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は

じ

め

に

中
国
は
､
日
本
軍
が
国
民
蒐
車
に
降
服
文
書
を
準
し
た
日
か
ら

七
十
周
年
に
当
た
る
と
し
て
､
今
年
の
九
月
三
日
に
は

｢抗
日
人

民
戦
争
勝
利
記
念
日
｣
の
記
念
行
事
を
大
々
的
に
開
き
ま
す
｡
ま

全
か
つ

最終
的
に
解
決
さ
れ
た
｣
と
日
韓
両
政
府
が
署
名
し
､
両

国
国
華 
.,も
批
准
さ
れ
た

｢日
経
基
本
条
約
｣
が
結
ば
れ
て
か
ら 

F
も

仁
牛
で
す
へ

こ
の
よ
う
に
む
む
か
七
卜
年
､
五
十
征
の
節
目
の
在
で
あ
う
に

か

カ
わ
ら
ず
､
む
し
ろ
こ
れ
を
契
機
に
両
国
の
反
日
が

強
ま

り

そ
う
な
罪
因
気
し
か
感
じ
取
れ
ま
せ
ん
｡
他
国
内
の
こ
と

D

で
す
の
で
､
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
が
､
何
と 
,
嫌
な
気
分
で
す 

本
日
は
､
｢中
国
､
韓
国
し
)日
太
-
未
や
h
.れ
る
政
策
対
応
｣

と
い
う
演
題
で
お
話
し
す
る
･ 

F

Lt
r
ご
依
準

芸
人け
ま
し
た
が
､
具

体
的
な
政
策
ま
で
論
及
-
る
何
問
的
余
裕
は
な
さ
そ
う
で
す
｡
基

/,中
で
'
今
後
'
日
本
が
ど
の
よ

本
的
な
事
柄
を
お
話
し
し
て
い
ノ 

う
な
立
ち
居
振
る
舞
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
､
自
然

段
とO



日
中
間
供
で
い
ま
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
は
､
す
で
に
皆
様
も

日
々
の
新
関
で
ご
承
知
の
通
り
で
す
｡
日
本
固
有
の
領
土
､
尖
閣

諸
島
を
め
ぐ

っ
て
､
中
国
は
極
め
て
好
戦
的
､
挑
発
的
な
行
動
を

rJ

繰
り
返
し
､
日
本
は
厳
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
し
ま
た
､

韓
国
で
は
朴
楳
恵
政
権
が

従
軍
慰
安
婦
問
題
を
め 
/＼
つ
て
､

｢日
本
が
し
か
る
､へ
き
対
応
を
取
ら
な
い
限 

､
首
脳
ム .八談
な
ど

J

開
け
な
い
｣
と
頑
な
な
姿
勢
を
い
ま
だ
に
崩
し
て
い
ま
せ
ん
｡
極

東
ア
ジ
ア
情
勢
を
長
ら
く
見
て
き
た
私
に
と
っ
て
も
､
信
じ
ら
れ

な
い
く
ら
い
厄
介
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す 

た
だ
､
本
日
は
そ
の
厄
介
な
状
況
そ
れ
目
体
に
つ
い
て
で
は
な

O n

く
､
な
ぜ
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
日
本
を
見
る
の
か
､
日
本
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
観
念
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
い
た


し
ま
す
｡
観
念
で
す
か
ら
､

一
世
代
や
二
世
代
で
変
わ
る
よ
う
な


も
の
で
は

あ
=
ま
せ
ん 

随
分
と
昔
か
ら
両
国
で
紡
が
れ
て
き
た


も
の
で
す 

こ
れ
ら
の
観
念
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
､
お
の


ず
と
日
本
に
求
め
ら
れ
る
政
策
対
応
も
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
｡


中
華
民
族

の
偉
大
な
る
復
興

〇

十
年
余
に
わ
た
り
屈
辱
の
歴
史
を
背
負
わ
さ
れ
て
き
た
我
が
中
華

民
族
が
､
遂
に
偉
大
な
る
復
興

へ
の
道
を
探
り
当
て
､
世
界
を
瞳

目
さ
せ
る
成
果
を
お
さ
め
つ
つ
あ
る
｡
中
華
民
族
の
偉
大
な
る
復

興
こ
そ
が
近
代
以
来
の
中
国
人
が
最
も
強
く
待
ち
望
ん
で
い
た
夢

で
あ
る
｡
現
在
､
我
々
は
過
去 
CJ
い
か
な
る
時
期
よ
り
も
､
中
華

民
族
の
偉
大
な
る
復
興 
CJ
目
標
に
近
づ
い
て
い
る 
)

そ
の
後
も

る
復
興
｣
を
繰 
=
返
し
て
い
ま
す 

そ
こ
か

は
､
｢我
々
は
ア
へ
ノ
戦
争
に
敗
北
し
て
香
港
島
を

ら

取
ら
れ
､
対
面
の
九
竜
半
島
を
九
十
九
年
間
租
借
さ
れ
､
以
来
､

沿
海
の
主
要
な
都
市
は
粕
借
地
と 
-
て
欧
米
列
強
の
隷
属
化
に
置

か
れ
､
日
本
に
ま
で
も
攻
め
込
ま

れ
る
屈
辱
の
近
代
史
を
味
わ
わ

さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
屈
辱
を
そ
そ
ぐ
時
が
､
い
ま
訪
れ
た 

f
･華

民
族
の
偉
大
な
る
復
興
､
こ
の
中
国
の
夢
を
我
々
は
､
い
ま

や
つ

書
記
は
'

一

"
三
年
十

一
月
の
党
総
書
記
就
任
直
後
に
､
次
の

よ
う
に
述
べ

て
お
り
ま
す
｡
｢ア
ヘ
ン
戦
争
で
の
敗
北
以
来
､
百
七

一
九
二
六
年
に
大
変
な
王
朝
が
饗
場
し
ま
し
た
｡
こ
れ
か

｢楕
｣

r か
も
う
と
し
て
い
る 

党
員
よ
､
国
民
よ
､
頑
張
ろ
う
で
は
な
い

r

か
｣
と
い
う
極
め
て
強
い
民
族
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
き

r

ま
す 

tm O

J


LT

中
国
が 
W
T
O 

(世
界
貿
易
機
関 
)
に
加
盟 
.-
た
の
は
二
〇
L1

o

rJ

人
前
の
国
と
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た
年
と
受
け
止
め
て
い
ま
す 

rJ J

そ
の
後
､
二
〇
〇
八
年
北
京
オ 
-
/
ピ
ソ
〃
'
二
rJ
l
rJ
年
上 
LsJ


万
博
を
開
き
､

二
〇

一
二
年
に
は 
I
M
F

へ包

膜
趣
旨
基
金
〕
報


告

で
､ 

G
D
P 

内
総
生
産 
)
規
肢
が
日
本
を
抜
き
去
り
､
ア


(国

メ
リ
カ
に
吹
く
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
り
ま
し
た
｡

ま
さ
に
屈
辱
の
近
代
史
を
歩
ん
で
き
た
中
国
の
人
々
の
血
を

た
ぎ
ら
せ
る
よ
う
な
状
況
で
す
｡
習
近
平
総
書
記
の
演
説
は
､
そ 

cJ
国
民
の
胸
に
強
く
訴
え
る
も
の
で
し
た
ゥ

り
､
そ
の
過
去
を
現
在
に
復
元

し
た
い
､
そ
う
い
う
衝
動
を
指
導


部
が
持

二

･ 'い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ノ
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が


く
の
同
芋
者
や
中 
rj]

知
識
･ {
C.
方
々
と
議
論
し
て
い
る
中
で 
' 

あ
あ
､
そ
う
い 
-
こ
し 
な
の
か
｣
と
い
う
解
釈
に
薫
り
ま
し
た 

中
国 
1.
肝
盟
は
王
朝
の
変
転
､
転
覆
史
で
す
｡
卜
七
世
紀
前
半
､



そ
の
空
率
を
中
心
に
､
漢
族
の
人
口
が
増
え
､
漢
族
社
会
が
外

す
｡

三
ロ
で
表
現
す
れ
ば
野
蛮
人
で
す
｡
蛮
と
い
う
字
は
､
ワ
イ

つ
ま
り
､
人
間
の
顔
は
し
て
い
る
も
の
の
､
ワ
イ
ヮ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ

人
と
言
っ
た
イ
メ 

く
社
会
で
す 

す
O

つ
ま
り
価
値
の
高
低
を
気
に
し
ま

留
学
生
と
付
き
合
っ
て
い

朝
で
は
な
く
､
満
州
族 

(女
真
族
)
が
北
京
に
攻
め
入
っ
て
で
き

た
征
服
王
朝
で
す
｡
正
確
に
は

国
は
少
数
民
族
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
す
｡

こ
油
滴
連
合
政
府
｣
で
す
O
清
王

朝
は

｢大
清
帝
国
｣
と
11学
っ
に
ふ
さ
わ
し
い
､
世
界
で
最
高
の
栄

耀
栄
華
を
極
め
た
王
朝
で
し
た
｡
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
イ
ギ
リ
ス
の

名
誉
革
命
､
い
わ
ゆ
る
市
民
甚
命
や
産
業
革
命
の
は
る
か
前
に
で

き
た
巨
大
な
王
朝
で
あ
り
､
世
界
の
国
々
か
ら
仰
ぎ
見
ら
れ
る
存

在
で
し
た
｡

中
国
の
伝
統
的
国
際
秩
序
観
念

｢中
華
民
族
の
偉
大
な
る
復
興 
)
を
臼
指
す
中
国
が
､
古
代
以

来
､
周
囲
の
国
々
を
ど
の
よ
う
に
見
て
き
た
の
か
､
中
国
の
伝
統

的
国
際
秩
序
観
念
に
つ
い
て
考
､ス
て
み
ま
し
ょ

を
典
型

う
C
そ
れ

題
が
起
こ
っ
て
い
る
､
ト
ル
コ
系
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
居
住
地
域
の

新
遮
ウ
イ
グ
ル
自
治
区 中

EEE

的
に
表
す
用
語
が

｢葺
夷
秩
序
｣
で
す
｡
｢中
華 

(中
原
)
を
中

心
と
し
て
同
心
的
に
広
が
り
､
周
縁
に
位
置
す
る
人
種
や
民
族
ほ

思
い
が
ち
で
す
が
､

の
歴
史
地
図
を
繰
っ
て
み
る
と
､
そ
の

ど
文
明
度
が
低
い
と
み
な
す
古
来
の
価
値
観
念
｣
と
私
は
定
義
し

て
い
ま
す
｡

中
心
と
な
る
中
華
と
は
､
黄
河
の
一卜
流
域
か
ら
中
流
域
､
河
南

省
の
鄭
州
近
辺
に
あ
る
盆
地
の
こ
と
で
す
.
幹

｢洛
陽
盆
地
｣
と

呼
ば
れ
て
い
た
平
原
で
す
｡
私
の
出
身
地
で
あ
る
山
梨
県
と
ほ
ぼ

同
規
模
の
面
積
で
す
が
､
そ
こ
で
の
戦
い
で
勝
ち
抜
き
､
権
力
を

日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
､

一
国
の
国
土
は
ほ
ぼ 
Ⅳ
定
だ
と

国
土
は
小
さ
く
な
っ
た
り
大
き
く
な
っ
た
り
と
伸
縮
自
在
で
す
｡

そ
の
中
で
､
最
大
の
版
図
を
築
い
た
の
が
清
帝
国
で
す
｡
い
ま
問

(東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
)
を
は
じ
め
､
モ
ン

コ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
を
合
計
す
る
と
､
中
国
地
図
の
三
分
の 
l

以
上
に
も
と
り
ま
す
が
､
こ
れ
ら
全
て
を
含
ん
だ
の
が
大
清
帝
国

で
す
｡
異
民
族
を
も
併
合
し
た
巨
大
な
版
図
で
､
国
土
1面
積
は
前

の
明
王
朝
の
三
倍
近
い
｡
歴
史
上
､
最
も
大
き
な
版
図
を
築
い
た

帝
国
で
す
｡
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
は
､
こ
の
最
大
の
版
図
を

ほ
ほ
継
承
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
い
ま
中

握
っ
た
者
が
皇
帝
､
天
子
様
に
な
り
ま

｢中
原
に
鹿
を
追
う
一
な
ど
の
漢
語
的
表
現
を
お
聞
き
に
な
っ

す
｡
こ
の
中
原
で
権
力
を
握
っ
た
者
が
大
子
と
な
る

す
D

O
大

｢中
原
に
覇
を
競
う
｣

こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
､
こ
の
度
と
は
天
子
様
の
こ
と
で

ん
中
に
開
い
た
花
が

｢中
華
｣
で
す
｡

D

て
も
､
つ
く
づ
く
そ
う
思
い
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
､
中
国
社
会
の

同
心
円
形
を
立
体
で
描
く
と

｢中
華

が
一
番
上
に
あ
る
円
錐
形

に
な
っ
て
い
ま
す
む
文
明
の
価
値
は

一
番
上
が
最
も
高
く
､
外
縁

に
至
れ
ば
至
る
ほ
ど
価
値
が
低
く
､
外
縁
を
嘩 
hjる
と
､
人
間
の

顔
は
し
て
い
る
も
の
の
､
人
間
で
は
な
い
蛮
族
だ
と
い
う
見
方
が

観
念
と
し
て
続
い
て
き
ま
し
た
｡
こ
れ
を
分
か
り
や
す
く

｢
甲
華

思
想
｣
と
.苛
っ
人
が
い
ま
す
が
､
思
想
史
の
専
門
的
用
語
で
は
｢華

英
秩
序
｣
で
す
｡

縁
的
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
｡
た
だ
､
無
現
に
広
が
っ
て
い
く
わ

け
で
は
な
く
､
当
然
､
外
縁
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
｡
そ
の
外
緑
の
外

O

を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か 

は
騎
馬
民
族
､
狩
猟
民
族
の
モ
ン
ゴ
ル
族
を
さ
し
ま
す
｡

夷
｣
は
農
耕
民
族
や
漁
労
民
族
､
西
の

｢西
戎
｣
は
葦
原
地
帯
の

遊
牧
民
族
､
南
の
南

蛮
｣
は
焼
畑
農
耕
民
族
や
漁
労
民
族
で
す 

外
縁
の
北
の

｢北
秋
｣

束
の
｢東

秋
､
夷
､
戒
､
蛮
の
四
文
字
は
､
い
ず
れ
も
全
く
同
じ
意
味
で

と
う
る
さ
い
虫
の
よ
う
な
存
在
で
､
時
々
中
華
に
攻
め
込
ん
で
き

て
は
財
宝
や
女
を
略
奪
す
る
､
そ
う
い
う
文
明
を
持
た
な
い
野
蛮

-∴
ソ
で
｣㌔

い
ま
も
そ
う
で
す
が
､
中
国
は
価
値
の
上
下
関
係
に
重
み
を
置

c
EF.本
人
は
対
等
で
平
等
な
人
間
観
を
好
み
､
自
然

に
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
築
き
ま
す
が
､
中
国
は
ビ
ジ
ネ
ス
関

係
で
こ
存
じ
の
力
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
､
ラ
ン
ク
キ
ン
ク
､

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
簡
単
に
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
､

そ
れ
が

｢火
清
帝
国
｣
と
な
っ
て
く
る
と
､
そ
の
秩
序
観
だ
け
で

は
統
治
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
す
｡
確
か
に
､
中
原
か
ら
そ
の
周

辺
の
小
さ
な
世
界
で
王
朝
が
興
り
､
滅
亡
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で

は
､
こ
の
秩
序
観
念
で
済
ん
だ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
｡
し
か
し
､
大

橋
帝
国
の
よ
う
な
巨
大
版
図
と
多
様
な
人
種
を
擁
す
る
国
に
な
る

C
事

と
､
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん

実
､
モ
ン
､コ
ル
､
チ
ヘ
ッ
ト
､
ウ

イ
グ
ル
な
ど
は
､
大
消
帝
国
の
時
代
に
版
図
に
組
み
込
ま
れ
た
地

域
で
す
｡
そ
し
て
､
チ
ベ
ッ
ト
族
は
､
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
だ
け
に

住
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
､
チ
ベ
ッ
ト
高
原
全
域
に
住
ん
で
い
る

人
々
で
す
｡
少
数
民
族
と
い
う
言
葉
は
間
違
い
で
巨
大
な
民
族
集 た

陸
の
真



､∴
コ
ル
に
は
モ
ン
ゴ
ル
王
を
そ
れ
ぞ
れ
任
命 

､
彼
ら
を
支
え
る

L

す
し
､
′

ー
マ
人

の
物
語
』
を
読
む

I

な
い
人 

の
国
の
統
治
と
は
､
明
ら
か
に
異
な
る
分
権
的
､
分
治 

丸
で
も
大
き
く
違
い
ま
す
C

団
で
す
｡
こ
れ
を
統
治
し
て
い
ノ＼
の
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
す 

的
､
包
摂
的
'
包
容
的
な
統
治
の
仕
力
で
す 

D

そ
こ
で
､
大
清
帝
国
で
は
次
の
よ
う
な
方
式
を
考
え
出
し
ま
す
｡

チ
ヘ
ッ
ト
に
は
チ
ベ
ッ
ト
王
､
ウ
イ
グ
心
に
は
り
′
グ
ル
王
､
モ

こ
の
よ
う
な

｢中
華
の
礼
式
に
服
さ
せ
､
見
返
り
に
王
位
を
与

え
て
そ
の
王
に
領
土
と
領
民
の
統
治
を
委
ね
る
伝
統
的
な
国
際
秩

序
観
念
｣
が
大
清
帝
国
の
珊
封
体
制
で
す
｡
冊
封 

を
王
と
認
め
て
そ 

領
土
と
領
民
の
当
時
を
委
ね
る
委
任
状
の
こ

CJ

と
で
す 

封
は
封
土
'
つ
ま
り
領
域
を
示
し
て
い
ま
す
.
こ
れ
ま

O

r

で
通
り
領
土
と
領
民
tJ･,統
治
し
て
結
構
だ
と
い
う
意
味
で
す
D

こ
の
よ
-
に
､
大
浦
帝
国
は
軍
事
的
威
圧
で
統
治
す
る
と
い
う

エ
ネ 
<
ギ
ー
の
過
剰
な
方
式
で
中
国
を
統
治
し
て
い
た
の
で
は
な

官
僚
群
に
も
飼
位
を
与
え
ま
す
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら 

地
域
を
こ

れ
ま
で
通
り
の
や
=
方
で
統
治
し
て
い
く
こ
と
を
認
め
ま
す
｡
た

だ
､
そ
の
条
件
と
し
て
､
晴
王
朝

へ
CJ
忠
誠
意
を
表
す
た
め
に
'

D

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
朋
宝
を
北
京
の
朝
廷
に
持
っ
て
く
る
の
で
す
い

こ
れ
が
朝
貢
で
す
｡
つ
ま
り
主
従
関
係
､
君
臣
の
礼
を
尽
く
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す 

Li支
配
シ

T.1,

極
め
て
分
治
的
､
包
容
的
汀 

C

く
､
む
し
ろ
､
王
軒
の
権
威
に
よ
っ
て
巨
大
な
回
を
治
め
て
き
ま

ス
テ
ム
で
す 

し
た
い
康
駈
州帝
､
乾
陸
荷
､
薙
正
帝
な
ど
､
清 

′

期
の
天
子
様
の
名
前
を
耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
｡

最
近
の
中
国
は
歴
史
ド
ラ
マ
の
､7
-
ム
で
す
が
､
主
人
公
の
多
く

考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
す 
D
ア
メ
リ
カ
も
連
邦
制
で
州

の
自
立
性
は
日
本
の
地
方
自
治
体
に
比

へ
て
圧
倒
的
に
大
き
い
で

中
国
人
が
時
代
劇
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す

ン
ト
や
ロ
ー
マ
も
そ
う
で
す
｡
塩
野
七
生
さ
ん
の

『
ロ

と
､
ロ
ー
･

る
の
は
満
時
代
な
の
で
す 

満
州
族
に
よ
う
征
服
王
朝
の
王
様
が

O

か
こ
の
時
代
の
人
で
す 
o

マ
雄
か
外
縁
に
あ
る
国
々
を

占
領
後
'
そ
の
占
祇
地
の
従
来
の
支

配

者
に
統
治
権
を
与
え
る
形

で
､
次
々
と
占
領
地
を
拡
大
し
て
巨
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
を
築
い
て

iL

い
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ゥ 

本
の
よ
う
な
小
さ
な
国
士
と
少

り
ま
せ
ん
J
そ
れ
ほ
ど
度
量
が
広
い
と
言
え
ば
広
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
､
純
潔
主
義
や
同
質
性
を
気
に
す
る
国
家
と
は
､
二
の

そ
し
て
､
冊
到
体
制
は
､
モ
ン 

)
Tl
ル
や
チ
ヘ
ッ
ト
､ 

LT

感
兜
か
ら
jl=
て
き
て
い
ま
す 

l

こ
れ
か
朝
鮮
半
島
の

｢事
大
主
義
｣
で
す
｡
事
大
と
は
､ 

に
事 

(
つ
か
)
え
る
｣
と
い
う
意
味
で
す 

れ
も
な
く
中
華
で
す
〕
李
氏
朝
鮮
の
開
祖
､

文
に

rD
イ
グ
ル

li

の
よ
う
な
国
内
異
民
族
だ 

で
は
な
く
､
外
国
と
の
関
係
に
お
い

て
も
､
そ
の
よ
-
な
統
治
体
制
を
と
二
し
き
ま
し
た
｡
こ
の
冊
封

体

制

に
組
み
込
ま
れ
た
典
型
国
が
潮
紅
と
へ
ト
ナ
ム
で
｣㌔

ナ
ム
の
話
は
接
日
に
し
ま
す
が
､
い
ま
の
北
朝
鮮
と
韓
国
を
含

朝
鮮
半
島
が
独
立
国
家
で
1･=/
T
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
中
同
の

王
朝
に
礼
を
尽
く
す
珊
封
体
制
の
下
に
置
か
れ
ま
し
た
｡

詔
を
元
に
戻
し
て
､
朝
鮮
半
島
は
中
華
が
君
主
で
､
自
分
は
そ

の
臣
下
と
な
る
､
そ
う
い
う
中
国
と
の
召
臣
の
関
係
に
あ
り
ま
し

ベ
ト

た
O

JJ
｢大
_
と
は
､
ま
き

李

成
桂
の 

む

を
以
て
大
に
事
ふ
る
は
保
国
の
退
也
｣
と
あ
り
ま
す
｡
｢小
さ
い

国
は
大
き
い
国
に
事
え
る
よ
り
ほ
か
に
生
き
よ
う
が
な
い
｡
君
臣

朝
鮮
の
伝
統
的
国
際
秩
序
観
念

i

Fa

の
関
係
で
可
愛
い
奴
だ
と
中
国
に
思

っ
て
も
ら
-
よ
り
ほ
か
に
生

話
が
横
道
に
そ
れ
土
す
が
､
古
い
歴
史
を 

解
き
よ
す
と
､
日

き
て
い
く
す
べ
は
な

い
｣
と
い
う
考
え
方
で
す
｡

l

P

本
が

一
九

二

年
に
朝
鮮
を
併
合
し
､
三
十
六
年
間
の
日
本
統
治

私
ど
も
は
朝
鮮
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
か
､
そ
の
国
口
を
決

時
代
が
続
き
ま
す
｡
韓
国
で
は
､
そ
れ
こ
そ
が

清
算
｣
さ
れ
る

へ
き
過
去
だ
と
言
っ
て
､
朴
種
恵
大
紋
鎖
も

り
庖
丁呈
口
つ
て
お
り
ま
す
o
L
;11
し
､
こ
の

｢歴
史
を
清
算
す

と
い
う
考
,hJ方
が
日
本
人
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
｡
私
は
今
年
､
後

め
た
の
は
朝
鮮
で
は
な
く
､
中
国 

D

(当
時
の
明
)
で
す

｢

と
し
て
李
朝
の
王
様
を
認
め
に

の
も
中
凶
で
す
｡
そ
れ
だ
け

で

な

く
'
度
量
衡
制
､
カ

レ
ン
ダ
ー
'
儀
式
な
と
の
全
て
が
中
国
か
ら

導
入
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
だ
け
朝
鮮
は
中
国
に
忠
誠
を
尽
く
し

｢歴
史
摘
算
｣
を
繰る

｣

て
い
た
の
で
す
｡

期
高
齢
者
と
な
り
､
告
超
し
た
い
､
で
き
れ
ば
抹
殺
し
た
い
過
去

感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
彼
ら
が
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
､
日
本
を
徹

j

底
的
に
叩
か
ハ
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
発
想
は
､
そ
の
よ
う
な

現
在
の
ソ
ウ
ル
の
LET大
門
の1
辺
り
に
は
､
迎
周
門
と
い
う
門
が

O

建

っ
て
い
ま
し
た 

君
程
で
あ
る
中
国
が
臣
民
と
な
る
朝
鮮
の
漢

城 

(現
在
の
ソ
ウ
ル
)
に
派
遣
し
た
使
者
を
､
朝
鮮
王
が
出
迎
え

CJ
仙
は
あ
な
た

Eg]を
つ 
＼
っ
た
初

時
代
劇
の
王 

公
に
な
る
と
い
う
の
は
､
日
本
人
に
は
よ
く
へp
か

L

r大
｢
小

朝
鮮
土

C





連

窓
す
る
韓
国
の
憲
法

裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
ま
し
た 

｣と

閑 
J,
に
も
あ
り
ま
し
た 
D

べ
た
と
こ
ろ
､

国
を
侵
略
し
､
あ
ま
つ
き
､ス
併
合
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
と
て
も

訂
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
く
韓
国
と
北
朝

鮮
皇 

父 
‖
法
的
に
殺
さ
れ
た
と
し
て 

父
.山
仇
あ
る
い
は
そ
の
子
を

pJ

父
と
同
じ
境
遇
に
陥
れ
な
け
れ
ほ
な
ら
ず
､
ま
た
父
が
流
罪
に
な

れ
ば
そ
の
敵
を
流
罪
に
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
父
が
暗
殺 

れ
た
場
合
も
､
同
じ
行
為
が
淡
め
ら
れ
る 
.
こ
の
場
合
､
犯
人
は

rIめ
た
朝
鮮
半
島
の
人

々
､
特
に
指
導
者
の
平
均
的
な
感
覚

で
す
｡
私
は

一
九
七
〇
年
代
か
ら
韓
国
経
済
を
見
て
い
ま
す
が
､

LI

い
よ
い
よ
こ
の
反
日
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
抑
え
よ
う
か
な
く
な

た
い
て
い
無
罪
と
さ
れ 
,
Ll
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
国
の
宗
教
的
国
民

的
感
情
が
彼
に
与
す
る
か
ら
で
あ
る
｣｡

｢罪
千
載
に
及
ぶ
｣
と
い
う
言
葉
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
が
､
こ

れ
は
現
在
の
韓
国
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す 

下
反
民
族
行
為
真
相
糾
明
に
関
す
る
特
別
法
｣
が 
∴
ま
さ
に
そ
う

い
う
法
律
で
す 

朝
鮮
は

｣
九

二

Lt

年
か
ら
三
十
六
年
間
､
大
日

っ
て
き
て
い
ま
す 
C

朝
鮮
の
人
々
が
繰
り
返
し
主
張
す
る

盛

史
清
算
｣

底
武
鑑

時
代
の

｢過
去
史
清
算
｣
望
愚
昧
づ
る
と
こ
ろ
が
､
私
に
は
よ
く

理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 
o
L

書
き
送
っ
た
書
簡
を
送
り
､
こ
れ
を
素 

に
し
て
ま
と
め
た
ノ 
†

ル
ル

･
タ
レ
の

『
朝
鮮
事
柄
』
壷

洋
文
庫 
)
を
読
ん
で
何
と

･＼
分
か
り
ま
し
た
｡

そ
の
中
に
は
､
こ
う
苦
か 
rG
て
い
ま
す
｡
｢

の
仇
を
討
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
父
子
関
係
が

子
は
私
牛
化
し
左

り
､
姓
を
名
乗
る
権
利
さ
え 

事

つ
｡
千
の
こ
の
よ
う
な
不
孝
は
､
祖
先
崇
拝
た
け
で
成
り
立
っ

て
い
る
こ
の
国

言
う
ま
で
も
な
く
､
近
代
法
に
は 

せ
ん
｡
犯
罪
者
を
逮
捕
し
て
か
ら
作
成
し
た
法
律
は

か
し
､
完
全
な
鎖
同
時
代
の
李
氏

朝
鮮
時
代
に
布
教
活
動
に
入
っ
た
六
人
の
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
が
､

本
国
パ
リ
の
外
邦
伝
教
会
本
部
に
朝
鮮
人
と
朝
鮮
社
会
を
克
明
に

jdS

な

本
帝
国
の 

部
で
あ
り
､
日
本
が
統
治
し
て
い
ま
し
た
が 
'
競
輪

す
る
に
は
当
然
､
朝
鮮
の
人
々
の
協
力
が
必
要
で
し
た 

本
に
臨
力
し
た
人
々
を

l

O

｢対
日
協
力
者
｣
と
呼
び
､
そ
の

朝
鮮
で
は
､
父
親

否
認

さ
れ
､
そ

の

ら
か
に
し
て
､
彼
ら
の
財
産
を
没
収
し
ょ
う
と
い
う
法
律
で
す
｡

も
ち
ろ
ん
彼
ら
が 
j
lき
て
い
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
せ
ん
が
､
何

と
こ
の
法
律
で
は
､
日
本
統
治
時
代
に
協
力
土
し
い
た
人
の
孫
も

な
/＼な
っ
て
し

し
く
は
曽
孫 

'
韓
国
で
所
有
し
て
い
る
資
産
を
没
収
し
､
国
家

に
帰
属
す
る
こ
と
を
決
竺

し
い
ま
す 
rJ

pf,

J｡

こ
の
法
律
は
二
〇
〇 

の
宗
教
の
根
本
を
侵
す
こ
と
に
な
る
｡
た
と
え
父

に
､
与
野
党
の
超
党
派
議
員
の
撃
巣
で
成
上り
し
て
い
ま
す
O

.

の
よ
う
な
精
神
は
あ
り
ま

か

ね 

,.は
い

｢村
野
談
話
｣
が
出
さ
れ
注
し
た
い
も
ち
ろ
ん
談
話
そ

の
も

の
に
は
､
｢強
制
連
行
｣
の
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
､

記
者
会
見
の
質
疑
応
答
の
席
で
､
そ
れ
を
認
め
る
よ
う
な
発
一 1Eを
).

L 

｢事
後
法
｣

E61は
近
代
国
家

o

I

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す 

し
て
し
ま
い
ま
し
た 

の
罪
を
明
ら
か
に
し
て
､
そ 

国
や
中
国
は
受
け
止
め
て
お
り
､
ア
メ
･ 
勺
で
は
慰
安
婦
像
を
設

O
こ
れ
を
守
ら
な
い 

CJ
子
孫
の
財
産
を
没
収
す
る
同
な
と

そ
れ
以
来
､
日
本
は
強
制
連
行
を
認
め
た
と
､
少
な
く
と
も
韓

tJ,/
-
ン
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
ゥ
軍
に
慰
安
婦
は
存

置
す
る
キ
ヤ
､ 

抑
止
力
と
放
置

二

〇二

年
八
月
に
は
､

｢

D

在
し
ま
し
た
が
､
強
制
連
行
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
従
軍

も
当
時
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
後
に
日
本
の
弁
護
士
が
つ
く
っ

た
r･jl
の
で
す 
.
慰
安
婦
の
し〃
々
の
心
や
体
の
苦
し
み
を
考
え
る
と

誠
に
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で

十
が
､
強
制
連
行
が
な
か
っ
た
と
い

ぅ
の
か
真
実
で
す 

し
か
し
､
そ
の
口
木
の
主
張
も
韓
国
人
に
は
ほ
と
ん
と
何
の
影

響
も
与
え
ま

ん
｡
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
で
従
軍
慰
安 
Bm｡
を
政
府

せ

が
問
題
に
し
な
い 

は
､
憲
法
違
反
だ
と
い
う
判
決
が
出
て
し
ま

CJ

D

っ
た
か
ら
で
す 

い
か
に
日
韓
政
府
間
で
､
こ
の
問
題 

n

よ
う
と
､
も
う
答
は
出
て
き
ま
せ
ん 

悼
凶
の
全
て
の

tm
T1本
の
説
に 

rイ
エ
ス
｣
と
言
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん 

元
慰
安
婦
の
個
人
請
求
権
放
棄
は

O
私

の
少
年
時

代
に
は
売
春
婦
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
､
日
本
に
は
公br

的
に
認
め
ら
れ
た
慰
安
婦
が
い
た
の
は
事
実
で
､
当
時
は
多
く 
.i

た
だ
､
日
本
人
が
問
題
に
し
て
い
る
の

O

は
強
制
連
行
で
す 

慰
安
婦
は
と
こ
の
国
､
い
つ
の
時
代
に
も
あ

り
ま
し
た
が
､
そ
れ
を
草
や
公
権
力
で
強
制
的
に
連
行
し
て
従
軍

慰
安
婦
と
し
て
戦
地
に
送
っ
た
と
い
う
事
実
は
､
日
本
政
朋
が
調

日
本
た
け
で
な
く
､
韓
国
､
ア
メ 

カ
な
ど
の
国
々

-

Q

も
含
め
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
賦

国
の
屈
強
な
政
治
的
要
求
に
応
じ
て
､
そ
れ
を
認
め
た
と
思
わ
れ

HJ

D
｢日
帝
強
占

そ
の
日

罪

を
明

E
]年

J豊
慧
州
し

マ

ス
コ
ミ 

o
誠



C

し
た

の

rD
､
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
七
時
間
､
什
性
恵
大
統
領

の
所
在

か
分
か
ら
ず
､
そ
の
空
白 

を
結
ん
1
お
り
､

･rJ

で
も
､
今
後
も
続
か
さ
る
を
祷
ま
せ
ん
｡

そ

れ

だ
け
で
な
ノ
＼'
す
で
に
ご
燕
知
の
よ
う
に
'
輯
国
の
司
法

当
局
に
よ
っ
て
'
二
〇

二

一年
ヒ
月
に

｢新 

揃
住
金
元
徴 

LTl

E
｡工

に
対
す
る
賠
慣
金
支

払
い
｣
の
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決
､
ー三
菱

重
工
元
徴
用
工
に
対
す
る
賠
償
金
支
払
い
｣
の
釜
山
高
等
法
院
判

D

決
が
下
り
ま
し
た 

当
時
の
朝
鮮
半
島
は

大
日
本
帝
国
の 

部
で

M

で
､
自
主
的
､
募
集
に
か
か
わ
ら
ず
､
徴
用
工
が
多
ノ
＼来

朝
通
し
た
の
で
す 
u

と
こ
ろ
が
'
不
思
議
な
こ
1,

は
何
の
お
客
机
し
な

く
､
産
騒
新
聞
た 

が
丸
象
と
な
り
､
加
.雌

r

H

前
支
局
長
が
出
国
禁
止
の
ま
ま
裁
判
が
審
理
中
で
す
｡

繰
り
返
し
ま
す
が
､

一
九
｣ハ五

年
六
月
二
十
二
日
の
日
韓
基
本

条
約
に
よ
っ
て
､
個
人
で
あ
れ
､
国
家
で
あ
れ
､ 

治
に
関
す
る
過
去
の
問
題
は
､
最
終
的

か
三
芸
十な
形
で
決
着 

て
い
ま
す
o
L
た
が
っ
て

い
ま
い
く
つ
か 

け
た
韓
国
で
出
さ

れ
た
法
律
や
判
決
は
全
て
J
ril

山

ii;J

本
の
｣
場
か
ら
亨
え
ば
知
効
で
す 

o

て
い
ま
し
た 

そ
の
賃
金
支
払
い
が
六
十
分
だ
と
の
判
決
で
す 

か
し
､
蛸
国
は
損
効
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す 

L

O

L;

て
､
日
本
企
業
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
支
払
わ
な

か
っ
た

場
合
に
は
､
韓
国
に
あ
る
日
本
企
業
の
資
産
が
没
収
さ
れ
,I)rL=l能

C

C tT

性
も
出
て
き
ま
す 

経
国
と
い
え
ど
･"
三
権
分
立
の
国
で
す
の
で 

yc
政
は
司
法
の
判
断
に
よ
二
し
行
動
し
な 

¶
0 
1
四
年
L
⊥

支
局
長
が
在
宅
起

訴
さ
れ
て
い
ま
す 

は
国
際
条
約
さ
え
守
ら
な
い
国
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

私
が
あ
え
て
反
中

･
反
韓
的
な
王
張
を
し
て
い
る
と
受
け
取
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
｡
私
は
甲
国
や
経
国
と
は
長
い
付
き
令
い
で

rrH,れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡ 

お
世
話
に
も
な
り
､
友
人
も
多
/＼､
多
/

節
学
生
も
受
け
入
れ

て
い
ま
す
｡
決
し
て
個
人
的
な
感
情
で
物
事
を
判
断
し
て
は
い
ま

せ
ん
ゥ
た
だ
､
外
交
の
最
前
線
に
｣サ
リ

＼
E;

月
に
も
､
産
経
新
聞
の
加
藤
達
也
前
ノ
ウ
ル

ヒ
ウ
オ
ル
号
が
沈
没
し
た 

外
交
官
の
刀
々
に
は
'

の
よ
う
な
事
柄
の
本
質
を
し
っ
か
り
と
認
識
-

br
国 
T
ト
ッ
フ
が
首
脳
会
談
で
会
う
こ
と
自
体
が
日
的
化
し
て
し
ま

う
よ
う
な
関
係
は
良
ノ､な
い
こ
と
で
i=
rJ

O

同
盟
を
結
ん
で
い
ま
す 

繰
回
と
日
本
の
嗣
盟
関
係
は
な
い
も
の

の
､
韓
国
か
日
本
を
攻
め
て
く
る
'
あ
る
い
は
日
本
が
他
国
を
攻

め
て
い
く
と
い
う
退
択
は
､
香
美
上
あ
り
得
ま
せ
ん
｡
そ
こ
で
は

抑
止
力
と
い
う
観
念
が
働
か
ず
､
有
効

で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
逆
に

苧
hJば
､
そ
の
構
図
に
=
え
て
韓
国
は
日
本
に
一一

て
い
る
と
も
解
釈
で
き
ま
す
｡

松
岡
に
対
し
て
は

有
効
な
政
策
は
な
く
､
少
な
ノ
＼

と
も
日
本

trT

か
ら
働
き
か
け
る
二
と
は
､
愚
か 

選
択
で
す 

あ
り
ま
せ
ん
か

こ
こ
は
放
っ
て
お
く
し
か
な
い
と
思
わ
れ
ま
す

｢老
子
の
交
わ
り
は
水
の
こ
と
く
淡
し
｣
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま

L=
時
間
の
行
動
が
佳
…点
と
な

っ

て
い
ま
し
た
が
､
加
藤
前
支
局
長
は
､
そ
の
こ
と
に
触
れ
た
韓
国

rT

で
最
大
の
新
聞
'
朝
鮮 
1
報
の
記
事
を
ほ
と
ん
と
転
載
す
る
形
で

最
従
に
､
本
日
の
演
題
で
あ
る

｢求
め
ら
れ
る
政
策
｣
に
つ
い

も
､
人
民
耶
放
寮
が
出
て
き
て
､

一
挙
に
ど
こ

る
な
ど
と
い
っ
た
､
露
骨
な
や
り
力
は
取
り
ま
せ
ん
D
･〝t

少
-
ず
つ

.し
い

か
の
島
を
占
領
す

ず
つ
､

戦
略
を
持

っ
て
実
効
支
配
を
展
開
-
二 

す
｡
考

き

ま

え
て
み
れ
ば
､
小犬
閣
諸
島
を
しい
取
す
る
こ
と
な
と
､
や
ろ
う
と
思

I

着
実
に
既
成
事

実

持
っ
て
や
っ
て
＼
る
中
国
に
対
し
て
は
､
こ
ち
ら
･
戦
略
で
対
応

を 
?
＼
り
上
げ
､
い
つ
r.
間
に
か
中
国
の
領
海

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
戦
略
を
持

っ
て
進
め
て
い
去 
T
L
戦
略
をJ

m

す
が
､
そ
の
よ
う
な
淡
い
っ
き 
iF

あ
り
得
ま
す
∩

日
本
と
緊
密

利
で
損
な
こ
と
だ
と
い
う
白
斑
が
.
韓
国
の
内
部 

で
始
ま
る
幾

つ
も
の
法
制
化
が
何
と
か
実
現
し
て
ほ
し
い
と
考 
,

く
る
の
を
と八
女
に
待

つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
｡
政
策
と
は
二
え
な
い

い
力
も
､

一
つ
の
外
交
と
し
て

O

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 

そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
､
日
米

関
係
を
も
っ
と
信
頼
深
い
も
の
に
し
､
抑
止
力
を
強
め
て
い
く
必

な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
は
'
韓
国
に
と
っ
て
不

要
が
あ
り
ま
す
｡
集
団
的
自
衛
施
行
性
容
認
に
関
す
る 

(｢
国
会

LT

ま
す 

キ
ー
ワ
-
ト
は

｢抑
止
力
｣
で
す
｡ 

W
力
､
韓
国
の
場
合
に
は
'
｢抑
止
力
｣
と
い
う
観
念
は
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
｡
な
ぜ
な
ら
は
､
韓
国
は
ア
メ
リ
刀
と
米

糠
同
盟

R

亭
っ
ま
で
も
な
く
､ 

本
も
ア
メ
-
カ
と
日
米

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
苅
応
と
し
て
は
そ
の 

l

Liう
な
選
択
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と 

D

E:化
1r二
て
t
ま
す 

ち
ょ
う
ど
晴
間
と
な
り
ま
し

Ll 
プ.こ 

こ
清
聴
あ 

か
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
. 

に
朝
鮮
日
#
Lに

T2
本
の
韓
国
統-

o 

つ
ま
り
､
韓
国こ

た
上
で
､
中
田
や

昌
い
た
い
放
題
し

o
外
史

ら
し
く
は

-､
つ
生
ま
れ
て



E質

問本
日

の

疑亡

テ

D

せ
ん 

Ll

LT

真

っ
当
な
歴
史
に
戻
し
て
い
き
た
い

国
会
で
は
､
戦
後
五

国
際
関
係
に
つ
い
て
も
､
そ
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
で
す 

人

に

は
､
真

っ
当
な
談
話
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
願

っ
て

い
ま
す
｡

問渡
辺

応

答
】

日
本
の
南
進
政
策
に
も
､
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と

思
わ
れ
る
､
吉
田
松
陰
の
思
想
に
つ
い
て
､
と
の
ト -
う
に
お
考
え

で
し
ょ
う
か
｡

二
十
比
和
初
頭
は
､
帝
国
主
義 
C
全
盛
期
一､J
J
弱
者
に
安
住
の
地

し
た
｡
略
綬 
Lj
fu
越
え
れ
ば
和
解 
'
そ
し
て
､ 

れ
ば
九
州
で
す
｢
そ
の
危
機
懸
れ 1
も
と
で

国
]し
ま
す 
O

そ
の
時
代
に
生
き
て
き
た
人
に
と

つ
て
は

脈
鮭
と
と
も
に
版
図
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
､
ど
こ
の
国
で
も

当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
｡
シ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
歴
史
家
が
､
い

ま
生
き
て
い
る
現
代
の
価
値
観

に
立
っ
て
､
そ
の
時
代
の
こ
と
を

判
断
す
る
こ
と
が

一
番
危
険
な
こ
と
で
す
｡
当
時
の
人
間
で
あ

っ

た
な
ら
ば
､
こ
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
､
あ
あ
考
え
た
の
で
あ
ろ

う
と
い
う
想
像
力
の
も
と
で
歴
史
を
紡
い
で
い
く
べ
き
で
す
ゥ

し
か
し
､
日
本
の
歴
史
学
は
そ
の
よ
う
は
視
点
に
は
立

っ
て
い

ま
せ
ん
っ
い
ま
中
学
校
や
高
等
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
歴
史
教
科

書
の
多
く
が
､
第
二
次
大
戦
は
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
の
歴
史
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
｡
真
実
を
伝
え
て
お
ら
ず

の
な
い
時
代
で
し
た 
C
そ
れ
は
碓
零
し
た
文
明
国
か
､
未
開
田
に

文
明
の
光
を
当
て
て
や
る
た
め
に
､
開
国 

拾
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で 
.G.
Hr3
し
｣

1を
迫
り
､
占
領
し
て
卜拭

捉
え
ら
れ
て
い
た
･ =T
代
で
す

し
た
が

っ
て
､
日
清
戦
争
に
勝
利
し
て
台
湾 
tD
領
有
し
､
遼
東

生
島
は
三
国
干
渉
に 
rLj
つ
て
楕
国
に
還
付
さ
れ
ま
す
が
､
そ
の
後
ー

朝
鮮
半
島
を
併
合
し
､
い
ま
の
中
国
東
北
部
と
モ
ン
コ
ル
束
端
部

に
満
州
国
を
建
国
し
た
､
膨
張
主
義
の
時
代
が
日
本
に
も
あ

っ
に

と
い
う
こ
と
で
す 
O

R

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､ 

本
が
満
州
国
と
し

政
治
的
な
イ
テ
オ
ロ
ギ 
1-
の
強
い
､
こ
の
よ
う
な
史
観
で
歴
史
を

教
わ
れ
ば 
'
子
供
達
は
洗
脳 
!
れ
か
ね
ま
せ
ん 

.L)

そ 
C

よ

っ
な
経
緯
か
ら 

会
L

作
成
さ
れ
た
わ
け 

o

与

て
畦
回
し
た
地
域
は
､
清
国
の
実
効
支
配
地
域
で
は
な
く
､
当
時

は
馬
紙
や
伐
に
軍
閥
と
言
わ
れ
る
諸
勢
力
が
覇
を
競

っ
て
い
る
所

て
し
た
｡
当
然
､

ロ
シ
ア
も
､
こ
こ
に
南
下
し
よ
う
と
し
て
い
圭

科
客
を
私
も
監
修
し
て
い
ま
す 
,
'
極
め
工
具
っ
当
た
教
科
書
で

3

'
｢新
し
い
歴
史
教
科
善
を

つ
く
る

こ 
C

に
よ
る
教
科
書

か

よ
L

-

′J
す
｡
現
在
は
二
社
が

な
趣
旨
の
下
で
教
科
書 
i}J作
成
し
て
お
り
､ 

現
在
の
価
値
観
に
立

っ
て
過
去
を
断
罪 
i

Tる
教科書
や
世

願
う
な
ら
ば
､
私
も
前
者
の
立
場
に
立
ち
た
い
と

現
実
は
後
者
だ
と
思
い
ま
す
｡

人
間
社
会
は
掘
環
で
あ
る
と
考
､ズ
る
こ
と
に
よ
二
し

我
々
は
､
と
う
行
動
す
べ
き
か
を
歴
史
か
ら
学
ん
で
い 
′＼

で
き
ま
す 
C

r

歴
史
の
知
恵
と
は
､
そ
の
よ
う
な
感
覚
に
立

つ
こ 
1
.

論
は
､
依
然
と
し
て
残

二 
J
お
り
､
二
か
上へr何
と
か

仙5'更
し
て
､

と

考
え
て
い
ま
す

安
倍
総
理
も
､
詞
じ
よ
う
な
考
え
方
か
ら 
J
戦
保
七
卜
年
の
談

に
よ
っ
て
､
桝
め
て
生
か
さ
れ
て
き
ま
す 
O
放

二
し
お
い
亡
も
進

話
を
検
討
さ
れ
て
い
る
の
た
と
思
い
ま
す 

十
年
の
村
山
談
話
､
戦
後
六
十
年
の
小
泉
談
話
を
継
凍
す
る
の
か

と
う
か
が
大
き
な
焦
点
と
な

っ
て
い
ま
す
が
､
何
と
か
安
倍
総
理

過
去
に
何
が
起
き
た
か
を
知
る
の
は
難
し
く
､
掴
ま
の
歴

史
は
判
断
の
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡

そ
う
で
す 
o
結
局
､
分
か
ら
な
い
と
い
う
史
観
で 
iJ
J

歩
す
る
と
の
見
方
か
ら
は
､
歴
史
的
な
感
覚
､
堕
史
意
識
は
牛
よ

れ
て
き
ま
せ
ん
｡

間
社
会
は
､
時
間
の
経
過
と
と
も
に
､
自
然
に
温
和
的
､
協
調
的

で
'
平
等
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
が
､
い
ま

r

O 

世
界
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
見

し
て
い
ろ
よ
う
に
も
思
え
ま
十 

進
歩
史
観
に
立

つ
の
か
､
循
環 

観
に
立
つ
の
か
と
い
う
の
は
､

物
事
を
考
え
る
時
の
重
要
な
ポ 

ろ
ぅ

レ

う
の
で
す る

と
､
歴
史
は
先
祖
返
り
を

F'

Ly

歴
史
史
観
に
は
､
大
き
く
一宇
見
ば
人
間
の
社
会
は
進
歩
し
て
い 
′＼

と
い
う
､

マ
ル
ク
ス
に
代
表
さ
れ
る
発
展
段
階
説
に
立

っ
た 

ニ
ト
に
な
る 
Iに

｣閉
じ

)進

歩
史
観
｣
と
､
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
進
歩
す
る
も
の
の
､
人
間
社
会

は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
す
る

｢循
環
史
観
｣

に
分
け
ら
れ
ま
す
｡
私
は
と
ら
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
立
堤
で
す
｢

Tだ
iP
海
峡
を
紋
え

日
本
は
満
州
国
を
建

国
力
､
軍
事
力
の

こ

社
の
教

L

ろ
で
す
が
､

､
現
在
の

こ
と
が
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