
･ 

昭
和
十

四年

三

国

干

ロ

シ

ア

の
r

独

立

自

日

本

人

日
清
戦
争
で
の
日
本
の
勝
利
で
'

靖

自
主
独
立
の
国
と
な
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
-
｡

け
いペつ

日
本
を
軽
蔑
L
t
弱
体
化
し
た
清
国
も
見
限
っ

なひ

ロ
シ
ア
に
磨
い
た
｡
一方
'
ロ
シ
ア

士<しゆう

靖
国
を
取
り
込
み
'
満
洲
を
不
法
占
拠
す
る
｡

し
九ん

日
本
人
は
し
か
し
'
新
た
な
試
練
に
挑
ん
で
ゆ
く
｡ 

｢独
立

自
尊
｣が
不
可
欠
と

訴
え

ね

が
･･･

につしん

よう

日
清
戦
争
で
滑
国
に
勝
利
し
た
日
本
｡
鮮
は
日

本
の
願
い
通
り
'
清
国
と
の
従
属
関
係
を
ち
切

っ

ふ
く
ぎ
わ

ゆ

き
ち

福

沢

諭

吉

が

明
治
十
五
年 
(
一
八
八
二
)
に
｢

の
交
際
を
論
ず
｣
と
い
う

一
文
を 

時
事
新
報
』

い
て
い
ま
す
｡

ひと
つ

この

｢万
に

土
を
挙
げ
て
之
を
西
洋
人
の
手

一

も

此

国

さす-

こと

い
か
ん

あ

に

授

る

が

如

き

如

大
変
に
際
し
た
ら
ば

渉 
の

侵尊

ち
よ
う
せ
ん

し
ん
こ
く

戦

'

略
に

し
ゆ
う
そ
く

た

国

への
従

属

は
断

'

かんしよう

の

朝
鮮
は
'
三
国
干
渉
を
呑
ん
だ

て
'
あ
ろ
う
こ
と
か

じゆうりん

は
朝
鮮
を
探
開
し
､

つい

理
想
が
潰
え
た

朝

鮮

の

た
れ 

P
ftO
F
]L
E

慶
腐
世
道

大
学
卒
琴

同
大
学
院
修
了
｡
経
済
学
博
士
｡
筑
波
大
学
教
授
･

東
京
工
業
大
学
教
授
を
経
て
現
職 

著
書
に
､ 

ア
ジ
ア
を
救
っ
た
近
代
日
本
史

/ 

r

O

せんせよ

･t
J

_

せん

ち
朝

て
名
目
上
は
｢独
立
自
主
の
国
｣

の
砲
声
は
'
川

｢清
や
朝
鮮

と
な
り
ま
す
｡

し
か
し
､
果
た
し
て
こ
の
日
清
戦
争
で
の
日
本
軍

かわ
かみそユノろく

上

操

六

ど
が
思
い
描
い
た
よ
う
な

な

か-
せ
い
うな
が

け

促

の

覚

醒

を

す

いし
よう

鐘

とう
あ

｣

と
な
り
'
｢
東

警

亜

た

れ
んけ
い

れ
つき
よう

連

携

に

列

強

へ

よ
る

の
対
抗
｣
の
道
を
開
く
こ
と
に

や
さ

る
い
し
よ
う

ま
ね

家
を

自
家
の

に
異
な
ら
ず
｡
西
人

焼

て

類

焼

ま

く

招

を

んえ
ん

東
に
迫
る
の
勢
は
火
の
蔓
延
す
る
が
如
し
｡
隣
家
の

し
ょう
けうあ
に

べ

ゆえ

シ

れ
ざ
る
可

け
ん
や
｡

我
日
本
国
が
支

亡

豊

恐

故

に

ナ
焼

う
れ

か
ん
し
上う

の
形
勢
を

又
朝
鮮
の
国
事
に

る
は
､

憂

ひ

干

渉

す

あ那

え

あ
ら

敢

て

非

ず

事
を
好
む
に

､
日
本
自
国
の
類
焼
を
予
防

断
朝
鮮

に
書

たか

何

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
残
念
な
が
ら
'
そ
う
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

そ
こ
で
日
清
戦
争
前
後
の
極
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学

的
な
状
況
を
振
り
返
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
｡

･り上･つゼん

地
図
を
見
れ
ば 
1

す
が
､
朝
鮮
半
島
は

日

瞭

然

で

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
日
本
に
向
か
っ
て
突
き
出
た

なた 

1
本
の
銘
の
よ
う
な
半
島
で
す
.
そ
こ
が
敵
対
勢
力

の
手
に
置
か
れ
る
こ
と
は
'
日
本
に
と
っ
て
重
大
な

危
機
を
意
味
し
ま
す
｡

す
る
も
の
と
知
る
可
し
｣

た
ん
て
き

当
時
の
日
本
人
の
危
機
意
識
を
非
常
に

言

端

的

に

い
表
わ
し
て
い
ま
す
｡

福
沢
の
問
題
意
識
の
核
心
は
､
｢日
本
国
の
独
立
自

尊
｣
で
し
た
｡
国
家
の
独
立
自
尊
の
た
め
に
は
｢一身
独

立
｣
や
｢
一家
独
立
｣
が
不
可
欠
で
あ
り
､
個
人
に
い
た

る
ま
で
が
文
明
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で

いわく
らけ
んおう

く
つじ
よく
てさ

す
｡

節
団
が
'
日
本
に
と
っ

岩

倉

遣

欧

使

て

屈

辱

的

つ

な
不
平
等
条
約
を
改
正
す
べ
-
意
を
尽
く
し
て
も
全 

-
取
り
合
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
姿
を
見
て
'
福
沢

は
〝今
の
世
界
は
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
｢文
明
国
｣
と

や
ばん

｢
野

蛮

国

｣
に
色
分
け
さ
れ
て
い
て
'
文
明
国
に
な
ら

むす

な
け
れ
ば
対
等
で
平
等
な
国
際
関
係
が

な
い
〞

結

べ

と
痛
感
し
ま
す
｡
そ
れ
ゆ
え
福
沢
は
'
明
治
の
日
本

け
いもう

人
に
向
か
っ
て
必
死
に
啓
蒙
活
動
を
行
な
い
､
同
時

に
朝
鮮
や
清
国
に
対
し
て
も
そ
の
｢文
明
化
｣
を
強
く

求
め
た
の
で
す
｡

こ
の
問
題
意
識
は
､
当
時
の
日
本
の
中
で
は
広
くい

ん

共
有
さ
れ
た
も
の
で
し
た
｡
し
か
し
'
滴
や
朝
鮮
の

因

じ
ゆ

こ
ろう

くず

ん

循

で

固

栖

な

崩

す

姿
勢
を

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

と
り
わ
け
強
大
な
中
国
か
ら
の
圧
迫
を
受
け
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
朝
鮮
は
'
ど
う
に
も
身
動
き
が
難
し

う
つ-
つ

へ


い
'
顧
屈
し
た
歴
史
を
経
て
き
ま
し
た
｡
十
四
世
紀


り
し 

-
せ
いけ
い

も
つ

末
に
李

朝
鮮
を
建
国
し
た
李

'
｢小
を

氏

成

桂

は 

以

て

つか

なり

じ

大
に
事
ふ
る
は
保
国
の
道
也
｣
と
し
て
'徹
底
的
な
事

だ
い

と

か
わ
い

大

主

愛

が

義
を
採

り
ま
す
｡
そ
れ
ゆ
え
'
大
国
に
可

隣

｡

恰

も

｢下 関 講和吉相1｣(永地努太画､評 徳 記 念絵画館蔵)卓の奥､障子を背にして伸藤博文､その左に陸奥宗光｡
伊 藤 の対面には李洩章の姿がある

..
T
r

..
･･:
･.A
,
;
'山 
_
_

･ 

,
P
.I
.1 

㊥
拓
殖
大
学
総
長
㊥

辺
利
夫除りよ


甲
府
市
生
ま
れ
｡

未来をひらく掛野百嘘J
板取) 

･ 

. 
_.

,■
● 

■
こ 

ToSbio

渡
二

九
三
九
)､
山
梨
県

新
脱
亜
論
i
(文
搾

r

小春
秋
)､ 

講
舞
-
(P
H
P
研
究
所
)
な
ど
多
数
｡

福沢諭吉 (r

[歴史'a道 20146】 [原虫折識 20146】
く腔偲怒塾)



こうしん

ら
れ
保
護
さ
れ
て
､
初
め
て
独
自
の
朝
鮮
王
朝
が
成

し

き
ん>)･くきん

り
立
つ
と
い
う
考
え
方
が
根
深
く
染
み
つ
き
､
福
沢

L

流
の
｢独
立
自
尊
｣
の
考
え
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
｡

･l

ん

･t 

理
不
尽
な
干

渉に燃え
立
っ
た

日
本
人
た
ち

た
の

さ
ら
に
'
朝
鮮
に
｢日
本

に
足
ら
ず
｣
と
思
わ

侍

む

お
こ

せ
る
事
態
が

-

ま
す
｡
日
本
が
三
国
干
渉
の
屈
辱

起 

よ
ぎ

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
｡しも

の
せ
き

し
ゆ
ん
ば
ん
ろ
う

日
清
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
は
'

関

春

横

下

の

帆

で
日
清
講
和
条
約
を
結
び
ま
す 
(

伊

藤

博

文

･
陸

奥

宗

光

李

鴻

章

･
李

､

清
側
全
権
代
表 
‥

け
いほ･つ

経
方 
)｡
条
約
で
は
'
第

一
条
で
朝
鮮
を
独
立
自
主
の

は
い
き

国
に
し
て
清
と
の
宗
属
関
係
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
確

りようとう

ほう
こ

か
つ

認
さ
れ
た
ほ
か
､

島
･台
湾
･
瀞

諸
島
の

Li

遼

東

半

湖

割

じよ

いしよi
}ん

テール

う
は

,

譲

､

賠

償

金

二

億

両

の

支
払
い
､
清
国
が
列
強
と
結

ん
だ
不
平
等
条
約
を
日
本
に
も
適
用
す
る
こ
と
､
な

ど
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
｡
こ
の
う
ち
の
遼
東
半
島
の

割
譲
に
つ
い
て
'
ロ
シ
ア
'
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ
ツ
か

ら
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
の
で
す 
(三
国
干
渉 
)｡

実
は
'
清
と
の
戦
争
に
勝
利
し
た
場
合 
'
列
強
か

ら
の
干
渉
を
招
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
陸
奥
宗
光
ら

が
早
く
か
ら
想
定
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
｡
そ
こ
で

陸
奥
は
'
ま
ず
清
と
戦
う
大
義
名
分
を
明
確
に
し
よ

う
と
し
ま
し
た
｡

け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
こ
の
三
国
干
渉
は
'
日
本

あぷら
あ


に
と
っ
て
は
ト
ン
ビ

げ
を
さ
ら
わ
れ
る
よ
う


に

な
も
の
で
す
｡
と
は
い
え
､
日
本
は
清
国
と
の
戦
い

しようじん


で
国
力
を

て
い
ま
し
た
｡
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ


消

尽

し

た
ら 
'
ひ

と
た
ま
り
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
日
本
は
こ
の
時
点
に
お

い
て
な
お
'
｢力
が
す
べ
て
｣
の
西
欧
列
強
の
論
理
に

直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
｡

三
国
干
渉
の
報
が
届
い
た
時 
'
陸
奥
は
末
期
の
肺

ま
い
こ 

hリよ･つよ､つ


病
で
､兵
庫

の
温
泉
で

て
い
ま
し
た
｡


県

舞

子

療

養

し

三
国
干
渉
の
報
を
も

か

っ
て
駆

け
つ
け
ま
す
｡
陸
奥
も
胸
を
か
き
む
し
ら
れ

る
思
い
だ
っ
た
に
違
い
あ
-
ま
せ
ん
｡
し
か
し
'
三

日
本
側
全
権
代
表
‥

うしよ

わ
み
つ

い
とう
ひろぷみ
む
つ
も

り
こ

う
り

しゆ･つら
い

で
'も
し
露
仏
独
の
艦
隊
が
日
本
に

袈

来

し

いのうえ
かおる

そ
こ
に
伊
藤
博
文
と

井

上

馨

が

油

揚

こ
の
点
で
決
定
的
だ
っ
た
の
は
､
甲
申
政
変 
(開
化

派
の
金

玉
均
等
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
失
敗
し
た

てんしん

事
件 
)の
後
に
日
清
問
で
結
ば
れ
た

約
(明
治

天

津

条

十
八
年 
(
一
八
八
五
))
で
し
た
｡
こ
の
条
約
で
は
､
朝

鮮
で
変
乱
が
あ
っ
て
派
兵
す
る
時
は
両
国
が
互
い
に

.+う

通
知
し
合
う 
(行
文ん

ち
し

知
照 
)
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
しろん

た
｡
清
国
が
出
兵
し
た
時
は
日
本
も
出
兵
で
き
る
論

きよ拠
を
は
つ
き
-
と
得
た
の
で
す
｡
こ
れ
は
大
き
な
成

か
い
こ

果
で
し
た
｡
陸
奥
も
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
ま
す
｡ 

▼
1肌
･
■

｢将
来
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
同
国 
(朝
鮮 
) 

∫▲

へ
軍
隊
を
派
出
せ
ん
と
す
る
と
き
は
'
先
ず
日
本
政

じょうかん

府
に
行
文
知
照
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
の
条
款
を
具
す

て
いけ
つ

ほと
ん

る
条
約
を
締
結
し
た
る
は
､
彼
に
あ
り
て
は

一

殆

ど

大
打
撃
を
加
え
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
､
従
来
清
国

が
唱
え
居
た
る
属
邦
論
の
論
理
は
こ
れ
が
た
め
に
大

げんさ
い

い
に
そ
の
力

し
こ
と
は
一
点
の
疑
い
を
存

殺

せ

け

減

んけん
を

ろく

せ
ず
｣
(
寒

』

)

『
発

録

さ
ら
に
､
陸
奥
は
戦
争
の
｢主
動
者
｣
は
あ
く
ま
で

清
で
あ 
-
､
日
本
は
｢被
動
者
｣
だ
と
い
う
立
場
を
取

ろ
う
と
し
ま
す
｡
そ
の
た
め
に
陸
奥
は
､
日
清
戦
争

と.つカくと,フ

の
直
前 
'
東
学
党
の
乱
が
起
き
て
日
清
両
国
が
出
兵

し
た
後
に
'清
国
に
対
し
て
〝共
に
朝
鮮
の
内
政
改
革

に
当
た
ろ
う 
″
と
提
案
し
た
の
で
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
'

こ
れ
が
清
国
に
蹴
ら
れ
る
の
は
想
定
内
の
こ
と
で
+
.

列
強
に
対
し
て
〝日
本
は
朝
鮮
の
改
革
を
実
現
し
よ

う
と
し
た
｡
だ
が
､
清
国
が
拒
否
し
た
｡
だ
か
ら
戦

人
で
長
時
間
話
し
込
む
中
で
､
干
渉
受
諾
や
む
な
し

の
結
論
と
な 
-
ま
す
｡

最
終
的
に
､
三
国
干
渉
を
受
け
て
か
ら
､
日
本
が

酒
へ
の
遼
東
半
島
返
還
を
宣
言
す
る
ま
で
要
し
た
時

した

カた

間
は
十
八
日
で
す
｡
ど
う
せ
負
け
る
な
ら
'
決
断
は

思
い
を

L

早
い
方
が
い
い
｡
そ
の
分
'
激
し
い

胸
に
秘
め
他
日
を
期
す
｡
日
本
は
'
国
力
と
軍
事
力

に
お
い
て
ま
だ
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
ど
ん
な
苦

労
を
し
て
で
も
'
軍
備
増
強
を
図
る
べ 

と
の
決
意

が
しんしようたん

を
固
め
ま
す
｡
ま
さ
に
｢
臥

薪

嘗

胆

清
国
か
ら
得
た
巨
額
の
賠
償
金
の
九
割
を 
'

あ

費
に
充

て
ま
し
た
｡
国
民
の
租
税
負
担
率
も
五
割
を

超
え 
'
海
軍
費
も
明
治
二
十
八
年 
(
八
九
五
)

か
いこん

悔

恨

争
も
致
し
方
な
か
っ
た
″
と
い
う
外
交
的
ス
タ
ン
ス

を
示
す
た
め
の
も
の
で
し
た
｡
｢現
実
政
治
家
｣
と
し

めん･.pくやくじよ

て
の
陸
奥
の

す
｡

面

目

躍

如

で

し
か
し 
'陸

奥
の
周

到な
用

意
に

もかか
わくら

'

じゆださ
ず

遼
東
半
島
の
返

還
を
求

める
三

国
干渉の

受諾は避

千
三
百
万
円
だ
っ
た
も
の
が
､
同
二
十
九
年
に
は
三

いち‖しる

千
八
百
万
円
､
同
三
十
年
に
は
七
千
六
百
万
円
と

著

ふく

し
い
速
度
で
膨
れ
上
が
っ
て
い
き
ま
す
｡
し
か
し
､
国

た

きよう
い

り
ふ
じん

ま

民
は
堪
え
ま
し
た
｡
列
強
の
脅
威
と
理
不
尽
を
目
の

さか

当
た
り
に
し
て
'
日
本
人
は
燃
え
盛
っ
て
い
た
の
で

す
｡
そ
の
上
'
こ
の
時
代
の
日
本
の
指
導
者
た
ち
は
'

しゆ
ら
ば

くぐ

幕
末
以
来
の

て
き
た
武
士
た
ち
で
す

場

を

潜

っ

の

･L'r
つ

す
羅

修

と

か
ら
'

ぎ
澄

ま
さ
れ
た
鋭
角
的
な
判
断
力
と

研

き
が
い

の
気
概
に
満
ち
て
い
ま
し
た
｡

とう

も 
tJい
け

い

で
し
た
｡

｣

提

t 

携

の
夢
は
破
れ

兼

t亜
.'1り
ろ

軍
事

露

戦
争
へ

日

一

と
こ
ろ
が
､
こ
の
日
本
の
姿
を
見
た
朝
鮮
の
支
配

やす
やす

者
は
､
単
に
｢
易

列
強
に
屈
服
し
た
｣
と
し
か
見

々

と

け
いぺ
つ

ま
せ
ん
｡
そ
し
て
日
本
を

軽

蔑

し

を
見
限
り
､
よ
り
強
い
大
国
ロ
シ
ア
に

が
ゼん

が
俄

い
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
す
｡

然

勢

つ


実
は
朝
鮮
は
､
大
国
で
あ
る
清
に
卑


つ

か

｢
事

え

｣
つ
つ
､
し
か
し
'
心
の
ど
こ
か
で
は
清
を
侮

べ
つ

蔑
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡
｢清
を
建
国
し
た

に
は

ま
んしゆう

浦

は
'も
と
も
と
北
の

洲

族

分
た
ち
朝
鮮
人
こ
そ
が
中
華
文
明
の
正
統
な
後
継
者

ふく

だ
｣
と
い
う
自
負
が
心
の
中
で

ん
で
い
た
の
で

膨

ら

は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
'
相
手
が
強
い
う

ち
は
そ
ん
な
こ
と
は
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
も
の
の
'

本
心
で
は
軽
蔑
し
て
い
た
｡
晴
が
弱
体
化
す
る
と
さ 

総力特集L+Er浦戦争
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満洲､朝鮮への圧迫を強めた

ごう
き

剛

毅

､
弱
体
化
し
た
清

なぴ
廉

く

親
蕗
派

ま
で
にぷ

ひ
く屈

な

はんそ

蛮

く
はく
てdJ

(
北

秋 

)

で
あ
り
'自

族 



総力特如 ●日清戦争

つ鮮
国
内
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ

ち
ょ

一ス
人
女
性
旅
行

家

T

鮮
を
四
度
に
わ

た
っ

て旅
行
し
､ 

(原
著
は

一
九

〇
五

年

あら

学
術
文
庫
)
を
著
わ

し

う
つ

ハ
ー
ド
は
こ
う
書
く
｡

め

日
本
の
夢
は

む
な

空

し

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
｡
む
し
ろ

逆
に
ロ
シ
ア
の
侵
略
を
加
速
す
る
事
態
を
招
き
､
日

本
は
日
露
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
の
で
す
｡

そ
の
日
露
戦
争
で
日
本
は
'
世
界
最
大
の
陸
軍
国

と
い
わ
れ
た
ロ
シ
ア
を
破
り
ま
し
た
｡
そ
の
歴
史
的

記
憶
が
あ
ま
り
に
強
い
た
め
に
､日
本
が
｢独
立
自
尊
｣

と
い
う
理
想
を
か
け
て
戦
っ
た
日
清
戦
争
が
'
当
時

の

そ

の
日
本
に
と
っ
て
伸

る

反

る
か
の
大
勝
負
だ
っ
た

か

こ
と
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
｡
し
か
し
実
際
に
､
日

清
戦
争
こ
そ
日
本
の
｢独
立
自
尊
｣
を
達
成
し
う
る
か

否
か
の
決
定
的
な
分
か
れ
道
だ
っ
た
と
'
私
に
は
思

いな

っ
さ
と
こ
れ
を
見
限
り
'
平
然
と
ロ
シ
ア
に
急
接
近

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
で
は
自
主
独
立
の
芽

つぷ

し
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
｡

と
-
が

れ
'
改
革
派
の
有
力
者
も
次
々
と
倒
さ

憤

さ

日
清
戦
争
後
の
日
本
は
､
朝
鮮
の
近
代
化
を
目
指 

れ
て
'
打
ち
続
く
混
乱
の
中
､
遂

i)ゆう
じ

hリん

し
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
ま
で
朝
鮮
政
府
を

っ
て

れ
て
し
ま
う
の
で
す
｡

牛

耳

朋

さ

ふ
ん
ひ

は
いじ
上

さ
んこう
し
ゆう
ぼく

き
た

派
を

て
､
親
日
派
の

一
方
の
滴
国
も
､
ロ
シ
ア
に
取
り
込
ま
れ
て
い
き

閲

妃

排

除

し

金

弘

集

や

朴

え
いこう

かく
さく

泳

孝

ら

画

策

の
内
閣
に
よ
る
改
革
を

･

実
行
し
よ
う

ま
す
｡
明
治
二
十
九
年
に
は
､
李
鴻
章
が
サ
ン
ク
ト

と
し
た
の
で
す
｡
し
か
し
'
こ
の
動
き
は
親
露
派
の

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
を
訪
問
し
て
｢露
清
密
約
｣

強
い
抵
抗
に
直
面
し
ま
す
｡
さ
ら
に
'
日
本
に
排
除

す
.
｢日
本
が
ロ
シ
ア

朝
鮮
･

さ
れ
た
閲
妃
派
も
ロ
シ
ア
と
結
び
'
ク
ー
デ
タ
ー
を

毒
酒
両
国
は
相
互
に
軍
事
援
助
す
る
｣
｢

iJ

･〃ん
こう

く
ちく

内
閣
か
ら
親
日
派
を
駆

ま
す
｡
日
本
の

は
､
酒
の
港
湾
は
ロ
シ
ア
海
軍
に
開
放
さ
れ
る
｣
｢シ

敢

行

｡

逐

し

･L 

1.rし

願
い
は
ま
た
も
や
踏

れ
ま
し
た
｡

ベ
リ
ア
鉄
道
か
ら
つ
な
が
る

み

朋

ら

ら

ご

ろ
う

み
う

ふ
せ
つ

浦

梧

楼

は

敷

設

す

こ
の
時
期
に
駐
韓
公
使
と
な
っ
た
三

､

る
権
利
を
ロ
シ
ア
に
認
め
る 
(後
に
東
浦
鉄

た
いいん-
ん

上うり
つ

じ
ゆう
カ
ん

とう
さ
ん
しよう

か
つ
て
閲
妃
に
追
放
さ
れ
た

図
り

道
と
南
清
洲
を

大

院

君

の

擁

立

を

縦

貫

す

る

ま
す
｡
明
治
二
十
八
年
十
月
､大
院
君
は
親
日
派
官
僚

る
こ
と
も
認
め
る
)｣
な
ど
の
内
容
で
し
た
｡
清
に
と

や
韓
国
訓
練
隊 
(日
本
が
指
導
し
た
韓
国
軍
隊
)'
日

っ
て
あ
ま
り
に
屈
辱
的
'
日
本
に
と
っ
て
著
し
い
脅

そ･つ
し

つ

本
人

を
引
き
連

れ
て
王
宮
に
侵
入
｡
そ
の
混
乱

威
と
な
る
密
約
で
し
た
｡

壮

士

の
中
で
閲
妃
が
殺
害
さ
れ
ま
す
｡

さ
ら
に
明
治
三
十

一
年 
(

八
九
八
)

こ
う
し
て
再
び
親
日
派
の
金
弘
集
が
内
閣
を
組
織

ア
は
三
国
干
渉
で
日
本
か
ら
清
に
還
付
さ
せ
た
遼
東

え
いせ
いせき
じや

そ
しやく

し
て
改
革
を
進
め
ま
す
が
､
固
晒
な

の

半
島
を
自
ら
が
租
借 
(二
十
五
年
間
)

｢
衛

正

斥

邪

｣

こ

ん

思
想
に
凝
り
固
ま
っ
た
守
旧
派
は
こ
れ
に
猛
反
発
L
t

三
十
三
年 
(
一
九

〇
〇
)
に
義

｢轟
兵
闘
争
｣
が
発
生
し
ま
す
｡
翌
二
十
九
年
二
月
に 

と
'
ロ
シ
ア
は
そ
の
鎮
圧
と
称
し
て
派
兵
し
た
八
千

J'<･J

は
'
こ
の
混
乱
の
隙
を
つ
い
て
朝
鮮
の
親
蕗
派
官
僚

余
の
兵
力
を
撤
兵
さ
せ
ず
'
満
洲
の
兵
力
を
増
強

せ
ん缶
上 

が
国
王
を
ロ
シ
ア
公
使
館
に
移
し
､
ロ
シ
ア
公
使
館

L
t
不
法
に

し
ま
す
｡
満
洲
で
は
ロ
シ
ア
人
に

占

拠はく
が
い

の
中
で
親
露
政
権
を
樹
立
｡
金
弘
集
ら
朝
鮮
内
政
改 

よ
る
清
国
人
の
迫
害
虐
殺
も
発
生
し
ま
し
た
｡

▲<
･･･'つ

,
,

惨

殺

し

革
を
進
め
る
べ
き
改
革
派
首
脳
た
ち
を

て
し

か
-
し
て
'
ケ日
本
､
清
'
朝
鮮
が

I.･'いルりい

ま
い
ま
し
た
｡

を
果
た
し
､提
携
し
て
列
強
に
対
抗
し
よ
,

う

日
本
は
奮
闘
L
k
･･


冥
女
性
旅
行
家
が
見
た


ハ
ー
ド
は
､
一

｢(日本が日清戦争を戦った

'｢

朝
鮮
改
革

目
的
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
)
日
本
が
た
い
へ

に
つ
し
ん

日

清

戦

争
開
戦
直
前
の
明
治
二
十
七
年
二Lい


八
九
四
)七
月
､日
本
の
後
押
し
を
受
け

た

大

い

んくん

にぎ

ヤ才

院

君

が

を

握

る

政
治
の
実
権

と
'
改
革
派
で

きんこーつしゆう


親
日
派
で
も
あ

閣
が
成
立
o
様


る

金

弘

集

内

々
な
近
代
化
改
革
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
(

こう
r)改

革
)｡
政
変
で
排
除
さ
れ

みん

甲

午

た

問

び

がんきよう

妃

頑

強

な

派
な
ど
の

抵
抗
で
'
改
革
は
い
く

も
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
が
､
そ
れ
で
も
朝

の
こ
と
ご

つい

じ
ゆユノ

に
は
ロ
シ
ア
に

蝶 

を
結
び
ま

酒
に
侵
攻
し
た
望

ロ'

戦
争
の
際
に

と､フしん

東

道
を
酒
領
内
に

清

鉄

道
を
つ
な
げ

え
て
な
り
ま
せ
ん
｡

ア
に
お
い
て
､
｢独
立
自
尊
｣
は
厳
し
い
課
題
で
し
た
｡

ク独
立
自
尊
の
ア
ジ
ア
が
手
を

と

い
う
日
本
人
の
理
想
も
､
酒
国
や
朝
鮮
に
は
理
解
さ

れ
ず
'苦
闘
と
挫

朝
鮮
の
｢

折

の

に
賭
け
た
福
沢
諭
吉
が
'
晴
と
朝
鮮
両
国
の
あ
ま
りL.

の
固
随
な
る
思
想
と
行
動
に
絶
望
し
て
｢悪
友
を

し
む
者
は
､
共
に
悪
名
を
免

西
欧
列
強
の
圧
迫
を
受
け
て
い
た
当
時
の
東
ア
ジ

東

三

省

鉄

ざ
せ
つ

一

に
は
､
ロ
シ

か
ん
ぷ

一｢

し
ま
す
｡
明
治

ぎ
わ
た

和

団

件
が
起
き
る

事

お
い

ア
ソ
.J

お
のお
の

各

近
代
化

々

にク

と
い

心
に

東
方
の
悪
友
を

る
も
の
な

於

て

亜

細

亜

謝

絶

す

り
｣
と
ま
で
番
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
､
東

ア
ジ
ア
の
困
難
さ
が
象
徴
的
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
｡

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
'
死
力
を
尽
く
し
て
｢独
立
自
尊
｣

に
賭
け
た
日
本
人
の
魂
は
'
現
在
を
生
き
る
私
た
ち

に
も
多
-

lF::a'史往ii

の
こ
と
を
語
り
か
け
て
い
る
の
で
す
｡
○ 

理
論
を
導
入
し
た
と
評
価
し
た
｡

ち
な
み
に
イ
ザ
ベ
ラ
･バ
ー
ド
は
一
八
七
八

年
(明
治
十
一
年
)に
日
本
を
訪
れ
､
そ
の
旅

行
記
を
書
い
て
い
る
｡
当
時
の
日
本
と
朝
鮮

の
あ
り
方
を
彼
女
が
ど
う
見
た
か
､
読
み
比

べ
て
み
る
の
も
興
味
深
い
だ
ろ
う
｡ 

ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
改
革
事
業
に
取

り
か
か
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
新
体
制
を
導
入

す
べ
く
日
本
が
主
張
し
た
提
案
は
特
権
と
大

権
の
核
心
に
切
り
こ
ん
で
身
分
社
会
に
大
変

革
を
起
こ
し
､国
王
の
地
位
を
『給
料
を
も
ら

う
ロ
ボ
ッ
ト
山
に
落
ち

ぶ
れ
さ
せ
た
も
の
の
､

は
つ
き

日
本
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
能
力
を
発
揮
し
て

方編
み
だ
し
た
要
求
は
､
簡
単
で
自
然
な
行
政

rJlrJ

し 

て
い
く
｡

う
ど
こ
の
時
期
､
一
八
九
四
年
か
ら

改
革
の
体
裁
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す

て
つ
と､つ

れ
ば
こ
と
足
り
る
｡
わ
た
し
は
日
本
が

徹
頭

て
つ
び

ふ
ん
とTつ

徹
尾
誠
意
を
も
っ
て
啓
開
し
た
と
信
じ
る
｣

彼
女
が
挙
げ
る
の
は
､
本
質
的

に
政
治
体

ふ
はい

制
が
腐
敗
し
て
い
た
清
と
朝
鮮
の
同
盟
関
係

の
断
絶

､
員
族
と

平
民
と
の
区
別
の
(少
な
く

ど
れ
い

と
も
窃
頬

rllで
の
)廃
止

､奴
隷
制
度
な
ど
の

さ
ん
に

ょぼ
つ 

Lf1もん

ん
し

IJ

廃
止
､
残

忍
な
処
罰
や
拷
問
の
廃
止
､
教
育

か
きよ

制
度

･
軍

隊
･瞥
票
の
改
革

､
科
挙
の
廃
止
と

八
九
七
年
(明
治
三
十
年
)ま
で
'
イ
ギ
リ

の

イザ
ベ
ラ
･バ
ー

ド
が
朝

朝

鮮

紀行
m 

発
刊
｡
邦
訳
､

講談

て
い
る
｡
イ
ザ

ベラ
･

社

バ
ー
ド
の
眼
に
､
こ
の
時
期
の
朝
鮮
は

どの

よ
う
に

映

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
'
改
革
の
成
果
を
高

く
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡イ
ザ
ベ
ラ
･

し
ほ
う

司
法
改

革
'
商
業
の
自
由
化
'
郵
便
制
度
の

確
立
へ
国
家
財

政
の
健
全
化
､
税
金
制
度
改

りよ
う 

rJ

ふ
けつ 八

九
四
年
の

城
内
ソ
ウ
ル
を
描
写
す

ウ
ル

世
で
い
ち
ば
ん
不
潔
な
町
だ
と
思

こう

正
､ ｢公

認

の
吸
血
鬼
｣
だ

と､そ
の
腐
敗
と

不

投
狩

らつ

し
ん

と
搾
取
と
た

かり
の
体
質
を
辛

頬
に

減
ら
し
た
こ

る
｡
当

時

ご
み
や
汚
物
は
役

と
'
な
ど
で

あ
る
｡

イ
ザ
ベ
ラ
･

ソ
ウ
ル
の
印
象
を 

かんべん

る
の
は
勘
弁
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
北
京
を
見
る
ま
で
わ
た
し
は
ソ

こ
そ
こ
の
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