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孫文と日本、そして滔天
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１
９
１
１
年
―
―
今
か
ら
99
年
前
に
起

こ
っ
た
中
国
の
民
主
化
革
命
で
あ
る
「
辛
亥

革
命
は
、現
在
の
日
本
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ

て
、
な
じ
み
が
薄
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感

じ
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
中
国
を
大
き
く
変
革
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
「
辛
亥
革
命
」
は
、
孫
文
を
支

援
し
た
多
く
の
日
本
人
の
存
在
を
抜
き
に
は

語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

孫
文
は
中
国
か
ら
ほ
ど
近
い
日
本
を
革
命

の
拠
点
の
一
つ
と
し
、
宮
崎
兄
弟
を
始
め
と

す
る
日
本
人
支
援
者
か
ら
物
心
両
面
の
支
援

を
得
て
、
革
命
へ
の
階
段
を
上
っ
て
行
っ
た
。

高
い
理
想
を
掲
げ
る
孫
文
と
志
を
同
じ
く

す
る
中
国
人
と
日
本
人
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま

な
思
惑
を
抱
く
両
国
人
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

と
行
動
が
交
錯
し
、
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ

て
辛
亥
革
命
を
引
き
起
こ
し
た
。

革
命
家
・
孫
文

孫
文
に
は
、
確
か
に
革
命
家
と
し
て
の
資

質
が
備
わ
っ
て
い
た
。
人
を
引
き
つ
け
る
才

能
と
情
熱
が
あ
り
、
目
標
を
定
め
る
と
物
事

に
こ
だ
わ
ら
ず
に
ま
い
進
し
た
。
ま
た
、
楽

天
主
義
で
あ
り
、
欲
が
な
く
金
銭
に
も
こ
だ

わ
ら
な
い
人
物
だ
っ
た
。

孫
文
は
幼
い
こ
ろ
、
既
に
革
命
家
の
一
歩

を
踏
み
出
し
て
い
た
。
広
東
省
の
農
家
に
生

ま
れ
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
知
識
欲
が
旺
盛
だ
っ

た
孫
文
は
、
学
者
で
村
塾
を
開
い
て
い
た
叔

父
か
ら
、
太
平
天
国
の
乱
（
１
８
５
０
年
）

と
そ
の
指
導
者
・
洪
秀
全
に
つ
い
て
語
り
聞

か
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
清
朝
政
府
に
対
す

る
強
い
反
感
と
、「
第
二
の
洪
秀
全
」
に
な
り

た
い
と
い
う
革
命
家
と
し
て
の
思
い
を
芽
吹

か
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

13
歳
の
時
、
孫
文
は
、
ハ
ワ
イ
に
移
民
と

し
て
渡
り
成
功
し
た
兄
の
下
に
身
を
寄
せ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校
で
学
ん
だ
。
そ
こ
で

キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
、
強
い
中
華
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

兄
の
怒
り
に
触
れ
、
郷
里
に
帰
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
広
州
・
香
港
で
医
学
を
学
ん
で
医

師
と
な
り
開
業
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、
清

朝
政
府
の
圧
政
に
苦
し
む
中
国
で
、
医
学
や

慈
善
事
業
で
人
を
助
け
る
こ
と
に
は
限
界
を

感
じ
て
い
た
。
ま
ず
清
朝
政
権
と
い
う
満
州

異
民
族
支
配
・
皇
帝
専
制
支
配
と
、
腐
敗
し

た
官
僚
に
よ
る
政
治
に
よ
っ
て
疲
弊
し
、
列

強
か
ら
引
き
裂
か
れ
よ
う
と
し
て
る
中
国
を

大
本
か
ら
変
革
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

断
じ
、
革
命
を
決
意
し
た
。

１
８
９
４
年
に
ハ
ワ
イ
で
革
命
支
援
組
織

で
あ
る
興
中
会
を
組
織
し
、
翌
年
、
香
港
で

香
港
興
中
会
を
結
成
、
広
州
で
一
回
目
の
武

装
蜂
起
を
計
画
し
た
。

こ
の
後
16
年
を
掛
け
、
数
多
の
蜂
起
と
失

敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
辛
亥
革
命
は
成
就

す
る
こ
と
に
な
る
。

孫
文
と
日
本

孫
文
が
最
初
に
日
本
を
訪
れ
た
の
は
、

１
８
９
５
年
（
明
治
28
）
の
こ
と
で
あ
る
。

同
年
広
州
で
の
武
装
に
失
敗
し
、
賞
金
を

掛
け
ら
れ
て
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
孫
文

は
、
２
人
の
同
志
と
共
に
日
本
に
亡
命
し
た
。

最
初
か
ら
日
本
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
清
朝
政
府
の
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

一
刻
も
早
く
中
国
を
離
れ
る
必
要
が
あ
っ
た

孫
文
は
、
医
学
校
時
代
の
師
ら
の
手
助
け
も

あ
り
、
ひ
と
ま
ず
日
本
行
き
の
船
に
乗
り
込

ん
だ
の
で
あ
る
。

３
人
は
神
戸
を
経
由
し
、
横
浜
に
入
っ
た
。

そ
の
当
時
の
横
浜
に
は
華
僑
が
千
人
ほ
ど
暮

ら
し
て
い
て
、
既
に
中
国
革
命
に
対
す
る
賛

同
者
が
集
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
30
人
ほ
ど
の

賛
同
者
で
興
中
会
横
浜
支
部
を
組
織
す
る
も

の
の
、
孫
文
は
ひ
と
ま
ず
日
本
を
離
れ
、
ハ

ワ
イ
を
経
由
し
、
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
渡
っ
た
。

そ
の
後
、
孫
文
の
中
国
革
命
に
お
い
て
、

日
本
と
い
う
場
所
は
一
つ
の
大
き
な
役
割
を

果
た
す
よ
う
に
な
る
。
地
理
的
に
中
国
に
近

い
こ
と
や
、
日
露
戦
争
後
に
中
国
か
ら
日
本

へ
の
留
学
生
が
増
大
し
、
革
命
を
志
す
人
材

が
集
っ
て
い
た
こ
と
も
要
因
で
あ
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
香
港
で
の
梅
屋
庄
吉
（
実
業
家
。

革
命
の
前
後
、
長
く
孫
文
を
支
援
し
た
）
や

ハ
ワ
イ
で
の
菅
原
伝
（
後
の
政
治
家
）、
宮
崎

兄
弟
ら
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
で
中
国
革
命

を
志
し
て
い
た
志
士
と
の
出
会
い
が
、
日
本

と
孫
文
を
強
く
結
び
付
け
た
。
そ
し
て
彼
ら

の
支
援
が
、
孫
文
の
辛
亥
革
命
へ
少
な
か
ら

ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

日
本
人
志
士
・
宮
崎
滔
天

１
８
９
７
年
（
明
治
30
）、
宮
崎
滔
天
は
横

浜
で
孫
文
と
初
対
面
を
果
た
す
。
そ
の
時
滔

天
は
、
犬
養
毅
を
通
じ
て
外
務
省
か
ら
委
託

さ
れ
た
中
国
の
秘
密
結
社
調
査
か
ら
帰
国
し

た
ば
か
り
で
あ
り
、
孫
文
は
カ
ナ
ダ
か
ら
日

本
に
再
上
陸
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

孫
文
に
会
う
な
り
滔
天
は
、
孫
文
が
志
す

革
命
の
趣
旨
と
方
法
を
問
い
質
し
た
と
い
う
。

「
中
国
を
民
主
化
す
る
た
め
に
は
革
命
が
必
要

で
あ
り
、
革
命
で
中
国
を
救
う
事
は
、
ア
ジ

ア
を
西
欧
列
強
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
こ
と

に
な
る
」

孫
文
の
明
快
な
革
命
へ
の
理
想
と
、
彼
が

革
命
家
と
し
て
の
資
質
・
人
と
な
り
が
生
み

だ
す
言
葉
は
、
滔
天
に
深
い
感
銘
と
共
感
を

与
え
、
孫
文
こ
そ
真
の
革
命
者
で
あ
る
と
確

信
し
た
。
そ
れ
か
ら
滔
天
は
、
孫
文
と
中
国

革
命
を
あ
ら
ゆ
る
人
脈
と
金
策
を
も
っ
て
支

援
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

滔
天
は
今
で
も
、
孫
文
が
最
も
信
頼
し
た

日
本
人
の
一
人
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
人

物
で
あ
る
。

そ
の
信
頼
は
、
滔
天
が
貫
い
た
一
日
本
人

志
士
と
し
て
の
姿
勢
に
あ
っ
た
。

日
本
人
志
士
の
中
に
は
、
思
惑
の
違
い
な

ど
で
袂
を
分
か
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

明
治
維
新
後
、
日
本
国
内
の
政
情
も
未
だ
不

安
定
で
あ
り
、「
富
国
強
兵
」「
脱
亜
入
欧
」

の
道
を
突
き
進
み
、
国
益
や
利
権
・
私
欲
か

ら
孫
文
や
中
国
革
命
を
見
る
も
の
も
い
た
。

し
か
し
滔
天
は
、
孫
文
が
目
指
し
た
ア
ジ

ア
革
命
の
い
と
ぐ
ち
、
或
い
は
世
界
革
新
の

足
掛
か
り
と
し
て
の
「
中
国
革
命
」
の
先
に

あ
る
理
想
に
共
感
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
献

身
的
に
支
援
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
官
や
国

家
的
視
点
に
立
つ
こ
と
な
く
、
世
界
的
視
野

に
立
っ
て
行
動
し
、
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
中
国
革
命
の
成
就
に
尽
力
し
な

が
ら
も
あ
く
ま
で
「
客
分
」
と
し
て
一
線
を

引
き
続
け
、
時
に
は
日
本
政
府
の
動
き
に
も

批
判
的
で
あ
っ
た
の
も
滔
天
で
あ
る
。

彼
が
示
し
た
こ
れ
ら
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
、

孫
文
以
外
の
中
国
人
革
命
家
に
も
畏
敬
さ
れ

た
点
で
あ
っ
た
。
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▲　孫文（1866 年 -1925 年）　　写真提供：社会教育課

　
　
昭
和
40
年
に
建
立
さ
れ
た
「
孫
文
、
滔
天
両
先
生
先

覚
回
天
記
念
像
」。
運
動
公
園
東
側
駐
車
場
の
一
角
に
あ

る
。
孫
文
（
右
）
と
滔
天
（
左
）
の
レ
リ
ー
フ
の
間
に
は
「
世

界
は
一
つ
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

▲


