
三
国
干
渉
を
め
ぐ
る
寓
論

三
国
干
渉
に
当
時
の
日
本
人
は
ど
う
反
応
し
た
か
｡
北
京
進
攻
さ
へ
望
ん
だ
我
国
世
論
が
､
屈
辱
の
三
国
干
渉
に
満
足
で
き
る
筈
が

な
い
｡
こ
こ
に
於
て
明
治
天
皇
は
'
激
昂
し
た
世
論
が
大
局
を
誤
る
こ
と
な
き
や
う
に
と
の
叡
慮
か
ら

｢遼
東
還
付
の
詔
勅
｣
を
換
発

さ
れ
'
｢深
-
時
勢
の
大
局
に
見
'
微
を
慎
み
漸
を
戒
め
'
邦
家
の
大
計
を
誤
る
こ
と
な
き
を
期
せ
よ
｣
と
'
国
民
に
隠
忍
自
重
を
諭

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
丁
度
五
十
年
後
に
'
昭
和
天
皇
が

｢終
戦
の
詔
勅
｣
で

｢爾
臣
民
ノ
衷
情
モ
朕
善
ク
之
ヲ
知
ル
｡
然
レ
ト
モ
朕

ハ
時
運
ノ
趨
ク
所
堪
へ
難
キ
ヲ
堪
へ
'
忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ
以
テ
万
世
ノ
為
こ
太
平
ヲ
開
カ
ム
ト
欲
ス
｣
と
仰
せ
ら
れ
た
の
と
合
せ
考
へ

る
時
'
自
づ
か
ら
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
｡

こ
の
詔
勅
は
激
発
せ
ん
と
す
る
人
心
を
鎮
静
化
す
る
の
に
甚
大
な
効
果
が
あ
り
'
例
へ
ば
大
阪
朝
日
新
聞
は

｢
大
御
心
の
深
き
に
対

わ
え
つ

し
奉
り
'
た
だ
血
涙
あ
る
の
み
｡
読
み
終
-
て

鳴

咽

言

ふ
所
を
知
ら
ず
｡
帝
国
臣
民
た
る
者
'
宜
し
-
沈
重
謹
慎
,
以
て
他
日
の
商
走

を
待
つ
べ
き
の
み
｣
と
書
い
て
国
民
の
自
重
を
促
し
'
ま
た
福
沢
諭
吉
は
時
事
新
報
紙
上
で

｢世
界
の
勢
ひ
に
於
て
今
は
た
だ
無
言
に

し
て
堪
忍
す
る
の
外
あ
る
べ
か
ら
ず
｣
と
論
じ
て
'
所
謂

｢な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
｣
を
説
い
た
｡

自
重
論
が
あ
る

一
万
㌧
遼
東
還
付
の
屈
辱
と
失
錆
に
つ
い
て
政
府
の
責
任
を
追
及
L
t
軍
備
拡
張
を
要
求
す
る
動
き
も
あ
っ
た
｡
衆

議
院
議
員
の
尾
崎
行
雄
や
犬
養
毅
ら
の
対
外
強
硬
派
は
'
遼
東
還
付
の
翌
六
月
'
(
こ

日
本
の
光
栄
を
回
復
す
る
た
め
速
か
に
軍
備

を
拡
張
す
る
こ
と
'
(
二
)
政
府
は
遼
東
還
付
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
'
(≡
)
朝
鮮
に
於
け
る
日
本
の
地
位
と
勢
力
を
維
持
す

る
こ
と
t
の
三
項
目
に
つ
い
て
臨
時
議
会
開
催
を
要
求
す
る
運
動
を
起
し
た
が
'
忽
ち

｢安
寧
秩
序
に
害
あ
り
｣
と
し
て
弾
圧
さ
れ
た
｡

国
力
な
き
が
故
に
干
渉
を
甘
受
し
た
の
だ
と
い
ふ
屈
辱
と
反
省
は
'
自
重
論
と
は
別
に
軍
備
の
必
要
を
国
民
に
痛
感
さ
せ
ず
に
は
お

か
な
か
っ
た
｡
福
沢
が
主
筆
と
し
て
論
陣
を
張
る
時
事
新
報
で
さ
へ

｢今
日
の
無
事
は
明
日
の
安
心
を
証
す
る
に
足
ら
ず
｡
無
事
平
和
の
時
に
於
て
も
軍
備
の
不
完
全
は
い
か
に
も
危
険
の
至
り
に
し
て
､
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わ
た
い
九

あ
た
か
も
厳
冬
ま
さ
に
来
た
ら
ん
と
し
て
綿

衣

の

未
だ
成
ら
ざ
る
に
同
じ
く

甚
だ
心
細
き
次
第
な
り
｣

と
て
平
和
時
に
於
け
る
軍
備
の
必
要
を
説
き
､
軍
備
拡
張
案
を
議
会
に
提
出
す
る
の
を
た
め
ら
ふ
政
府
を
叱
略
し
､
政
府
は
直
ち
に

軍
艦
建
造
に
着
手
し
,
議
会
に
対
し
て
は
事
後
暴
諸
を
求
め
る
べ
し
と
ま
で
論
じ
て
'
軍
備
拡
張
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
｡

こ
れ
が
当
時
の
日
本
を
リ
ー
ド
す
る
論
調
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
程
に
我
国
を
取
巻
-
国
際
環
境
は
厳
し
く
'
軍
備
は
国
家
民
族

が
生
存
し
て
ゆ
く
上
で
是
非
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
タ
カ
派
も
ハ
ト
派
も
な
か
つ
た
の
だ
｡

越
え
て
明
治
二
十
九
年

一
月
,
遼
東
還
付
に
関
す
る
内
閣
弾
劾
↓
奏
案
が
衆
議
院
に
上
程
さ
れ
'
こ
れ
は
否
決
さ
れ
た
が
'
こ
の

時
,
弾
劾
上
奏
案
提
出
者
の
一
人
で
あ
っ
た
尾
崎
行
雄
は

｢
万
死
を
以
て
と
り
得
た
土
地
を
還
付
L
t
い
か
な
る
戦
功
も
外
交
官
の
失

策
に
よ
っ
て
烏
有
に
帰
せ
し
む
る
先
例
を
作
る
に
於
て
は
,
将
来
,
忠
勇
義
烈
な
る
軍
人
と
い
ヘ
ビ
も
'
誰
か
ま
た
国
難
に
殉
ず
る
を

喜
ぶ
者
が
あ
ら
う
か
｣
と
弁
じ
た
｡

信
じ
難
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
'
こ
れ
が
後
に

｢憲
政
の
神
様
｣
と
称
さ
れ
た
琴
苧

尾
崎
行
雄
の
主
張
だ
っ
た
｡
以
て
三
国
干

渉
に
対
す
る
国
民
感
情
を
窺
ふ
に
足
る
で
あ
ら
う
｡
軍
備
拡
張
を
唱
へ
た
の
は
国
民
で
あ
り
'
議
会
政
治
家
で
あ
り
､
言
論
人
だ
っ

た
,
と
い
ふ
事
実
を
し
っ
か
り
見
つ
め
る
べ
き
だ
｡
と
も
あ
れ
'
他
日
の
遼
東
奪
還
を
心
に
深
-
誓
ひ
つ
つ
国
力
の
充
実
に
精
励
す
る

が
しんしようた
ん

｢
臥

薪

嘗

胆

｣

の
時
期
が
始
っ
た
の
で
あ
る
｡

第
四
節

日
清
戦
争
と
朝
鮮

甲
午
改
革
-

朝
鮮
近
代
化
へ
の
始
動
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我
国
の
内
政
改
革
提
議
に
対
し
て
'
清
に
後
押
し
さ
れ
た
朝
鮮
が
強
-
反
対
し
た
た
め
,
我
国
は
単
独
改
革
を
決
意
し
,
閲
氏
政
権

を
退
ひ
'
大
院
君
を
迎
へ
て
親
日
政
権
を
樹
立
し
た
｡
こ
の
親
日
政
権
が
日
本
の
内
面
指
導
で
日
清
戦
争
中
に
実
施
し
た
諸
々
の
内
政

改
革
を

｢
甲
午
改
革
｣
と
一言

.
日
本
は

一
体
'
ど
ん
な
改
革
を
構
想
し
た
の
か
,
そ
れ
を
見
て
ゆ
か
う
.

甲
午
改
革
の
中
心
は
軍
国
機
務
処
と
い
ふ
合
議
体
の
臨
時
政
府
だ
｡
こ
の
機
関
は
,
日
本
の
要
請
で
朝
鮮
が
清
韓
宗
属
関
係
を
廃
棄

し
て
名
義
上
の
独
立
を
得
た

(明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
五
日
)
直
後
の
七
月
二
十
七
日
か
ら
十
二
月
十
七
日
ま
で
五
ケ
月
足
ら
ず
の
間

存
続
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
'
そ
の
間
に
警

い
改
革
を
行
な
っ
た
｡
こ
れ
こ
そ
朝
鮮
で
の
近
代
化
改
革
の
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
｡
例

へ
ば1

､
今
後
は
清
暦
を
廃
止
し
'
開
国
紀
年
を
用
ゐ
る

(従
来
朝
鮮
が
使
っ
て
き
た
中
国
の
年
号
を
廃
し
て
自
国
の
年
号
を
使
ふ
と
云

ふ
の
だ
｡
開
国
紀
年
と
は
李
氏
朝
鮮
の
開
始
'
即
ち

…

九
二
年
を
開
国
元
年
と
す
る
年
号
で
あ
る
)0

二
'
貴
購
門
閥
に
拘
ら
ず
人
材
を
登
用
す
る
｡

三
'
人
身
売
買
の
禁
止
｡

四
'
貴
膿
の
別
な
-
寡
婦
の
再
婚
を
許
す
｡

五
'
平
民
に
も
軍
国
機
務
処
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
を
許
し
,
卓
見
の
持
主
は
官
吏
に
採
用
す
る
｡

六
'
官
吏
の
不
正
利
得
を
罰
す
る
｡

七
㌧
司
法
権
限
に
よ
ら
ぬ
捕
縛
や
刑
罰
の
禁
止
｡

八
'
駅
人

･
俳
優

･
皮
工
な
ど
購
民
身
分
の
廃
止
｡

九
'
拷
問
の
廃
止
｡

十
'
租
税
の
金
納
化
｡

十

7
'
優
秀
な
少
年
の
海
外
留
学
｡

十
二
'
外
国
人
顧
問
の
招
聴
｡
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十
三
､
阿
片
使
用
の
禁
止
｡

いち
ペ
つ

等
々
,
合
せ
て
二
百
八
件
の
改
革
案
が
議
決
さ
れ
た
｡
右
の
改
革
項
目
を

一
瞥
し
た
だ
け
で
も
'
当
時
の
朝
鮮
の
政
治
社
会
の
停
滞

と
前
近
代
性
が
窺
知
で
き
る
だ
ら
う
｡
こ
れ
ら
の
改
革
は
'
自
ら
が
前
近
代
的
国
家
で
あ
っ
た
清
と
の
妥
協
か
ら
は
'
決
し
て
期
待
で

き
な
い
も
の
だ
つ
た
と
云
へ
る
｡

だ
が
,
朝
鮮
の
内
争
は
こ
の
改
革
を
も
行
き
語
ら
せ
た
｡
大
院
君
と
軍
国
機
務
処
が
衝
突
し
た
の
だ
｡
八
月
に
温
和
漸
進
主
義
の
金

弘
集

･
魚
允
中
ら
が
内
閣
を
組
織
し
た
が
'
こ
の
新
政
府
は
大
院
君
上
磯
務
処
の
対
立
を
調
整
す
る
た
め
だ
つ
た
と
も
云
は
れ
る
｡

く
み

大
院
君
と
機
務
処
の
対
立
は
政
策
上
の
争
ひ
で
は
な
-
派
閥
抗
争
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
'
新
内
閣
は
い
づ
れ
に

与

す

る
こ
と
も
'
い

づ
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
も
で
き
ず
'
内
政
改
革
は
停
頓
し
た
｡
大
鳥
公
使
は
更
迭
さ
れ
'
十
月
中
旬
､
井
上
馨
が
新
た
に
公
使
と
し
て

着
任
し
た
｡

い
つと

井
上
は
先
づ
大
院
君
を
政
権
か
ら
追
放
し
'
｢
政
権
は
総
て

一
途
に
出
る
こ
と
｣
な
ど
内
政
改
革
二
十
ヵ
条
を
朝
鮮
政
府
に
提
示
し

た

が

,
自
派
の
権
勢
挽
回
を
企
図
す
る
関
氏
派
は
国
王
を
動
か
し
て
'
総
理
大
臣
に
も
井
上
公
使
に
も
相
談
な
く
'
自
派
の
者
四
名
を

大

臣

に
新
任
し
た
｡
井
上
は
王
妃
の
政
務
へ
の
干
渉
皇

月
め
'
十
二
月
に
は
朴
泳
孝
を
内
務
大
臣
に
入
閣
さ
せ
る
な
ど
親
日
派
を
網
羅

し
た
内
閣
を
発
足
さ
せ
'
ま
た
軍
国
機
務
処
の
廃
止
な
ど
官
制
の
改
革
を
行
な
っ
た
｡

越
え
て
明
治
二
十
八
年

1
月
'
国
王
は
洪
範
十
四
条
を
官
害
し
た
｡
そ
れ
は
例
へ
ば

第

一
､
清
国
依
存
の
念
を
断
ち
自
主
独
立
の
基
礎
を
確
立
す
る
｡

第
三
'
王
族

･
王
妃
の
政
務
干
渉
の
禁
止
｡

第
四
'
王
宮
事
務
と
国
政
事
務
の
分
離
｡

第
五
㌧
議
政
府
と
各
官
庁
の
職
務
権
限
の
明
確
化
｡

第
六
'
納
税
は
総
て
法
律
に
よ
る
｡

第
十

一
'
俊
秀
な
る
子
弟
の
海
外
留
学
｡
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第
十
二
'
徴
兵
制
の
制
定
｡

第
十
三
㌧
民
法

･
刑
法
の
制
定

第
十
四
'
門
地
に
よ
ら
ず
広
-
人
材
を
登
用
す
る
｡

な
ど
'
我
が
明
治
維
新
の
近
代
化
諸
政
策
を
彼
沸
さ
せ
る
改
革
宣
言
で
あ
っ
た
.

朝
鮮
の
独
立
を
阻
ん
だ
も
の

だ
が
朝
鮮
の
内
証
は
絶
望
的
で
あ
っ
た
O
折
角
の
こ
の
近
代
化
室

冒

'
そ
の
後
間
も
な
-
金
弘
集
総
理

･
魚
允
中
度
支
大
臣
ら
の

あ
つ九
き

旧
派
と
朴
泳
孝
内
務
大
臣
ら
の
新
派

(開
化
派
)
の
乳

蝶

で

瓦
解
し
て
し
ま
っ
た

(二
月
十
百

)｡
こ
の
背
景
に
は
国
王

主

妃
が
甲

申
事
変
以
来
の
宿
敵
た
る
朴
泳
孝
を
利
用
し
て
金
弘
集

･
魚
允
中
ら
を
倒
し
'
自
派
勢
力
の
回
復
を
謀
っ
た
事
情
が
伏
在
し
て
ゐ
た
｡

右
の
甲
午
諸
改
革
と
同
時
併
行
的
に
進
展
し
た
日
清
戦
争
は
日
本
の
圧
勝
裡
に
終
結
し
た
が
'
我
国
が
三
国
干
渉
で
ロ
シ
ア
に
譲
歩

し
た
こ
と
は
韓
延
に
侮
日
親
露
の
傾
向
を
生
じ
'
開
化

･
守
旧
両
派
の
争
ひ
は
い
よ
い
よ
出
で
て
い
よ
い
よ
激
し
く
,
挙
句
の
果
て
は

親
日

･
親
露
二
派
に
分
れ
て
の
抗
争
と
な
っ
た
｡

こ
こ
に
至
っ
て
我
国
は

｢
将
来
の
対
韓
戦
略
は
成
る
べ
-
干
渉
を
や
め
､
朝
鮮
を
し
て
自
立
せ
し
む
る
｣
方
針
を
閣
議
決
定

〓
ハ
月

四
日
)
し
た
が
'
こ
の
対
韓
政
策
の
転
換
も
王
妃
関
氏
に
は
日
本
の
対
露
恐
怖
症
の
表
れ
と
し
か
見
え
ず
､
親
露
政
策
に
よ
っ
て
日
本

を
制
し
'
自
派
の
勢
力
を
拡
大
せ
ん
と
し
た
｡

新
旧
抗
争
は
ま
た
'
ロ
シ
ア
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
'
ウ
エ
ー
バ
ー
は
ロ
シ
ア
の
強
大
性
を
説
い
て
関
妃

一
派
に
接
近
し
た
｡

斯
-
し
て
朝
鮮
内
部
の
暗
闘
は
い
よ
い
よ
底
止
す
る
所
を
知
ら
ず
､
や
が
て
政
変
を
生
む
に
至
る
｡

甲
午
改
革
と
そ
れ
を
阻
ん
だ
朝
鮮
の
内
情
に
や
や
紙
幅
を
費
し
た
が
'
そ
れ
は
こ
の
辺
り
が
近
代
日
韓
関
係
に
於
け
る

一
つ
の
原
点

で
あ
り
'
こ
の
辺
か
ら
掘
り
起
さ
な
い
と
日
韓
の
歴
史
は
公
正
に
捉
へ
ら
れ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
｡
朝
鮮
の
内
証
な
か
り
せ
ば
,
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明
治
維
新
を
範
と
し
た
諸
改
革
は
着
々
実
施
さ
れ
'
必
ず
や
朝
鮮
の
独
立
と
近
代
化
を
大
き
-
前
進
せ
し
め
た
で
あ
ら
う
｡
日
清
戦
争

の
敗
北
で
清
国
の
勢
力
が
朝
鮮
か
ら

一
掃
さ
れ
'
日
本
の
指
導
で
内
政
干
渉
が
緒
に
つ
き
'
日
本
の
干
渉
が
列
国
注
視
の
中
で
抑
制
気

味
で
あ
っ
た
こ
の
時
機
こ
そ
､
朝
鮮
が
近
代
国
家
と
し
て
独
立
を
達
成
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
｡
だ
が
'
朝
鮮
は
こ
の
機
会
を
利

用
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
｡

朝
鮮
は
こ
の
貴
重
な
時
機
に
独
立
を
忘
れ
て
内
部
の
暗
闘
に
明
け
暮
れ
､
近
代
化
を
日
本
の
侵
略
と
し
て
排
斥
し
た
｡
国
家
民
族
の

独
立
に
は
時
機
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
｡
時
機
に
際
会
し
て
そ
の
意
味
ヰ
悟
り
'
自
ら
の
上
に
活
か
し
用
ゐ
る
の
が
民
族
の
英
知
で
あ
ら

う
｡
我
が
明
治
維
新
は
そ
の
好
例
だ
｡
日
本
が
始
動
さ
せ
た
近
代
化
と
独
立
の
貴
重
な
機
会
を
有
効
に
活
か
し
得
な
か
っ
た
の
は
'
や

は
り
朝
鮮
自
身
の
反
省
す
べ
き
点
と
云
ふ
他
な
い
だ
ら
う
｡
そ
れ
さ
へ
日
本
の
責
任
で
あ
る
と
云
ひ
な
す
の
は
'
強
弁
も
度
が
過
ぎ
て

い
さ
さ
か
聞
き
苦
し
い
｡

と
も
あ
れ
,
ロ
シ
ア
の
影
が
大
き
く
こ
の
国
を
覆
ふ
や
う
に
な
っ
た
こ
の
時
期
以
後
は
'
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
政
局
は
俄
然
厳
し
さ

を
加
へ
'
独
立
の
機
会
は
二
度
と
巡
っ
て
来
な
か
っ
た
｡

親
需
侮
日
と
間
妃
事
件

日
清
戦
争
後
,
朝
鮮
の
政
局
は
再
び
大
き
-
動
い
た
｡
三
国
干
渉
に
日
本
が
屈
服
す
る
と
親
日
派
は
動
揺
L
t
他
方
'
ロ
シ
ア
は
開

妃
と
結
託
し
て
親
日
内
閣
を
倒
し
,
親
露
派
で
朝
鮮
を
支
配
せ
ん
と
画
策
す
る
に
至
っ
た
｡
当
時
王
宮
を
護
衛
し
て
ゐ
た
の
は
米
国
人

指
揮
下
の
待
衛
隊
で
あ
っ
た
が
,
こ
れ
は
規
律
な
き
旧
兵
で
あ
り
'
軍
律
あ
る
部
隊
は
日
本
人
教
官
に
訓
練
さ
れ
た
二
大
隊

(八
百
人
)

の
訓
練
隊
で
あ
っ
た
｡
ロ
シ
ア
は
親
日
派

一
掃
の
た
め
'
先
づ
訓
練
隊
を
廃
止
し
て
武
器
を
押
収
せ
ん
と
し
た
た
め
'
訓
練
隊
将
兵
は

激
昂
し
た
｡

閥
妃
-

こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
名
前
の
出
た
こ
の
朝
鮮
王
妃
は
'
稔
明
多
才
'
権
謀
術
数
に
長
け
t

l
面
陰
険
'
嫉
妬
'
残
忍
の
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性
格
を
有
す
る
妖
婦
型
の
女
性
で
あ
っ
た
と
も
云
は
れ
る
･
支
那
の
西
太
后
と
併
称
さ
れ
た
ほ
ど
で
,

表

の
女
傑
で
あ
っ
た
こ
と
は

よう
か
い

確
か
だ
｡
李
大
王

(高
宗
)
の
妃
と
な
り
'
そ
の
寵
を
独
占
す
る
や
,
事
ご
と
に
国
政
に
容
壊
し
,
王
が
外
国
使
臣
を
引
見
す
る
際
に

い
つぴ
ん
い
つし
よう

は
'
犀
風
の
蔭
か
ら
小
声
で
王
に
入
れ
知
恵
し
た
と
伝

へ
ら
れ
る
｡
実
に
,
彼
女
の

一
撃

一
笑
の
間
に
朝
鮮
政
局
は
動
揺
し
,
日
清
戦

争
後
の
排
日
親
露
の
傾
向
も
助
長
さ
れ
て
行
っ
た
｡

｢
関
妃
を
葬
れ
⊥

は
在
韓
の
日
本
志
士
の
み
な
ら
ず
,
反
閲
妃
派
の
朝
鮮
政
客
の
叫
び
で
も
あ
っ
た
｡
朝
鮮
側
か
ら
は
親
日
派
の

李
周
会
将
軍
'
訓
練
隊
々
長
の
李
斗
靖
,
南
範
善
等
が
反
間
妃
決
起
の
志
を
日
本
人
志
士
達
に
通
じ
て
接
近
し
,
こ
こ
に
日
韓
有
志
の

連
合
が
成
っ
た
の
で
あ
っ
た

(黒
竜
会

｢東
亜
先
覚
志
士
記
伝
L
上
)o

明
治
二
十
八
年
十
月
七
日
'
朝
鮮
政
府
が
訓
練
隊
解
散
と
武
装
解
除
を
通
告
す
る
と
,
八
日
早
朝
,
関
妃
排
除
を
心
に
深
-
決
意
し

た
日
本
の
三
浦
梧
楼
公
使
の
指
示
を
う
け
た
訓
練
隊
と
日
韓
有
志
は
大
院
君
を
擁
し
て
王
宮
に
人
ら
ん
と
し
,
こ
の
際
訓
練
隊
は
待
衛

い
つび

隊
と
衝
突
し
て
王
宮
は
紛
乱
に
陥
っ
た
｡
こ
の
乱
中
に
閲
妃
は
殺
害
さ
れ
た
｡
こ
れ
を

｢
乙
未
の
変
｣
と
云
ふ
｡
か
-
し
て
親
露
派
に

代
っ
て
親
日
派
が
権
力
を
掌
撞
し
た
が
'
我
が
政
府
は
こ
の
事
件
に
日
本
人
が
関
与
し
た
こ
と
を
重
-
見
て
,
実
状
調
査
の
結
果
,
≡

浦
公
使
を
含
む
四
十
余
名
の
日
本
人
を
召
還
し
て
獄
に
下
し
た
｡

こ
の
事
件
で
の
朝
鮮
側
の
処
断
は
峻
厳
を
極
め
た
｡
訓
練
隊
は
解
散
さ
せ
ら
れ
,
同
隊
長
李
斗
項
･
丙
範
善
は
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
,

関
妃
殺
害
に
つ
い
て
は
嫌
疑
者
三
十
三
名
を
逮
捕
し
て
裁
判
し
た
結
果
,
朝
鮮
側
で
重
要
役
割
を
勤
め
た
李
周
会
ら
三
名
を
処
刑
し

た
｡(註

)
李
周
会
は
三
浦
公
使
以
下
が
下
獄
し
た
こ
と
を
聞
-
と

｢
日
本
の
我
国
に
尽
す
こ
と
国
を
挙
げ
て
至
ら
ざ
る
な
し
｡
こ
の
事
変
に
会
し
,
多
数

志
士
の
拘
送
を
見
る
に
至
る
｡
義
と
し
て
こ
れ
を
看
過
す
べ
き
に
あ
ら
ず
｣
と
云
つ
て
従
容
と
縛
に
つ
き
,
刑
場
の
露
と
消
え
た
｡
義
に
殉
じ
た
李

の
行
為
に
深
-
感
じ
た
日
本
人
志
士
達
は
後
年
'
処
刑
さ
れ
た
李
周
会
ら
三
名
の
碑
を
建
て
,
そ
の
善
烈
を
後
賢

伝
へ
た

(黒
竜
会
前
掲
書
)｡

王
妃
が
殺
害
さ
れ
る
と
は
異
常
な
事
件
で
あ
る
が
,
当
時
の
朝
鮮
は
次
に
述
べ
る
や
う
に
更
に
異
常
な
事
件
が
相
次
い
で
起
っ
た
｡

要
す
る
に
全
て
が
異
常
づ
-
め
だ
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
｡
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ロ
シ
ア
の
対
韓
保
護
政
治

親
露
派
は
早
速
,
親
日
派

へ
の
復
讐
を
企
て
た
｡
即
ち
乙
未
事
件
の
翌
十

一
月
'
親
露
派
は
ロ
シ
ア
人
や
米
国
人
と
も
謀
議
の
上
'

王
宮
を
襲
撃
し
て
国
王
を
ロ
シ
ア
公
使
館
に
奪
ひ
去
ら
ん
と
し
た
｡
だ
が
こ
れ
は
親
衛
隊
に
阻
ま
れ
て
失
敗
し
'
乱
徒
の
多
く
は
露
米

の
公
使
館
に
遁
入
し
た
｡
こ
の
国
王
奪
取
事
件
は
､
国
王
や
王
妃
を
捲
き
込
ん
だ
争
ひ
と
し
て
は
先
の
乙
未
事
件
と
並
ぶ
事
件
で
あ
る

は
せん

が
､
ロ
シ
ア
に
よ
る
国
王
の
利
用
は
'
翌
年
に
な
っ
て
最
も
異
常
な
形
を
と
っ
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
国
王
の
露
館
播
遠
で
あ

る
｡

な
ら

乙
未
事
件
の
直
後
,
金
弘
集
を
首
班
と
す
る
親
日
派
の
新
内
閣
が
組
織
さ
れ
'
再
び
改
革
を
断
行
し
た
｡
先
づ
清
国
に
倣
っ
た
正
朔

(暦
の
こ
と
)
を
改
め
'
明
治
二
十
八
年

二

八
九
五
年
)
十

一
月
十
七
日
を
開
国
五
百
四
年

(李
氏
朝
鮮
成
立
の
西
暦
1
三
九
二
年
を
起
点
と

す
る
)
一
月

1
日
と
定
め
'
太
陽
暦
を
採
用
し
た
.
ま
た
先
に
日
本
を
範
と
し
て
小
学
校
令
を
出
し
た
が
'
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
京

城
に
四
つ
の
小
学
校
を
設
け
'
小
児
に
対
す
る
種
痘
規
則
を
定
め
'
郵
便
事
務
を
開
始
し
た
O
更
に
我
国
と
同
じ
く

一
世

1
元
の
制
を

定
め
,
開
国
五
百
五
年

二

八
九
六
年
)
よ
り
年
号
を
建
陽
と
定
め
る
こ
と
に
L
t
断
髪
令
を
出
し
て
国
王
自
ら
率
先
し
て
断
髪
を
実

行
し
た
｡

だ
が
断
髪
令
の
強
行
が
民
心
の
離
反
を
招
き
'
明
治
二
十
九
年
に
は
各
地
に
騒
乱
が
発
生
し
た
｡
同
年

一
月
'
騒
乱
鎮
圧
で
首
都
の

警
備
が
手
薄
に
な
っ
た
虚
に
乗
じ
て
'
ロ
シ
ア
公
使
ウ
エ
ー
バ
ー
は
公
使
館
防
衛
の
名
目
で
ロ
シ
ア
水
兵
百
名
を
引
き
入
れ
'
親
露
派

と
謀
っ
て
国
王
を
王
宮
か
ら
奪
取
し
て
ロ
シ
ア
公
使
館
に
移
し
た

(二
月
↑
盲

)｡
こ
の
事
件
を
国
王
の

｢
露
館
播
遷
｣
と
謂
ふ
が
'

背
後
に
は
米
国
の
後
援
も
あ
っ
た
｡

政
局
は
逆
転
L
t
金
弘
集

･
魚
允
中
ら
は
惨
殺
さ
れ
'
多
-
の
親
日
派
は
日
本
に
亡
命
し
た
｡
こ
の
時
殺
害
さ
れ
た
大
臣
達
は
'
四

肢
を
切
り
裂
か
れ
肉
を
食
は
れ
る
な
ど
の
異
常
な
光
景
が
現
出
し
た
と
F
･
A
･
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー

F朝
鮮
の
悲
劇
l
は
記
し
て
ゐ
る
｡
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国
王
は
ロ
シ
ア
公
使
館
よ
り
詔
勅
を
下
し
'
親
日
派
の
逮
捕
を
命
じ
'
断
髪
令
そ
の
他
の
改
革
事
項
の
撤
廃
を
室

DJ
た
た
め
,
朝

鮮
の
混
乱
は
極
に
達
し
た
｡
こ
の
異
常
な
変
乱
で
日
本
人
三
十
余
名
が
殺
害
さ
れ
'
十
余
万
円
の
財
産
が
被
害
を
受
け
,
我
国
の
勢
力

は
失
墜
し
た
｡
国
王
と
共
に
朝
鮮
政
府
も
ロ
シ
ア
公
使
館
内
に
入
り
'
朝
鮮
政
局
は
完
全
に
ロ
シ
ア
の
掌
握
す
る
所
と
な
っ
た
｡

ロ
シ
ア
は
兵
力
を
以
て
親
露
内
閣
を
保
護
し
､
二
人
の
顧
問
に
よ
っ
て
財
政
と
軍
事
を
掌
握
し
た
｡
二
十
人
の
ロ
シ
ア
士
官
で
韓
国

軍
隊
を
訓
練
L
t
武
器
弾
薬
は
ウ
ラ
ヂ
オ
ス
ト
ッ
ク
よ
り
輸
入
し
た
｡
更
に
ロ
シ
ア
語
学
校
を
創
設
し
,
成
鏡
道
の
鉱
山
採
掘
権
を
獲

得
す
る
な
ど
'
着
々
と
勢
力
を
扶
植
し
た
｡
こ
の
や
う
に
し
て
国
王
が
露
館
に
あ
っ
た

一
年
間
'
ロ
シ
ア
は
朝
鮮
に
対
す
る
保
護
政
治

の
実
を
挙
げ
た
｡
ま
た
ロ
シ
ア
の
利
権
獲
得
は
他
の
列
強
を
刺
戟
L
t
国
王
の
露
館
滞
在
中
'
朝
鮮
は
多
く
の
利
権
を
列
強
に
譲
渡
す

る
結
果
に
な
っ
た
｡

朝
鮮
国
王
と
政
府
が
ロ
シ
ア
公
使
館
の
中
に
遁
入
し
て
し
ま
っ
た
結
果
'
朝
鮮
の
政
策
は
ロ
シ
ア
公
使
館
に
於
て
決
定
さ
れ
る
と
い

ふ
奇
観
を
呈
L
t
朝
鮮
政
局
の
前
途
は
甚
だ
憂
慮
す
べ
き
状
況
と
な
っ
た
｡

こ
こ
に
於
て
我
国
は
'
列
国
共
同
で
朝
鮮
の
独
立
を
保
障
す
る
か
､
ロ
シ
ア
と
協
商
し
て
朝
鮮
の
内
政
を
共
同
監
督
す
る
か
の
二
途

を
模
索
し
'
列
国
が
朝
鮮
問
題
に
関
し
て
は
対
岸
の
火
を
見
る
が
如
-
冷
淡
で
あ
っ
た
た
め
'
結
局
ロ
シ
ア
と
協
商
し
て
,
ロ
シ
ア
の

そ
れ
以
上
の
進
出
を
阻
止
す
る
他
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
結
ば
れ
た
の
が

｢
小
村

(寿
太
郎
)
･
ウ
エ
ー
バ
ー
覚
書
｣
(明
治
二
十
九
年
五
月
)

で
あ
り
､
｢
山
県

(有
朋
大
将
)
･
ロ
バ
ノ
フ

(外
相
)
議
定
書
｣
(同
二
十
九
年
六
月
)
で
あ
る
｡

日
露
の
勢
力
均
衡
と
妥
協
が
成
り
､
朝
鮮
国
内
が
安
定
し
た
結
果
'
明
警

手

年

(
l
八
九
七
年
)
二
月
,
国
王
は

1
年
ぶ
り
に
ロ

シ
ア
公
使
館
か
ら
王
宮
に
帰
還
し
た
｡
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不
誠
実
な
帝
国

だ
が
ロ
シ
ア
は
不
誠
実
で
あ
っ
た
｡
ロ
バ
ノ
フ
外
相
は
,
我
国
と
議
定
書
を
約
定
し
っ
つ
､
ほ
ほ
時
を
同
じ
-
し
て
露
清
密
約
を
結

び
,
ま
た
朝
鮮
と
密
約
を
結
ん
で
ロ
シ
ア
人
の
軍
事
教
官
を
韓
延
に
送
り
こ
ん
だ
り
,
鴨
緑
江
の
伐
材
特
許
を
獲
得
し
た
り
し
て
'
日

露
の
覚
書
や
議
定
書
の
精
神
を
踏
み
に
じ
っ
た
｡
越
え
て
明
治
三
十
年
の
四
月
,
朝
鮮
は
ロ
シ
ア
士
官
百
六
十
名
を
雇
入
れ
る
契
約
を

結
び
,
依
然
ロ
シ
ア
と
の
癒
着
ぶ
り
を
表
し
た
｡
我
国
は
ロ
シ
ア
に
対
し
て
士
官
の
朝
鮮
派
遣
停
止
を
要
求
し
た
が
'
朝
鮮
は
露
国
士

官
を
採
用
し
た
｡
か
か
る
状
況
下
の
九
月
,
朝
鮮
国
王
は
皇
帝
と
称
し
,
国
号
を
大
韓
と
改
め
､
形
式
だ
け
は
独
立
国
の
体
裁
を
整
へ

た
｡こ

の
頃
ロ
シ
ア
は
,
ウ
エ
ー
バ
ー
に
代
っ
て
ス
ペ
ー
ル
が
駐
韓
公
使
と
な
っ
た
｡

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー

(前
出
)
に
よ
れ
ば
,
ス
ペ
ー
ル
は
ロ
シ
ア
膨
脹
主
義
者
中
の
最
も
侵
略
的
な
側
面
を
発
揮
し
た
の
で
あ
り
'
他
の

外
国
人
に
対
す
る
彼
の
甚
だ
し
-
攻
撃
的
な
態
度
が
事
態
を
急
速
に
悪
化
さ
せ
た
と
云
ふ
｡

ス
ペ
ー
ル
は
ウ
エ
ー
バ
ー
と
は

一
転
し
て
強
硬
な
対
韓
方
針
を
打
出
し
た
が
,
そ
の
背
景
に
は
前
年
明
治
-
一十
九
年
に
結
ば
れ
た
露

韓
密
約

(前
述
)
が
あ
っ
た
｡
我
国
が
苦
心
の
末
,
翌
三
↑
年
に
入
手
し
た
そ
の
密
約
に
よ
れ
ば
'
朝
鮮
国
王
は
希
望
す
れ
ば
い
つ
ま

で
も
露
館
に
滞
留
で
き
る
こ
と
,
朝
鮮
は
ロ
シ
ア
の
軍
苧

財
政
顧
問
を
傭
蒋
す
る
こ
と
等
が
約
さ
れ
て
居
た
｡
の
み
な
ら
ず
'
そ
の

徳
,
ロ
バ
ノ
フ
外
相
か
ら
朝
鮮
側
に
対
し
て

｢
朝
鮮
に
変
乱
あ
る
時
,
あ
る
い
は
他
国
が
朝
鮮
の
自
主
独
立
を
阻
害
す
る
時
は
ロ
シ
ア

は
兵
力
を
以
て
援
助
す
る
｣
と
の
防
守
同
盟
さ
へ
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

だ
が
,
ロ
シ
ア
の
高
圧
的
な
対
韓
外
交
は
韓
国
民
の
反
感
を
招
き
,
明
治
三
十

妄

二
㌧
三
月
の
交
に
は
排
露
気
運
を
激
成
し
た
｡

ス
ペ
ー
ル
が
加
藤

(増
雄
)
駐
韓
公
使
に
,
韓
延
は
過
激
手
段
で
は
な
-
て
は
政

へ
ぬ
こ
と
'
韓
国
は
到
底
独
立
で
き
ぬ
こ
と
'
韓
国

は
日
露
で
分
割
保
護
す
べ
き
こ
と
等
を

一
個
の
私
見
と
し
て
述
懐
し
た
の
は
こ
の
時
で
あ
っ
た
｡

韓
国
の
反
感
に
憤
激
し
た
ス
ペ
ー
ル
は
韓
延
に
対
し
,
ロ
シ
ア
は
韓
国
の
要
請
で
,
そ
の
自
立
を
援
助
す
る
た
め
に
軍
事
教
官
と
財

政
顧
問
を
派
遣
し
た
の
に
,
今
に
な
っ
て
そ
の
好
意
を
無
視
す
る
挙
に
出
る
の
は
容
認
し
難
い
'
韓
国
は
ロ
シ
ア
の
援
助
を
要
し
な
い

の
か
,
も
し
さ
う
な
ら
ロ
シ
ア
は
必
要
の
措
置
を
取
る
で
あ
ら
う
と
迫
り
,
二
十
四
時
間
を
限
っ
て
決
答
を
求
め
た
｡
驚
博
し
た
韓
国

は
内
密
に
我
国
の
助
言
を
求
め
て
き
た
の
で
,
我
国
は
ロ
シ
ア
の
援
助
を
↑
重
に
辞
退
す
る
や
う
助
言
し
'
韓
国
も
そ
の
通
り
ロ
シ
ア
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に
回
答
し
た
｡
そ
の
結
果
'
ロ
シ
ア
の
軍
事

･
財
政
顧
問
は
韓
国
よ
り
引
揚
げ
た

(三
月
二
十
三
日
)0

ロ
シ
ア
勢
力
は
韓
国
か
ら
撤
退
し
た
｡
だ
が
ど
こ
ま
で
も
抜
け
目
の
な
い
こ
の
国
は
,
直
ち
に
南
下
政
策
の
矛
先
を
満
洲
に
向
け

た
｡
ロ
シ
ア
が
清
国
か
ら
旅
順

･
大
連
を
租
借
し
た
の
は
,
韓
国
か
ら
軍
苧

財
政
顧
問
を
引
揚
げ
た
僅
か
四
日
後
の
三
月
二
十
七
日

で
あ
つ
た
｡

旅
順

･
大
連
は
云
ふ
迄
も
な
く

ロ
シ
ア
等
が
三
国
干
渉
で
日
本
を
圧
迫
し
､
清
国
に
返
還
さ
せ
た
遼
東
半
島
の
軍
事

･
通
商
上
の

要
衝
だ
｡
日
本
に
返
さ
せ
た
も
の
を
今
度
は
自
分
で
奪
っ
た
ロ
シ
ア
と
し
て
は
,
何
と
か
し
て
こ
の
筋
の
通
ら
ぬ
租
借
を
日
本
に
認
め

さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
｡
そ
こ
で
日
本
を
宥
和
す
る
目
的
で
結
ば
れ
た
の
が
,
同
年
四
月
の

｢
西

(徳
二
郎
外
相
)
占

-
ゼ
ン

(駐

日
公
使
)
協
定
｣
で
あ
る
｡

右
協
定
は
'
日
露
両
国
と
も
韓
国
の
内
政
干
渉
を
せ
ぬ
こ
と
､
韓
国
の
要
請
で
軍
事

･
財
政
顧
問
を
任
命
す
る
時
に
予
め
協
議
す
る

こ
と
'
ロ
シ
ア
は
韓
国
に
於
け
る
日
本
の
商
工
業
上
の
権
益
を
認
め
る
こ
と
等
を
骨
子
と
し
て
お
り
,
旅
大
租
借
を
日
本
に
黙
認
さ
せ

ん
と
し
て
､
韓
国
に
於
け
る
日
本
の
地
位
を
あ
る
程
度
承
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
0

し
か
し
'
駐
英
公
使

･
加
藤
高
明
が
評
し
た
通
り

｢
内
政
不
干
渉
の
約
束
は
単
に

一
抹
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
｣
こ
と
が
や
が
て
明
ら

か
に
な
る
｡
即
ち
ロ
シ
ア
は
こ
の
協
定
で
韓
国
へ
の
侵
出
を
放
棄
し
た
の
で
は
決
し
て
な
く

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
と
東
支
鉄
道
が
完
成

し
'
極
東
侵
略
の
準
備
が
整
っ
た
暁
に
は
再
び
朝
鮮
半
島

へ
そ
の
爪
牙
を
伸
ば
さ
ん
と
時
機
を
窺
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
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