

一
名
で
大
約
二
万
四
千
名
'
投
資
総
額
も
約
二
億
円
に
達
し
て
ゐ
た
｡
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か
く
し
て
我
が
政
府
は
'
居
留
民
へ
の
危
険
が
去
っ
た
時
に
は
直
ち
に
撤
兵
す
る
旨
皇

戸
明
す
る
と
共
に
'
旅
順
に
在
る
第
十
師
団

管
下
の
歩
兵
第
三
十
三
旅
団

(四
個
大
隊
)
約
二
千
名
は
五
月
三
↑
日
大
連
を
発
L
t
六
月

二
日
青
島
に
上
陸
し
た
｡
第

一
次
山
東
出

兵
で
あ
る
｡

日
本
の
出
兵
に
対
し
て
,
北
京
政
府
'
武
漢
政
府
､
南
京
政
府
は
夫
々
厳
重
な
抗
議
を
発
し
た
が
､
皮
肉
な
こ
と
に
'
山
東

一
帯
の

た
いしよ

支
那
人
民
は
日
本
進
駐
に
よ
っ
て
兵
禍
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
'
日
本
の
出
兵
を
歓
迎
L
へ
こ
れ
と

対

蹟

的

に
'
山
東
か
ら
遠

く
離
れ
た
南
支
の
長
江
筋
で
南
京
政
府
指
導
下
に
日
貨
排
斥
運
動
が
盛
ん
に
行
な
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
,
北
京
,
南
京
,
漠
口
三
政
府
か
ら
抗
議
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
き
'
自
由
主
義
的
な
外
交
評
論
家
と
し
て
著
名
な
清
沢

例
は

｢
こ
れ
等
の
政
府
か
ら
の
抗
議
は
'
い
づ
れ
も
日
本
の
出
兵
が
支
那
の
主
権
を
侵
し
'
国
際
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
極

き
よ
し

説
し
て
ゐ
る
o
わ
れ
等
は
当
時
同
じ
事
件
に
対
し
'
同
じ
国
か
ら

l
緒
に
三
つ
の
抗
議
を
発
し
得
る
国
に
'
侵
し
得
べ
き
主
権
が
何
処

に
あ
る
か
を
思
ふ
て
自
ら
迷
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
-
-
由

際
法
と
い
ふ
も
の
は

一
国
に
三
つ
の
正
当
政
府
を
主
張
す
る
機
関
の
あ

る
国
を
前
提
と
し
て
出
来
あ
が
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
｡
外
交
的
論
争
に
馴
れ
な
い
わ
れ
等
の
頭
は
'
完
全
に
迷
宮
に
入
る
の
を
如

I.1[

何
と
も
す
る
を
得
な
か
っ
た
｣
と

冒

央
公
論
』
(昭
和
二
年
七
月
号
)
誌
上
で
述
べ
た
が
'
蓋
し
軍
閥
と
共
産
党
が
相
乱
れ
て
覇
権
を

争
ひ
,
責
任
あ
る
統

一
政
府
な
き
支
那
の
異
常
事
態
を
慨
嘆
し
た
言
葉
と
受
取
れ
よ
う
｡
支
那
は
実
に
'
国
際
法
適
用
の
対
象
に
す
ら

な
り
得
ぬ
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

我
軍
出
兵
後
の
山
東
省
の
状
況
は
ど
う
か
と
云
へ
ば
､
七
月
末
か
ら
八
月
初
め
に
か
け
て
蒋
介
石
の
国
民
革
命
軍
が
北
軍
に
大
敗
し

おも
かげ

た
た
め
,
以
来
薄
の
地
位
は
昔
日
の

悌

な
く

遂
に
八
月
十
四
日
下
野
を
宣
J
た
た
め
北
伐
は
中
断
さ
れ
'
従
っ
て
山
東
方
面
の
危

機
も
解
消
し
た
｡

こ
の
や
う
な
状
況
か
ら
我
国
は
も
は
や
駐
兵
の
必
要
は
な
-
な
っ
た
も
の
と
判
断
し
､
出
兵
の
際
の
声
明
通
り
派
遣
部
隊
は
九
月
上

旬
,
撤
兵
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
我
国
の
行
な
っ
た
こ
の
速
や
か
な
撤
兵
に
つ
い
て
は
'
賛
辞
が
寄
せ
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
｡
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支
那
も
歓
迎
し
た
東
方
会
議

田
中
は
組
閣
に
当
り
'
陛
下
よ
り
外
交
に
は
特
に
慎
重
熟
慮
す
る
や
う
に
と
の
御
言
葉
を
賜
は
つ
た
こ
と
も
あ
つ
て
か
,
自
ら
外
相

を
兼
摂
す
る
と
共
に
'
中
央
と
現
地
が

一
体
と
な
っ
て
根
本
的
対
支
政
策
を
確
立
す
べ
も

現
地
官
憲
の
代
表
者
を
東
京
に
召
集
し

て
'

一
大
連
絡
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
｡
こ
れ
が
東
方
会
議
で
あ
る
｡

幣
原
外
交
の
挫
折
し
た
あ
と
国
政
を
担
当
し
た
田
中
と
し
て
,
対
支
外
交
の
根
本
を
実
状
に
即
し
て
再
検
討
し
,
策
定
す
る
た
め
,

こ
の
や
う
な
会
議
を
開
催
し
た
の
は
当
然
の
責
務
で
あ
り
'
そ
の
迅
速
果
断
な
措
置
は
賞
譲
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡

会
議
は
六
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
開
か
れ
た
｡
出
席
者
は
政
府
側
か
ら
は
田
中
兼
摂
外
務
大
臣
､
森

(惰
)
外
務
政
務
次

官
へ
出
潮
外
務
次
官
の
他
外
務
省
関
係
五
名
｡
畑
陸
軍
次
官
他
陸
軍
関
係
三
名
｡
大
角
海
軍
次
官
他
海
軍
関
係
二
名
｡
現
地
側
か
ら
は

芳
沢
駐
支
公
使
､
吉
田

(茂
)
奉
天
総
領
事
'
高
尾
漠
口
総
領
事
,
矢
田
上
海
総
領
事
,
児
玉
関
東
庁
長
官
,
武
藤
関
東
軍
司
令
官
,

浅
利
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
長
な
ど
で
あ
っ
た
｡

本
会
議
は
前
後
五
回
開
催
せ
ら
れ
'
現
地
側
と
中
央
側
よ
-
支
那
各
地
の
政
情
に
関
す
る
報
告
や
意
見
の
開
陳
が
な
さ
れ
た
の
ち
,

満
蒙
問
題
'
長
江

嘉

の
我
が
経
済
復
興
'
引
揚
居
留
民
救
済
策
,
日
支
通
商
条
約
の
改
訂
及
び
現
行
条
約
違
反
等
々
の
諸
問
題
が
審

議
さ
れ
た
｡
そ
し
て
会
議
最
終
日
の
七
月
七
日
'
田
中
兼
摂
外
相
よ
り
､
｢
対
支
政
策
綱
領
｣
が
訓
示
さ
れ
る
と
共
に
,
直
ち
に
内
外

に
声
明
発
表
さ
れ
た
｡
そ
の
骨
子
は
次
の
如
-
で
あ
る
｡

(
1
)
支
那
の
内
乱
に
つ
い
て
は

1
党

一
派
に
偏
せ
ず
'
民
意
を
尊
重
す
る
o

(
二
)
支
那
の
穏
健
分
子
の
正
当
な
国
民
的
要
望
に
対
し
て
は
満
腔
の
同
情
を
以
て
協
力
す
る
｡

(
三
)
支
那
の
各
政
権
に
対
す
る
日
本
政
府
の
態
度
は
仝
-
同
様
な
る
べ
き
も
の
で
あ
へ

共
同
の
政
府
成
立
の
気
運
が
起
る
場
合

は
こ
れ
を
歓
迎
L
t
統

一
政
府
と
し
て
の
発
達
を
助
成
す
る
｡
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(
四
)
支
那
に
於
け
る
我
国
の
権
益
並
び
に
在
留
邦
人
の
生
命
財
産
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
る
賢

が
あ
る
場
合
は
'
必
要
に
応
じ
断

乎
と
し
て
自
衛
措
置
を
と
る
｡

(
五
)
満
蒙
殊
に
東
三
省

(満
洲
を
指
す
)
は
国
防
及
び
国
民
的
生
存
の
1
か
ら
重
大
利
害
が
あ
る
た
め
'
我
国
と
し
て
は
特
殊
の
考

量
を
要
し
,
ま
た
同
地
方
を
内
外
人
安
住
の
地
た
ら
し
む
る
こ
と
は
隣
邦
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
｡
門
戸
開
放

･
機
会
均
等
主
義

に
よ
り
満
蒙
で
の
内
外
人
の
経
済
活
動
を
促
進
さ
せ
る
｡

(六
)
東
三
省
有
力
者
で
,
満
蒙
に
於
け
る
我
が
特
殊
地
位
を
尊
重
し
,
真
面
目
に
満
蒙
の
政
情
安
定
の
方
途
を
講
ず
る
者
は
'
こ

れ
を
支
持
す
る
｡

(七
)
万

1
,
動
乱
満
蒙
に
波
及
し
､
同
地
方
に
於
け
る
我
国
の
特
殊
権
益
が
侵
害
さ
れ
る
虞
れ
あ
る
場
合
は
､
そ
の
何
れ
の
方
面

よ
り
来
る
を
問
は
ず
,
こ
れ
を
防
護
し
,
内
外
人
安
住
発
展
の
地
と
し
て
保
持
さ
れ
る
や
う
'
機
を
逸
せ
ず
適
当
の
措
置
に
出
る

の
覚
悟
あ
る
を
要
す
る
｡

右
の
綱
領
に
つ
い
て
の
森

(格
)
政
務
次
官
の
説
明
に
よ
れ
ば
,
例
へ
ば
第
五
項
に
つ
い
て
'
日
本
は
満
蒙
に
於
て
閉
鎖
主
義
を
採

る
の
で
は
な
-

｢
む
し
ろ
満
蒙
に
於
て
門
戸
開
放

･
機
会
均
等
主
義
に
よ
り
外
国
人
を
歓
迎
す
べ
-
､
英
米
仏
は
勿
論
'
ロ
シ
ア
人
を

し
て
も
こ
の
地
に
投
資
せ
し
め
て
差
支

へ
な
し
と
思
考
す
｡
要
す
る
に
,
満
蒙
を
支
那
全
土
中
最
も
安
住
の
地
た
ら
し
め
た
く

最
近

しよ･つよ･つ

自
分
は
露
国
大
使
に
対
し
シ
ベ
リ
ア
に
も
右
主
義
の
適
用
を
懲
漁
し
た
る
次
第
に
て
云
々
｣
と
述
べ
て
ゐ
る
.
日
本
は
満
蒙
に
対
し
て

排
他
的
地
位
を
主
張
す
る
の
で
な
く

反
対
に
､
満
-

ソ
連
に
対
し
て
さ
へ
開
放
し
て
差
支

へ
な
し
と
迄
云
ひ
切
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

り
へ
極
め
て
注
目
す
べ
き
見
解
と
云
へ
る
｡

更
に
第
六
項
の

｢
三
省
有
力
者
の
支
持
｣
に
つ
い
て
は

｢張
作
霧
に
し
て
東
三
省
に
帰
り
保
境
安
民
を
行
ふ
に
於
て
は
こ
れ
を
支
持

す
る
こ
と
も
と
よ
り
可
な
り
｡
ま
た
他
の
者
が
東
三
省
を
治
め
,
そ
れ
が
わ
が
主
義
方
針
に
合
す
る
に
於
て
は
'
吾
人
は
こ
れ
を
支
持

す
べ
し
｡
要
す
る
に
本
文
は
張
作
森
援
助
の
意
味
に
も
あ
ら
ず
,
ま
た
張
を
排
斥
す
る
意
味
に
も
あ
ら
ず
｡
吾
人
は
独
自
の
立
場
を
持

し
て
行
動
す
る
の
趣
旨
な
-
｣
と
｡
即
ち
東
三
省
の
統
治
者
は
,
日
本
と

｢
同
様
の
考
へ
を
以
て
経
済
的
発
展
を
計
り
､
秩
序
を
維
持
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な
ん
ぴ
と

L
t
政
情
の
安
定
を
期
し
'
機
会
均
等
主
義
を
現
実
に
実
行
す
る
も
の
｣
で
あ
れ
ば
'
何

人

を

間
は
ず
歓
迎
L
t
支
持
す
る
と
の
不
偏

不
党
の
立
場
を
表
明
し
て
ゐ
る
｡

以
上
が
東
方
会
議
の
結
論
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
支
那
本
土
に
関
し
て
は
幣
原
の
方
策
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
云
へ

よ
う
｡
支
那
の
民
意
を
尊
重
し
'
国
民
的
要
望
に
満
腔
の
同
情
を
も
ち
'
穏
健
分
子
を
支
持
し
､
統

一
政
府
の
発
達
を
助
成
す
る
と
い

ふ
基
本
方
針
は
､
幣
原
外
交
の
姿
勢
を

一
歩
も
超
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
｢対
支
政
策
綱
領
｣
の
後
段
に
'
共
産
分
子
に
よ

る
我
が
在
支
権
益
や
居
留
民
の
生
命
財
産
の
侵
害
に
は
断
乎
自
衛
措
置
を
と
る
こ
と
､
動
乱
満
蒙
に
波
及
し
て
我
が
特
殊
地
位
権
益
が

脅
か
さ
れ
た
時
に
は
'
機
を
逸
せ
ず
こ
れ
を
防
護
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
点
は
'
確
か
に
幣
原
の
消
極
無
為
の
政
策
と
異
な
る

も
の
で
'
｢
田
中
積
極
外
交
｣
な
る
名
称
も
'
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

だ
が
､
こ
の
在
支
権
益
自
衛
論
や
満
蒙
特
殊
地
域
論
も
'幣
原
外
交
時
代
に
無
為
と
消
極
が
如
何
な
る
惨
害
を
我
が
在
支
権
益
や
居

留
民
の
安
全
の
上
に
も
た
ら
し
た
か
を
反
省
す
る
時
'
起
り
得
べ
-
し
て
起
っ
て
来
た
主
張
な
の
で
あ
っ
た
｡
決
し
て
幣
原
外
交
か
ら

隔
絶
し
た

｢積
極
｣
的
新
政
策
が
唐
突
に
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

東
方
会
議
終
了
後
'
芳
沢
公
使
は
北
京
帰
任
前
'
南
京
に
立
寄
っ
た
｡
彼
は
国
民
党
の
南
京
奪
取
後
'
当
地
を
訪
れ
た
最
初
の
外
国

公
使
で
あ
り
'
外
交
部
や
総
司
令
部
に
大
歓
迎
さ
れ
た
｡
胡
漢
民
は
歓
迎
の
辞
の
中
で
'
東
方
会
議
の
精
神
は
国
民
政
府
に
対
し
同
情

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
述
べ
'
蒋
介
石
も
同
様
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
な
っ
た
の
で
あ
り
'
東
方
会
議
の
方
針
が
支
那
に
と

っ
て
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
｡

そ
れ
故
'
我
国
の
歴
史
教
科
書
に
共
通
す
る
次
の
や
う
な
山
東
出
兵
や
東
方
会
議
に
つ
い
て
の
記
述
が
'
い
か
に
歴
史
の
事
実
と
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
す
ま
い
｡

｢
1
九
二
七

(昭
和
二
)
年
四
月
'
蒋
介
石
の
ひ
き
い
る
中
国
国
民
党
が
南
京
に
国
民
政
府
を
樹
立
L
t
北
方
軍
閥
を
打
倒
し
て
中

国
を
統

1
す
る
た
め
の
軍
事
行
動

(北
伐
)
を
強
化
し
た
｡
中
国
の
統

1
に
よ
っ
て
満
蒙
の
権
益
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
た
田
中
内

閣
は
'
山
東
省
の
在
留
日
本
人
の
保
護
を
名
目
に
山
東
出
兵
を
お
こ
な
い
'
北
伐
へ
の
武
力
干
渉
を
-
わ
だ
て
る
と
と
も
に
'
東
方
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会
警

開
い
て
強
硬
外
交
の
方
針
を
決
定
し
た
｣
(東
京
書
籍

『改
訂
日
本
史
…

成
元
年
二
月
発
行
)

第
四
節

怪
文
書
〟

田
中
上
奏
文
″

･

歴
史
的
資
料
″
に
な
り
お
ほ
す

東
方
会
警

め
ぐ
っ
て

一
つ
の
怪
文
書
が
ひ
ろ
-
-

さ
れ
,
大
東
亜
戟
争
後
の
東
京
裁
判
に
ま
で
登
場
し
た
の
で
付
言
し
て
お

く
｡
そ
れ
は
東
方
会
議
の
議
決
に
基
づ
い
て
田
中
首
相
が
天
皇
に
密
奏
し
た
と
云
は
れ
る

｢
上
奏
文
｣
で

｢
田
中
上
奏
文
｣
｢
田
中
メ

モ
リ
ア
ル
｣
｢
田
中
摺
奏
｣
な
ど
種
々
に
呼
ば
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
昭
和
二
年
七
月
二
↑
五
日
付
の
田
中
首
相
よ
り

一
木

(善
徳
郎
=
呂

しようそう

内
大
臣
宛
の

｢対
満
蒙
積
極
政
策
執
奏
立
件
｣
を
依
頼
す
る
書
簡
と

｢我
帝
国
於
満
蒙
積
極
根
本
政
策
立
件
｣
と
苧

る

｢
田
中
華

の
日
皇
に
上
る
奏
章
｣
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
文
書
で
あ
る
｡

こ
の
怪
文
書
が
世
に
出
た
の
は
日
付
よ
り
二
年
余
り
後
の
昭
和
四
年
十
二
月
｡
南
京
で
出
版
さ
れ
た

｢時
事
月
報
｣
誌
上
に
漢
文
の

姿
で
出
現
し
,
つ
い
で
英
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
な
っ
て
全
世
界
に
ば
ら
ま
か
れ
た
｡
こ
の
や
う
に
二

上
奏
文
｣
は
初
め
か
ら
漢
文
と

英
文
の
テ
キ
ス
ト
の
み
が
嘉

及
び
欧
米
各
地
に
流
伝
し
た
が
,
天
皇

へ
の
上
奏
文
な
ら
ば
当
然
あ
る
べ
き
等
の
日
本
文
テ
キ
ス
ト

(た
と
へ
草
稿
な
り
と
も
)
は
,
遂
に
片
讐

に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
,
当
初
か
ら
偽
造
文
書
の
疑
ひ
が
持
た

れ
は
し
た
も
の
の
､
中
国
に
於
け
る
激
し
い
排
日
運
動
の
期
間
を
通
じ
て
,
絶
好
の

｢
排
日
資
料
｣
と
し
て
繰
返
し
宣
伝
さ
れ
た
の

で
,
こ
の
文
書
は
ひ
と
か
ど
の
歴
史
的
存
在
に
な
-
お
は
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

(稲
生
典
太
郎
論
文

｢曽

上
奏
文
』
を
め
ぐ
る
二

三
の
問
題
｣)｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
,
｢南
京
虐
殺
三
十
数
万
｣
と
云
ふ
虚
構
の
数
字
が
､
中
国
の
世
界
的
宣
伝
に
よ
っ
て
､
今
や
ま
ん
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