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は
じ
め
に

　北
村
謙
次
郎
（
一
九
〇
四
～
八
二
）
は
満
洲
国
で
活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
︒

彼
は
東
京
に
生
ま
れ
︑
八
歳
の
時
に
家
族
と
と
も
に
満
洲
の
大
連
に
渡
っ
た
︒

十
年
間
の
植
民
地
生
活
を
送
っ
た
後
︑
東
京
に
戻
り
︑
文
学
活
動
を
開
始
し

た
︒
個
人
誌
﹃
文
芸
プ
ラ
ニ
ン
グ
﹄
の
創
刊
を
皮
切
り
に
︑﹃
作
品
﹄﹃
青
い

花
﹄
な
ど
多
く
の
雑
誌
に
も
寄
稿
し
た
︒

　一
時
期
（
一
九
三
四
～
三
五
）︑
大
連
に
戻
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
︑
再
び
東

京
に
住
み
︑
保
田
與
重
郎
（
一
九
一
〇
～
八
一
）
や
亀
井
勝
一
郎
（
一
九
〇
七

～
六
六
）
ら
の
雑
誌
﹃
日
本
浪
曼
派
﹄
の
同
人
と
し
て
文
壇
か
ら
注
目
さ
れ
た
︒

　一
九
三
七
年
︑
北
村
は
満
洲
国
首
都
の
新
京
（
現
在
の
長
春
）
に
渡
り
︑
雑

誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
を
創
刊
し
︑
長
篇
小
説
﹃
春
聯
﹄
な
ど
を
執
筆
し
て
︑
満

洲
国
で
た
だ
一
人
の
職
業
作
家
と
な
っ
た
︒
戦
後
︑
児
童
文
学
で
生
計
を
立

て
な
が
ら
︑
随
筆
集
﹃
北
辺
慕
情
記
﹄
な
ど
満
洲
に
関
す
る
多
く
の
作
品
を

書
き
残
し
た
︒

　北
村
の
文
学
活
動
・
作
品
は
︑
戦
時
の
日
本
知
識
人
の
心
像
を
反
映
す
る

と
同
時
に
︑
満
洲
の
日
本
語
文
学
お
よ
び
満
洲
国
の
文
化
状
況
を
表
す
も
の

と
し
て
︑
史
料
的
価
値
も
大
き
い
︒
し
か
し
︑
現
在
︑
管
見
の
限
り
で
は
北

村
謙
次
郎
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
筆
者
の
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎

の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に（

1
）

﹂
と
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北

村
謙
次
郎
の
文
学
理
念（

2
）

﹂
の
二
篇
し
か
な
い
︒

　こ
こ
で
は
︑
北
村
の
満
洲
時
代
の
短
篇
連
作
小
説
﹃
或
る
環
境
﹄
を
取
り

上
げ
︑
こ
の
小
説
の
構
成
内
容
︑
お
よ
び
そ
の
社
会
的
背
景
を
示
す
歴
史
的

北
村
謙
次
郎
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
『
或
る
環
境
』と
そ
の
社
会
的
背
景

―
―
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
の
大
連
―
―
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え
︑﹁
序
章
﹂
と
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
餓
鬼
﹂﹁
色
鳥
﹂﹁
十
六
号

の
娘
﹂
を
も
収
録
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
五
作
は
︑
作

品
の
内
容
と
人
物
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
︑
明
ら
か
に
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー

ズ
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
十
二
作
を
ま

と
め
て
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
全
構
成
と
見
な
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
そ

の
全
構
成
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
当
時
の
﹁
環
境
﹂
の
内
実
が
見
え
て
く
る
︒

附
表
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

　﹁序
章
﹂
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
は
︑
主
人
公
﹁
忠
一
﹂
の
﹁
現

在
﹂
を
描
い
て
い
る
が
︑
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
﹁
天
守
﹂
か
ら
﹁
舞
台
﹂
ま

で
の
十
篇
が
主
人
公
の
少
年
時
代
を
扱
い
︑
主
人
公
の
﹁
回
想
﹂
と
い
う
形

式
が
と
ら
れ
る
︒
こ
れ
か
ら
は
︑
作
中
人
物
の
成
長
過
程
に
沿
っ
て
︑
各
章

を
順
に
並
べ
︑
人
物
の
回
想
内
容
と
当
時
の
社
会
的
背
景
を
照
合
し
な
が
ら
︑

作
中
で
描
か
れ
た
﹁
環
境
﹂
の
客
観
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
二

　「序
章
」
に
お
け
る
日
中
作
家
「
座
談
会
」

　﹁序
章
﹂
は
︑
満
洲
に
住
む
日
本
人
作
家
と
中
国
人
作
家
を
集
め
て
催
さ
れ

る
座
談
会
に
対
す
る
︑
作
家
忠
一
の
期
待
感
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
る
︒
忠
一

は
体
調
を
崩
し
て
い
た
こ
と
か
ら
物
事
に
対
す
る
態
度
が
消
極
的
で
あ
る
が
︑

中
国
人
作
家
と
の
交
流
に
は
異
常
な
ほ
ど
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

よ
う
や
く
開
か
れ
た
座
談
会
で
は
︑
日
本
人
作
家
た
ち
の
積
極
的
な
発
言
ぶ

り
に
対
し
て
︑
中
国
人
作
家
た
ち
は
建
前
で
し
か
応
じ
て
い
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
忠
一
の
期
待
は
失
望
に
変
わ
り
︑
再
び
退
嬰
的
な
状
態
に
戻
っ
た
︒
そ

し
て
︑
彼
は
︑
周
辺
に
溢
れ
て
い
る
﹁
民
族
﹂
や
﹁
国
家
﹂
な
ど
の
言
葉
に

縛
ら
れ
る
苦
し
み
か
ら
︑﹁
自
分
た
ち
と
違
つ
た
環
境
に
育
つ
人
た
ち
へ
の
︑

大
小
と
定
ま
ら
ぬ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
が
湧（

4
）

﹂
き
︑
満
洲
で
過
ご
し
た
少
年

時
代
の
﹁
環
境
﹂
に
思
い
を
馳
せ
る
︒

附表　『或る環境』シリーズの各作の初出

初出題名 初出日付 初出出所 再録日付 備考

天守 1939.2 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

餓鬼 1939.5 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

鼎座 1939.6 『新天地』 1939.7.23
「序章」と改題され、『或
る環境』の一部として、『満
洲浪曼』第三輯に再録

早春 1939.10 『満洲行政』 1939.12.12
『或る環境』の「続篇」と
して、「青果」とともに『満
洲浪曼』第四輯に再録

青果 1939.12 『満洲浪曼』 1940.1 「青果と色鳥」として『満
蒙』に再録

色鳥 1940.1 『満蒙』 ― 「青果と色鳥」として『満
蒙』に掲載

博物教室 1940.4 『満洲行政』 ― ―

塔影 1940.6 『満洲行政』 ― ―

十六号の娘 1940.7 『新天地』 ― ―

つひの栖 1940.8 『文藝』 ― エピローグの性質

垣の外 1940.9 『満洲行政』 ― ―

舞台 1941.1 『満洲行政』 ― ―
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文
献
を
紹
介
し
て
︑
作
中
人
物
が
異
民
族
に
抱
い
た
態
度
に
触
れ
て
み
た
い
︒

　
一

　シ
リ
ー
ズ
の
構
成

　小
説
シ
リ
ー
ズ
﹃
或
る
環
境
﹄
は
後
述
の
十
二
篇
の
短
篇
か
ら
な
る
連
作

で
あ
る
︒
全
体
は
北
村
謙
次
郎
の
他
の
中
・
長
篇
小
説
に
も
見
ら
れ
る
回
想

風
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
︒
同
じ
体
裁
で
執
筆
さ
れ
た
の
は
︑
長
篇
小
説

﹃
春
聯
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
四
二
年
三
月
）
と
中
篇
小
説
﹁
浪
曼
の
頃
﹂（﹃
索
通

信
﹄
十
五
～
十
七
号
︑
二
〇
一
三
～
一
四
年
︑
初
発
表
）
で
あ
る
︒

　﹃或
る
環
境
﹄
の
各
章
の
発
表
時
期
は
前
後
す
る
た
め
︑
以
下
の
よ
う
に
整

理
し
て
み
る
︒
最
初
に
発
表
さ
れ
た
作
品
は
︑﹃
満
洲
行
政
﹄（
一
九
三
九
年
二

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
天
守
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
同
誌
五
月
号
に
﹁
餓
鬼
﹂

が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
二
篇
は
﹃
新
天
地
﹄（
一
九
三
九
年
六
月
）
に
発
表
さ

れ
た
﹁
鼎
座
﹂（﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
再
掲
さ
れ
る
際
﹁
序
章
﹂
と
改
題
）
と
合
わ
せ

て
︑
初
め
て
﹁
或
る
環
境
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
︑
同
年
七
月
刊
行

の
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
に
再
発
表
さ
れ
た
︒

　そ
の
後
︑﹁
早
春
﹂
お
よ
び
﹁
青
果
﹂
は
﹁
或
る
環
境
﹂
の
続
篇
と
し
て

﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
四
輯
（
一
九
三
九
年
十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
︒
そ
の
う
ち
︑

﹁
早
春
﹂
は
す
で
に
﹃
満
洲
行
政
﹄（
一
九
三
九
年
十
月
号
）
に
発
表
さ
れ
て
い

た
︒﹁
青
果
﹂
は
﹁
色
鳥
﹂
と
一
緒
に
﹃
満
蒙
﹄（
一
九
四
〇
年
一
月
）
に
も
再

録
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
続
篇
﹂
は
︑﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
最
後
の
作
品

と
な
る
︒

　﹃満
洲
浪
曼
﹄
の
終
刊
後
︑
北
村
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
発
表
の
舞

台
を
﹃
満
蒙
﹄
と
﹃
満
洲
行
政
﹄
に
移
し
た
︒
と
り
わ
け
﹃
満
蒙
﹄（
一
九
四
〇

年
一
月
号
）
に
掲
載
し
た
﹁
青
果
と
色
鳥
﹂
は
︑
物
語
の
構
成
上
︑﹃
満
洲
浪

曼
﹄
第
三
輯
の
﹁
序
章
﹂
に
呼
応
し
て
い
る
︒
作
者
は
さ
ら
に
同
シ
リ
ー
ズ

の
続
き
と
し
て
︑﹁
博
物
教
室
﹂（﹃
満
洲
行
政
﹄
一
九
四
〇
年
四
月
）︑﹁
塔
影
﹂

（
同
誌
︑
同
年
六
月
）︑﹁
十
六
号
の
娘
﹂（﹃
新
天
地
﹄
一
九
四
〇
年
七
月
）︑﹁
つ

ひ
の
栖
﹂（﹃
文
藝
﹄
一
九
四
〇
年
八
月
）
な
ど
を
次
々
と
発
表
し
︑
連
作
を
充

実
さ
せ
て
い
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
一
九
四
〇
年
八
月
の
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
は
︑

﹁
序
章
﹂
に
対
応
し
て
︑
実
質
上
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と

な
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
後
も
︑
北
村
は
同
じ
シ
リ
ー
ズ
に
属
す

る
﹁
垣
の
外
﹂（﹃
満
洲
行
政
﹄
一
九
四
〇
年
九
月
）
お
よ
び
﹁
舞
台
﹂（
同
︑

一
九
四
一
年
一
月
）
を
書
き
継
い
だ
︒
つ
ま
り
︑
二
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ

れ
た
十
二
篇
の
短
篇
が
﹃
或
る
環
境
﹄
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　戦
後
︑
北
村
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
を
再
編
成
し
︑
一
冊
の
作
品
集

を
出
そ
う
と
し
た
が
︑
未
公
刊
に
終
わ
っ
た
︒
彼
の
計
画
し
た
目
次
は
﹁
天

守
﹂﹁
早
春
﹂﹁
青
果
﹂﹁
博
物
教
室
﹂﹁
塔
影
﹂﹁
垣
の
外
﹂﹁
舞
台
﹂
と
い
う

七
作
の
み
を
含
め
て
お
り
︑
末
尾
に
は
﹁
百
四
十
枚
︑
昭
和
十
四
年
～
十
五

年
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
そ
の
う
ち
の
﹁
舞
台
﹂
は
一
九
四
一
年
一
月
一
日

に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
の
秋
頃
と
思
わ

れ
る
︒
つ
ま
り
︑
北
村
は
﹁
舞
台
﹂
の
脱
稿
日
付
を
も
っ
て
こ
の
物
語
を
終
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え
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よ
う
や
く
開
か
れ
た
座
談
会
で
は
︑
日
本
人
作
家
た
ち
の
積
極
的
な
発
言
ぶ

り
に
対
し
て
︑
中
国
人
作
家
た
ち
は
建
前
で
し
か
応
じ
て
い
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
忠
一
の
期
待
は
失
望
に
変
わ
り
︑
再
び
退
嬰
的
な
状
態
に
戻
っ
た
︒
そ

し
て
︑
彼
は
︑
周
辺
に
溢
れ
て
い
る
﹁
民
族
﹂
や
﹁
国
家
﹂
な
ど
の
言
葉
に

縛
ら
れ
る
苦
し
み
か
ら
︑﹁
自
分
た
ち
と
違
つ
た
環
境
に
育
つ
人
た
ち
へ
の
︑

大
小
と
定
ま
ら
ぬ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
が
湧（

4
）

﹂
き
︑
満
洲
で
過
ご
し
た
少
年

時
代
の
﹁
環
境
﹂
に
思
い
を
馳
せ
る
︒

附表　『或る環境』シリーズの各作の初出

初出題名 初出日付 初出出所 再録日付 備考

天守 1939.2 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

餓鬼 1939.5 『満洲行政』 1939.7.23 『或る環境』の一部として、『満洲浪曼』第三輯に再録

鼎座 1939.6 『新天地』 1939.7.23
「序章」と改題され、『或
る環境』の一部として、『満
洲浪曼』第三輯に再録

早春 1939.10 『満洲行政』 1939.12.12
『或る環境』の「続篇」と
して、「青果」とともに『満
洲浪曼』第四輯に再録

青果 1939.12 『満洲浪曼』 1940.1 「青果と色鳥」として『満
蒙』に再録

色鳥 1940.1 『満蒙』 ― 「青果と色鳥」として『満
蒙』に掲載

博物教室 1940.4 『満洲行政』 ― ―

塔影 1940.6 『満洲行政』 ― ―

十六号の娘 1940.7 『新天地』 ― ―

つひの栖 1940.8 『文藝』 ― エピローグの性質

垣の外 1940.9 『満洲行政』 ― ―

舞台 1941.1 『満洲行政』 ― ―
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来
て
阿
片
を
吸
つ
た
︒﹇
中
略
﹈
彼
ら
は
毛
布
の
上
に
横
臥
し
︑
笛
の
や
ふ
な

煙
管
を
ひ
ね
く
り
な
が
ら
︑
片
手
に
持
つ
た
細
い
ピ
ン
の
先
に
丸
め
た
阿
片

の
小
塊
を
つ
け
︑
何
度
も
何
度
も
豆
ラ
ン
プ
の
焔
に
か
ざ
し
て
柔
げ
て
か
ら
︑

馴
れ
た
手
つ
き
で
煙
管
の
火
口
に
詰
め
る（

11
）

﹂
と
︑
子
ど
も
の
忠
一
の
目
に
映

る
︒
と
り
わ
け
︑
阿
片
事
務
所
の
銀
の
出
納
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
れ
ら
の
銀
貨

は
一
枚
づ
つ
重
ね
て
包
装
し
︑
一
本
の
長
い
棒
に
し
て
何
本
も
何
本
も
積
み

上
げ
ら
れ
る
と
︑
事
務
所
の
人
た
ち
が
二
人
も
三
人
も
で
近
所
の
銀
行
へ
運

ん
で
行
つ
た（

12
）

﹂
と
描
く
︒
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
は
︑
日
本
人
の
満
洲
で

の
阿
片
製
造
を
よ
り
具
体
的
に
例
証
し
て
お
り
︑
当
時
の
満
洲
で
創
作
さ
れ

た
小
説
の
中
で
は
極
め
て
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
ろ
う
︒

　こ
の
阿
片
事
務
所
に
つ
い
て
は
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
に
詳
し
い
記

録
が
あ
る
︒
同
書
に
は
︑﹁
明
治
三
十
九
年
十
月
州
内
居
住
の
一
支
那
人
に
阿

片
の
輸
入
製
造
販
売
を
特
許
し
た
が
︑
翌
四
十
年
日
本
人
一
名
と
の
共
同
事

業
と
し
て
改
め
て
特
許
を
与
へ
た
︒
此
の
販
売
人
は
当
初
台
湾
総
督
府
専
売

局
と
特
約
し
て
同
局
製
造
の
煙
膏
を
輸
入
販
売
す
る
計
画
を
試
み
た（

13
）

﹂
と
あ

る
︒
松
原
一
枝
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜（

14
）

﹄
に
よ

る
と
︑
そ
の
﹁
日
本
人
一
名
﹂
は
石
本
鏆
太
郎
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
或
る

環
境
﹄
の
﹁
阿
片
総
局
泰
永
公
司
の
橋
口
﹂
の
モ
デ
ル
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　石
本
鏆
太
郎
（
一
八
六
四
～
三
三
）
は
高
知
県
の
生
ま
れ
︒
幼
い
頃
か
ら
軍

隊
に
憧
れ
た
が
︑
視
力
に
問
題
が
あ
り
軍
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

そ
の
後
︑
陸
軍
通
訳
と
し
て
日
清
戦
争
︑
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
︒
日
本
が

台
湾
を
占
領
し
た
折
︑
彼
は
台
湾
の
阿
片
専
売
局
に
通
訳
と
し
て
勤
め
︑
阿

片
製
造
が
多
大
な
利
潤
を
生
む
こ
と
を
知
っ
た
︒
一
九
〇
六
年
︑
石
本
は
阿

片
総
局
の
設
立
に
つ
い
て
関
東
都
督
の
大
島
義
昌
に
提
言
し
た
︒
そ
の
後
︑

彼
は
阿
片
製
造
専
売
特
許
を
取
得
し
︑
莫
大
な
利
益
を
手
に
入
れ
た
︒
そ
れ

を
資
本
と
し
て
商
社
・
銀
行
・
学
校
・
新
聞
社
な
ど
の
事
業
を
展
開
し
︑
関

東
州
屈
指
の
実
業
家
と
な
っ
た（

15
）

︒

　石
本
が
阿
片
経
営
で
得
た
収
益
金
は
︑
中
央
公
園
・
図
書
館
・
市
営
住
宅

な
ど
の
公
共
施
設
に
使
わ
れ
︑
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
旅
大
道
路
﹂
が
注

目
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
旅
順
と
大
連
を
結
ぶ
総
長
一
万
七
八
五
三
メ
ー
ト
ル
の

自
動
車
道
路
で
あ
り
︑
当
時
﹁
旅
大
南
道
路
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
︒
一
九
二
一

年
か
ら
着
工
し
︑
完
成
ま
で
三
年
半
︑
工
費
一
三
五
万
円
か
か
っ
た（

16
）

︒
ま
た
︑

二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
も
︑
石
本
の
資
金
援
助
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
彼
の
弟
権
四
郎（

17
）

は
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動（

18
）

で
戦
死
し

た
︒　北

村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
︑
一
九
一
〇
年
頃
︑
東
京
か
ら
大
連
の
逓
信
局

へ
転
勤
し
た
後
︑
石
本
の
元
で
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
正
確
な
時
期
は
不

詳
だ
が
︑
最
初
の
勤
め
先
が
こ
の
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
北

村
の
作
品
か
ら
わ
か
る
︒
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　こ
の
座
談
会
に
登
場
す
る
の
は
︑
日
本
人
作
家
︑
中
国
人
作
家
︑
両
者
間

の
調
整
役
を
務
め
る
﹁
或
る
文
化
機
関
﹂
の
三
者
で
あ
る
︒﹁
或
る
文
化
機

関
﹂
と
は
︑﹁
満
日
文
化
協
会
﹂
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒
同
会
は
一
九
三
三

年
十
二
月
に
設
立
さ
れ
︑
満
洲
国
に
お
け
る
様
々
な
文
化
活
動
に
関
わ
り
︑

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る（

5
）

︒
し
か
し
︑﹁
満
日
文
化
協
会
﹂
の
介
在
に
忠

一
が
﹁
懸
念
﹂
を
抱
く
の
は
︑
そ
れ
に
対
す
る
中
国
人
作
家
の
警
戒
心
を
察

し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
満
洲
国
の
中
国
文
化
人
は
︑
亡
国
の
悲
し
み
を
背
負

い
文
筆
活
動
を
中
断
す
る
か
︑
御
用
文
章
し
か
書
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
︒

始
終
当
局
に
監
視
さ
れ
る
た
め
︑
同
会
の
座
談
会
へ
の
出
席
も
や
む
を
得
な

い
︒
そ
れ
に
対
し
︑
忠
一
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
満
洲
在
住
の
日
本
人
は
︑

支
配
民
族
と
し
て
文
学
と
い
う
柔
軟
な
方
法
を
通
し
て
満
洲
国
の
存
在
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
︒﹁
侵
略
者
﹂
と
﹁
被
侵
略
者
﹂
と
い
う
立
場
の
違
い
に

よ
っ
て
︑
日
中
作
家
の
態
度
に
も
違
い
が
生
ま
れ
る
の
で
︑﹁
文
学
へ
の
情
熱
︑

人
間
へ
の
愛
と
信
頼（

6
）

﹂
を
通
し
て
日
中
作
家
間
の
連
帯
を
築
こ
う
と
す
る
忠

一
は
小
説
の
世
界
へ
没
頭
す
る
し
か
な
い
︒

　
三

　「天
守
」
に
お
け
る
満
洲
の
阿
片
製
造

　﹁天
守
﹂
は
︑
大
連
に
渡
航
し
た
ば
か
り
の
日
本
人
少
年
の
成
長
と
心
理
的

葛
藤
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
阿
片
製
造
場
と
事
務
室
が
一
体
化
し
た
事
務

所
で
︑
忠
一
は
中
国
人
使
用
人
の
阿
片
吸
引
と
阿
片
の
取
引
を
観
察
し
︑
彼

ら
に
遊
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
う
ち
に
︑
親
し
み
を
覚
え
る
︒
一
方
︑
学
校
で

民
族
差
別
の
教
育
を
受
け
た
彼
は
︑
中
国
人
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
た
時
︑
絶

対
に
道
を
譲
ら
な
い
︒
忠
一
に
は
﹁
彼
ら
﹇
中
国
人
﹈
に
対
す
る
親
愛
と
軽

蔑
と
の
︑
拭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
︑
不
思
議
に
混
交
し
た
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ（

7
）

﹂

て
い
く
︒

　そ
の
よ
う
な
日
々
の
中
︑
天
守
閣
を
設
け
た
新
し
い
阿
片
事
務
所
が
で
き

た
︒﹁
お
城
の
そ
れ
と
同
じ
作
り
の
そ
の
櫓
は
︑
白
壁
︑
黒
瓦
屋
根
︑
そ
し
て

棟
の
両
端
に
は
金
色
に
光
る
鯱
が
と
り
つ
け
ら
れ
﹂
た
建
物
で
︑
そ
れ
は
忠

一
に
﹁
清
新
な
未
知
の
世
界
の
象
徴（

8
）

﹂
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
た
︒

年
末
に
忠
一
は
父
の
代
わ
り
に
中
国
人
の
宴
会
に
出
席
し
て
︑
不
思
議
な
微

笑
を
湛
え
た
謎
の
日
本
人
少
女
に
出
会
い
︑
彼
女
か
ら
天
守
閣
に
は
﹁
面
白

い
も
の
が
あ
る（

9
）

﹂
と
聞
く
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
天
守
閣
に
登
っ
た
忠
一
は

﹁
面
白
い
も
の
﹂
を
何
一
つ
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
少
女
の
言
っ
た
﹁
面

白
い
も
の
﹂
の
正
体
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
︒﹁
天
守
閣
﹂
に
は
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
一
つ
は
在
満
日
本
人
の
﹁
郷
愁
﹂
を
表
し
︑

も
う
一
つ
は
植
民
地
支
配
者
の
﹁
権
威
﹂
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　作
中
に
は
阿
片
に
関
す
る
場
面
が
多
く
出
て
く
る
︒
た
と
え
ば
︑
阿
片
製

造
で
は
﹁
い
つ
も
辮
髪
を
頭
に
束
ね
た
于
さ
ん
が
大
鍋
に
棒
を
突
入
れ
︑
黒

く
ど
ろ
ど
ろ
す
る
阿
片
を
こ
ね
ま
は
し
て
ゐ
た（

10
）

﹂
り
︑
阿
片
を
吸
う
場
面
で

は
﹁
ア
ン
ペ
ラ
敷
き
の
炕
の
上
に
赤
い
毛
布
が
敷
か
れ
︑
窓
の
傍
に
枕
が
置

か
れ
て
あ
つ
て
︑
肥
つ
た
劉
さ
ん
と
痩
せ
た
李
さ
ん
が
︑
代
る
代
る
こ
ゝ
へ
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来
て
阿
片
を
吸
つ
た
︒﹇
中
略
﹈
彼
ら
は
毛
布
の
上
に
横
臥
し
︑
笛
の
や
ふ
な

煙
管
を
ひ
ね
く
り
な
が
ら
︑
片
手
に
持
つ
た
細
い
ピ
ン
の
先
に
丸
め
た
阿
片

の
小
塊
を
つ
け
︑
何
度
も
何
度
も
豆
ラ
ン
プ
の
焔
に
か
ざ
し
て
柔
げ
て
か
ら
︑

馴
れ
た
手
つ
き
で
煙
管
の
火
口
に
詰
め
る（

11
）

﹂
と
︑
子
ど
も
の
忠
一
の
目
に
映

る
︒
と
り
わ
け
︑
阿
片
事
務
所
の
銀
の
出
納
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
れ
ら
の
銀
貨

は
一
枚
づ
つ
重
ね
て
包
装
し
︑
一
本
の
長
い
棒
に
し
て
何
本
も
何
本
も
積
み

上
げ
ら
れ
る
と
︑
事
務
所
の
人
た
ち
が
二
人
も
三
人
も
で
近
所
の
銀
行
へ
運

ん
で
行
つ
た（

12
）

﹂
と
描
く
︒
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
は
︑
日
本
人
の
満
洲
で

の
阿
片
製
造
を
よ
り
具
体
的
に
例
証
し
て
お
り
︑
当
時
の
満
洲
で
創
作
さ
れ

た
小
説
の
中
で
は
極
め
て
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
ろ
う
︒

　こ
の
阿
片
事
務
所
に
つ
い
て
は
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
に
詳
し
い
記

録
が
あ
る
︒
同
書
に
は
︑﹁
明
治
三
十
九
年
十
月
州
内
居
住
の
一
支
那
人
に
阿

片
の
輸
入
製
造
販
売
を
特
許
し
た
が
︑
翌
四
十
年
日
本
人
一
名
と
の
共
同
事

業
と
し
て
改
め
て
特
許
を
与
へ
た
︒
此
の
販
売
人
は
当
初
台
湾
総
督
府
専
売

局
と
特
約
し
て
同
局
製
造
の
煙
膏
を
輸
入
販
売
す
る
計
画
を
試
み
た（

13
）

﹂
と
あ

る
︒
松
原
一
枝
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜（

14
）

﹄
に
よ

る
と
︑
そ
の
﹁
日
本
人
一
名
﹂
は
石
本
鏆
太
郎
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
或
る

環
境
﹄
の
﹁
阿
片
総
局
泰
永
公
司
の
橋
口
﹂
の
モ
デ
ル
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　石
本
鏆
太
郎
（
一
八
六
四
～
三
三
）
は
高
知
県
の
生
ま
れ
︒
幼
い
頃
か
ら
軍

隊
に
憧
れ
た
が
︑
視
力
に
問
題
が
あ
り
軍
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

そ
の
後
︑
陸
軍
通
訳
と
し
て
日
清
戦
争
︑
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
︒
日
本
が

台
湾
を
占
領
し
た
折
︑
彼
は
台
湾
の
阿
片
専
売
局
に
通
訳
と
し
て
勤
め
︑
阿

片
製
造
が
多
大
な
利
潤
を
生
む
こ
と
を
知
っ
た
︒
一
九
〇
六
年
︑
石
本
は
阿

片
総
局
の
設
立
に
つ
い
て
関
東
都
督
の
大
島
義
昌
に
提
言
し
た
︒
そ
の
後
︑

彼
は
阿
片
製
造
専
売
特
許
を
取
得
し
︑
莫
大
な
利
益
を
手
に
入
れ
た
︒
そ
れ

を
資
本
と
し
て
商
社
・
銀
行
・
学
校
・
新
聞
社
な
ど
の
事
業
を
展
開
し
︑
関

東
州
屈
指
の
実
業
家
と
な
っ
た（

15
）

︒

　石
本
が
阿
片
経
営
で
得
た
収
益
金
は
︑
中
央
公
園
・
図
書
館
・
市
営
住
宅

な
ど
の
公
共
施
設
に
使
わ
れ
︑
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
旅
大
道
路
﹂
が
注

目
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
旅
順
と
大
連
を
結
ぶ
総
長
一
万
七
八
五
三
メ
ー
ト
ル
の

自
動
車
道
路
で
あ
り
︑
当
時
﹁
旅
大
南
道
路
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
︒
一
九
二
一

年
か
ら
着
工
し
︑
完
成
ま
で
三
年
半
︑
工
費
一
三
五
万
円
か
か
っ
た（

16
）

︒
ま
た
︑

二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
も
︑
石
本
の
資
金
援
助
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
彼
の
弟
権
四
郎（

17
）

は
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動（

18
）

で
戦
死
し

た
︒　北

村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
︑
一
九
一
〇
年
頃
︑
東
京
か
ら
大
連
の
逓
信
局

へ
転
勤
し
た
後
︑
石
本
の
元
で
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
正
確
な
時
期
は
不

詳
だ
が
︑
最
初
の
勤
め
先
が
こ
の
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
北

村
の
作
品
か
ら
わ
か
る
︒



北村謙次郎の小説シリーズ『或る環境』とその社会的背景

175

が
︑
中
国
人
は
一
九
一
二
年
に
三
名
︑
一
九
一
三
年
に
一
名
︑
一
九
二
四
年

に
二
名
と
い
う
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

26
）

︒
つ
ま
り
︑
大
連
療
病
院
に

入
院
す
る
中
国
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
︑
忠
一
の
入
院
生
活
は
中
国

人
差
別
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　本
篇
の
忠
一
の
置
か
れ
た
新
し
い
生
活
環
境
﹁
M
丘
﹂
は
︑﹁
松
山
台
﹂
を

モ
デ
ル
と
す
る
︒
こ
れ
は
石
本
鏆
太
郎
の
貸
下
地
と
し
て
︑
大
連
市
内
の

﹁
造
林
地
た
り
果
樹
園
た
り
一
帯
は
風
景
も
好
く
高
燥
な
る
適
良
の
住
宅
地
な

れ
ど
も
新
市
街
計
画
に
も
入
ら
ざ
る
全
く
特
別
の
土
地（

27
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
石
本
の
豪
邸
は
人
々
に
﹁
松
山
御
殿
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
北
村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
当
初
︑
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
働
き
︑
そ
の

後
︑
一
家
と
も
に
松
山
台
に
移
り
住
み
︑
石
本
の
経
営
す
る
果
樹
園
や
温
泉

事
業
に
協
力
す
る
︒
少
年
時
代
の
北
村
は
︑
そ
の
よ
う
に
石
本
と
深
く
関
わ

る
環
境
の
も
と
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
︒

　﹁早
春
﹂
に
次
ぐ
﹁
青
果
﹂
は
︑
果
樹
園
で
日
々
を
送
っ
た
忠
一
の
自
我
形

成
を
描
く
︒
父
の
雇
主
橋
口
の
事
業
が
発
展
し
た
こ
と
で
︑
忠
一
の
一
家
も

M
丘
に
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
︒
橋
口
は
﹁
満
蒙
独
立
運
動
の
パ
ト
ロ

ン
﹂
と
し
て
振
る
舞
い
︑
当
時
︑
日
本
や
満
洲
の
様
々
な
志
士
た
ち
が
橋
口

邸
へ
出
入
り
す
る
︒
蒙
古
伯
爵
何
某
の
扁
額
︑
掛
軸
な
ど
の
類
が
︑
橋
口
家

ば
か
り
で
な
く
︑﹁
忠
一
の
家
の
座
敷
に
さ
へ
掲
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た（

28
）

﹂

と
い
う
箇
所
は
︑
当
時
の
石
本
鏆
太
郎
と
北
村
家
の
生
活
ぶ
り
を
反
映
す
る
︒

　興
味
深
い
の
は
︑
本
作
に
描
か
れ
た
果
樹
園
の
小
盗
児
に
与
え
ら
れ
た

﹁
私
刑
﹂
で
あ
る
︒﹁
彼
ら
は
ま
づ
両
腕
を
後
で
く
ゝ
り
つ
け
ら
れ
︑
自
転
車

の
タ
イ
ヤ
か
水
道
の
ゴ
ム
ホ
ー
ス
の
切
れ
端
し
で
息
が
と
ま
る
ほ
ど
ひ
つ
ぱ

た
か
れ
る
︒
涙
と
洟
汁
を
い
つ
し
よ
く
た
に
し
て
泣
き
叫
ぶ
の
を
︑
昔
は
船

員
だ
つ
た
と
い
ふ
日
本
人
の
山
番
が
︑
責
檻
と
い
ふ
よ
り
憎
悪
そ
れ
自
身
の

や
う
な
眼
を
剥
い
て
叩
き
続
け（

29
）

﹂
た
り
︑﹁
彼
ら
の
辮
髪
に
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を

塗
り
つ
け（

30
）

﹂
た
り
し
た
︒

　﹁青
果
﹂
に
次
ぐ
﹁
色
鳥
﹂
は
︑
深
秋
の
山
の
谷
間
の
自
然
風
景
の
描
写
か

ら
始
ま
る
︒
忠
一
は
紅
葉
谷
を
通
り
ぬ
け
︑
松
山
寺
と
い
う
中
国
寺
に
た
ど

り
着
き
︑
そ
の
寺
や
そ
の
付
近
の
中
国
人
学
堂
の
様
子
を
観
察
す
る
︒
そ
の

後
︑
彼
は
温
泉
に
行
く
︒
温
泉
に
は
日
本
人
が
多
く
︑
忠
一
は
大
人
た
ち
に

囲
ま
れ
︑
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
る
︒
他
方
︑
中
学
校
の
入
学
試
験
に
直
面

す
る
忠
一
は
進
学
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
中
国
文
化
お
よ
び
中
国
人
に
目
を
向
け
︑

周
り
の
環
境
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
︒﹁
松
山
寺
﹂
は
清
朝
（
一
六
三
六
～

一
九
一
二
）
の
初
期
に
創
立
さ
れ
︑
乾
隆
帝
（
一
七
三
六
～
九
九
）
と
宣
統
帝

（
一
九
〇
九
～
一
二
）
の
時
代
に
修
復
さ
れ
た
仏
寺
で
あ
る
︒﹃
大
連
市
﹄
に
よ

る
と
︑
こ
の
寺
院
の
僧
侶
は
五
十
年
前
の
四
人
か
ら
一
九
三
〇
年
現
在
の
一

人
に
ま
で
減
っ
て
い
た（

31
）

︒
寺
院
の
行
事
と
し
て
は
︑
毎
月
一
日
と
十
五
日
の

読
経
︑
四
月
十
八
日
の
天
仙
母
聖
誕
日
︑
七
月
十
三
日
の
羅
祖
聖
誕
日
な
ど

が
あ
る（

32
）

︒
こ
の
寺
は
今
で
も
巡
礼
者
が
多
い
︒

　ま
た
︑
温
泉
と
は
︑
松
山
台
に
あ
る
﹁
松
山
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

温
泉
は
︑
大
連
在
住
の
日
本
人
の
憩
い
の
場
で
︑
文
化
人
の
集
会
な
ど
に
も
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四

　植
民
地
の
威
光
―
―
遊
園
地
、
松
山
御
殿
、
果
樹
園
、
温
泉

　﹁餓
鬼
﹂
で
は
︑
忠
一
の
﹁
仕
様
の
な
い
悪
た
れ
小
僧
で
あ
り
餓
鬼
ら
し
い

餓
鬼
の
生
活（

19
）

﹂
ぶ
り
が
描
か
れ
る
︒
忠
一
は
阿
片
事
務
所
に
遊
び
に
通
わ
な

く
な
り
︑
中
国
人
使
用
人
に
悪
戯
を
し
た
り
︑
大
人
の
民
族
差
別
を
真
似
て
︑

﹁
植
民
地
坊
ち
や
ん
﹂
の
よ
う
に
威
張
っ
た
り
す
る
︒
公
園
に
﹁
支
那
人
入
る

べ
か
ら
ず
﹂
と
あ
る
の
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
中
国
人
の
こ
と
を
﹁
無
智
﹂

で
﹁
厚
か
ま
し
い
﹂
と
思
う
︒
一
方
︑﹁
中
国
人
の
根
強
い
生
活
力
に
は
勝
て

な
い
﹂
と
い
う
母
の
言
葉
に
影
響
さ
れ
︑
民
族
差
別
へ
の
﹁
反
撥
心
﹂
も
培

わ
れ
て
い
る
︒

　こ
の
小
説
で
は
︑
大
連
市
に
住
む
日
本
人
が
中
国
人
を
差
別
す
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
電
車
の
内
部
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
︑
特
等
の

方
に
は
日
本
人
が
︑
並
等
の
方
に
は
支
那
人
が
乗
つ
て
ゐ
た（

20
）

﹂
と
あ
り
︑
列

を
横
切
っ
て
通
行
し
よ
う
と
す
る
中
国
人
に
平
手
打
ち
を
食
わ
せ
た
り
す
る
︒

　ま
た
︑
作
中
の
﹁
公
園
﹂
は
︑
大
連
市
伏
見
台
の
高
地
に
あ
る
﹁
電
気
遊

園
﹂
を
モ
デ
ル
と
す
る
︒
同
園
は
一
九
〇
九
年
に
南
満
洲
鉄
道
（
以
下
︑﹁
満

鉄
﹂
と
略
称
）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
︑﹁
当
初
は
数
箇
の
塔
楼
が
聳
え
︑
施
す

電
燈
を
以
て
し
︑
夜
に
入
れ
ば
全
園
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
燦
と
し
て
昼
を

欺
く
壮
観
が
あ
﹂
り
︑
後
に
﹁
温
室
︑
花
園
︑
音
楽
堂
︑
動
物
園
︑
図
書
館
︑

メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
︑
各
種
の
運
動
設
備
が
あ
り
︑
瀟
洒
た
る
芝
生
︑
池

水
に
は
遊
魚
あ
り
︑
殊
に
園
内
の
桜
樹
は
市
内
開
花
の
魁
と
し
て
満
開
の
頃

に
は
全
山
花
を
以
て
埋
め
ら
れ
る
美
観
が
あ
る
﹂
と
描
写
さ
れ
︑﹁
児
童
の
楽

天
地
﹂
と
い
わ
れ
る（

21
）

︒
作
中
の
公
園
内
に
あ
る
︑
忠
一
が
よ
く
通
う
図
書
館

は
︑﹁
電
気
遊
園
﹂
内
に
あ
っ
た
﹁
伏
見
台
図
書
館
﹂
で
︑
満
鉄
の
経
営
に
よ

る（
22
）

︒
日
本
人
児
童
の
た
め
の
﹁
遊
園
﹂
や
﹁
図
書
館
﹂
を
遠
目
に
眺
め
る
中

国
人
児
童
の
惨
め
な
気
持
ち
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

　﹁餓
鬼
﹂
に
次
ぐ
﹁
早
春
﹂
に
は
︑
M
丘
（
松
山
台
）
に
引
っ
越
し
た
忠
一

の
生
活
が
描
か
れ
る
︒
本
篇
に
お
い
て
忠
一
の
内
面
の
成
長
と
感
情
の
複
雑

化
が
見
ら
れ
る
︒
妹
に
猩
紅
熱
を
う
つ
さ
れ
て
忠
一
も
病
気
に
な
り
︑
病
院

に
送
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
中
国
人
少
女
劉
玲
慶
に
出
会
い
︑
彼
女
が
桃
の
木
の

下
で
靴
を
脱
い
で
足
を
洗
う
光
景
が
忠
一
の
印
象
に
残
る
︒

　こ
の
小
説
に
は
︑
大
連
の
小
学
校
で
行
わ
れ
た
健
康
診
断
の
場
面
が
あ
る
︒

﹁
医
師
は
忠
一
の
細
い
腕
を
と
つ
て
脈
を
見
︑
胸
に
聴
診
器
を
当
て
︑
口
を
開

け
さ
せ
て
喉
の
奥
を
し
ら
べ
る
と
︑
眼
を
近
く
寄
せ
て
胸
や
腕
の
皮
膚
を
丹

念
に
検
査
し
た（

23
）

﹂
と
い
っ
た
様
子
で
︑
大
連
の
日
本
人
小
学
校
に
お
け
る
医

療
環
境
の
一
面
を
描
い
て
い
る
︒

　ま
た
︑
作
中
で
の
病
院
は
︑﹁
大
連
療
病
院
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
大
連
療
病

院
の
前
身
は
一
九
〇
五
年
に
大
連
軍
政
署
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
大
連
医
院

第
二
分
院
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
〇
六
年
九
月
関
東
都
督
府
の
所
轄
と
な
っ
た（

24
）

︒

当
時
の
院
長
森
脇
襄
治（

25
）

に
よ
る
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
の
統
計

を
見
る
と
︑
猩
紅
熱
で
大
連
療
病
院
に
入
院
し
た
日
本
人
は
百
名
を
超
え
た
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が
︑
中
国
人
は
一
九
一
二
年
に
三
名
︑
一
九
一
三
年
に
一
名
︑
一
九
二
四
年

に
二
名
と
い
う
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

26
）

︒
つ
ま
り
︑
大
連
療
病
院
に

入
院
す
る
中
国
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
︑
忠
一
の
入
院
生
活
は
中
国

人
差
別
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　本
篇
の
忠
一
の
置
か
れ
た
新
し
い
生
活
環
境
﹁
M
丘
﹂
は
︑﹁
松
山
台
﹂
を

モ
デ
ル
と
す
る
︒
こ
れ
は
石
本
鏆
太
郎
の
貸
下
地
と
し
て
︑
大
連
市
内
の

﹁
造
林
地
た
り
果
樹
園
た
り
一
帯
は
風
景
も
好
く
高
燥
な
る
適
良
の
住
宅
地
な

れ
ど
も
新
市
街
計
画
に
も
入
ら
ざ
る
全
く
特
別
の
土
地（

27
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
石
本
の
豪
邸
は
人
々
に
﹁
松
山
御
殿
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
北
村
謙
次
郎
の
父
享
吉
は
当
初
︑
石
本
の
阿
片
事
務
所
で
働
き
︑
そ
の

後
︑
一
家
と
も
に
松
山
台
に
移
り
住
み
︑
石
本
の
経
営
す
る
果
樹
園
や
温
泉

事
業
に
協
力
す
る
︒
少
年
時
代
の
北
村
は
︑
そ
の
よ
う
に
石
本
と
深
く
関
わ

る
環
境
の
も
と
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
︒

　﹁早
春
﹂
に
次
ぐ
﹁
青
果
﹂
は
︑
果
樹
園
で
日
々
を
送
っ
た
忠
一
の
自
我
形

成
を
描
く
︒
父
の
雇
主
橋
口
の
事
業
が
発
展
し
た
こ
と
で
︑
忠
一
の
一
家
も

M
丘
に
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
︒
橋
口
は
﹁
満
蒙
独
立
運
動
の
パ
ト
ロ

ン
﹂
と
し
て
振
る
舞
い
︑
当
時
︑
日
本
や
満
洲
の
様
々
な
志
士
た
ち
が
橋
口

邸
へ
出
入
り
す
る
︒
蒙
古
伯
爵
何
某
の
扁
額
︑
掛
軸
な
ど
の
類
が
︑
橋
口
家

ば
か
り
で
な
く
︑﹁
忠
一
の
家
の
座
敷
に
さ
へ
掲
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た（

28
）

﹂

と
い
う
箇
所
は
︑
当
時
の
石
本
鏆
太
郎
と
北
村
家
の
生
活
ぶ
り
を
反
映
す
る
︒

　興
味
深
い
の
は
︑
本
作
に
描
か
れ
た
果
樹
園
の
小
盗
児
に
与
え
ら
れ
た

﹁
私
刑
﹂
で
あ
る
︒﹁
彼
ら
は
ま
づ
両
腕
を
後
で
く
ゝ
り
つ
け
ら
れ
︑
自
転
車

の
タ
イ
ヤ
か
水
道
の
ゴ
ム
ホ
ー
ス
の
切
れ
端
し
で
息
が
と
ま
る
ほ
ど
ひ
つ
ぱ

た
か
れ
る
︒
涙
と
洟
汁
を
い
つ
し
よ
く
た
に
し
て
泣
き
叫
ぶ
の
を
︑
昔
は
船

員
だ
つ
た
と
い
ふ
日
本
人
の
山
番
が
︑
責
檻
と
い
ふ
よ
り
憎
悪
そ
れ
自
身
の

や
う
な
眼
を
剥
い
て
叩
き
続
け（

29
）

﹂
た
り
︑﹁
彼
ら
の
辮
髪
に
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を

塗
り
つ
け（

30
）

﹂
た
り
し
た
︒

　﹁青
果
﹂
に
次
ぐ
﹁
色
鳥
﹂
は
︑
深
秋
の
山
の
谷
間
の
自
然
風
景
の
描
写
か

ら
始
ま
る
︒
忠
一
は
紅
葉
谷
を
通
り
ぬ
け
︑
松
山
寺
と
い
う
中
国
寺
に
た
ど

り
着
き
︑
そ
の
寺
や
そ
の
付
近
の
中
国
人
学
堂
の
様
子
を
観
察
す
る
︒
そ
の

後
︑
彼
は
温
泉
に
行
く
︒
温
泉
に
は
日
本
人
が
多
く
︑
忠
一
は
大
人
た
ち
に

囲
ま
れ
︑
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
る
︒
他
方
︑
中
学
校
の
入
学
試
験
に
直
面

す
る
忠
一
は
進
学
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
中
国
文
化
お
よ
び
中
国
人
に
目
を
向
け
︑

周
り
の
環
境
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
︒﹁
松
山
寺
﹂
は
清
朝
（
一
六
三
六
～

一
九
一
二
）
の
初
期
に
創
立
さ
れ
︑
乾
隆
帝
（
一
七
三
六
～
九
九
）
と
宣
統
帝

（
一
九
〇
九
～
一
二
）
の
時
代
に
修
復
さ
れ
た
仏
寺
で
あ
る
︒﹃
大
連
市
﹄
に
よ

る
と
︑
こ
の
寺
院
の
僧
侶
は
五
十
年
前
の
四
人
か
ら
一
九
三
〇
年
現
在
の
一

人
に
ま
で
減
っ
て
い
た（

31
）

︒
寺
院
の
行
事
と
し
て
は
︑
毎
月
一
日
と
十
五
日
の

読
経
︑
四
月
十
八
日
の
天
仙
母
聖
誕
日
︑
七
月
十
三
日
の
羅
祖
聖
誕
日
な
ど

が
あ
る（

32
）

︒
こ
の
寺
は
今
で
も
巡
礼
者
が
多
い
︒

　ま
た
︑
温
泉
と
は
︑
松
山
台
に
あ
る
﹁
松
山
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

温
泉
は
︑
大
連
在
住
の
日
本
人
の
憩
い
の
場
で
︑
文
化
人
の
集
会
な
ど
に
も
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の
土
産
（
手
作
り
甘
納
豆
と
グ
レ
ー
プ
ジ
ャ
ム
）
を
差
し
出
し
た
時
︑
従
兄
の

顔
に
は
忠
一
の
理
解
で
き
ぬ
郷
愁
め
い
た
表
情
が
仄
か
に
漂
っ
て
い
た
︒

　と
り
わ
け
︑
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る

場
面
で
︑
日
本
円
で
は
な
く
﹁
大
洋
銭
﹂
に
両
替
す
る
こ
と
も
︑
当
時
の
貨

幣
使
用
状
況
を
示
す
歴
史
的
証
言
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
満
洲
国
が
成

立
す
る
前
︑
満
鉄
経
営
の
鉄
道
路
線
と
附
属
地
で
は
日
本
円
が
流
通
し
て
い

た
が
︑
そ
れ
以
外
の
中
国
東
北
地
域
で
は
︑
地
方
政
権
や
金
融
機
関
が
発
行

す
る
様
々
な
貨
幣
が
流
通
し
て
い
た
︒﹁
大
洋
銭
﹂
も
そ
の
一
種
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
忠
一
は
満
鉄
終
点
の
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
際
︑

日
本
円
を
両
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　﹁塔
影
﹂
の
続
篇
は
﹁
十
六
号
の
娘
﹂
で
あ
り
︑
忠
一
た
ち
の
ハ
ル
ビ
ン
滞

在
を
描
く
︒
電
電
会
社
の
独
身
寮
に
泊
ま
る
忠
一
た
ち
は
︑
従
兄
の
案
内
で

ハ
ル
ビ
ン
を
観
光
す
る
︒
サ
ー
カ
ス
の
観
賞
︑﹁
ソ
フ
ィ
ス
キ
ー
寺
院
﹂
の
見

物
︑
ヨ
ッ
ト
で
ス
ン
ガ
リ
（
松
花
江
）
を
回
っ
た
り
︑
東
清
ク
ラ
ブ
で
の
食

事
な
ど
を
通
し
て
︑
ハ
ル
ビ
ン
在
住
の
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
ロ
シ
ア
人
は
ク
ラ
ブ
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
︑
裸
踊
り
で

収
入
を
得
て
︑
零
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
ロ
シ
ア
人
の
群
れ
か
ら
発

散
さ
れ
る
匂
い
と
笑
い
声
な
ど
か
ら
﹁
何
か
し
ら
秩
序
を
も
つ
た
一
つ
の
渦（

37
）

﹂

を
感
じ
︑
ハ
ル
ビ
ン
が
有
す
る
︑
渾
沌
と
し
な
が
ら
も
秩
序
が
あ
る
そ
の
地

に
強
い
魅
力
を
感
じ
た
︒

　一
方
︑
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
家
族
を
内
地
ま
た
は
﹁
南
満
﹂
に
残
し
て
︑

単
身
赴
任
し
て
い
る
︒
彼
ら
は
普
段
︑
ク
ラ
ブ
で
食
事
し
︑﹁
オ
ー
ト
バ
イ
﹂

を
練
習
し
︑
楽
器
を
学
び
︑
ロ
シ
ア
少
女
と
付
き
合
う
︒
あ
る
男
は
︑
ク
ラ

ブ
で
十
六
号
の
名
札
を
持
つ
ロ
シ
ア
少
女
と
交
際
す
る
が
︑
彼
女
に
ほ
と
ん

ど
関
心
を
払
わ
ず
︑
ハ
ル
ビ
ン
の
生
活
を
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
と
言
い
︑
日
本

に
戻
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
︒
一
見
︑
多
彩
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
人
々
は
︑
実
は
誰
も
が
﹁
故
郷
に
帰
り
た
い
﹂
と
い
う
思
い
と
︑

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

　﹁垣
の
外
﹂
で
は
︑
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
帰
っ
た
忠
一
は
︑﹁
黄
色
ル
バ
シ
カ
を

着
て
︑
襟
に
赤
い
小
さ
な
点
の
入
つ
た
黒
の
ネ
ク
タ
イ
を
垂
し
︑
飾
穴
の
幾

つ
か
あ
け
ら
れ
た
サ
ン
ダ
ル
型
の
靴
を
穿
い
た（

38
）

﹂
姿
で
通
学
し
て
︑﹁
ハ
ル
ビ

ン
か
ぶ
れ
﹂
と
噂
さ
れ
る
︒
受
験
勉
強
に
専
念
で
き
な
い
忠
一
は
︑
自
分
だ

け
が
﹁
完
全
に
垣
の
外
に
閉
め
出
さ
れ
た
﹂
と
感
じ
る
︒
彼
は
︑
学
校
を
さ

ぼ
っ
て
図
書
館
に
通
う
た
め
に
果
樹
園
の
苦
力
の
小
屋
で
時
間
を
潰
し
て
い

た
︒
そ
こ
を
父
に
発
見
さ
れ
て
︑
激
し
く
衝
突
す
る
︒
本
篇
で
は
︑
忠
一
の

中
に
蓄
積
さ
れ
た
植
民
地
制
度
に
対
す
る
不
満
が
初
め
て
爆
発
し
︑
下
層
中

国
人
に
対
す
る
同
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
彼
は
﹁
苦
力
だ
つ
て
︑
人
間
で

す
︒
立
派
な
︑
人
間
で
す（

39
）

﹂
と
叫
び
︑
父
と
喧
嘩
す
る
︒

　﹁舞
台
﹂
で
は
︑
映
画
館
﹁
キ
ネ
マ
﹂
に
通
う
忠
一
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
︒
彼
は
︑
時
に
は
洋
画
に
﹁
無
限
の
郷
愁
﹂
を
喚
び
起
こ
さ
れ
︑
時
に
は

舞
台
に
上
っ
て
遊
び
︑﹁
エ
ミ
グ
ラ
ン
ト
﹂（
白
系
ロ
シ
ア
人
）
の
音
楽
会
を
観

賞
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
刺
激
を
受
け
る
た
び
に
︑
忠
一
は
創
作
欲

176

よ
く
利
用
さ
れ
た
よ
う
だ
︒
一
九
三
〇
年
二
月
発
刊
の
﹃
満
洲
短
歌
﹄
に
富

田
充
執
筆
の
記
事
が
あ
る
︒﹁
一
月
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
︑
松
山
台
ラ
ジ

ユ
ー
ム
温
泉
の
一
室
に
︑
み
ん
な
集
ま
つ
て
貰
ふ
こ
と
に
し
た
︒
当
日
い
ろ

い
ろ
準
備
も
あ
ら
う
と
︑
定
刻
よ
り
早
目
に
出
か
け
て
︑﹇
中
略
﹈
長
い
廊
下

を
渡
つ
て
ゆ
く
︒
冬
枯
れ
の
庭
土
に
雪
の
名
残
り
は
あ
は
れ
で
あ
る
が
︑
地

に
敷
く
光
り
は
︑
な
ん
と
い
つ
て
も
小
春
日
和
で
あ
る（

33
）

﹂
と
あ
る
︒
こ
の
時

の
歌
人
た
ち
の
集
ま
り
に
は
︑
富
田
充
の
ほ
か
︑
八
木
沼
丈
夫
︑
城
所
英
一
︑

加
藤
多
満
喜
︑
河
瀬
松
三
︑
山
口
慎
一
（
大
内
隆
雄
）︑
上
村
哲
弥
︑
三
溝
沙

美
な
ど
が
出
席
し
た
︒
な
お
同
記
事
は
︑
大
内
隆
雄
の
﹃
満
洲
文
学
二
十
年（

34
）

﹄

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

　﹁色
鳥
﹂
に
次
ぐ
﹁
博
物
教
室
﹂
は
︑
中
学
校
に
入
学
し
た
忠
一
を
描
く
︒

温
泉
で
彼
は
罐
焚
き
の
中
国
人
李
琥
声
と
親
し
く
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
李
の

姿
も
い
つ
し
か
温
泉
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
︒
あ
る
日
︑
忠
一
は
街
で
冷
麺

を
売
っ
て
い
る
李
と
再
会
し
た
︒
李
は
忠
一
に
自
家
製
の
冷
麺
を
ご
馳
走
し

よ
う
と
す
る
が
︑
忠
一
は
受
け
取
ら
ず
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
頃
の
忠

一
少
年
は
︑
下
層
階
級
の
中
国
人
の
﹁
辛
抱
強
さ
﹂
に
関
心
を
持
ち
︑
素
朴

な
生
活
に
満
足
す
る
彼
ら
の
気
質
を
発
見
す
る
︒
そ
の
後
の
数
篇
で
は
︑
忠

一
少
年
の
視
線
は
大
連
を
出
て
︑
満
洲
と
い
う
地
域
に
広
が
っ
て
い
く
︒

　
五

　大
連
を
出
る
―
―
異
民
族
へ
の
目
覚
め

　﹁塔
影
﹂
は
︑
中
学
四
年
生
の
忠
一
と
中
国
人
の
友
人
于
慶
仁
と
の
ハ
ル
ビ

ン
旅
行
を
描
く
︒
沿
線
の
駅
は
︑
昔
の
修
学
旅
行
の
訪
問
地
だ
っ
た
の
で
︑

二
人
の
思
い
出
を
誘
っ
て
尽
き
な
い
︒
奉
天
で
は
于
の
案
内
で
劉
玲
慶
（﹁
早

春
﹂
の
少
女
）
の
家
を
訪
ね
︑
長
春
で
は
列
車
の
中
で
知
り
合
っ
た
人
に
紹
介

さ
れ
た
長
春
憲
兵
隊
の
宿
舎
に
泊
ま
る
︒
さ
ら
に
ロ
シ
ア
人
と
中
国
人
の
多

い
車
中
で
一
泊
し
た
後
︑
ハ
ル
ビ
ン
に
た
ど
り
着
く
︒
忠
一
の
従
兄
の
宿
舎

で
朝
食
を
と
っ
た
後
︑
彼
ら
は
ロ
シ
ア
人
の
多
い
町
を
歩
き
︑﹁
塔
の
あ
る

町
﹂
に
来
た
喜
び
を
深
く
か
み
し
め
る
︒

　題
名
﹁
塔
影
﹂
は
﹁
玉
葱
形
の
塔
の
立
つ
ハ
ル
ビ
ン
の
街
の
風
景（

35
）

﹂
を
意

味
す
る
︒﹁
玉
葱
形
の
塔
﹂
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
ロ
シ
ア
正
教
会
の
聖
ソ

フ
ィ
ア
大
聖
堂
を
指
す
︒
こ
の
教
会
は
一
九
〇
七
年
︑
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て

創
建
さ
れ
︑
現
在
も
ハ
ル
ビ
ン
を
代
表
す
る
建
築
物
で
あ
る
︒

　本
篇
で
は
忠
一
た
ち
の
旅
先
に
お
け
る
﹁
環
境
﹂
へ
の
対
応
ぶ
り
が
よ
く

描
か
れ
る
︒
奉
天
で
は
︑
中
国
人
同
士
の
親
し
さ
に
対
し
て
忠
一
は
嫉
妬
し
︑

長
春
憲
兵
隊
の
宿
舎
で
宿
泊
し
た
時
︑
尺
八
の
音
を
聴
い
た
于
は
﹁
日
本
の

音
楽
つ
て
︑
み
ん
な
悲
し
い
や
う
な
調
子
の
も
の
な
ん
だ
ね（

36
）

﹂
と
言
う
︒
夜

行
列
車
で
二
人
は
ロ
シ
ア
人
青
年
と
交
流
し
︑
積
極
的
に
異
民
族
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
生
ま
れ
る
︒
ハ
ル
ビ
ン
で
忠
一
が
従
兄
へ
︑
母
か
ら
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の
土
産
（
手
作
り
甘
納
豆
と
グ
レ
ー
プ
ジ
ャ
ム
）
を
差
し
出
し
た
時
︑
従
兄
の

顔
に
は
忠
一
の
理
解
で
き
ぬ
郷
愁
め
い
た
表
情
が
仄
か
に
漂
っ
て
い
た
︒

　と
り
わ
け
︑
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る

場
面
で
︑
日
本
円
で
は
な
く
﹁
大
洋
銭
﹂
に
両
替
す
る
こ
と
も
︑
当
時
の
貨

幣
使
用
状
況
を
示
す
歴
史
的
証
言
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
満
洲
国
が
成

立
す
る
前
︑
満
鉄
経
営
の
鉄
道
路
線
と
附
属
地
で
は
日
本
円
が
流
通
し
て
い

た
が
︑
そ
れ
以
外
の
中
国
東
北
地
域
で
は
︑
地
方
政
権
や
金
融
機
関
が
発
行

す
る
様
々
な
貨
幣
が
流
通
し
て
い
た
︒﹁
大
洋
銭
﹂
も
そ
の
一
種
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
忠
一
は
満
鉄
終
点
の
長
春
駅
で
東
清
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
際
︑

日
本
円
を
両
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　﹁塔
影
﹂
の
続
篇
は
﹁
十
六
号
の
娘
﹂
で
あ
り
︑
忠
一
た
ち
の
ハ
ル
ビ
ン
滞

在
を
描
く
︒
電
電
会
社
の
独
身
寮
に
泊
ま
る
忠
一
た
ち
は
︑
従
兄
の
案
内
で

ハ
ル
ビ
ン
を
観
光
す
る
︒
サ
ー
カ
ス
の
観
賞
︑﹁
ソ
フ
ィ
ス
キ
ー
寺
院
﹂
の
見

物
︑
ヨ
ッ
ト
で
ス
ン
ガ
リ
（
松
花
江
）
を
回
っ
た
り
︑
東
清
ク
ラ
ブ
で
の
食

事
な
ど
を
通
し
て
︑
ハ
ル
ビ
ン
在
住
の
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
ロ
シ
ア
人
は
ク
ラ
ブ
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
︑
裸
踊
り
で

収
入
を
得
て
︑
零
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
ロ
シ
ア
人
の
群
れ
か
ら
発

散
さ
れ
る
匂
い
と
笑
い
声
な
ど
か
ら
﹁
何
か
し
ら
秩
序
を
も
つ
た
一
つ
の
渦（

37
）

﹂

を
感
じ
︑
ハ
ル
ビ
ン
が
有
す
る
︑
渾
沌
と
し
な
が
ら
も
秩
序
が
あ
る
そ
の
地

に
強
い
魅
力
を
感
じ
た
︒

　一
方
︑
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
は
家
族
を
内
地
ま
た
は
﹁
南
満
﹂
に
残
し
て
︑

単
身
赴
任
し
て
い
る
︒
彼
ら
は
普
段
︑
ク
ラ
ブ
で
食
事
し
︑﹁
オ
ー
ト
バ
イ
﹂

を
練
習
し
︑
楽
器
を
学
び
︑
ロ
シ
ア
少
女
と
付
き
合
う
︒
あ
る
男
は
︑
ク
ラ

ブ
で
十
六
号
の
名
札
を
持
つ
ロ
シ
ア
少
女
と
交
際
す
る
が
︑
彼
女
に
ほ
と
ん

ど
関
心
を
払
わ
ず
︑
ハ
ル
ビ
ン
の
生
活
を
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
と
言
い
︑
日
本

に
戻
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
︒
一
見
︑
多
彩
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
人
々
は
︑
実
は
誰
も
が
﹁
故
郷
に
帰
り
た
い
﹂
と
い
う
思
い
と
︑

そ
れ
が
叶
わ
ぬ
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

　﹁垣
の
外
﹂
で
は
︑
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
帰
っ
た
忠
一
は
︑﹁
黄
色
ル
バ
シ
カ
を

着
て
︑
襟
に
赤
い
小
さ
な
点
の
入
つ
た
黒
の
ネ
ク
タ
イ
を
垂
し
︑
飾
穴
の
幾

つ
か
あ
け
ら
れ
た
サ
ン
ダ
ル
型
の
靴
を
穿
い
た（

38
）

﹂
姿
で
通
学
し
て
︑﹁
ハ
ル
ビ

ン
か
ぶ
れ
﹂
と
噂
さ
れ
る
︒
受
験
勉
強
に
専
念
で
き
な
い
忠
一
は
︑
自
分
だ

け
が
﹁
完
全
に
垣
の
外
に
閉
め
出
さ
れ
た
﹂
と
感
じ
る
︒
彼
は
︑
学
校
を
さ

ぼ
っ
て
図
書
館
に
通
う
た
め
に
果
樹
園
の
苦
力
の
小
屋
で
時
間
を
潰
し
て
い

た
︒
そ
こ
を
父
に
発
見
さ
れ
て
︑
激
し
く
衝
突
す
る
︒
本
篇
で
は
︑
忠
一
の

中
に
蓄
積
さ
れ
た
植
民
地
制
度
に
対
す
る
不
満
が
初
め
て
爆
発
し
︑
下
層
中

国
人
に
対
す
る
同
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
彼
は
﹁
苦
力
だ
つ
て
︑
人
間
で

す
︒
立
派
な
︑
人
間
で
す（

39
）

﹂
と
叫
び
︑
父
と
喧
嘩
す
る
︒

　﹁舞
台
﹂
で
は
︑
映
画
館
﹁
キ
ネ
マ
﹂
に
通
う
忠
一
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
︒
彼
は
︑
時
に
は
洋
画
に
﹁
無
限
の
郷
愁
﹂
を
喚
び
起
こ
さ
れ
︑
時
に
は

舞
台
に
上
っ
て
遊
び
︑﹁
エ
ミ
グ
ラ
ン
ト
﹂（
白
系
ロ
シ
ア
人
）
の
音
楽
会
を
観

賞
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
刺
激
を
受
け
る
た
び
に
︑
忠
一
は
創
作
欲
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の
同
化（

43
）

﹂
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
︒

　
結
び

　こ
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
は
︑
一
人
の
日
本
人
少
年
の
異
民
族
に
対
す
る
意
識

が
差
別
か
ら
理
解
に
変
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
︒
統
治
者
と
被
統
治

者
の
生
活
環
境
と
生
活
態
度
を
通
し
て
︑
日
本
人
が
満
洲
の
風
土
に
溶
け
込

み
︑
異
民
族
同
士
の
相
互
理
解
を
可
能
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
北
村
の

理
想
が
見
ら
れ
る
︒

　北
村
と
同
時
代
︑
満
洲
で
は
多
く
の
日
本
人
文
学
者
を
輩
出
し
た
︒
た
と

え
ば
︑
満
洲
生
ま
れ
の
吉
野
治
夫
（
一
九
〇
九
～
四
八
）
も
い
れ
ば
︑
秋
原
勝

二
（
一
九
一
三
～
）
や
坂
井
艶
司
（
一
九
一
八
～
六
六
）
な
ど
北
村
と
同
じ
よ

う
に
幼
い
頃
に
満
洲
に
渡
っ
た
人
も
い
る
︒
彼
ら
は
︑
満
洲
建
国
後
に
渡
っ

た
日
本
人
文
学
者
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
育
っ
た
﹁
環
境
﹂

を
持
つ
︒
な
か
で
も
北
村
の
場
合
︑
一
時
期
は
﹁
満
洲
の
阿
片
王
﹂
と
も
称

さ
れ
た
実
業
家
石
本
鏆
太
郎
の
所
有
地
（
松
山
台
）
で
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒

　北
村
謙
次
郎
が
満
洲
体
験
を
文
学
に
し
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
︑
文
学
史
的

に
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
が
︑
生
活
環
境
に
関
す
る
描
写
は
︑
当
時
の
日
本
人

社
会
と
中
国
人
社
会
を
如
実
に
示
す
貴
重
な
歴
史
的
証
言
で
あ
り
︑
異
民
族

に
対
す
る
彼
の
理
念
を
反
映
す
る
代
表
作
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

韓
玲
玲
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に
﹂﹃
日

本
研
究
﹄
第
四
十
八
集
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︒

（
2
）  

韓
玲
玲
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
文
学
理
念
﹂﹃
総
研
大
文

化
科
学
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
3
）  

北
村
謙
次
郎
の
戦
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト
（
北
村
家
保
存
）
に
よ
る
︒

（
4
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
或
る
環
境
﹂﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
︑
一
九
三
九
年
七
月
︑
一
一
〇
頁
︒

（
5
）  

岡
村
敬
二
﹃
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
︱
︱
草
創
期
を
中
心
に
﹄（
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ

ム
女
子
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
︒

（
6
）  

同
注
4
︑
一
〇
四
頁
︒

（
7
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
天
守
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
二
号
︑
一
九
三
九
年
二
月
︑

一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
8
）  

同
右
︑
一
二
六
頁
︒

（
9
）  

同
右
︑
一
二
九
頁
︒

（
10
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
12
）  

同
右
︑
一
二
五
頁
︒

（
13
）  

関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
関
東
局
︑
一
九
三
六
年
︑
九
四
三
頁
︒

（
14
）  

松
原
一
枝
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
〇
頁
︒

（
15
）  

石
本
鏆
太
郎
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
武
一
郎
﹃
満
洲
十
年
史
﹄（
満
洲
十
年
史

刊
行
会
︑一
九
一
六
年
）︑満
洲
日
報
社
臨
時
紳
士
録
編
纂
部
編
﹃
満
蒙
日
本
人
紳
士
録
﹄

（
満
洲
日
報
社
︑
一
九
二
九
年
）︑
黒
龍
会
編
﹃
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
﹄
下
巻
（
黒
龍

会
出
版
部
︑
一
九
三
六
年
）︑
竹
内
憲
一
編
﹃
満
州
に
渡
っ
た
一
万
人
﹄（
晧
星
社
︑

二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
16
）  

同
注
13
︑
二
七
二
頁
︒

（
17
）  

石
本
権
四
郎
に
つ
い
て
は
︑石
本
鏆
太
郎
著
﹃
石
本
権
四
郎
﹄（
一
九
三
七
年
十
一
月
︑

私
家
版
）
と
い
う
本
が
あ
る
︒
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を
刺
激
さ
れ
︑
雑
誌
の
寄
稿
者
に
な
る
こ
と
を
夢
み
た
︒

　﹁キ
ネ
マ
﹂
と
は
︑
洋
画
専
門
の
映
画
館
﹁
電
気
館
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
当

時
の
大
連
に
は
映
画
館
が
四
軒
あ
り
︑﹁
電
気
館
﹂
は
電
気
遊
園
の
中
に
あ
っ

た
た
め
︑
こ
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
︒
早
川
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
一
九
二
〇

年
か
ら
一
九
二
一
年
ま
で
運
営
さ
れ
た
︒
大
連
唯
一
の
洋
画
専
門
館
と
し
て
︑

﹃
大
連
市
﹄
に
﹁
時
代
は
連
続
大
活
劇
尚
ほ
華
や
か
な
る
時
代
で
あ
つ
た
し
洋

劇
専
門
館
と
し
て
独
占
的
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
ゞ
け
に
一
部
に
大
き
な
勢
力

を
持
つ
て
ゐ
た（

40
）

﹂
と
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

　本
篇
で
は
︑
橋
口
が
破
産
し
て
︑
忠
一
の
父
は
住
み
慣
れ
た
住
宅
を
明
け

渡
し
︑
あ
る
古
家
に
引
っ
越
す
︒
翌
年
春
︑
忠
一
は
家
族
と
別
れ
て
東
京
に

向
か
っ
た
︒
本
篇
は
﹃
或
る
環
境
﹄
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
忠
一
の
少
年
時
代

の
終
章
と
な
る
︒

　﹁つ
ひ
の
栖
﹂
は
﹃
或
る
環
境
﹄
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
︒
満
洲
文
話
会
の
推
薦
に
よ
っ
て
︑
一
九
四
〇
年
八
月
︑
改
造
社
の

﹃
文
藝
﹄
に
発
表
さ
れ
た
︒
成
人
し
た
忠
一
が
中
国
人
と
同
乗
し
た
馬
車
で
新

京
市
内
か
ら
郊
外
の
寛
城
子
に
帰
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒﹁
三
不
管
﹂
と
い

う
地
域
の
中
国
人
街
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒﹁
三
不
管
﹂

と
は
︑
東
清
鉄
道
の
寛
城
子
駅
と
満
鉄
の
長
春
駅
と
の
間
に
設
け
ら
れ
た
︑

国
際
的
な
緩
衝
地
帯
だ
っ
た
︒
山
田
清
三
郎
の
回
想
録
﹃
転
向
記

　嵐
の
時

代
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
そ
れ
は
︑
寛
城
子
の
ロ
シ
ア
の
附
属
地
と
︑
日
露
戦
争
に

勝
っ
て
︑
南
部
線
を
ロ
シ
ア
か
ら
得
た
日
本
の
満
鉄
附
属
地
と
の
あ
い
だ
に

予
想
さ
れ
る
紛
争
を
さ
け
る
た
め
だ
っ
た（

41
）

﹂
よ
う
だ
︒﹁
三
不
管
﹂
や
﹁
小

盗
﹂（
こ
そ
ど
ろ
）
な
ど
︑
日
本
内
地
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
満
洲
風
景
が
本

篇
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
だ
が
︑
満
洲
の
生
活
環
境
︑
お
よ
び
日
本
人
の
こ
の

土
地
に
根
付
こ
う
と
し
な
い
生
活
態
度
は
︑
作
者
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
︒

　時
は
す
で
に
﹁
序
章
﹂
の
座
談
会
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
い
る
︒
そ
の
間
︑

妻
の
妊
娠
を
き
っ
か
け
に
︑
忠
一
は
転
居
問
題
を
は
じ
め
︑
生
活
条
件
の
改

善
を
求
め
る
︒
だ
が
︑
新
京
の
住
宅
難
と
満
洲
の
生
活
習
慣
の
違
い
に
よ
っ

て
容
易
に
解
決
で
き
な
い
︒
妻
を
内
地
に
送
ろ
う
と
も
考
え
た
が
︑
結
局
︑

正
真
正
銘
の
﹁
満
洲
の
子
﹂
を
産
も
う
と
決
め
︑
不
便
な
満
洲
生
活
を
続
け

る
︒
同
時
に
忠
一
は
満
洲
の
日
本
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
︒
異
民
族

と
の
付
き
合
い
に
つ
い
て
︑﹁
同
等
に
つ
き
あ
は
ぬ
限
り
︑
彼
ら
は
す
ぐ
背
を

向
け
る
の
だ（

42
）

﹂
と
認
識
す
る
︒

　幼
い
時
に
満
洲
に
渡
っ
た
忠
一
は
︑
満
洲
生
ま
れ
の
日
本
人
と
比
べ
て
︑

こ
の
土
地
に
対
す
る
帰
属
感
は
強
く
な
い
が
︑﹁
日
本
人
で
あ
つ
て
満
洲
国
民

で
あ
る
こ
と
に
︑
何
の
矛
盾
も
感
じ
な
い
﹂
人
物
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
日
本

に
対
し
て
も
満
洲
に
対
し
て
も
帰
属
感
が
薄
い
︒
そ
の
う
え
︑﹁
国
家
﹂﹁
民

族
﹂
に
対
し
て
強
い
反
発
も
抵
抗
も
な
く
︑
常
に
自
分
を
余
所
者
と
思
う
︒

し
か
し
︑
間
も
な
く
親
に
な
る
彼
は
︑
よ
う
や
く
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
序
章
﹂
で
感
じ
た
﹁
苦
し
み
﹂
は
︑﹁
満
人
と
の
融
合
︑
風
土
へ



北村謙次郎の小説シリーズ『或る環境』とその社会的背景

179

の
同
化（

43
）

﹂
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
︒

　
結
び

　こ
の
小
説
シ
リ
ー
ズ
は
︑
一
人
の
日
本
人
少
年
の
異
民
族
に
対
す
る
意
識

が
差
別
か
ら
理
解
に
変
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
︒
統
治
者
と
被
統
治

者
の
生
活
環
境
と
生
活
態
度
を
通
し
て
︑
日
本
人
が
満
洲
の
風
土
に
溶
け
込

み
︑
異
民
族
同
士
の
相
互
理
解
を
可
能
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
北
村
の

理
想
が
見
ら
れ
る
︒

　北
村
と
同
時
代
︑
満
洲
で
は
多
く
の
日
本
人
文
学
者
を
輩
出
し
た
︒
た
と

え
ば
︑
満
洲
生
ま
れ
の
吉
野
治
夫
（
一
九
〇
九
～
四
八
）
も
い
れ
ば
︑
秋
原
勝

二
（
一
九
一
三
～
）
や
坂
井
艶
司
（
一
九
一
八
～
六
六
）
な
ど
北
村
と
同
じ
よ

う
に
幼
い
頃
に
満
洲
に
渡
っ
た
人
も
い
る
︒
彼
ら
は
︑
満
洲
建
国
後
に
渡
っ

た
日
本
人
文
学
者
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
育
っ
た
﹁
環
境
﹂

を
持
つ
︒
な
か
で
も
北
村
の
場
合
︑
一
時
期
は
﹁
満
洲
の
阿
片
王
﹂
と
も
称

さ
れ
た
実
業
家
石
本
鏆
太
郎
の
所
有
地
（
松
山
台
）
で
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒

　北
村
謙
次
郎
が
満
洲
体
験
を
文
学
に
し
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
︑
文
学
史
的

に
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
が
︑
生
活
環
境
に
関
す
る
描
写
は
︑
当
時
の
日
本
人

社
会
と
中
国
人
社
会
を
如
実
に
示
す
貴
重
な
歴
史
的
証
言
で
あ
り
︑
異
民
族

に
対
す
る
彼
の
理
念
を
反
映
す
る
代
表
作
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

韓
玲
玲
﹁
満
洲
国
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
創
作
︱
︱
﹁
春
聯
﹂
を
中
心
に
﹂﹃
日

本
研
究
﹄
第
四
十
八
集
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︒

（
2
）  

韓
玲
玲
﹁
雑
誌
﹃
満
洲
浪
曼
﹄
に
お
け
る
北
村
謙
次
郎
の
文
学
理
念
﹂﹃
総
研
大
文

化
科
学
研
究
﹄
第
十
号
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︒

（
3
）  

北
村
謙
次
郎
の
戦
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト
（
北
村
家
保
存
）
に
よ
る
︒

（
4
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
或
る
環
境
﹂﹃
満
洲
浪
曼
﹄
第
三
輯
︑
一
九
三
九
年
七
月
︑
一
一
〇
頁
︒

（
5
）  

岡
村
敬
二
﹃
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
︱
︱
草
創
期
を
中
心
に
﹄（
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ

ム
女
子
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
︒

（
6
）  

同
注
4
︑
一
〇
四
頁
︒

（
7
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
天
守
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
二
号
︑
一
九
三
九
年
二
月
︑

一
二
六
～
一
二
七
頁
︒

（
8
）  

同
右
︑
一
二
六
頁
︒

（
9
）  

同
右
︑
一
二
九
頁
︒

（
10
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

同
右
︑
一
二
四
頁
︒

（
12
）  

同
右
︑
一
二
五
頁
︒

（
13
）  

関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史
﹄
関
東
局
︑
一
九
三
六
年
︑
九
四
三
頁
︒

（
14
）  

松
原
一
枝
﹃
大
連
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
夜
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
︑
四
〇
頁
︒

（
15
）  

石
本
鏆
太
郎
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
武
一
郎
﹃
満
洲
十
年
史
﹄（
満
洲
十
年
史

刊
行
会
︑一
九
一
六
年
）︑満
洲
日
報
社
臨
時
紳
士
録
編
纂
部
編
﹃
満
蒙
日
本
人
紳
士
録
﹄

（
満
洲
日
報
社
︑
一
九
二
九
年
）︑
黒
龍
会
編
﹃
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
﹄
下
巻
（
黒
龍

会
出
版
部
︑
一
九
三
六
年
）︑
竹
内
憲
一
編
﹃
満
州
に
渡
っ
た
一
万
人
﹄（
晧
星
社
︑

二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
16
）  

同
注
13
︑
二
七
二
頁
︒

（
17
）  

石
本
権
四
郎
に
つ
い
て
は
︑石
本
鏆
太
郎
著
﹃
石
本
権
四
郎
﹄（
一
九
三
七
年
十
一
月
︑

私
家
版
）
と
い
う
本
が
あ
る
︒
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菅
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孝
標
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、
ソ
ー
ニ
ャ
・
ア
ン
ツ
エ
ン
、
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藤
守
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翻
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『
注
解

　更
級
日
記
―
―
十
一
世
紀
日
本
の
或
る
女
性
の
一
生
』

Sugaw
ara no Takasue no m

usum
e. T

he Sarashina D
iary : A

 W
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an’s Life in Eleventh-C
entury 

Japan, translated w
ith an introduction by Sonja A

rntzen and Ito M
oriyuki. C

olum
bia 

U
niversity Press, 2014

ト
ゥ
ン
マ
ン
武
井
典
子

　こ
の
た
び
﹃
更
級
日
記
﹄
の
新
し
い
翻
訳
が
出
た
︒
ソ
ー
ニ
ャ
・
ア
ン
ツ

エ
ン
氏
と
伊
藤
守
幸
氏
の
十
年
近
く
に
わ
た
る
共
同
作
業
が
実
を
結
ん
だ
も

の
だ
︒
ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
ブ
リ
テ
イ
ッ
シ
ュ
＝
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
平
安
女

性
文
学
研
究
者
で
︑
以
前
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
英
訳
し
て
い
る
︒
伊
藤
氏
は

二
十
年
に
わ
た
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
研
究
者
だ
︒
海
を
越
え
た
二
人
の
研
究

者
の
幸
福
な
共
同
作
業
が
今
回
の
こ
の
出
版
と
な
っ
た
︒

　翻
訳
は
︑
秋
山
虔
校
注
の
﹃
更
級
日
記
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
八
〇
年
）
に
基

づ
き
︑
十
三
世
紀
の
藤
原
定
家
の
御
物
本
の
影
印
版
と
︑
御
物
本
の
原
本
を

参
照
し
つ
つ
行
わ
れ
た
︒﹃
更
級
日
記
﹄
は
こ
れ
ま
で
に
も
翻
訳
が
出
て
い
る

が
︑
今
回
の
翻
訳
は
翻
訳
だ
け
で
な
く
︑
最
近
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
日

記
文
学
論
や
作
品
論
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
だ
︒
前
半
は

作
者
と
作
品
に
つ
い
て
の
解
説
︑
そ
し
て
作
品
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒

書
名
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
﹁
翻
訳
と
紹
介
﹂
と
あ
る
が
こ
の
内
容
を
よ
く
反

映
し
て
い
る
︒

　和
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
︑
表
示
を
五
行
分
け
に
し
た
こ
と
︑
五
︑ 

七
の

音
節
数
に
訳
せ
な
く
と
も
︑
で
き
る
だ
け
五
︱
七
の
長
短
行
に
す
る
よ
う
に

し
た
こ
と
︑
ま
た
可
能
な
限
り
イ
メ
ー
ジ
の
出
て
く
る
順
番
を
尊
重
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
和
歌
は
こ
れ
ま
で
二
行
訳
の
例
が
多
か
っ
た
が（

1
）

︑

ア
ン
ツ
エ
ン
氏
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
訳
で
も
用
い
た
五
行
分
け
に
し
て
い
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
こ
の
行
分
け
で
五
︱
七
︱
五
︱
七
︱
七
の
形
式
を
視
覚

書

評
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（
18
）  

﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
と
は
︑
一
九
一
〇
年
代
の
中
国
の
混
乱
期
に
︑
中
国
東
北
部
と

内
モ
ン
ゴ
ル
地
方
を
中
国
か
ら
独
立
さ
せ
︑
日
本
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
た
日
本

人
有
志
の
謀
略
活
動
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
運
動
は
二
回
ほ
ど
行
わ
れ
た
が
︑
い
ず

れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
二
回
と
も
︑
日
本
陸
軍
の
軍
人
や
大
陸
浪
人
の
川
島
浪
速

ら
が
︑
清
の
粛
親
王
や
モ
ン
ゴ
ル
の
王
族
と
連
携
し
て
実
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
石

本
鏆
太
郎
は
資
金
面
で
こ
れ
に
協
力
し
て
い
る
︒

（
19
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
餓
鬼
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
五
号
︑
一
九
三
九
年
五
月
︑

一
二
七
頁
︒

（
20
）  

同
右
︑
一
二
四
～
一
二
五
頁
︒

（
21
）  

高
橋
勇
八
編
﹃
大
連
市
﹄
大
陸
出
版
協
会
︑
一
九
三
〇
年
︑
三
二
四
～
三
二
五
頁
︒

（
22
）  

同
注
13
︑
二
一
二
頁
︒

（
23
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
早
春
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
六
巻
第
十
号
︑
一
九
三
九
年
十
月
︑

一
二
一
頁
︒

（
24
）  

大
連
療
病
院
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
勇
八
編
﹃
大
連
市
﹄（
大
陸
出
版
協
会
︑
一
九
三
〇

年
）
三
五
七
頁
︑関
東
局
編
﹃
関
東
局
施
政
三
十
年
史

　下
﹄（
関
東
局
︑一
九
三
六
年
）

九
一
一
頁
︑
関
東
局
衛
生
課
編
纂
﹃
衛
生
概
観
﹄（
関
東
局
︑
一
九
三
七
年
）
二
八
〇

頁
を
参
照
︒

（
25
）  

森
脇
襄
治
（
一
九
〇
二
～
？
）
は
満
洲
の
歌
人
︑
大
連
療
病
院
院
長
︒
著
書
に
﹃
覊

旅
諷
詠
﹄（
私
家
版
︑
一
九
三
七
年
）︑﹃
満
洲
保
健
雑
記
﹄（
大
阪
屋
号
出
版
部
︑

一
九
四
五
年
）
な
ど
が
あ
る
︒

（
26
）  

黒
井
忠
一
・
森
脇
襄
治
﹁
流
行
病
学
ヨ
リ
観
タ
ル
猩
紅
熱
﹂﹃
金
沢
医
科
大
学
十
全

会
雑
誌
﹄
三
十
二
（
十
二
）︑
一
九
二
七
年
十
二
月
︒
同
文
に
よ
る
と
︑
猩
紅
熱
の
平

均
死
亡
率
は
︑
日
本
人
は
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
︑
中
国
人
は
平
均
三
十
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
っ
た
︒

（
27
）  

﹁
住
宅
地
開
放

　地
目
変
換
と
新
利
用
地
﹂﹃
満
洲
日
日
新
聞
﹄
一
九
一
九
年
八
月

三
日
︒

（
28
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
青
果
と
色
鳥
﹂﹃
満
蒙
﹄
二
三
七
号
︑
一
九
四
〇
年
一
月
︑
一
三
一
頁
︒

（
29
）  

同
右
︑
一
三
三
頁
︒

（
30
）  

同
右
︑
一
三
四
頁
︒

（
31
）  

同
注
21
︑
四
一
〇
頁
︒

（
32
）  

同
右
︒

（
33
）  

富
田
充
﹁
歌
会
記
﹂﹃
満
洲
短
歌
﹄
第
十
号
︑
一
九
三
〇
年
二
月
︑
二
六
～
二
八
頁
︒

（
34
）  

大
内
隆
雄
﹃
満
洲
文
学
二
十
年
﹄
国
民
画
報
社
︑
一
九
四
四
年
︑
九
四
～
九
五
頁
︒

（
35
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
塔
影
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
七
巻
第
六
号
︑
一
九
四
〇
年
六
月
︑

一
二
六
頁
︒

（
36
）  

同
右
︑
一
三
八
頁
︒

（
37
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
十
六
号
の
娘
﹂﹃
新
天
地
﹄
七
月
号
︑
一
九
四
〇
年
七
月
︒

（
38
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
垣
の
外
﹂﹃
満
洲
行
政
﹄
第
七
巻
第
九
号
︑
一
九
四
〇
年
九
月
︑

一
一
三
頁
︒

（
39
）  

同
右
︑
一
一
七
頁
︒

（
40
）  

同
注
21
︑
五
三
九
頁
︒

（
41
）  

山
田
清
三
郎
﹃
転
向
記

　嵐
の
時
代
﹄
理
論
社
︑
一
九
五
七
年
︑
二
九
頁
︒

（
42
）  

北
村
謙
次
郎
﹁
つ
ひ
の
栖
﹂﹃
文
藝
﹄
第
八
巻
第
八
号
︑
一
九
四
〇
年
八
月
︑
二
〇
頁
︒

（
43
）  

同
右
︒


