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大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、日
本
と
中
国
の
関

係
が
不
安
定
な
時
代
、中
山
優
は
、両
国
の
平
和
の

た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
決
に
力
を
尽
く
し

ま
し
た
。

時
の
総
理
大
臣
の「
近
衛
三
原
則
」の
執
筆
に
携

わ
り
、満
州
国
の
建
国
大
学
首
席
教
授
や
特
命
全

権
公
使
を
歴
任
し
、日
本
と
中
国
の
間
に
な
く
て

は
な
ら
な
い
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

孔
子
・
孟
子
の
道
を
説
く
儒
学
者
の
一
面
を
持

つ
優
を
尊
敬
す
る
人
は
、日
本
・
中
国
だ
け
で
な
く

香
港
・
台
湾
・
韓
国
な
ど
に
も
数
多
く
、彼
の
葬
儀

に
は
国
内
外
か
ら
大
勢
の
弔
問
客
が
訪
れ
ま
し
た
。

あ
る
新
聞
人
は
、「
中
山
先
生
こ
そ
本
当
の
人
間

国
宝
で
あ
る
」と
評
し
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
人
格

と
功
績
が
評
価
さ
れ
、昭
和
四
十
五
年
、鹿
本
町
名

誉
町
民
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

中
山

　優

 

な
か

　 

や
ま

　 

　
　  

ま
さ
る

生
涯
を
中
国
問
題
の
解
決
に
捧
げ
た
哲
人（
一
八
九
五
〜
一
九
七
三
）
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生
い
た
ち

中
山
優
は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
十
二
月
十
八
日
、
鹿
本
郡
来

民
町
（
現
山
鹿
市
来
民
）
笹
本
に
、
中
山
惣そ
う
平へ
い
・
ハ
ツ
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
ま
し
た
。
父
惣
平
は
、
闊か
っ
達た
つ
な
気
性
で
世
話
の
行
き
届
く
人
で
し
た
。
当

時
の
町
長
が
、
そ
の
功
績
を
讃
え
て
生
前
に
中
山
家
の
庭
に
記
念
碑
を
建
て

て
く
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

優
は
、
地
元
の
来
民
小
学
校
を
卒
業
後
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
県
立

鹿
本
中
学
校
（
現
在
の
鹿
本
高
等
学
校
）
を
卒
業
し
、
同
年
九
月
か
ら
翌
年

の
秋
に
か
け
て
、
葦あ
し
北き
た
郡
の
佐さ

敷し
き
小
学
校
の
代
用
教
員
を
勤
め
ま
し
た
。

同
小
学
校
の
勤
務
は
た
っ
た
一
年
間
で
し
た
が
、
社
会
人
に
な
っ
て
初
め

て
の
赴
任
と
な
っ
た
同
校
で
の
経
験
は
、
大
切
な
思
い
出
と
し
て
優
の
記
憶

に
残
り
ま
し
た
。
受
け
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
や
、
地
域
の
人
た
ち
と
の
温
か

い
交
流
は
、
優
に
と
っ
て
大
切
な
財
産
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

優
は
、
「
代
用
教
員
と
し
て
こ
こ
に
来
な
か
っ
た
ら
、
自
分
は
今
と
は
別

個
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
佐
敷

小
学
校
時
代
の
生
活
は
、
優
の
生
涯
の
心
が
け
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ

う
で
す
。

後
年
、
優
は
帰
郷
の
た
び
ご
と
に
佐
敷
を
訪
れ
、
い
つ
も
大
変
歓
迎
さ
れ

ま
し
た
。
担
任
し
た
生
徒
の
中
に
は
、
佐
敷
の
町
長
や
県
の
教
育
委
員
長
に

な
っ
た
人
も
い
ま
す
。

優
の
幼
い
こ
ろ
の
逸
話
を
ひ
と
つ
紹
介
し
ま
す
。
村
中な
か
の
川
で
馬
の
体
を

洗
っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
（
馬
は
、
当
時
の
農
家
に
と
っ
て
非
常
に
大

事
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
人
や
物
の
運
搬
や
、
田
ん
ぼ
や
畑
を
耕

す
の
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
今
の
自
動
車
と
ト
ラ
ク
タ
ー
を
足
し

合
わ
せ
た
働
き
を
し
て
い
ま
し
た
。
）

そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
村
の
青
年
が
、
「
お
前
は
惣
平
の
息
子
か
」
と
、

年
下
の
彼
を
見
下
す
よ
う
な
失
礼
な
呼
び
か
け
を
し
た
時
、
優
は
「
お
前
は

○
○
の
息
子
か
」
と
、
や
り
返
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

若き日の写真

東
亜
同
文
書
院
時
代
の
優

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
九
月
、
優
は
、
当
時
中
国
の
上
海
に
あ
っ
た
東
亜

同
文
書
院 

政
治
科
に
入
学
し
ま
し
た
。

東
亜
同
文
書
院
は
、
当
時
第
一
高
等
学
校
（
後
の
東
京
大
学
）
と
並
び
称
せ

ら
れ
る
ほ
ど
合
格
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
学

校
で
し
た
。
こ
の
学
校
を
創
立
し
た
の
は
、
根
津
一は
じ
めと
い
う
人
で
す
。
こ
の
学

校
が
創
ら
れ
た
背
景
を
説
明
し
ま
す
。

中
国
は
、
清
時
代
の
末
期
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
圧
迫
を
受
け
、

更
に
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
日
清
戦
争
で
日
本
に
敗
れ
て
、
国
の
力
が

衰
え
て
い
ま
し
た
。
根
津
院
長
は
、
日
本
が
中
国
と
提
携
・
協
力
し
て
共
に
国

を
発
展
さ
せ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
く
の
優
秀
な
人
材
を

育
て
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
「
東
亜
同
文
書
院
」
が
創
ら
れ
た
の
で
す
。

ま
た
、
明
治
の
初
め
か
ら
西
洋
の
科
学
技
術
の
追
求
に
の
み
走
り
過
ぎ
て
、

軽け
い
薄は
く
に
な
り
か
け
て
い
る
日
本
人
に
、
古
く
か
ら
中
国
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
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儒じ
ゅ
学が
く
（
『
大
学
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
な
ど
、
人
間
と
し
て
一
番
大
切
な
心
の

あ
り
方
、
持
ち
方
を
教
え
る
学
問
）
を
学
ば
せ
た
い
と
い
う
意い

図と

も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

書
院
で
は
中
国
の
人
に
は
、
わ
が
国
を
通
じ
て
西
洋
の
科
学
を
学
ば
せ
る
た

め
日
本
語
で
授
業
を
し
、
日
本
人
に
は
中
国
語
で
学
ば
せ
る
と
い
う
授
業
を
し

ま
し
た
。

優
は
、
そ
う
い
う
学
校
に
学
ん
で
、
根
津
院
長
の
教
え
を
生
涯
大
切
に
し
ま

し
た
が
、
在
学
中
は
決
し
て
模
範
的
な
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
二
度
も
停
学
に
な
り
、
授
業
日
数
が
足
り
な
く
な
っ
て
卒
業
証
書
を

も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
あ
ま
り
授
業
に
は
出
ず
、
酒
を
飲
ん
だ
り
、
テ
ニ
ス
を
し
た
り
、
上
海
の

街
に
先
輩
を
訪
ね
た
り
、
全
く
厄
介
な
生
徒
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
（
「
根

津
三
州
先
生
と
落
第
生
」
）
と
自
分
で
書
い
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
別
の
と

こ
ろ
に
は
「
教
室
に
は
出
な
か
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
図
書
館
の
本

を
多
く
読
ん
だ
点
で
は
一
番
だ
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
」
（
「
読
書
の
楽

し
み
」
）
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
優
の
将
来
を
心

配
し
た
先
輩
が
、
根
津
院
長
に

相
談
に
行
き
ま
し
た
が
、
院
長
は
、

「
中
山
優
は
、
卒
業
に
は
縁
の
な

い
男
だ
。
」
と
言
っ
て
、
修
了
証

書
と
い
う
の
を
書
い
て
く
れ
ま
し

た
。
院
長
は
、
「
中
山
は
、
卒
業

以
上
の
実
力
が
あ
る
男
だ
」
と
、
当
時
の
朝
日
新
聞
の
上
野
理
一
社
長
に
紹
介

し
て
く
れ
た
の
で
す
。

朝
日
新
聞
社
時
代

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
優
は
、
院
長
の
は
か
ら
い
も
あ
っ
て
同
文
書
院
を

修
了
後
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
に
入
社
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同

十
年
（
一
九
二
一
）
中
原
智
恵
と
結
婚
し
ま
し
た
。

優
は
、
こ
こ
で
緒
方
竹た
け
虎と
ら
、
中
野
正せ
い
剛ご
う
と
い
う
得え

難が
た
い
先
輩
の
信
頼
を

得
て
い
ま
し
た
が
、
胸
を
患
い
三
年
で
こ
こ
を
去
り
ま
し
た
。
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
か
ら
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
ま
で
五
年
間
療
養
し
て
い
ま
す
。

緒
方
は
、
優
の
人
柄
と
才
能
を
惜
し
ん
で
、
病
気
が
治
る
ま
で
新
聞
社
を
や

め
な
い
で
、
休
職
扱
い
に
し
て
も
ら
う
よ
う
に
勧
め
ま
し
た
が
、
優
は
、
「
実

際
に
働
い
て
い
な
い
者
が
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
朝
日
新
聞
社
を

や
め
ま
し
た
。

緒
方
は
、
の
ち
に
東ひ
が
し久く

邇に

内
閣
・
吉
田
内
閣
の
大
臣
、
自
由
党
の
総
裁
と
な

り
、
総
理
大
臣
に
選
ば
れ
そ
う
な
直
前
に
病
死
し
ま
す
。
緒
方
の
名
前
が
知
ら

れ
る
の
は
二
、
二
六
事
件
の
時
、
朝
日
新
聞
社
を
襲
っ
た
軍
人
の
ピ
ス
ト
ル
の

前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
時
か
ら
で
す
。

中
野
正
剛
は
、
代
議
士
に
な
り
ま
す
が
、
東
条
総
理
の
政
治
を
批
判
し
続
け
、

憲
兵
監
視
の
自
宅
で
自じ

刃じ
ん
し
ま
す
。
優
は
、
こ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
認
め
ら
れ

た
の
で
す
。

優
は
、
ふ
る
さ
と
熊
本
の
実
家
に
帰
っ
て
父
の
隠
居
場
と
し
て
建
て
ら
れ
て

い
た
離
れ
の
家
に
妻
や
幼
か
っ
た
子
ど
も
と
住
ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
、
結
核

は
伝
染
す
る
死
に
至
る
病や
ま
いと
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
村
の
人
は
優
の
住

む
離
れ
に
近
い
垣
根
の
そ
ば
は
避
け
て
通
っ
て
い
た
と
い
う
話
し
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
病
気
を
克こ
く
服ふ
く
し
た
こ
と
は
、
優
に
そ
の
後
の
困
難
に
堪た

え
、

何
も
の
を
も
恐
れ
な
い
強
い
気
持
ち
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

病
気
療
養
の
間
も
、
優
は
中
国
問
題
に
関
す
る
論
文
を
書
き
『
支
那
』
と
い

う
雑
誌
に
発
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
外
務
省
情
報
部
に
招
か
れ
る
こ
と
に
な

東亜同文書院
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り
ま
し
た
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
優
は
、
療
養
中
の
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）

に
、
放
浪
の
歌
人
「
宗
不
旱
」
の
仲
人
を
務
め
て
い
ま
す
。
（
宗
不
旱
の
歌
碑

は
、
鹿
本
総
合
支
所
前
な
ど
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
近
代
の
山
鹿
の
偉
人

た
ち
シ
リ
ー
ズ
№
９
」
）
。

外
務
省
嘱
託
時
代

療
養
中
も
書
き
続
け
た
中
国
問
題
に
関
す
る
評
論
が
評
価
さ
れ
て
、
昭
和
五

年
（
一
九
三
〇
）
、
外
務
省
の
嘱し
ょ
く託た
く
と
し
て
続
け
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
外
務
省
時
代
、
優
は
中
国
各
地
を
巡め
ぐ
り
、
多
く
の
中
国
の
人
た
ち
と
知

り
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
優
の
人
生
、
と
り
わ

け
日
本
と
中
国
の
友
好
関
係
の
た
め
に
働
く
上
で
大
変
役
に
立
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

当
時
は
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
九
月
の
柳り
ゅ
う

条じ
ょ
う

湖こ

の
爆
破
事
件
で
、
日
本

と
中
国
の
緊
張
が
高
ま
り
、
十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
盧ろ

溝こ
う
橋き
ょ
う

事
件
で
両
国
が

取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
戦
争
（
当
時
、
日
本
で
は
「
支
那
事
変
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
）
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
か
ら
、
優
は
、
事
変
の

拡
大
防
止
の
た
め
に
心
を
砕
き
ま
し
た
。

昭
和
十
二
年
の
夏
、
優
は
選
ば
れ
て
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
、
近こ
の
え衛
文ふ
み
麿ま
ろ
の

演
説
の
元
に
な
る
原
稿
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
日
本
と
中
国
が
戦
争
を

し
て
い
る
時
代
に
、
両
国
の
関
係
改
善
に
苦
慮
す
る
近
衛
総
理
を
助
け
、
公お
お
や
けに

発
表
す
る
文
章
や
、
演
説
の
元
に
な
る
原
稿
を
し
ば
し
ば
依
頼
さ
れ
ま
す
。

建
国
大
学
教
授
時
代

昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
優
は
招
か
れ
て
、
満ま
ん
州し
ゅ
う（
今
の
中
国
の
東
北

部
。
戦
後
は
使
わ
な
く
な
っ
た
地
名
）
の
建け
ん
国こ
く
大
学
の
教
授
と
な
り
ま
し
た
。

優
が
四
十
五
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。

建
国
大
学
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
優
は
、
「
東
洋
政
治
論
」
と
い
う
講

座
を
受
け
持
ち
、
多
く
の
学
生
た
ち
を
育
て
ま
し
た
。
か
た
わ
ら
、
日
本
や

中
国
を
含
む
東
洋
の
諸
国
家
・
諸
民
族
が
協
力
し
合
っ
て
平
和
と
繁
栄
を
目

指
そ
う
と
い
う
「
東
亜
連
盟
」
の
運
動
に
も
参
加
し
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
建
国
大
学
を
最
初
創つ
く
っ
た
人
の
理
想
は
、
あ
と
か
ら
来
た
心
な

い
人
た
ち
の
た
め
に
次
第
に
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
「
東
亜
連
盟
」

の
運
動
は
、
東
条
政
権
の

弾
圧
で
解
散
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
す
。

昭
和
十
八
年（
一
九
四
三
）

三
月
、
優
は
尊
敬
す
る
同

僚
、
作
田
荘
一
（
建
国
大

学
副
学
長
）
の
あ
と
を
追

う
よ
う
に
、
建
国
大
学
を

去
り
ま
し
た
。

建国大学
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満
州
国
の
特
命
全
権
公
使
に

優
は
、
建
国
大
学
を
去
っ
て
東
京
の
狛こ
ま
え江
の
自
宅
に
帰
っ
た
の
で
す
が
、

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
正
月
、
も
う
一
度
戦
争
を
拡
大
さ
せ
な
い
た

め
に
働
く
機
会
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。

今
度
は
満
州
国
の
「
特
命
全
権
公
使
」
と
い
う
肩
書
き
で
、
南
京
へ
行
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
中
国
で
は
共
産
党
が
台た
い
頭と
う
し
つ
つ
あ
っ
た

の
で
す
が
、
日
本
の
前
面
の
敵
は
重じ
ゅ
う

慶け
い
の
蒋し
ょ
う

介か
い
石せ
き
政
府
で
し
た
。

南
京
政
府
は
、
蒋
介
石
と
別
れ
た
汪お
う
兆ち
ょ
う

明め
い
派
の
政せ
い
権け
ん
で
し
た
が
、
重
慶
政

府
に
も
日
本
と
和
解
し
よ
う
と
い
う
兆き
ざ
し
が
あ
り
、
南
京
に
は
重
慶
か
ら
来

て
い
る
人
々
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
中
国
に
親
し
い
人
た
ち
が
多
い
中
山
優

が
選
ば
れ
た
理
由
で
し
ょ
う
。

そ
の
い
き
さ
つ
は
、
東ひ
が
し

久く

邇に

総
理
大
臣
の
日
記
や
、
当
時
、
満
州
で
要よ
う
職し
ょ
くに

あ
っ
た
星
子
敏
雄
氏
の
手
記
、
外
務
省
の
終
戦
時
の
記
録
な
ど
に
伺
え
ま
す
。

（
星
子
敏
雄
氏
は
、
鹿
本
町
庄
の
出
身
。
帰
国
後
、
熊
本
市
長
を
四
期

十
六
年
も
務
め
ま
し
た
。
「
近
代
の
山
鹿
の
偉
人
た
ち
シ
リ
ー
ズ
№
17
」
）

中
国
の
人
た
ち
が
、
優
を
歓
迎
し
て
く
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
特
命
全
権
公

使
に
就
任
し
て
か
ら
の
働
き
に
対
す
る
日
中
両
国
人
の
信
望
が
大
き
か
っ
た

こ
と
な
ど
は
、
大
使
館
参
事
官
と
し
て
同
行
し
た
竹
之
内
正
巳
氏
の
文
章

（
南
京
回
想
記
：
昭
和
四
十
六
年
六
月
）
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
優
の
懸
命
の
努
力
も
、
当
時
の
軍
部
や
東
久
邇

内
閣
の
次
の
内
閣
の
逡し
ゅ
ん

巡じ
ゅ
んで
実み
の
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
の
春
、
南
京
か
ら
上
海
を
経
て
帰
国
す
る

優
の
一
行
を
、
重
慶
の
中
国
軍
兵
士
た
ち
は
丁
重
に
見
送
っ
て
く
れ
た
そ
う

で
す
。
上
海
の
束つ
か
の
間
の
仮か
り
住
ま
い
で
優
は
、
中
国
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
四し

書し
ょ
の
講こ
う
座ざ

を
開
き
ま
し
た
。
（
四
書
と
は
、
孔
子
に
始
ま
る
儒
教
で
大
切
に

さ
れ
た
『
大
学
』
『
中
庸
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
こ
と
で
す
。
）

南
京
赴
任
の
直
前
、
優
に
は
不
幸
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

「
水
清
き
多
摩
の
ほ
と
り
に
生
ま
れ
し
か
ば
泉
と
こ
そ
は
愛め

で
に
け
る
か

も
」
…
誕
生
の
時
、
こ
う
読
ん
で
か
わ
い
が
っ
た
次
男
泉
（
当
時
中
学
二
年

生
）
が
前
年
か
ら
患わ
ず
らっ
て
い
た
病
気
の
た
め
、
二
十
年
一
月
十
九
日
に
亡
く

な
っ
た
の
で
す
。
南
京
の
ひ
と
り
の
宿
舎
で
遺
影
を
前
に
詠
ま
れ
た
痛つ
う
哭こ
く
の

歌
二
十
首
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

蔵
居
良
造
氏
の
中
山
優
評

同
文
書
院
の
同
窓
で
生
涯
優
と
親
し
か
っ
た
、
朝
日
新
聞
の
蔵
居
良
造
氏

は
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
一
日
の
「
広
報
か
も
と
」
に
優
に
つ
い
て
左
の
よ

う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
天て
ん
真し
ん
爛ら
ん
漫ま
ん
、
天て
ん
衣い

無む

縫ほ
う
と
い
う
言
葉
が
ぴ
た
り
と
当
て
は
ま
る
人
で
、

ど
ん
な
立
場
の
人
も
、
思
想
の
違
う
人
も
、
先
生
に
会
え
ば
た
ち
ま
ち
好
き

に
な
る
。
先
生
も
決
し
て
人
を
分
け
隔へ
だ
て
し
な
い
し
、
人
を
憎
ま
な
い
。
先

生
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
高
官
も
貧
乏
な
人
も
一い
ち
律り
つ
に
人
間
で
あ
っ
て
、
若
い

純
真
な
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
の
も
そ
の
人
柄
に
惹ひ

か
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、

近
衛
文
麿
公
や
中
野
正
剛
氏
ら
の
＊
帷い

幄あ
く
に
参さ
ん
画か
く
し
た
の
も
中
国
問
題
に
関

す
る
卓た
く
越え
つ
し
た
見け
ん
識し
き
と
と
も
に
そ
の
高こ
う
邁ま
い
な
人
格
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
」

＊
帷い

幄あ
く
…
帷い

は
垂
れ
幕
、
幄あ
く
は
引
き
幕
。
帷い

幄あ
く
は
作
戦
を
立
て
る
と
こ
ろ
。

「
帷
幄
に
参
画
す
る
」
は
、
他
の
人
は
入
れ
な
い
機
密
の
大
切
な
相
談
に
加

わ
る
こ
と
。　

近
衛
文
麿
公
は
、
昭
和
二
十
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
残
さ
れ
た
近
衛

家
の
人
々
は
優
を
最
後
の
病
床
ま
で
見
送
り
ま
し
た
。
長
男
の
文
隆
氏
が

シ
ベ
リ
ア
の
抑
留
地
で
優
を
懐
か
し
ん
だ
様
子
は
三
宅
隆
氏
の
「
白
夜
」

（
「
中
山
優
選
集
」
に
併
録
）
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

朝
日
新
聞
の
中
野
正
剛
・
緒
方
竹
虎
氏
。
建
国
大
学
で
は
「
親
子
ほ
ど
年

の
離
れ
て
い
た
」
高
名
な
ド
イ
ツ
文
学
者
登と

張ば
り
竹
風
先
生
。

当
時
の
日
本
に
対
立
し
て
い
た
中
国
の
西
方
か
ら
来
て
い
た
鉋ほ
う
明め
い
鈐ぎ
ん
氏
、
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朝
鮮
の
崖さ
い
な
ん
ぜ
ん
南
善
氏
、
当
時
日
本
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
人
た
ち
も
、
の
ち

の
ち
ま
で
優
の
友
人
に
な
り
ま
し
た
。

第
二
次
大
戦
後
の
優
・
亡
く
な
る
ま
で

こ
ん
な
具
合
で
し
た
か
ら
、
第
二
次
大
戦
後
、
職
を
離
れ
た
東
京
狛
江
の

中
山
優
の
住
ま
い
は
淋
し
く
な
る
ど
こ
ろ
か
益
々
賑
や
か
で
し
た
。

彼
を
慕
う
建
国
大
学
の
卒
業
生
、
同
文
書
院
の
後
輩
た
ち
、
意
見
を
求
め

て
や
っ
て
く
る
代
議
士
、
学
者
、
作
家
、
中
国
の
人
、
韓
国
の
人
。

そ
ん
な
忙
し
い
日
々
で
し
た
が
、
優
は
周
囲
の
希
望
で
「
四
書
」
特
に

「
孟
子
」
の
講
義
を
始
め
ま
し
た
。
初
め
は
毎
日
で
し
た
が
受
講
者
が
優
の

多
忙
を
見
か
ね
て
、
第
三
日
曜
日
の
午
後
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

講
座
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
、
優
が
最
後
と
な
る
入
院
の
直
前
ま
で
続

き
ま
し
た
。
優
の
講
座
に
関
し
て
は
、
も
う
一
度
蔵
居
氏
の
お
言
葉
を
お
借

り
し
ま
し
ょ
う
。

「
常
に
、
道
を
求
め
て
や
ま
な
い
人
で
あ
る
が
、
決
し
て
堅
苦
し
い
道
学

先
生
で
は
な
く
、
常
に
柔
ら
か
く
温
か
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
て
接
す
る

者
の
心
を
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
。
」

そ
ん
な
講
座
の
席
に
、
あ
る
日
優
の
故
郷
の
青
年
が
、
自
作
の
「
高
村
光

太
郎
」
論
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
優
は
、
一
読
し
て
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
、
青

年
を
誉ほ

め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
志
こ
こ
ろ
ざ
しの
あ
る
若
者
を
元
気
づ
け
る
優
の
様

子
を
吉
田
松
陰
に
た
と
え
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
日
常
で
し
た
が
、
優
は
昭
和
三
十
六
年
四
月
か
ら
四
十
六
年
四
月

ま
で
亜あ

細じ

亜あ

大
学
に
勤
め
ま
し
た
。
彼
を
招
い
た
の
は
昭
和
二
十
年
の
元
文

部
大
臣
太
田
耕
造
氏
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
優
は
、
郷
里
の
鹿
本
町
の
名
誉
町
民
に
推

挙
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
四
十
八
年
五
月
一
日
、
優
は
喉こ
う
と
う頭
が
ん
で
入
院
し
て
い
た
慈
恵
大
病

院
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
青
山
斎
場
で
葬
儀
委
員
長
の
田
村
先
生
は
、
挨
拶

の
冒
頭
「
日
本
は
、
大
黒
柱
を
失
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

優
の
死
亡
は
、
郷
里
鹿
本
町
の
「
広
報
か
も
と
」
六
月
一
日
の
一
面
全
部

を
使
っ
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

優
は
、
中
国
に
学
び
、
儒
学
の
精
神
を
大
切
に
し
ま
し
た
。
中
国
と
日
本

が
武
力
で
戦
っ
て
い
る
困
難
な
時
代
、
王
道
（
力
で
は
な
く
、
真
心
で
思
い

や
り
を
持
っ
て
相
手
に
接
す
る
姿

勢
）
を
大
事
に
し
て
、
中
国
と
の

交
渉
や
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
連
携

を
図は
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
大
学
や
自
宅
で
は
、
四

書
を
通
し
て
そ
の
精
神
を
伝
え
る

こ
と
に
努
め
ま
し
た
。
儒
学
は
、

江
戸
時
代
に
特
定
の
人
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
な
り
、
庶
民
の
生
活

の
中
で
家
族
や
友
だ
ち
な
ど
周
り

の
人
に
対
す
る
心
づ
か
い
に
良
い

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
、
第
二
次
大
戦
が
終
わ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
の
意
図
的
な
政
策
の

せ
い
も
あ
っ
て
か
、
加
え
て
経

済
成
長
の
結
果
の
良
く
な
い
面

も
作
用
し
た
の
か
、
美
風
は
次

第
に
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

優
は
、
昭
和
四
十
七
年
暮
れ

に
出
版
さ
れ
た
「
選
集
」
の
序

文
に
、
「
物
質
的
に
空
前
の
豊

富
さ
を
示
す
今
日
こ
そ
、
同
時

に
精
神
的
に
は
破
局
的
空
虚
さ

晩年の中山優夫妻これは亜細亜大学に提出された履歴書です。
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を
伴
っ
て
い
る
。
」
と
記
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
四
十
年
経た

っ
て

タ
ガ
が
は
ず
れ
た
日
本
の
、
日
本
人
の
悪あ

し
き
面
、
目ま

の
当
た
り
に
す
る
と

お
り
で
す
。
す
で
に
明
治
の
頃
、
西
洋
に
追
わ
れ
て
軽
薄
に
な
っ
て
い
く
日

本
人
を
心
配
さ
れ
た
恩
師
根
津
先
生
が
今
を
ご
覧
に
な
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に

お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
中
山
さ
ん
は
、
そ
の
生
涯
を
東
洋
の
豊
か
な
心
で
生
き
抜
か
れ
た
。
」

星
子
敏
雄
氏
は
、
優
の
没
後
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
「
望
郷
蘆
行
状
記
」
の
小
山
寛
二
氏
は
、
新
聞
に
優
の
生
涯
の
あ

ら
ま
し
と
葬
儀
の
様
子
を
伝
え
た
後
に
、
作
家
海
音
寺
潮
五
郎
氏
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
と
な
っ
た
作
品
に
「
天
と
地
と
」
「
平
将
門
」
が
あ
る
）
が
、

「
中
山
先
生
は
、
真
の
儒
者
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
、
儒
者

と
は
、
知
識
の
上
の
儒
学
で
は
な
く
、
体
に
道
を
体
し
た
誠
の
人
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

海
音
寺
氏
は
、
自
分
の
作
品
の
最
高
の
読
者
だ
と
し
て
新
し
い
作
品
が
出

版
さ
れ
る
た
び
に
、
中
山
優
に
贈
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
な
お
、
望
郷
蘆
先
生

が
懐
か
し
ん
だ
の
は
、
自
分
が
そ
こ
に
生
ま
れ
育
っ
て
、
少
年
時
代
百
姓
の

仕
事
も
し
た
故
郷
の
農
村
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
農
村
も
今
…
…
…
。

中
山
優
に
つ
い
て
ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
こ
と
、
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
彼
の
遺
風
を
継
ご
う
と
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
生

れ
た
「
東
洋
倫
理
研
究
会
」
が
、
今
も
熊
本
市
で
続
い
て
い
る
こ
と
を
記
し

て
ひ
と
ま
ず
の
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
。

中
山 

優
の
本

「中山優選集」

「中国の素猫」 「支那論と隨筆」

「再認識下の支那」 「対支政策の本流」
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明
治
二
十
八
年
▼

（
一
八
九
五
）

大
正
二
年
　 ▼

（
一
九
一
三
）

　
同
　四
年
　 ▼

（
一
九
一
五
）

同
　八
年
　 ▼

（
一
九
一
九
）

同
　十
年
　 ▼

（
一
九
二
三
）

同
　十
一
年 

▼

（
一
九
二
二
）

昭
和
元
年
　 ▼

（
一
九
二
六
）

同
　五
年
　 ▼

（
一
九
三
〇
）

同
　十
一
年 

▼

（
一
九
三
六
）

同
　十
二
年 

▼

（
一
九
三
七
）

同
　十
三
年 

▼

（
一
九
三
八
）

同
　十
八
年 

▼

（
一
九
四
三
）

同
　二
十
年 

▼

（
一
九
四
五
）

同
二
十
二
年 

▼

（
一
九
四
七
）
　

　
同
二
十
六
年 

▼

（
一
九
五
一
）

同
三
十
一
年 

▼

（
一
九
五
六
）

同
四
十
五
年 

▼

（
一
九
七
〇
）

同
四
十
六
年 

▼

（
一
九
七
一
）

同
四
十
八
年 

▼

（
一
九
七
三
）

鹿
本
郡
来
民
町
笹
本
に
て
中
山
惣
平
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。

三
月
、
県
立
鹿
本
中
学
校
を
卒
業

同
年
九
月
よ
り
葦
北
郡
佐
敷
小
学
校
で
代
用
教
員
に
な
る

九
月
、
上
海
東
亜
同
文
書
院
入
学

三
月
、
同
文
書
院
政
治
学
科
修
了

四
月
、
朝
日
新
聞
入
社

中
原
智
恵
と
結
婚

病
気
療
養
（
昭
和
二
年
ま
で
）

歌
人
宗
不
旱
の
媒
酌
人
を
務
め
る

外
務
省
嘱
託
と
な
る

当
時
の
首
相
の
「
近
衛
声
明
」
の
演
説
草
稿
を
執
筆

近
衛
首
相
の
日
比
谷
公
会
堂
で
の
演
説
原
稿
を
執
筆

建
国
大
学
教
授
（
東
亜
政
治
論
）
に
就
任

同
大
学
を
辞
任

満
州
国
特
命
全
権
公
使
と
し
て
南
京
に
赴
任

上
海
よ
り
帰
国

東
京
の
自
宅
で
中
国
古
典
の
講
読
会
開
始

（
昭
和
四
十
七
年
ま
で
続
け
る
）

亜
細
亜
大
学
教
授
に
就
任

鹿
本
町
名
誉
町
民
に
推
挙

亜
細
亜
大
学
を
辞
任

五
月
一
日
、
永
眠
　享
年
七
十
七
歳

執筆者
中山　秀人・丸山　信敏

広報かもと 記事（昭和 48年 6月 1日号）


