
一

『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」
を
め
ぐ
っ
て

序
章

村
上
春
樹
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
執
筆
後
、
一
九
九
五
年
七
月
に
行
な

わ
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
自
ら
の
手
で
ま
と
め
た
、「
メ
イ
キ
ン
グ
・
オ
ブ
・
『
ね

じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』」①
の
中
で
、
こ
の
小
説
を
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」、
妻
で
あ

る
ク
ミ
コ
、
そ
の
兄
の
綿
谷
ノ
ボ
ル
の
三
者
か
ら
な
る
話
で
あ
る
と
し
、
大
筋
と
し

て
、「
僕
」
が
ノ
ボ
ル
か
ら
ク
ミ
コ
を
取
り
戻
す
話
で
あ
る
と
す
る
。
村
上
は
、
そ

の
綿
谷
ノ
ボ
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
全
力
で
闘
い
、
叩
き
つ
ぶ
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
も
の
な
ん
で
す
。
そ

れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
僕
は
こ
の
小
説
を
書
き
な
が
ら
、

ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
た
ん
で
す
。

村
上
は
こ
う
し
た
人
物
を
こ
れ
ま
で
の
小
説
で
は
「
語
ら
な
い
よ
う
に
し
て
き
」
た

と
言
い
、
し
か
し
こ
の
小
説
に
は
「
ど
う
し
て
も
必
要
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
ノ
ボ
ル
が
小
説
内
で
行
使
す
る
暴
力
を
「
歴
史
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
と
日
中
戦
争
に
関
す
る
本
」
を
「
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、

僕
の
書
き
つ
つ
あ
る
小
説
の
像
と
、
綿
谷
ノ
ボ
ル
の
人
物
像
が
少
し
ず
つ
、
霧
が
晴

れ
る
み
た
い
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
ノ
ボ
ル
に
よ
っ
て

行
使
さ
れ
て
い
る
暴
力
と
は
、「
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
」
や
「
日
中
戦
争
」
と
い
っ
た

「
歴
史
」
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
延
長
上
に
彼
の
暴
力
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
に
対
す
る
考
察
を
出
発
点
と
し
、
ノ
ボ
ル
の
暴
力

が
特
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
媒
体
を
通
し
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
て
い
る
の

か
、
又
そ
の
暴
力
と
は
村
上
の
述
べ
る
「
歴
史
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の

か
、
逆
に
ノ
ボ
ル
自
身
が
「
歴
史
」
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
暴
力
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
際
注
目
さ
れ
る

の
は
、
井
戸
と
同
様
に
テ
キ
ス
ト
自
体
に
穿
た
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
「
穴
」
で
あ

る
。
こ
の
「
穴
」
を
広
げ
、
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
開
け
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
と

な
る
。
そ
し
て
、
作
者
が
綿
谷
ノ
ボ
ル
を
通
し
描
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
現
在
に
お

け
る
暴
力
＝
「
歴
史
」
認
識
を
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。

一
章
、
綿
谷
ノ
ボ
ル
と
は
何
か
？

『
ね
じ
ま
き
鳥
』
の
中
で
中
心
人
物
と
さ
れ
る
綿
谷
ノ
ボ
ル
は
、「
優
秀
な
私
立

高
校
か
ら
東
大
の
経
済
学
部
へ
と
進
み
、
優
等
に
近
い
成
績
で
そ
こ
を
卒
業
し
」、

「
イ
ェ
ー
ル
の
大
学
院
に
二
年
間
留
学
し
、
そ
れ
か
ら
東
大
の
大
学
院
に
戻
っ
た
」①
138

と
い
う
経
歴
を
持
ち
、
三
年
前
に
経
済
学
に
つ
い
て
の
本
を
出
版
し
、
一
躍
「
時
代

の
ヒ
ー
ロ
ー
」
に
な
っ
た
。
そ
の
本
の
出
版
後
は
、
テ
レ
ビ
の
討
論
番
組
の
レ
ギ
ュ

ラ
ー
出
演
者
に
も
な
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
共
棲
関
係
を
続
け
て
い
る
。「
僕
」

か
ら
す
れ
ば
綿
谷
ノ
ボ
ル
と
は
、「
実
体
」
の
な
い
人
物
で
あ
り
、「
一
貫
性
」
を
欠

き
、「
深
い
信
念
に
裏
づ
け
ら
れ
た
世
界
観
」
を
持
た
な
い
人
物
と
し
て
映
る
。
し
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か
し
、
彼
の
語
る
言
葉
は
「
大
衆
の
感
情
を
直
接
的
に
ア
ジ
テ
ー
ト
」
す
る
も
の
で

あ
り
、「
僕
」
は
「
か
な
り
知
的
に
洗
練
さ
れ
た
人
た
ち
ま
で
が
、
彼
の
ア
ジ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
動
か
さ
れ
る
の
を
見
て
驚
」
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
綿
谷
ノ
ボ
ル
が
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。
初
出
の
み
に
描
か
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
を
経
験
し
、
現
在
は
占
い
師
で
あ
る
本
田
が
見
て

い
る
テ
レ
ビ
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
は
、「
人
々
の
深
層
意
識
を
し
っ
か
り
と
支
配
」
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
人
々
の
正
当
な
感
覚
を
人
為
的
に
磨

耗
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
不
完
全
さ
が
彼
ら
に
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

の
痛
み
を
消
し
去
ろ
う
と
試
み
て
い
る
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
る②

。
テ
レ
ビ
と
い
う

装
置
、
つ
ま
り
「
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
喋
り
方
」
や
「
巨
大
画
面
と
大
音
量
と
正
確
な

ア
ク
セ
ン
ト
と
常
套
句
の
限
り
な
い
反
復
」
が
、「
人
々
の
正
当
な
感
覚
を
人
為
的

に
磨
耗
さ
せ
」、
人
々
の
間
に
あ
る
差
異
を
隠
蔽
し
、
均
等
化
し
て
い
く
と
い
う
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
第
三
部
で
も
次
の
よ
う
に
描
か
れ

る
。

僕
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
は
す
ご
く
リ
ア
ル
で
あ
り
、
ま
た
同
時

に
ぜ
ん
ぜ
ん
リ
ア
ル
で
は
な
か
っ
た
。
僕
は
事
故
で
死
ん
だ
そ
の
三
十
七
歳
の

ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
に
同
情
し
た
。
誰
も
大
雪
の
旭
川
で
内
臓
破
裂
で
苦
し
み

な
が
ら
死
に
た
く
は
な
い
。
で
も
僕
は
そ
の
運
転
手
を
個
人
的
に
は
知
ら
な
か

っ
た
し
、
そ
の
運
転
手
も
個
人
的
に
は
僕
を
知
ら
な
か
っ
た
。〈
中
略
〉
た
だ

人
間
の
身
に
唐
突
に
降
り
か
か
る
暴
力
的
な
死
に
対
し
て
、
一
般
的
に
同
情
し

て
い
る
だ
け
だ③
438

。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
っ
て
「
大
衆
」
で
あ
る
見
ず
知
ら
ず
の
「
日
本
人
」
は
結

び
つ
き
、
訓
練
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ

ィ
ア
は
「
日
本
」
と
い
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ

る③

。

綿
谷
ノ
ボ
ル
は
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
を
代
表
と
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
、

「
ゲ
ー
ム
」
で
し
か
な
か
っ
た
彼
の
「
思
考
シ
ス
テ
ム
」
を
用
い
「
大
衆
を
喚
起
」

さ
せ
る
。
そ
し
て
「
大
衆
」
は
「
テ
レ
ビ
の
画
面
の
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
知
的
闘

剣
士
の
試
合
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、「
そ
こ
で
派
手
に
流
さ
れ
る
赤
い
血
」
を

欲
す
る
。「
大
衆
」
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
支
配
さ

れ
、「
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
さ
れ
る
。

「
僕
」
は
上
記
引
用
部
の
よ
う
に
、
ノ
ボ
ル
に
よ
り
「
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
受

け
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
（
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
）
に
よ
る
暴
力

を
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る④

。
逆
に
「
大
衆
」
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
に
よ

る
暴
力
を
暴
力
と
し
て
捉
え
ず
、
容
易
に
同
一
化
す
る
こ
と
か
ら
、
同
一
化
し
得
な

い
他
者
に
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
受

け
入
れ
な
い
「
僕
」
は
排
除
、
暴
力
の
対
象
と
な
る
。

綿
谷
ノ
ボ
ル
に
よ
る
「
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
具
体
的
な
内
容
は
、
彼
が
選
挙
に

出
馬
表
明
す
る
直
前
に
「
談
話
」
と
い
う
形
式
で
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

②
279
―

280

。
ノ
ボ

ル
の
「
長
期
的
戦
略
」
が
「
目
標
」
と
す
る
も
の
は
、「
十
五
年
先
」
つ
ま
り
「
二

十
世
紀
の
う
ち
に
」、「
日
本
と
い
う
国
家
の
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
」

を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
日
本
と
い
う
国
家
」
に
基
づ
い
た
「
明
確

な
イ
メ
ー
ジ
」
を
持
つ
「
国
民
的
、
国
家
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

こ
で
も
、
先
述
の
テ
レ
ビ
で
の
ニ
ュ
ー
ス
と
同
様
に
、
綿
谷
ノ
ボ
ル
は
「
日
本
」
と

い
う
「
想
像
の
共
同
体
」
を
「
世
間
」
に
普
及
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

ノ
ボ
ル
の
こ
う
し
た
思
想
は
、
彼
を
「
溺
愛
」
し
、「
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
を

彼
に
要
求
し
た
」、
両
親
の
思
想
を
引
き
継
い
だ
も
の
だ
と
い
え
る
。
彼
の
父
親
は
、

「
日
本
と
い
う
社
会
の
中
で
ま
っ
と
う
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
少
し
で
も
優
秀
な

成
績
を
取
っ
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
間
を
押
し
の
け
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
信

念
の
持
ち
主
」
で
あ
り
、「
僕
」
に
対
し
て
も
「
人
間
は
そ
も
そ
も
平
等
に
な
ん
か
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作
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
す
る
自
説
を
披
露
す
る

①
135
―

136

。
彼
の
思
考
も
愛
国
的
な
国
家
に

基
づ
い
た
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
ノ
ボ
ル
の
先
述
の
談
話
よ
り
も
、
そ
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
も
の
故
の
排
他
性
が
非
常
に
強
く
出
て
い
る
。
彼
の
認
識
す
る
「
日
本
と

い
う
国
」
は
、「
弱
肉
強
食
」
に
基
づ
い
た
「
エ
リ
ー
ト
」
主
義
の
「
階
級
社
会
」

で
あ
り
、
そ
の
た
め
彼
も
「
エ
リ
ー
ト
」
に
な
る
こ
と
を
望
む
。
つ
ま
り
、
日
本
と

い
う
国
家
を
愛
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
無
批
判
に
他
者
を
排
除
す
る
。

第
三
部
で
は
ノ
ボ
ル
の
源
流
が
彼
の
伯
父
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ノ
ボ
ル
は
、
伯

父
か
ら
聞
い
た
満
州
で
の
石
原
莞
爾
に
よ
る
「
兵
站
線
の
思
想
を
モ
デ
ル
」
と
し
た
、

「
地
域
経
済
に
つ
い
て
地
政
学
的
」
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る③
285

。
ノ
ボ
ル
の
論
文
に

よ
れ
ば
、
石
原
に
よ
る
兵
站
と
は
、
満
州
国
を
「
ア
ジ
ア
国
家
の
新
モ
デ
ル
」
と
し
、

「
究
極
的
に
は
対
ソ
ビ
エ
ト
戦
の
た
め
の
、
ひ
い
て
は
対
英
米
戦
の
た
め
の
兵
站
基

地
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

石
原
の
こ
う
し
た
思
想
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
九
三
一
年
五
月
に

書
か
れ
た
「
満
蒙
問
題
私
見
」⑤

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
戦
争
計
画
ハ
政
府
及
軍
部
協

力
策
定
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
モ
一
日
ヲ
空
フ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
率
先
之
ニ
当
リ
速

ニ
成
案
ヲ
得
ル
コ
ト
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
年
九
月
十
八
日
に
決
行
さ
れ
た
柳
条
湖

事
件
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
以
降
の
満
州
国
体
制
を
築
く
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
石
原
独
自
の
思
想
で
あ
る
「
最
終
戦
争
」⑥

の
た
め
に
「
東
洋
ノ
選
手
タ
ル

ヘ
キ
資
格
ヲ
獲
得
ス
ル
ヲ
以
テ
国
策
ノ
根
本
義
ト
ナ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
よ
う

に
、「
東
洋
」
の
獲
得
と
そ
の
安
定
化
を
に
ら
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
お
り
、「
満
蒙
」

の
政
治
的
価
値
と
し
て
、「
朝
鮮
統
治
」
の
安
定
化
、「
支
那
」
の
指
導
が
掲
げ
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、「
満
蒙
」
を
日
本
の
「
領
土
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ソ
連
を
牽
制

し
、
朝
鮮
を
安
定
化
し
、
中
国
進
出
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
支

那
問
題
満
蒙
問
題
ハ
対
支
問
題
ニ
非
ス
シ
テ
対
米
問
題
ナ
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

れ
は
そ
の
先
の
ア
メ
リ
カ
と
の
「
最
終
戦
争
」
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ノ
ボ
ル
が
論
ず
る
よ
う
に
石
原
が
兵
站
（「
新
生
満
州
国
の
急
速
な
工
業
化
、
自
給
自

足
経
済
の
確
立
」
③
283

）
を
重
視
す
る
の
は
、
石
原
独
自
の
「
戦
史
研
究
」
に
よ
る
も
の
で
、

決
勝
戦
で
あ
る
「
最
終
戦
争
」
の
前
の
準
決
勝
で
あ
る
「
欧
州
戦
争
」（
第
二
次
世
界

大
戦
）
を
、「
消
耗
戦
争
」（「
殲
滅
戦
争
」
が
軍
隊
を
目
標
と
し
た
の
に
対
し
、「
消
耗
戦

争
」
は
土
地
を
目
標
と
す
る
）
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。「
満

蒙
ニ
関
ス
ル
私
見
」⑦

で
は
、「
満
蒙
」
の
「
富
源
」
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。満

蒙
ノ
確
保
ハ
露
国
ノ
極
東
攻
勢
ヲ
断
念
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
戦
略
上
ノ
大
利
益

ヲ
我
国
ニ
与
フ
ル
外
其
富
源
ノ
開
発
ハ
我
国
現
下
ノ
行
詰
リ
ヲ
打
開
ス
ル
為
相

当
ノ
効
果
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
前
記
対
米
大
決
戦
ノ
為
ニ
ハ
少
ク
モ
山
西
ノ
石
炭

河
北
ノ
鉄
　
河
南
山
東
以
南
ノ
綿
ヲ
利
用
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
東
亜
諸

民
族
ヲ
率
ヰ
テ
此
ノ
大
事
業
ニ
参
加
セ
シ
ム
ル
ノ
抱
負
経
綸
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

こ
の
兵
站
に
関
す
る
計
画
は
、
そ
の
後
ソ
連
の
五
ヵ
年
計
画
に
対
抗
す
る
も
の
と
し

て
、「
重
要
産
業
五
ヵ
年
計
画
要
綱
」（
一
九
三
七
年
五
月
二
十
九
日
）
と
し
て
具
体
化

さ
れ
、
正
式
に
陸
軍
省
案
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
兵
站
に
対
す
る
石

原
の
思
想
を
松
沢
哲
成
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る⑧

。

圧
倒
的
な
、
し
か
も
限
定
的
な
軍
事
勝
利
で
あ
っ
た
石
原
莞
爾
の
満
州
事
変
。

奥
地
へ
奥
地
へ
と
戦
闘
ご
と
に
延
び
る
作
戦
終
末
線
に
よ
っ
て
つ
い
に
「
泥
沼
」

と
化
し
た
、
石
原
な
き
日
中
戦
争
。
そ
の
対
象
は
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
で
あ
る
。

日
中
戦
争
は
、
日
本
軍
の
包
囲
殲
滅
企
図→

中
国
軍
の
後
退
戦
術→

日
本
軍
の

追
撃
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
つ
つ
拡
大
し
て
行
っ
た
。〈
中
略
〉
こ

の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
石
原
莞
爾
は
昭
和
陸
軍
の
主
流
と
は
明
瞭
に
異

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
沢
は
、
石
原
を
批
判
し
つ
つ
も
彼
の
兵
站
思
想
に
は
一
定
の
評
価
を

下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
綿
谷
ノ
ボ
ル
の
意
見
と
も
一
致
す
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
石
原
（
も
し
く
は
日
本
軍
）
に
よ
る
こ
う
し
た
「
満
蒙
領
有
計
画
」

が
正
当
化
で
き
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
石
原
は
「
満
蒙
」
は
、
領

567

三

『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」
を
め
ぐ
っ
て



土
的
、
民
族
的
、
さ
ら
に
経
済
的
に
も
「
漢
民
族
」、「
支
那
」
以
上
に
密
接
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た⑨

。
そ
れ
ゆ
え
に
「
満
蒙
領
有
計
画
」
は
正
当
化

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
は
明
ら
か
な
飛
躍
が
あ
る
。「
満
蒙
」
が

日
本
に
密
接
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
満
州
蒙
古
人
」
が
「
大
和
民
族
」
と
密
接
で

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
満
蒙
」
に
お
け
る
経
済
的
な
優
位
性
は
日
本
が
そ
の
土
地
を

領
有
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
石
原
ら
の
述
べ
る
「
中
国
人
」
及

び
「
満
州
人
」「
蒙
古
人
」
に
は
、
徹
底
し
て
〈
他
者
〉
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い

る
。
日
本
に
と
っ
て
の
〈
中
国
人
〉
と
は
、
石
原
ら
が
述
べ
る
「
中
国
人
」
で
し
か

あ
り
え
な
か
っ
た⑩

。
そ
う
し
た
性
格
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
政
策
が
、
ノ
ボ
ル
の

伯
父
が
石
原
か
ら
直
接
に
そ
の
「
重
要
性
」
を
説
か
れ
る
こ
と
と
な
る
「
日
本
か
ら

の
農
業
移
民
」③
283

政
策
で
あ
る
。

満
州
に
向
け
て
の
農
業
移
民
が
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、「
試
験
移
民
」
の
段

階
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
一
九
三
二
年
十
月
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
国
内
の

移
民
推
進
者
の
見
解
と
、「
現
地
」
で
あ
る
同
年
三
月
に
建
国
さ
れ
た
満
州
国
の
関

東
軍
と
の
利
害
が
結
合
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
日
本
国
内
に
お
け
る
農
業

移
民
の
積
極
的
な
提
案
者
で
あ
る
加
藤
完
治
を
中
心
と
し
た
拓
務
省
は
、
満
州
移
民

を
国
内
の
貧
農
の
救
助
策
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
「
現
地
」
満
州
で
は
、
東

宮
鉄
男
を
中
心
と
し
た
関
東
軍
が
移
民
の
最
大
の
役
割
を
現
地
の
治
安
維
持
と
考
え

て
い
た
。
彼
ら
が
最
初
に
会
談
を
行
な
っ
た
の
が
一
九
三
二
年
の
七
月
十
四
日
で
あ

り
、
そ
の
会
談
に
よ
っ
て
、「
日
本
人
農
業
移
民
選
出
・
入
植
の
た
め
の
具
体
的
措

置
が
協
議
さ
れ
、
そ
こ
で
の
協
議
・
了
解
事
項
は
、
す
べ
て
関
東
軍
司
令
部
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
」⑪

。
石
原
莞
爾
は
、
そ
の
会
見
を
仲
介
し
、
加
藤
と
東
宮
を
結
び
つ

け
た
張
本
人
で
あ
る
。

こ
の
満
州
移
民
政
策
は
、
表
向
き
は
「
日
満
両
国
国
防
の
充
実
、
満
州
国
治
安
の

維
持
並
日
本
民
族
の
指
導
に
よ
る
極
東
文
化
の
大
成
を
図
」
り
、「
移
住
地
に
於
け

る
内
地
人
及
鮮
人
の
融
和
聯
絡
を
図
」⑫

る
と
い
う
「
五
族
協
和
」、「
共
存
共
栄
」
と

い
っ
た
満
州
国
の
建
国
理
念
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
実
際
に
行
っ
て

い
た
こ
と
は
、
日
本
の
植
民
地
体
制
を
政
治
的
・
軍
事
的
に
補
助
し
、
強
化
す
る
こ

と
で
し
か
な
く
、
移
民
の
た
め
の
耕
作
用
地
は
、
原
住
民
の
使
用
し
て
い
る
既
耕
地

を
「
強
権
的
・
暴
力
的
」⑬

に
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
対
し

て
、
現
住
農
民
は
反
満
抗
日
体
制
を
整
え
、
次
第
に
「
共
匪
」
と
し
て
組
織
化
さ
れ

て
い
き
、「
満
州
治
安
の
最
大
の
癌
」⑭

と
な
る
。
こ
の
「
共
匪
」
に
対
し
て
日
本
、

満
州
国
側
は
「「
匪
民
分
離
」
工
作
・
集
団
部
落
の
建
設
」⑮

に
よ
っ
て
対
処
す
る
が
、

「
余
り
成
功
し
な
か
っ
た
」。
そ
れ
は
、「
共
匪
」
を
生
み
出
す
根
本
的
な
問
題
が
、

移
民
政
策
を
含
め
た
「
満
州
植
民
地
化
政
策
」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
日

本
は
、「
満
州
治
安
の
最
大
の
癌
」
で
あ
る
「
共
匪
」
を
自
ら
生
み
出
し
、
対
日
に

向
け
て
の
体
制
を
よ
り
強
化
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
圧
倒
的
な
暴
力
を
行
使
し
て
い

た
と
い
え
る
。
こ
れ
が
綿
谷
ノ
ボ
ル
が
「
モ
デ
ル
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
石
原
の
思
想

で
あ
り
、「
他
の
諸
国
（
日
本
を
除
い
た
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
―
松
枝
）
は
彼
ら
が
西
欧
諸

国
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
日
本
に
協
力
す
る

．
．
．
．

義
務
が
あ
る
、
と
彼
（
石
原
―
松
枝
）

は
信
じ
て
い
た
」③
283

、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

石
原
莞
爾
を
師
と
し
た
伯
父
の
「
政
治
的
地
盤
」
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
綿
谷

ノ
ボ
ル
は
、
こ
う
し
た
思
想
地
盤
を
も
引
き
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。
彼
の
「
ア
ジ

テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
け
る
目
的
で
あ
る
「
日
本
と
い
う
国
家
の
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
」
と
は
、
日
本
か
ら
の
満
州
移
民
同
様
、「
日
本
」、「
日
本
人
」

と
い
う
主
体
を
構
築
し
、
そ
の
途
上
で
排
除
さ
れ
る
〈
他
者
〉
を
必
然
的
に
伴
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ノ
ボ
ル
が
「
僕
」
を
「
た
だ
の
ゴ
ミ
や
石
こ
ろ
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
貶
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
優
位
性
を
確
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
立
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
石
原
同
様
、
ノ
ボ
ル
は
〈
他
者
〉
を
排
除
す
る

こ
と
に
対
し
て
き
わ
め
て
「
無
知
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
日
本
か
ら
の
満
州
移
民
、
つ
ま
り
「
大
衆
」
一
人
一
人
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で

あ
る⑯

。
つ
ま
り
、
石
原
―
満
州
移
民
と
同
様
に
、
綿
谷
ノ
ボ
ル
―
「
大
衆
」
と
い
う

568
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メ
デ
ィ
ア
に
は
「
無
知
」
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
中
戦
争
に
お
け
る
「
大
衆
」

の
被
害
者
性
よ
り
以
上
に
そ
の
加
害
者
性
で
あ
る
。「
僕
」
が
、
綿
谷
ノ
ボ
ル
に
ア

ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
「
テ
レ
ビ
の
言
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
い
る
」
人
々
に
襲

わ
れ
る③
442

よ
う
に
、
日
中
戦
争
、
又
満
州
へ
の
移
民
計
画
に
お
い
て
現
実
に
侵
略
を
行

な
っ
た
の
は
「
大
衆
」
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
石
原
ら
の
主
張
に
「
無
知
」
に
同

一
化
す
る
こ
と
に
よ
り
「
日
本
人
」
と
な
り
、
自
ら
が
考
え
る
「
中
国
人
」
に
当
て

は
ま
ら
な
い
人
物
に
暴
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
っ
た
。
綿
谷
ノ
ボ
ル
は
暴
力
的
に

「
日
本
人
」
を
形
成
し
、「
日
本
人
」
に
な
ら
な
い
者
、
な
り
え
な
い
者
を
排
除
、
隠

蔽
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
次
に
『
ね
じ
ま
き
鳥
』
の
中
で
「
大
衆
」
が
「
無

知
」
に
な
る
姿
勢
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
装
置
と
し
て
描
か
れ

る
穴
と
い
う
事
例
を
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
笠
原
メ
イ
か
ら
見
て
い
く
。

二
章
、
「
忘
却
の
穴
」、
も
し
く
は
記
憶
に
つ
い
て

笠
原
メ
イ
は
、
十
六
歳
の
高
校
生
で
あ
り
、
バ
イ
ク
事
故
（
同
乗
の
ボ
ー
イ
・
フ
レ

ン
ド
は
死
亡
）
に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
た
め
、
学
校
を
休
ん
で
い
る
。
第
三
部
で
か

つ
ら
を
作
る
工
場
で
働
く
こ
と
に
な
る
彼
女
は
、
自
分
の
状
況
を
「
回
復
の
ト
ジ
ョ

ウ
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
、
そ
の
「
回
復
の
ト
ジ
ョ
ウ
」
で
そ
れ
ま
で
思
い
出
す
こ

と
の
な
か
っ
た
バ
イ
ク
事
故
の
記
憶
に
つ
い
て
「
思
い
出
す
よ
う
に
」
な
っ
て
い
る③
200

。

メ
イ
の
バ
イ
ク
事
故
に
対
す
る
記
憶
と
は
、
そ
れ
ま
で
「
僕
」
と
の
あ
い
だ
で
は
三

度
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
度
目
は
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
み
た
い
に
」①

31

語
ら
れ
、

二
度
目

②
46
―

47

で
も
「
話
す
気
に
は
な
れ
な
」
く
、
三
度
目

②
300
―

303

で
も
死
ん
だ
ボ
ー
イ
・
フ
レ
ン

ド
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

メ
イ
は
そ
の
記
憶
を
思
い
出
す
際
、「
自
分
に
つ
い
て
考
え
な
い
こ
と
で
ぎ
ゃ
く

に
自
分
の
中
心
に
近
づ
い
て
い
く
」、
つ
ま
り
「「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」
に
近
づ
い
て

い
る
」③
194

と
感
じ
て
い
る
。
彼
女
は
自
分
に
つ
い
て
考
え
ず
、
自
分
と
「
結
び
つ
い
て

い
る
も
の
」（「
ね
じ
ま
き
鳥
さ
ん
」、「
路
地
」、「
井
戸
」、「
柿
の
木
」、「
自
分
の
手
で
作

っ
た
か
つ
ら
」、
そ
し
て
「
死
ん
だ
男
の
子
」）
の
こ
と
を
「
ち
ょ
っ
と
ず
つ
思
い
だ
」

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
「
い
ろ
ん
な
ち
ょ
っ
と
し
た

．
．
．
．
．
．

も
の
の
助
け
」

に
よ
っ
て
「
こ
っ
ち
」
へ
、
つ
ま
り
「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」
へ
「
戻
っ
て
く
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
メ
イ
が
「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」
に
な
る
た

め
に
は
、
自
分
以
外
の
も
の
と
の
関
係
又
は
過
去
の
記
憶
を
思
い
出
す
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
笠
原
メ
イ
は
自
分
が
他
者
と
の
関
係
、
過
去
と
の
関
係

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
こ
こ
で
気
が
つ
い
て
い
る
。
他
者
と
の

関
係
、
過
去
と
の
関
係
を
忘
却
し
た
時
に
現
わ
れ
る
も
の
。
そ
れ
が
一
章
で
示
し
た

「
無
知
」
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
「
綿
谷
ノ
ボ
ル
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

笠
原
メ
イ
は
自
ら
の
中
に
存
在
す
る
「
綿
谷
ノ
ボ
ル
」
に
気
づ
き
、
傷
つ
い
て
い
る

存
在
で
あ
る
。
そ
の
メ
イ
を
救
う
も
の
が
自
分
と
「
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
」、
中

で
も
ボ
ー
イ
・
フ
レ
ン
ド
の
記
憶
で
あ
る
。

ボ
ー
イ
・
フ
レ
ン
ド
の
記
憶
が
よ
み
が
え
る
瞬
間
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。「
と
く
に
ア
タ
マ
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
て
ベ
ー
ス
に
髪
の
毛
を
せ
っ
せ
と
埋
め
込

ん
で
い
る
と
き
な
ん
か
に
、
ミ
ャ
ク
ラ
ク
な
く
そ
う
い
う
の
が
は
っ
と
よ
み
が
え
っ

て
き
ま
す
。
そ
う
だ
そ
う
だ
、
こ
う
だ
っ
た
ん
だ

．
．
．
．
．
．
．

っ
て
。」③
200

。
つ
ま
り
、
過
去
の
記

憶
は
過
去
に
の
み
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

メ
イ
の
言
葉
で
述
べ
る
な
ら
、「
時
間
と
い
う
の
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
順
番
に
流
れ
て
い

く
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
て
き
と
う
に
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
来
た
り
す
る
も

の
」
で
あ
る
の
だ
。
メ
イ
の
想
起
す
る
ボ
ー
イ
・
フ
レ
ン
ド
の
記
憶
は
、
過
去
の
出

来
事
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、
今
、
こ
こ
に
お
い
て
メ

イ
に
対
し
て
起
動
し
、
作
用
す
る
。
そ
し
て
そ
の
記
憶
は
、「
回
復
の
ト
ジ
ョ
ウ
」

へ
と
メ
イ
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

忘
却
さ
れ
た
記
憶
、
言
い
換
え
る
な
ら
排
除
さ
れ
た
〈
他
者
〉
と
は
笠
原
メ
イ
の
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内
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
者
」
と
し
て
、
メ
イ
に
と
っ
て
「
ど
う
で

も
い
い
」
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
イ
は
「
無
知
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
記
憶
を
閉

ざ
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
記
憶
と
は
過
去
に
の
み
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現

在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
記
憶
を
過
去

か
ら
現
在
へ
取
り
戻
し
た
瞬
間
に
、
メ
イ
に
は
「
回
復
の
ト
ジ
ョ
ウ
」
と
い
う
可
能

性
が
現
わ
れ
た
と
い
え
る
。

メ
イ
は
こ
こ
で
「
穴
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
、
こ
う
し
た
記
憶
を
忘
却
し
隠
蔽

す
る
装
置
を
説
明
し
て
い
る
。

う
ま
く
思
い
出
せ
な
い
。
事
故
の
と
き
に
ち
ょ
っ
と
頭
を
打
っ
て
そ
れ
で
脳
の

配
置
が
乱
れ
ち
ゃ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
で
、

い
ろ
ん
な
記
憶
を
さ
っ
と
ど
こ
か
に
隠
し
て
し
ま
う
癖
が
つ
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
リ
ス
が
穴
を
掘
っ
て
木
の
実
を
隠
し
て
、
そ
の
ま
ま
埋
め
た
記
憶
を
忘

れ
て
し
ま
う
み
た
い
に
ね

③
223
―

224

。

こ
こ
で
メ
イ
が
語
る
の
は
、
記
憶
を
穴
に
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
忘
却
し
、
そ
し
て

そ
の
こ
と
自
体
を
忘
却
す
る
と
い
う
二
重
の
忘
却
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

忘
却
し
た
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
重
の
忘
却
に
よ
り
、
メ
イ
は

「
無
知
」
に
な
り
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
ね
じ
ま
き
鳥
』
第
三
部
で
は
戦
時
中
に
「
穴
」
を
掘
り
、
埋
め
る
と
い
っ
た
行

為
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
二
箇
所
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
赤
坂
シ
ナ
モ
ン
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力
さ
れ
て
い
た
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
♯
８
」
と
さ
れ
る
、

獣
医
で
あ
っ
た
赤
坂
ナ
ツ
メ
グ
の
父
親
が
終
戦
直
前
の
新
京
の
動
物
園
で
体
験
し
た

と
思
わ
れ
る
話

③
28
章

で
あ
る
。

そ
こ
で
描
か
れ
る
穴
と
は
、
日
系
指
導
官
を
殺
害
し
脱
走
し
た
満
州
国
軍
の
中
国

人
が
、
日
本
人
軍
人
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
際
に
、
中
国
人
自
身
が
掘
っ
た
「
墓
穴
」

で
あ
る
。
そ
の
八
人
の
中
国
人
は
、
脱
走
の
際
に
軍
服
か
ら
野
球
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

に
着
替
え
て
お
り
、
内
四
人
は
す
で
に
射
殺
さ
れ
荷
車
に
「
荷
物
」
と
し
て
積
ま
れ
、

生
き
て
い
る
者
も
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
背
番
号
（
１，
４，
７，
９
）
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
日
本
人
中
尉
の
命
令
に
よ
っ
て
穴
を
掘
ら
さ
れ
、
死
ん
だ
四
人
の
中
国
人
を

そ
の
穴
の
中
に
放
り
込
む
。
そ
し
て
生
き
て
い
る
彼
ら
の
う
ち
の
三
人
（
背
番
号
１，

７，
９
）
は
弾
丸
節
約
の
た
め
銃
剣
で
兵
隊
に
殺
さ
れ
、
背
番
号
４
は
若
い
兵
隊
に

よ
り
野
球
の
バ
ッ
ト
で
後
頭
部
を
叩
き
砕
か
れ
て
殺
害
さ
れ
る
。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
処
刑
は
方
法
的
に
も
非
常
に
残
酷
で
残
虐
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
奇
妙
に
平
板
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ

は
、
殺
さ
れ
る
側
の
人
間
が
「
荷
物
」
と
し
て
表
さ
れ
、
背
番
号
で
表
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
非
常
に
残
酷
な
処
刑
方
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、

殺
す
側
の
み
し
か
描
か
れ
ず
、
殺
さ
れ
る
側
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

と
い
え
る
。
逆
に
言
う
と
、
処
刑
さ
れ
る
中
国
人
が
日
本
人
に
と
っ
て
「
荷
物
」
で

あ
り
、
数
字
（
背
番
号
）
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
う
し
た
残
虐
な
殺
害
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
一
面
的
な
あ
る
い
は
安
定
的
な
殺
害
状
況
の
中
に
、
突
如
〈
他

者
〉
が
侵
入
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
背
番
号
４
の
男
が
殺
害
さ
れ
穴
に
落
と

さ
れ
る
際
に
、
獣
医
の
腕
を
突
然
つ
か
み
、
同
時
に
穴
の
中
へ
引
き
ず
り
込
む
場
面

で
あ
る

③
336
―

337

。ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
中
国
人
の
四
番
バ
ッ
タ
ー
は
目
を
覚
ま
し
た
よ
う
に

さ
っ
と
身
を
起
こ
し
、
何
の
迷
い
も
な
く
―
と
人
々
の
目
に
は
映
っ
た
―
獣
医

の
手
首
を
掴
ん
だ
。
す
べ
て
は
一
瞬
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
。
獣
医
に
は
わ
け
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
男
は
間
違
い
な
く
死
ん
で
い
た
の
だ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
し
か
し
中
国

人
は
ど
こ
か
ら
か
吹
き
出
し
て
き
た
生
命
の
最
後
の
滴
り
に
よ
っ
て
、
ま
る
で

万
力
で
し
め
あ
げ
る
よ
う
に
獣
医
の
手
首
を
握
り
し
め
て
い
た
。
そ
し
て
目
を

か
っ
と
見
開
い
て
黒
目
を
上
に
向
け
た
ま
ま
、
獣
医
を
道
連
れ
に
す
る
よ
う
な

570

六



恰
好
で
そ
の
ま
ま
穴
の
中
に
倒
れ
こ
ん
だ
。

こ
こ
で
ふ
い
に
よ
み
が
え
る
中
国
人
は
「
荷
物
」
や
背
番
号
４
で
示
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
獣
医
に
と
っ
て
「
わ
け
が
わ
か
ら
な
」
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ま
で
数
字
で
表
す
こ
と
の
で
き
た
も
の
が
、「
わ
け
が
わ
か
ら
な
」
い
、

〈
他
者
〉
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
国
人
は
中
尉
に
よ
っ

て
再
び
殺
さ
れ
、
穴
に
埋
め
ら
れ
る
。
中
尉
が
行
う
こ
の
再
殺
害
は
、「
荷
物
」、
背

番
号
４
と
し
て
死
ん
で
い
く
中
国
人
の
抵
抗
に
対
す
る
暴
力
的
な
隠
蔽
で
あ
る
と
い

え
る
。
見
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
見
て
い
な
い
も
の
と
す
る
二
重
の
隠
蔽
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
埋
め
ら
れ
、
隠
蔽
さ
れ
た
〈
他
者
〉
は
、

物
質
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
へ
と
変
化
す
る
と
い
え
る
が
、
獣
医
の
つ
か
ま
れ
た

腕
の
「
五
つ
の
指
の
あ
と
」
と
し
て
、
又
「
あ
の
男
は
ほ
ん
と
う
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
真
剣
に

．
．
．

、
俺．

を
ど
こ
か
に
一
緒
に
連
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

」
と
感
じ
る
「
冷
気
」
と
し

て
獣
医
の
中
に
残
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
尉
に
と
っ
て
「
初
め
て
」

「
人
間
に
向
け
て
銃
を
撃
っ
た
」
感
触
と
し
て
残
り
、
若
い
兵
隊
に
と
っ
て
「
握
り

し
め
た
ま
ま
」
で
い
た
バ
ッ
ト
の
感
触
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。二

つ
め
の
穴
は
、
間
宮
中
尉
か
ら
の
手
紙
に
記
述
さ
れ
て
い
た
シ
ベ
リ
ヤ
収
容
所

で
の
廃
坑
の
竪
穴
で
あ
る

③
387
―

388

。
過
酷
な
強
制
労
働
に
よ
る
死
者
、
又
見
せ
し
め
の
為
に

殺
さ
れ
る
者
は
、「
竪
穴
の
廃
坑
に
放
り
込
ま
れ
」
る
。
こ
こ
で
も
死
者
が
埋
め
ら

れ
る
穴
は
「
墓
穴
」
と
し
て
表
示
さ
れ
、
と
き
に
は
生
者
さ
え
も
埋
め
ら
れ
る
と
い

う
収
容
所
で
の
暴
力
が
剥
き
出
し
に
な
る
装
置
と
し
て
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
石
灰

が
ま
か
れ
、「
上
か
ら
蓋
を
」
さ
れ
た
「
臭
い
も
し
」
な
い
「
墓
穴
」
は
、
存
在
し

な
か
っ
た
も
の
と
し
て
忘
却
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
確
実
に
残
る
も
の
は
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
間
宮
が
今
も
「
聞
く
こ
と
が
で
き
」
る
と
い
う
、
埋
め
ら
れ
た
者

の
「
悲
痛
な
叫
び
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
死
体
そ
の
も
の
が
消
え
て
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
四
十
年
以
上
経
過
し
て
も
間
宮
に
届
く
ト
ラ
ウ
マ
と
も
い

え
る
「
叫
び
」
で
あ
る
。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
全
体
主
義
の
起
源
３
』⑰

の
中
で
「
全
体
主
義
警
察
の

最
も
重
要
な
、
最
も
困
難
な
任
務
の
一
つ
」
と
し
て
、「
死
者
と
同
時
に
そ
の
形
見

を
も
消
し
去
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
全
体
的
支
配
」
に
お
い
て
は
、

「
望
ま
し
か
ら
ぬ
者
や
生
き
る
資
格
の
な
い
も
の
は
、
あ
た
か
も
そ
ん
な
も
の
は
嘗

て
存
在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
地
表
か
ら
抹
殺
」
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、「
彼
ら
が
後
に
残
す
唯
一
の
形
見
」
で
あ
る
「
彼
ら
を

知
り
、
彼
ら
を
愛
し
、
彼
ら
と
同
じ
世
界
に
生
き
て
い
た
人
々
の
記
憶
」
す
ら
も

「
抹
殺
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
し
た
行
為
を
実
行
し
た
「
警
察

管
轄
下
の
牢
獄
や
強
制
収
容
所
」
を
「
忘
却
の
穴
」
と
呼
ぶ
。

そ
れ
ら
は
、
誰
も
が
い
つ
な
ん
ど
き
落
ち
こ
む
か
も
し
れ
ず
、
落
ち
こ
ん
だ
ら

嘗
て
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
消
滅
し
て
し
ま
う
忘

却
の
穴
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉
一
人
の
人
間
が
嘗
て
こ

の
世
に
生
き
て
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
生
者
の
世
界
か
ら
抹
殺
さ

れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
彼
は
本
当
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
忘
却
の
穴
」
が
完
成
す
る
に
は
、
彼
自
身
の
肉
体
、
記
憶
す
べ
て
を
抹
殺
し
た
後
、

彼
を
知
る
他
者
の
「
記
憶
」
も
す
べ
て
抹
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、『
ね
じ
ま
き
鳥
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」（
メ
イ
の
穴
、
動
物
園
の
穴
、

シ
ベ
リ
ヤ
の
廃
坑
）
は
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
記
憶
と
し
て
継
承
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
も
突
然
現
れ
得
る
〈
他
者
〉
で
あ
り
、「
冷
気
」

や
感
触
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
又
「
叫
び
」
で
あ
り
、
か
す
か
な
痕
跡
と
い
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
、
記
憶
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
穴
に

埋
め
ら
れ
忘
却
さ
れ
た
〈
他
者
〉
が
、
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
抵
抗
を
繰
り
返
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
忘
却
と
い
う
暴
力
に
抗
し
、
自
ら
の
存
在
を
叫
ん
で
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
に
対
し
、
再
殺
害
す
る
の
で
は
な
く
、
応
答
す
る
こ
と
。
彼

ら
の
「
声
に
な
ら
な
い
声
」②
361

を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
我
々
を
自
ら
の

571

七

『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」
を
め
ぐ
っ
て



中
に
も
存
在
す
る
「
綿
谷
ノ
ボ
ル
」
＝
「
無
知
」
か
ら
救
う
も
の
に
違
い
な
い
。

結
論

日
中
戦
争
に
お
い
て
、
死
者
（
時
に
は
生
き
た
者
も
）
を
穴
に
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
日
本
」
軍
が
虐
殺
を
行
い
、
侵
略
し
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い⑱

が
、『
ね
じ
ま
き
鳥
』
が
時
系
列
的
に
も
、
浜
野
軍
曹
に
よ
る
南
京
大
虐
殺
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い⑲

。

間
宮
徳
太
郎
が
ハ
ル
ハ
川
を
渡
り
、
外
蒙
古
に
侵
入
す
る
の
は
、「
昭
和
十
三
年

四
月
の
終
わ
り
頃
」
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
南
京
大
虐
殺
が
終
了
し
た
直
後
に
あ
た
る

と
い
え
、
同
行
す
る
浜
野
軍
曹
に
よ
っ
て
も
そ
の
事
件
は
語
ら
れ
る
。

南
京
あ
た
り
じ
ゃ
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
い
こ
と
を
し
ま
し
た
よ
。
う
ち
の
部
隊
で
も

や
り
ま
し
た
。
何
十
人
も
井
戸
に
放
り
込
ん
で
、
上
か
ら
手
榴
弾
を
何
発
か
投

げ
込
む
ん
で
す
。
そ
の
他
口
で
は
言
え
ん
よ
う
な
こ
と
も
や
り
ま
し
た

①
260
―

261

。

彼
は
、
南
京
大
虐
殺
に
参
加
し
た
兵
士
で
あ
り
、
彼
の
語
る
食
料
の
「
略
奪
」、「
匪

賊
狩
り
、
残
兵
狩
り
」
は
、
日
本
軍
に
よ
る
南
京
へ
の
侵
攻
の
途
上
で
発
生
し
た
こ

と
を
元
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
南
京
大
虐
殺
は
、「
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
末
に
わ
た
り
、
歴
史
的

事
実
か
「
虚
構
」「
ま
ぼ
ろ
し
」
か
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
南
京
大
虐
殺
論
争
」
が

展
開
さ
れ
、
家
永
教
科
書
裁
判
の
争
点
に
も
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
否
定
論
が
敗
れ

た
」⑳

と
い
う
経
緯
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
作
る
会
」
に

よ
る
教
科
書
記
載
の
問
題
、
ま
た
未
だ
に
繰
り
か
え
さ
れ
る
全
面
否
定
に
対
す
る
問

題
が
残
存
し
て
い
る@1

。

『
ね
じ
ま
き
鳥
』
に
お
い
て
こ
う
し
た
人
々
は
、
笠
原
メ
イ
の
両
親
も
し
く
は

「
世
の
中
の
人
々
の
多
く
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
メ
イ
は
「
僕
」
に
対
す
る
五
度
目

の
手
紙
の
中
で
「
茶
碗
む
し
」
を
例
に
挙
げ
、
両
親
の
「
一
貫
性
」
を
主
張
す
る
思

考
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
雨
蛙
み
た
い
な
両
親
は
、
も
し
「
茶
碗
む
し
の
も
と
」
を
入
れ
て
チ
ン
し

て
マ
カ
ロ
ニ
・
グ
ラ
タ
ン
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
た
ぶ
ん
「
自
分
は
き
っ
と

ま
ち
が
え
て
マ
カ
ロ
ニ
・
グ
ラ
タ
ン
の
も
と
を
入
れ
た
ん
だ
な
」
と
自
分
に
い

い
き
か
せ
た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
あ
る
い
は
マ
カ
ロ
ニ
・
グ
ラ
タ
ン
を

手
に
取
っ
て
、「
い
や
い
や
。
こ
れ
は
一
見
マ
カ
ロ
ニ
・
グ
ラ
タ
ン
に
見
え
る

け
れ
ど
実
は
茶
碗
む
し
だ
」
と
一
生
け
ん
め
い
言
い
聞
か
せ
た
り
す
る
か
も
し

れ
な
い

③
224
―

225

。

こ
こ
で
の
両
親
の
思
考
と
は
、「
一
貫
性
」
を
持
つ
こ
と
を
正
当
化
し
た
い
が
た
め

に
、
過
去
の
記
憶
を
塗
り
替
え
、
も
し
く
は
現
在
の
事
実
を
直
視
し
た
く
な
い
が
た

め
に
、
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
歪
曲
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

浜
野
に
よ
り
井
戸
に
放
ら
れ
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
忘
却
さ
れ
た
死
者
は
、「
他
者
」

と
し
て
の
「
中
国
人
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
認
識
す
ら
さ
れ
て
い
な

い
）。
彼
ら
が
未
だ
に
「
中
国
人
」
で
し
か
な
い
の
は
、「
一
貫
性
」
＝
「
日
本
人
」

で
あ
り
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
声
」

と
し
て
、
あ
る
い
は
継
承
さ
れ
る
記
憶
と
し
て
、〈
他
者
〉
と
し
て
の
〈
中
国
人
〉

と
し
て
到
来
し
て
い
る
。
彼
ら
を
〈
中
国
人
〉
と
し
て
捉
え
る
時
に
、「
わ
れ
わ
れ
」

「
日
本
人
」
は
〈
日
本
人
〉
と
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」
と
し
て
「
回
復
」
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
何
度
も
述
べ
る
よ
う
に
、
単
一
の
普
遍
な
も
の

で
は
な
く
、
メ
イ
が
述
べ
る
よ
う
に
「
い
ろ
ん
な
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
の
助
け
」
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
回
復
の
ト
ジ
ョ
ウ
」
と
し
か
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

綿
谷
ノ
ボ
ル
は
物
語
の
最
後
に
「
僕
」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
。

「
そ
し
て
彼
は
今
そ
の
力
を
使
っ
て
、
不
特
定
多
数
の
人
々
が
暗
闇
の
中
に
無
意
識

に
隠
し
て
い
る
も
の
を
、
外
に
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
」③
459

。
綿
谷
ノ
ボ
ル
と
は
、

「
日
本
人
」
と
し
て
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。「
日
本
人
」
が

「
無
意
識
に
隠
し
て
い
る
」
暴
力
性
を
引
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
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れ
は
「
日
本
人
」
と
い
う
こ
と
の
暴
力
性
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
「
日
本
人
」
で

あ
る
た
め
に
、〈
他
者
〉
を
排
除
、
隠
蔽
し
、
そ
の
こ
と
に
対
し
「
無
知
」
に
な
る

と
い
う
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
前
か
ら
現
在
ま
で
持
続
さ
れ
て
い
る
。

『
ね
じ
ま
き
鳥
』
は
こ
う
し
た
構
造
に
対
し
、
穴
の
底
か
ら
の
〈
他
者
〉
の
声
を

聴
く
、
と
い
っ
た
こ
と
に
賭
け
ら
れ
た
小
説
で
は
な
い
か
。
そ
の
〈
他
者
〉
か
ら
の

声
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
思
考
さ
せ
る
こ
と
を
読
者
に
強
い
る
の
で

あ
る
。注※

『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
新
潮
文
庫
（
一
九
九
七
年
十

月
）
に
よ
る
。
引
用
文
以
下
の
（

）
内
は
、
部
数
、
及
び
ペ
ー
ジ
数
。

①
　
「
メ
イ
キ
ン
グ
・
オ
ブ
・
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』」（「
新
潮
」
一
九
九
五
年

十
一
月
）

②
「
連
載
第
二
回
」（「
新
潮
」
一
九
九
二
年
十
一
月
）
Ｐ
408
下
段
Ｌ
22
〜
Ｐ
409
上
段
Ｌ

3
、
Ｐ
409
上
段
Ｌ
8
〜
Ｌ
14

③
　
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
『
想
像
の
共
同
体
』（
白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
、
初
出：

“Im
agin

ed
C

om
m

u
n

ities”
1983

）

の
中
で
「
出
版
資
本
主
義
」
が
「
想
像
の
共
同
体
」
に
与
え
た
影
響
と
し
て
、
①

「
出
版
語
」
に
よ
る
「
特
定
の
言
語
の
場
」
の
創
設
、
②
「
言
語
に
新
し
い
固
定
性
を

付
与
し
た
」
こ
と
、
③
「
権
力
の
言
語
」
の
創
造
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

は
出
版
の
延
長
と
し
て
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
テ
レ
ビ
に
も
当
て
は
ま
り
、『
ね

じ
ま
き
鳥
』
に
お
け
る
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
に
も
当
て
は
ま
る
。

④
「
も
し
彼
（
綿
谷
ノ
ボ
ル
―
松
枝
）
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
僕
を
完
膚
な
き
ま
で
に

叩
き
の
め
す
こ
と
だ
っ
て
で
き
た
。
彼
が
そ
れ
を
や
ら
な
い
の
は
、
た
だ
単
に
彼
が

僕
に
対
し
て
関
心
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
っ
た
」（
①
148
）

⑤
　
石
原
莞
爾
「
満
蒙
問
題
私
見
」（『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
　
開
戦
外
交
史
　
新
装
版

別
巻
　
資
料
編
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
一
月
））

⑥
　
石
原
『
最
終
戦
争
論
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
九
月
、
初
出：

『
世
界
最
終
戦

争
論
』（
一
九
四
〇
年
、
立
命
館
出
版
部
））。「
最
終
戦
争
」
と
は
、「
世
界
歴
史
の
運

命
」
と
し
て
、「
国
家
」
は
「
一
つ
の
連
合
体
」
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国
家
連
合
と
は
、「
第
二
次
欧
州
戦
争
以
後
は
恐
ら
く

日
、
独
、
伊
即
ち
東
亜
と
欧
州
の
連
合
と
米
州
と
の
対
立
と
な
り
、
ソ
連
は
巧
み
に

両
者
の
間
に
立
ち
つ
つ
も
、
大
体
は
米
州
に
多
く
傾
く
よ
う
に
判
断
さ
れ
ま
す
が
、

わ
れ
わ
れ
の
常
識
か
ら
見
れ
ば
結
局
、
二
つ
の
代
表
的
勢
力
と
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
」、「
ど
れ
が
準
決
勝
で
優
勝
戦
に
残
る
か
と
言
え
ば
、
私
の
想
像
で
は
東
亜
と
米

州
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
最
終
的
に
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ

と
の
間
で
「
最
終
戦
争
」
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。（
綿
谷
ノ
ボ
ル
の
伯
父
の
述
べ

る
「
最
終
戦
争
」
は
「
西
欧
戦
争
」
で
あ
り
、
石
原
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。）

⑦
「
満
蒙
ニ
関
ス
ル
私
見
」
一
九
三
二
年
八
月
二
十
三
日
（
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
へ
の

道
　
開
戦
外
交
史
　
新
装
版
　
別
巻
　
資
料
編
』）

⑧
　
松
沢
哲
成
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
外
侵
略
』（
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
八
月
）

⑨
　
石
原
莞
爾
「
現
在
及
将
来
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
国
防
」
一
九
二
七
年
（
前
掲
『
太
平

洋
戦
争
へ
の
道
　
開
戦
外
交
史
　
新
装
版
　
別
巻
　
資
料
編
』）

⑩
　
こ
こ
で
の
〈
中
国
人
〉
と
は
伝
統
的
な
真
正
な
中
国
人
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
〈
他
者
〉
と
し
て
の
複
数
の
中
国
人
で
あ
る
。

⑪
　
浅
田
喬
二
「
満
州
農
業
移
民
の
立
案
過
程
」（『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州
移
民
』

龍
渓
書
房
、
一
九
七
六
年
十
一
月
）

⑫

「
満
州
に
於
け
る
移
民
に
関
す
る
要
綱
案
」
一
九
三
二
年
九
月
十
三
日
、
特
務
部

（『
近
代
民
衆
の
記
録
６
―
満
州
移
民
』
新
人
物
往
来
社
、

一
九
七
六
年
五
月
）

⑬
　
田
中
恒
次
郎
『「
満
州
」
に
お
け
る
反
満
抗
日
運
動
の
研
究
』（
緑
陰
書
房
、
一
九

九
七
年
十
一
月
）

⑭
　
蘭
信
三
『「
満
州
移
民
」
の
歴
史
社
会
学
』（
行
路
社
、
一
九
九
四
年
二
月
）

⑮
　
浅
田
喬
二
『
増
補
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植
民
地
地
主
制
』（
龍
渓
書
房
、
一
九
八
九

年
五
月
）

⑯
　
来
民
開
拓
団
の
先
遣
隊
の
一
員
で
あ
る
谷
川
竹
行
は
、
実
際
の
満
州
で
の
開
拓
政

策
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
22
）。

は
じ
め
、
荒
野
を
開
拓
す
る
つ
も
り
で
い
た
と
で
す
。
そ
れ
が
行
っ
て
み
る
と
、

す
で
に
、
も
う
土
地
、
家
屋
、
全
て
関
東
軍
の
方
か
ら
買
収
済
み
で
、
農
地
か

ら
住
宅
全
部
を
買
い
上
げ
て
あ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
も
う
そ
の
ま
ま
の
形
で
入

植
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
び
っ
く
り
し
た
と
で
す
よ
。
一
番
苦
労
し
た
つ
は
、
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『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」
を
め
ぐ
っ
て



買
収
し
た
後
、
家
屋
か
ら
現
地
の
人
を
移
転
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
が
一
番

苦
労
し
た
で
す
。
県
か
ら
来
て
追
い
出
し
ょ
っ
た
が
、
後
ろ
に
関
東
軍
が
お
る

も
ん
だ
け
ん
、
抵
抗
も
で
け
ん
で
、
し
ょ
ん
な
し
ゃ
出
て
行
き
よ
っ
た
で
す
も

ん
。

満
州
開
拓
団
は
こ
の
よ
う
に
関
東
軍
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
面
も
実
際
に
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
こ
と
で
利
益
を
得
て
お
り
、
原
住
民
を
搾
取
し
た
点
に
お
い
て
、
一
人

一
人
が
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑰
　
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
共
訳
『
全
体
主
義
の
起
源

３
』
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
初
出：

“T
H

E
O

R
IG

IN
S

O
F

T
O

T
A

L
IT

A
R

IA
N

IS
M

P
art

T
h

ree
T

otalitarian
ism

”
1951

）

⑱
　
例
え
ば
万
人
坑
と
い
っ
た
問
題
（
老
田
裕
美
「
日
本
の
中
国
侵
略
に
お
け
る
華
北
」

（
戦
争
犠
牲
者
を
心
に
刻
む
南
京
集
会
編
『
中
国
人
強
制
連
行
』
東
方
出
版
、
一
九
九

五
年
十
月
））。

⑲
　
村
上
が
南
京
大
虐
殺
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
資
料
は
他
に
、「「
酒
鬼
薔
薇
」
事

件
に
つ
い
て
」（『
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
村
上
朝
日
堂
　
夢
の
サ
ー
フ
シ
テ
ィ
ー
』
朝
日
新

聞
、
一
九
九
八
年
七
月
）。
万
人
坑
に
つ
い
て
も
『
ね
じ
ま
き
鳥
』
１
・
２
部
執
筆
後
、

「
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
鉄
の
墓
場
」（『
辺
境
・
近
境
』
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
初

出：

「
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
」
一
九
九
四
年
、
九
、
十
、
十
一
月
）
で
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
笠
原
十
九
司
「
南
京
事
件
」（『
歴
史
学
事
典
　
第
七
巻
』
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年

十
二
月
）

@1

笠
原
十
九
司
『
南
京
事
件
と
日
本
人
　
戦
争
の
記
憶
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
二
月
）

@2

「
来
民
開
拓
団
に
思
う
―
先
遣
隊
の
一
人
と
し
て
―
」（『
満
州
移
民
と
被
差
別
部
落

―
融
和
政
策
の
犠
牲
と
な
っ
た
来
民
開
拓
団
―
』（
大
阪
人
権
歴
史
資
料
館
、
一
九
八

九
年
七
月
））

（
本
学
大
学
院
研
修
生
）
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一
〇


