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新
聞
で
読
む
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』

鈴　

木　

裕　

人

１

　

何
人
か
で
漱
石
の
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
読
ん
だ
時
、筋
が
分
か
り
難
い
と
い
う
感
想
が
大
半
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、こ
の
中
の
一
人
が
、

各
章
ご
と
に
区
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
な
が
ら
読
む
と
意
外
に
い
け
る
、
と
言
う
。
曰
く
、
一
＝
満
鉄
訪
問
の
延
期
、
二
＝

是
公
→
総
裁
、
三
＝
ぶ
つ
か
る
船
、
…
…
。
全
編
を
一
絡
げ
に
し
て
読
ん
で
い
た
者
に
と
っ
て
は
、
ま
る
で
海
が
割
れ
た
よ
う
に
世
界
が
開
け
、

多
少
の
違
和
感
は
残
る
も
の
の
、
こ
れ
は
長
編
で
は
な
く
短
篇
の
集
積
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
た
ち
ま
ち
宗
旨
替
え
を
し
た
。

　

こ
の
時
用
い
た
の
は
岩
波
文
庫
の
『
漱
石
紀
行
文
集
』（
藤
井
淑
禎
編
、二
〇
一
六
年
）
で
あ
っ
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、最
も
入
手
し
や
す
い
『
満

韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
岩
波
文
庫
版
で
あ
ろ
う
。
漱
石
作
品
な
ら
ば
文
庫
版
が
容
易
に
入
手
で
き
る
か
と
思
い
き
や
、
意

外
に
も
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
文
庫
本
は
少
な
い
。
新
潮
文
庫
・
角
川
文
庫
に
は
収
録
が
な
く
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
が
標
題
と
な
っ

た
も
の
を
探
す
と
、
お
そ
ら
く
一
九
三
二
（
昭
和
７
）
年
の
春
陽
堂
文
庫
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
岩
波
文
庫
の
ほ
か
に
は
岩
波
書
店

や
集
英
社
な
ど
か
ら
出
て
い
る
個
人
全
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
か
、国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
た
『
四
篇
』（
春

陽
堂
、一
九
一
〇
年
）
が
あ
る
。
春
陽
堂
は
一
九
一
五
（
大
正
４
）
年
に
ほ
ぼ
新
書
大
の
単
行
本
『
満
韓
と
こ
ろ
〳
〵
』
を
出
し
て
も
い
る
。
も
っ



― 70 ―

と
も
読
む
こ
と
の
み
を
目
指
す
の
な
ら
ば
青
空
文
庫
で
も
可
能
。
千
円
札
の
肖
像
の
座
は
明
け
渡
し
た
も
の
の
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
依
然
と

し
て
日
本
近
代
文
学
の
顔
で
あ
る
漱
石
の
何
種
類
も
の
全
集
は
日
本
全
国
の
図
書
館
に
完
備
さ
れ
、
容
易
に
読
む
こ
と
は
で
き
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
前
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
思
い
返
す
と
、
作
品
を
長
編
と
思
い
込
ん
だ
原
因
は
、
各
章
が
連
続
す

る
頁
の
中
で
、
前
章
に
続
く
形
で
前
章
と
の
間
を
置
か
ず
に
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
書
物
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
苦
言
を
呈
す
る
の
は
お
か
し
い
の
だ
が
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
初
出
は
『
朝
日
新
聞
』（
東
京
・
大
阪
）
で
、
先
の
各

章
が
一
日
一
篇
読
切
り
の
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

数
あ
る
漱
石
の
全
集
中
で
、
初
出
時
に
遡
っ
て
読
む
と
い
う
目
的
に
最
も
合
致
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
ゆ
ま
に
書
房
が
出
し
た
『
漱
石
新
聞
小

説
全
集
』（
全
十
一
巻
、
一
九
九
九
年
）
で
あ
る
。
同
社
Ｈ
Ｐ（
１
）で

は
、
こ
の
全
集
の
特
色
と
し
て
、「
●
漱
石
が
読
者
に
も
っ
と
も
提
供
し
た
か
っ

た
本
文
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
・
愛
好
家
に
日
常
的
に
鑑
賞
さ
れ
、
引
用
に
供
さ
れ
る
初
の
新
聞
小
説
全
集
」
な
ど
と
謳
わ
れ
た
ほ
か
、
カ

タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た
監
修
者
の
山
下
浩
の
「
監
修
の
こ
と
ば　

―
な
ぜ
今
『
漱
石
新
聞
小
説
復
刻
全
集
』
な
の
か
」
も
再
掲
さ
れ
て
い
る
。

山
下
は
、
一
九
九
三
年
か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
た
岩
波
書
店
の
新
し
い
『
漱
石
全
集
』
の
校
訂
に
苦
言
を
呈
し
、
自
身
の
監
修
す
る
全
集
の
方
針

を
次
の
よ
う
に
打
ち
出
し
た
。

　

漱
石
愛
読
者
間
に
こ
の
よ
う
な
全
集
本
文
が
普
及
す
る
の
は
由
々
し
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
復
刻
全
集
は
、
こ
の
本
文
に
代
わ

る
べ
く
、当
時
の
「
東
京
版
朝
日
新
聞
の
読
者
に
提
供
さ
れ
た
本
文
」
と
い
う
単
純
明
快
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
本
文
を
提
供
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
で
、
全
集
の
本
文
は
、「
各
機
関
に
現
存
す
る
原
紙
を
詳
細
に
調
査
し
、
最
も
保
存
状
態
の
よ
い
も
の
を
直
接
撮
影
」

し
て
、
い
わ
ゆ
る
影
印
本
が
つ
く
ら
れ
た
。
た
だ
し
、「
●
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
漱
石
作
品
の
う
ち
、『
虞
美
人
草
』
か
ら
『
明
暗
』
ま
で
、

長
編
小
説
の
す
べ
て
と
、い
わ
ゆ
る
小
品
類
を
収
録
し
た
。
著
者
に
よ
る
予
告
な
ど
関
連
資
料
も
も
れ
な
く
収
録
し
た
」
と
い
う
本
全
集
に
、『
満
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韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
。「
長
編
小
説
」
で
も
「
小
品
」
で
も
な
い
と
い
う
判
断
に
よ
る
も
の
だ
。

　

今
回
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
、
閲
覧
に
は
『
朝
日
新
聞
』
の
デ
ジ
タ
ル
版
で
あ

る
「
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
、
全
体
と
し
て
の
一
貫
し
た
筋
よ
り
も
新
聞
掲
載
当
日
の
話

題
性
が
優
先
・
重
視
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
仮
に
『
漱
石
新
聞
小
説
全
集
』
で
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

新
聞
か
ら
漱
石
だ
け
を
切
り
抜
い
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、
他
の
記
事
と
の
相
互
参
照
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
が
抜
け
落
ち
て

し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
『
漱
石
新
聞
小
説
全
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
た
の
で
あ
る
。

２

　
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
42
）
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
の
三
面
に
発

表
さ
れ
、休
載
を
挟
み
な
が
ら
五
十
一
回
で
終
了
し
た
（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
で
は
、十
月
二
十
二
日
か
ら
十
二
月
二
十
九
日
ま
で
）。
表
題
は
「
満

韓
と
こ
ろ
〴
〵
」
も
し
く
は
「
満
韓
と
こ
ろ
〳
〵
」
と
表
記
さ
れ
、
署
名
は
「
漱
石
」。
各
回
は
「（
一
）」
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は

紙
面
同
様
に
総
ル
ビ
で
、
挿
絵
や
カ
ッ
ト
は
な
い
。

　

漱
石
が
本
作
を
執
筆
し
た
経
緯
は
、「
一
」（
10
月
21
日
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
は
、
旧
友
で
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
総
裁
の
是ぜ
こ
う公

（
中

村
是よ
し
こ
と公

）
に
招
待
さ
れ
て
同
年
九
月
に
旧
満
州
・
韓
国
に
出
掛
け
た
。
こ
の
時
の
旅
行
に
取
材
し
、
弥
次
喜
多
味
の
あ
る
紀
行
文
と
し
て
書
か

れ
た
の
が
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
で
あ
る
。「
一
」
に
よ
る
と
、
是
公
に
つ
い
て
は
「
二
十
四
五
年
前
、
神
田
の
小
川
亭
の
前
に
あ
つ
た
怪
し

げ
な
天
麩
羅
へ
連
れ
て
行
つ
て
呉
れ
て
以
来
時
々
連
れ
て
つ
て
遣
ら
う
か
を
余
に
向
つ
て
繰
返
す
癖
が
あ
る
」
と
諧
謔
を
弄
し
た
紹
介
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
漱
石
の
妻
・
鏡
子
の
目
に
は
少
し
違
っ
て
映
っ
て
い
た
。
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元
々
こ
の
満
洲
行
き
に
は
、
中
村
さ
ん
が
た
ゞ
、
ま
だ
見
な
い
土
地
に
御
自
分
の
旧
友
を
連
れ
て
行
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
な
風
物
を
見
せ

て
や
ら
う
と
い
ふ
思
召
し
だ
つ
た
の
で
せ
う
が
、
其
外
に
自
然
当
時
は
人
が
よ
く
知
ら
な
い
満
鉄
の
事
業
や
何
か
の
紹
介
を
や
ら
せ
よ
う

と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
つ
た
も
の
と
見
え
ま
す
。
し
か
し
自
分
で
は
別
に
提
灯
持
ち
を
す
る
気
は
な
か
つ
た
で
あ
り
ま
せ
う
。
（
２
）

　

南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
（
満
鉄
）
の
発
足
は
一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
六
月
。
日
露
戦
争
の
戦
果
と
し
て
得
た
当
地
の
鉄
道
経
営
権
を
基
に

勅
令
を
も
っ
て
成
立
し
た
株
式
会
社
で
あ
る
。
創
設
時
に
は
満
鉄
株
の
人
気
は
高
く
応
募
が
殺
到
し
た
の
だ
が
、
満
州
・
満
鉄
に
対
す
る
一
般

の
評
価
は
概
し
て
低
か
っ
た
。

　

の
ち
に
満
鉄
東
京
支
社
長
に
な
る
入
江
正
太
郎
の
回
想
に
よ
る
と
、
明
治
四
四
年
に
東
京
帝
大
を
卒
業
し
満
鉄
に
入
社
し
た
も
の
の
、

当
時
満
洲
へ
渡
っ
た
り
満
鉄
に
入
社
す
る
こ
と
な
ど
「
余
程
の
変
り
者
」
か
「
突
飛
な
野
望
家
」
の
考
え
る
こ
と
で
、
親
戚
や
友
人
も
「
満

洲
落
」
だ
と
い
っ
て
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
（
入
江
正
太
郎
『
一
枚
の
屋
根
瓦
』）。
入
江
の
入
社
は
漱
石
の
満
洲
旅
行
よ

り
も
二
年
後
の
こ
と
だ
が
、
漱
石
を
驚
か
す
ほ
ど
の
満
洲
の
発
展
ぶ
り
が
次
第
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
の
時
期
で
す
ら
「
満
鉄
」
や
「
満
洲
」

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
危
な
っ
か
し
い
印
象
し
か
与
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
（
３
）

　

右
の
よ
う
な
状
況
ゆ
え
、「
当
時
満
鉄
は
、
そ
の
事
業
内
容
を
内
外
に
広
く
宣
伝
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
。
満
鉄
の
広
報
宣
伝
活
動
は
創
立

当
初
か
ら
活
発
で
、
国
内
企
業
の
そ
れ
の
水
準
を
は
る
か
に
抜
い
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
原
田
勝
正（
４
）は

、「
中
村
総
裁
が
漱
石
を
招
い
た
の
も
、

た
ん
に
友
人
を
招
待
す
る
と
い
う
目
的
で
は
な
く
、
漱
石
の
筆
を
通
じ
て
満
鉄
の
事
業
を
宣
伝
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」

と
鏡
子
の
回
想
を
な
ぞ
る
認
識
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、猪
狩
誠
也
「
広
報
の
誕
生
」（
５
）で

は
、満
鉄
の
広
報
能
力
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
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〔
…
〕
後
藤
〔
新
平
〕
は
〔
満
鉄
総
裁
〕
就
任
後
す
ぐ
〔
19
〕
07
年
４
月
に
調
査
部
を
設
け
、
政
策
に
は
現
状
の
調
査
が
大
事
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
て
い
る
。
こ
れ
が
外
へ
む
け
て
の
情
報
発
信
を
重
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
な
お
、
当
時
の
主
要
な

日
本
企
業
で
、
調
査
部
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
１
８
９
８
年
に
設
置
し
た
三
井
物
産
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

満
鉄
は
、
存
在
す
る
こ
と
が
い
か
に
正
当
か
を
社
内
外
に
知
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
存
在
で
き
な
い
企
業
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
「
調
査
」
や
「
弘
報
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
後
藤
は
情
報
の
大
切
な
こ
と
を
よ
く
認
識

し
て
い
て
、
そ
う
い
う
人
び
と
の
活
躍
す
る
舞
台
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

　

引
用
部
の
後
で
、
漱
石
を
呼
び
寄
せ
た
こ
と
を
「
名
士
招
待
」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
当
時
刊
行
さ
れ
た
鉄
道
旅
行
案
内
も
、
満
鉄
が

力
を
入
れ
た
広
（
弘
）
報
事
業
の
一
つ
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

荒
山
正
彦
「
近
代
日
本
に
お
け
る
旅
行
と
旅
行
案
内
書
」（
６
）に
よ
る
と
、
官
製
の
鉄
道
旅
行
案
内
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
に
発
布
さ
れ

た
鉄
道
国
有
法
の
前
年
に
出
た
『
鉄
道
作
業
局
線
路
案
内　

東
海
道
線
北
陸
線
及
中
央
線
』
が
嚆
矢
で
、
一
九
〇
八
（
明
治
41
）
年
に
鉄
道
院

と
鉄
道
管
理
局
が
設
置
さ
れ
た
後
に
、
鉄
道
院
が
所
管
す
る
鉄
道
線
路
を
案
内
す
る
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
』
や
『
鉄
道
旅
行
案
内
』

が
出
版
さ
れ
、流
行
す
る
。
以
上
が
「
内
地
」
で
あ
る
が
、「
満
洲
に
お
け
る
鉄
道
旅
行
案
内
書
の
出
版
も
、明
治
42
（
１
９
０
９
）
年
か
ら
ス
タ
ー

ト
」
と
「
外
地
」
に
お
い
て
も
時
を
同
じ
く
し
て
出
版
を
開
始
し
、
満
州
・
満
鉄
案
内
の
機
を
逃
さ
な
い
。
爾
来
「
満
洲
の
鉄
道
旅
行
案
内
書
は
、

南
満
洲
鉄
道
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
昭
和
10
（
１
９
３
５
）
年
ま
で
出
版
さ
れ
た
」
と
い
う
。

　

で
は
、
そ
の
『
南
満
州
鉄
道
案
内
』（
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
〇
九
年
十
二
月
）
で
提
案
さ
れ
た
観
光
ル
ー
ト
を
み
て
み
よ
う
。

若
し
夫
れ
沿
道
各
地
の
観
光
を
行
は
ん
か
、
先
づ
大
連
よ
り
旅
順
に
至
り
て
要
塞
激
戦
の
跡
を
偲
び
、
南
山
に
登
り
て
奥
軍
勇
士
の
魂
を

弔
し
、
貔
子
窩
、
複
洲
に
天
日
製
塩
所
事
業
を
見
、
熊
岳
城
及
湯
崗
子
の
温
泉
に
旅
塵
を
洗
ひ
、
千
山
に
攀
ぢ
て
神
斧
鬼
工
の
奇
勝
、
唐
碑
、
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寺
観
の
古
雅
を
探
り
、
営
口
に
商
業
及
交
通
運
輸
の
状
勢
、
遼
河
流
域
の
南
満
洲
に
貢
献
す
る
利
便
を
察
し
、
遼
陽
奉
天
に
古
来
治
乱
興

亡
の
跡
を
鑑
み
、
撫
順
支
線
に
入
り
て
は
豊
富
な
る
炭
層
、
明
の
撫
順
城
址
を
訪
ね
、
安
奉
支
線
に
至
り
て
は
〔
…
〕

　

巻
頭
に
は
「
南
満
州
鉄
道
線
路
図
」
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
地
名
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
満
州
は
、
日
露
戦
争
の
ポ
ー
ツ
マ
ス

条
約
（
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
調
印
）
に
よ
っ
て
得
た
新
た
な
領
土
で
あ
っ
た
。
荒
山
が
、「
満
洲
の
旅
行
案
内
書
に
は
、〔
…
〕
い
わ
ゆ
る
「
戦

跡
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
記
述
や
図
版
が
少
な
く
な
い
」
（
７
）

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
観
光
と
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
戦

争
遺
跡
や
勝
ち
得
た
名
勝
、ま
た
帝
国
の
新
興
ぶ
り
を
目
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、戦
争
の
成
果
を
見
て
周
る
コ
ー
ス
が
自
ず
と
出
来
上
が
る
。

そ
の
コ
ー
ス
が
鉄
路
を
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

地
名
に
注
意
し
て
見
れ
ば
、
漱
石
の
旅
行
が
右
に
提
案
さ
れ
た
コ
ー
ス
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
は
ず
だ
。
小
宮
豊
隆（
８
）に

よ
れ
ば
、

こ
の
コ
ー
ス
は
新
し
い
帝
国
の
姿
を
伝
え
る
の
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
満
鉄
が
漱
石
に
期
待
し
た
役
割
も
自
ず
と
理
解
さ
れ
る
。

〔
…
〕
実
際
漱
石
は
満
洲
で
見
る
べ
き
も
の
を
し
つ
か
り
見
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
大
連
の
市
街
、旅
順
の
新
市
街
、二
百
三
高
地
、

熊
岳
城
、
熊
岳
城
か
ら
梨
畑
を
見
に
行
く
途
中
、
梨
畑
の
主
人
の
家
、
熊
岳
城
か
ら
営
口
へ
行
く
途
中
、
汽
車
か
ら
降
り
て
湯
崗
子
の
宿

屋
へ
行
く
途
中
、
奉
天
の
北
稜
な
ど
の
描
写
を
見
て
も
、
そ
れ
が
分
か
る
。

　

後
に
記
さ
れ
た
、
小
宮
の
「
殊
に
満
洲
も
朝
鮮
も
日
本
の
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
つ
た
今
日
、
そ
れ
は
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
な
つ
た
筈
だ

か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
述
懐
に
は
共
感
し
難
い
が
、
漱
石
が
暗
に
背
負
わ
さ
れ
た
戦
争
成
果
の
報
道
と
い
う
役
割
と
期
待
と
が
察
せ
ら
れ
る
一

文
で
あ
る
。
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新
聞
に
お
け
る
満
州
に
関
す
る
積
極
的
な
報
道
は
日
露
戦
争
の
勃
発
と
共
に
始
ま
っ
た
。
特
に
従
軍
に
よ
る
戦
況
報
道
で
は
、
各
新
聞
社
が

特
配
員
を
派
遣
し
て
し
の
ぎ
を
削
り
あ
う
。
ま
た
、
戦
争
が
終
結
し
た
後
は
、
満
州
を
領
土
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
、

一
九
〇
八
（
明
治
41
）
年
十
二
月
二
十
日
の
紙
面
改
革
に
よ
り
、
二
面
に
内
外
電
報
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
後
満
州
に
関
す
る
報
道
の

多
く
は
こ
の
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
漱
石
の
紀
行
文
が
掲
載
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
新
聞
読
者
は
こ
れ
ら
の
満
州
報
道
記
事
に
既
に
触
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

日
露
戦
争
報
道
の
特
配
員
に
つ
い
て
『
朝
日
新
聞
社
史
』（
９
）で

は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

〔
…
〕
陸
軍
で
は
従
軍
記
者
を
一
軍
一
社
一
人
に
制
限
し
た
。
そ
こ
で
大
新
聞
は
、
い
ず
れ
も
懇
意
な
地
方
新
聞
に
た
の
ん
で
、
そ
の
名
を

借
り
て
出
願
す
る
方
法
を
と
り
、
こ
れ
は
当
局
も
黙
認
の
か
た
ち
と
な
っ
た
。
正
式
に
許
可
を
う
け
た
第
一
陣
と
し
て
、
大
朝
〔
大
阪
朝

日
新
聞
〕
か
ら
鳥
居
素
川
と
小
林
竜
洲
（
万
吉
）
が
第
一
軍
付
と
し
て
〔
明
治
三
十
七
年
〕
三
月
に
出
発
、
素
川
は
五
月
半
ば
に
帰
社
し

た
が
、
東
朝
〔
東
京
朝
日
新
聞
〕
の
小
西
南
海
（
和
）
が
そ
の
交
代
と
し
て
以
後
第
一
軍
に
つ
い
た
。

　

第
二
軍
、
第
三
軍
へ
の
従
軍
許
可
は
さ
ら
に
お
く
れ
、
七
月
下
旬
に
な
っ
て
上
野
靺
鞨
、
弓
削
田
秋
江
（
清
一
）、（
い
ず
れ
も
東
朝
）

が
第
二
軍
に
、
半
井
桃
水
（
東
朝
）、
大
村
琴
花
（
大
朝
）
が
第
三
軍
へ
と
同
時
に
出
発
、〔
…
〕
こ
れ
ら
の
特
派
員
が
配
置
に
つ
く
ま
で

の
戦
地
か
ら
の
報
道
は
、
戦
前
に
現
地
に
い
た
嘱
託
通
信
員
や
軍
関
係
者
に
依
頼
し
た
。

　

陸
上
戦
況
の
公
報
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、
第
一
軍
が
鴨
緑
江
を
渡
河
し
た
三
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
で
あ
る
。

　

有
事
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
活
性
化
し
た
戦
局
報
道
は
、
文
学
者
と
し
て
は
既
に
日
清
戦
争
に
お
け
る
国
木
田
独
歩
の
『
愛
弟
通
信
』
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（『
国
民
新
聞
』
一
八
九
四
か
ら
九
五
年
ま
で
掲
載
）
が
あ
り
、
日
露
戦
争
に
お
い
て
も
新
聞
や
雑
誌
を
に
ぎ
わ
し
た
。
岡
本
綺
堂
（『
東
京
日
日

新
聞
』）、
国
木
田
独
歩
（『
戦
時
画
報
』）、
黒
岩
涙
香
（『
萬
朝
報
』）、
田
山
花
袋
（
博
文
館
写
真
班
）、
徳
富
蘇
峰
（『
国
民
新
聞
』）
ら
が
各
紙

誌
に
筆
を
揮
い
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
が
派
遣
し
た
従
軍
記
者
の
中
に
は
半
井
桃
水
が
い
た
。

　

桃
水
の
従
軍
し
た
陸
軍
の
第
三
軍
は
一
九
〇
四
（
明
治
37
）
年
五
月
に
編
成
さ
れ
、
指
揮
を
し
た
の
は
大
将
・
乃
木
希
典
で
あ
る
。
第
三
軍

は
同
年
八
月
・
十
月
・
十
一
月
の
三
回
に
わ
た
っ
て
旅
順
総
攻
撃
を
行
い
、
日
露
戦
争
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
え
る
激
戦
を
制
し
て
十
二
月
五

日
に
二
〇
三
高
地
を
占
領
し
た
。
桃
水
の
記
事
は
こ
れ
ら
の
模
様
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。）
（1
（

　

旅
順
の
戦
い
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
語
り
継
が
れ
た
要
因
は
、
当
地
で
の
戦
死
者
の
内
に
乃
木
の
長
男
・
勝
典
、
次
男
・
保
典
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
一
九
〇
四
（
明
治
37
）
年
十
二
月
十
六
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
「
旅
順
戦
で
二
児
を
失
っ
た
乃
木
希
典
」
で
も
、「
乃

木
大
将
は
旅
順
を
得
ん
が
た
め
に
既
に
そ
の
一
家
を
犠
牲
に
供
し
た
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
桃
水
も
ま
た
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
。
同
月
二

十
日
の
「
二
百
三
高
地
を
観
る
（
続
き
）」
に
は
「
〇
〇
司
令
部
」
の
「
吉
田
〔
清
一
か
〕
将
軍
」
の
言
葉
と
し
て
書
か
れ
た
。

〔
…
〕
乃
木
大
将
は
、
曩
に
南
山
の
役
、
長
子
勝
典
氏
を
失
は
れ
た
、
当
時
将
軍
は
夫
人
の
許
に
父
子
三
人
戦
死
し
盡
し
た
後
、
共
に
葬
儀

を
営
め
と
、
申
送
ら
れ
た
、
悲
壮
雄
烈
、
為
に
国
民
は
激
励
せ
ら
れ
、
将
軍
あ
り
、
軍
国
の
事
ま
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
と
、
信
念
を
増
し

た
と
同
時
に
、
将
軍
父
子
の
健
全
を
祈
る
一
層
切
な
る
も
の
を
加
へ
た
、
然
る
に
二
百
三
の
激
戦
、
友
安
将
軍
の
副
官
と
し
て
、
勇
猛
に

働
い
た
乃
木
少
尉
は
戦
死
さ
れ
た
、
即
ち
将
軍
の
次
子
保
典
氏
で
あ
る
、
南
山
の
役
に
長
子
を
失
ひ
、
今
ま
た
二
百
三
に
於
て
、
次
子
を

失
は
れ
た
将
軍
其
心
事
を
想お
も
ひ
や
つ像て

は
、
誰
か
流
涕
せ
ぬ
者
が
あ
ら
う
而
も

4

4

〔
不
読
〕
家
の
存
亡
に
属
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

、
責
任
を
負
ふ
た
乃
木
将
軍
眼

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

中
子
な
く
自
身
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
次
子
の
訃
に
接
し
た
大
将
は
一
点
悲
哀
の
状
な
く
し
て
、
東
西
に
奔
走
し
、
指
揮
督
励
せ
ら
れ
た
が
、
部
下
多

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

数
の
死
傷
を
語
る
や
、
忽
ち
潜
然
と
し
て
涙
下
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
我0

〔
不
読
〕
如
何
な
る
言
葉
を
以
て
し
て
も
、
将
軍
に
対
す
る
感
謝
の
意
を
、
言
顕

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
す
事
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



― 77 ―

　

乃
木
に
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
と
犠
牲
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
で
占
領
が
可
能
と
な
っ
た
二
〇
三
高
地
で
あ
る
。
激
戦
に
よ
っ
て
、
二
〇
三
高
地

は
単
に
戦
略
上
に
必
要
な
場
所
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
記
念
碑
に
な
り
う
る
場
所
と
な
っ
た
。
桃
水
は
十
九
日
「
二
百
三
高
地
を
観
る
」
の

冒
頭
で
ま
ず
そ
の
点
に
言
及
し
た
。

松
村
〔
務
本
か
〕
将
軍
は
二
百
三
高
地
に
鉄
血
山
の
名

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
命
じ
た
、
実
に
無
数
の
鉄
と
血
に
て
購
ひ
得
た
り
と
語
ら
れ
た
、
去
九
月
十
九

4

4

4

4

4

日
よ
り
四
日
間
、
先
月
廿
六
日
来
十
日
間
に
濺
ぎ
か
け
た
鉄
幾
何
、
血
幾
何
、
鉄
血
の
名
は
誠
に
能
く
当
嵌
ま
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
今
後
世
界
の
戦
史
に

一
大
異
彩
を
放
つ
べ
き
此
山
、日
本
敵
国
人
民
が
末
代
ま
で
も
決
し
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
二
百
三
高
地
、其
山
が
我
占
領
に
帰
す
る
や
否
や
、

一
日
も
早
く
登
攀
し
て
忠
勇
義
烈
な
る
戦
死
者
の
英
霊
を
弔
は
ん
と
は
我
等
が
予
て
の
希
望
で
あ
つ
た
、

　
「
松
村
将
軍
」
か
ら
「
鉄
血
山
」
を
拝
命
し
た
二
〇
三
高
地
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
「
爾２

０

３
霊
山
」
の
名
が
一
般
化
し
た
。
命
名
し
た
の
は
乃

木
希
典
。
乃
木
が
十
二
月
十
日
の
日
記
に
書
き
つ
け
た
と
い
う
七
言
絶
句
「
爾
霊
山
」
が
も
と
と
な
っ
た
。
こ
の
漢
詩
で
「
鉄
血
」
は
、
転
句

に
「
鉄
血
覆
山
山
形
改
」
と
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
日
露
戦
争
が
終
わ
る
と
旅
順
で
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
三
月
に
乃
木
と
東
郷
平
八

郎
の
陸
海
軍
両
大
将
が
発
起
人
と
な
り
、白
玉
山
に
表
忠
塔
が
建
立
（
一
九
〇
七
年
完
成
）
さ
れ
、二
〇
三
高
地
に
も
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
（
一

九
一
三
年
完
成
）。
当
時
の
絵
は
が
き
に
は
、
忠
魂
塔
や
、
記
念
碑
の
写
真
と
共
に
乃
木
の
「
爾
霊
山
」
が
刷
り
込
ま
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
漱
石
に
戻
る
こ
と
と
す
る
。
戦
争
の
記
憶
が
生
々
し
い
旅
順
の
地
が『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』で
描
か
れ
る
の
は
、「
二
十
二
」

か
ら
「
二
十
五
」
ま
で
の
四
回
で
あ
る
。「
二
十
三
」（
11
月
23
日
）
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

　

旅
順
に
着
い
た
時
汽
車
の
窓
か
ら
首
を
出
し
た
ら
、
つ
い
鼻
の
先
の
山
に
、
円
柱
の
様
な
高
い
塔
が
見
え
た
。
そ
れ
が
餘
り
高
過
ぎ
る

の
で
、
肩
か
ら
先
を
前
の
方
へ
突
き
出
し
て
、
窮
屈
に
仰
向
か
な
く
て
は
頂て
つ
ぺ
ん点
迄
見
上
げ
る
訳
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
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後
段
で
「
こ
れ
が
白
玉
山
で
、
あ
の
上
の
高
い
塔
が
戦
勝
記
念
碑
だ
と
説
明
」
し
て
も
ら
っ
て
漸
く
明
か
さ
れ
る
の
だ
が
、
新
聞
の
読
者
に

は
「
円
柱
の
様
な
高
い
塔
」
と
い
わ
れ
た
だ
け
で
も
う
正
体
は
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
漱
石
が
旅
行
し
て
い
た
九
月）
（（
（

な
ら
ば
ま
だ
し
も
、『
満

韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
が
連
載
さ
れ
て
い
た
こ
の
時
期
、
旅
順
に
は
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
。
特
に
白
玉
山
の
表
忠
塔
は
そ
の
中
心
で
あ
る
。
二

年
が
か
り
で
完
成
し
た
表
忠
塔
の
竣
工
式
が
十
月
に
行
わ
れ
、
来
た
る
十
一
月
二
十
八
日
に
は
弔
魂
祭
に
合
わ
せ
て
除
幕
式
が
催
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

一
九
〇
九
（
明
治
42
）
年
七
月
以
降
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
か
ら
、
表
忠
塔
に
関
す
る
記
事
を
拾
っ
て
み
る
。

・
七
月
二
十
一
日
「
旅
順
表
忠
塔
工
事
」（
朝
刊
三
面
）

・
八
月
十
一
日
「
白
玉
山
彰
〔
マ
マ
〕忠

塔
進
捗
」（
朝
刊
二
面
）

・
八
月
十
二
日
「
白
玉
山
彰
〔
マ
マ
〕忠

塔
進
捗
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
月
七
日
「
表
忠
塔
竣
工
式
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
月
十
日
「
旅
順
の
表
忠
塔
」（
朝
刊
四
面
）

・
十
月
二
十
六
日
「
伏
見
宮
旅
順
行
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
一
月
十
二
日
「
両
宮
御
渡
満
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
一
月
二
十
三
日
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
（
二
十
三
）」（
朝
刊
三
面
）

・
十
一
月
二
十
五
日
「
東
郷
大
将
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
一
月
二
十
八
日
「
旅
順
の
表
忠
塔
」（
朝
刊
二
面
）

・
十
一
月
二
十
八
日
「
乃
木
大
将
の
感
想
」、「
旅
順
の
表
忠
塔
」）
（1
（

※
写
真
（
朝
刊
三
面
）

・
十
一
月
二
十
八
日
「
嗚
呼
忠
魂
碑　

島
村
中
将
談
」（
朝
刊
六
面
）

・
十
一
月
三
十
日
「
弔
魂
祭
」、「
表
忠
塔
除
幕
式
」、「
乃
木
大
将
夫
人
」、「
旅
順
の
大
宴
会
」（
朝
刊
二
面
）
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・
十
二
月
十
三
日
「
旅
順
四
日
」（
朝
刊
八
面
）

　

網
掛
け
に
し
た
の
が
、先
に
引
用
し
た
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
で
あ
る
。
皇
族
か
ら
平
民
ま
で
が
表
忠
塔
の
方
を
向
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、

一
人
「
余
」
だ
け
は
「
高
い
塔
」
を
み
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
。「
一
」（
10
月
21
日
）
に
み
た
諧
謔
が
こ
こ
に
も
発
揮
さ
れ
、「
余
」
の
無
知
を
印

象
付
け
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
方
や
半
井
桃
水
は
、同
じ
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
旅
順
方
面
戦
死
者
の
亡
魂
」）
（1
（

と
題
し
て
、冥
界
の
言
葉
を
も
っ

て
表
忠
塔
建
設
の
主
意
を
穿
ち
、「
畢
竟
空
前
の
犠
牲
を
払
ひ
、非
常
の
難
戦
苦
闘
を
経
て
敵
の
手
か
ら〔
不も

ぎ読
〕取と

つ
た
旅
順
口
で
あ
る
事
を
子
々

孫
々
迄
伝
へ
〳
〵
て
、一
種
不
言
の
訓
戒
を
与
へ
た
い
と
の
真
意
も
あ
ら
う
」と
説
い
て
い
る
。
戦
争
を
見
て
来
た
桃
水
か
ら
す
れ
ば「
子
々
孫
々

迄
」
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
旅
順
の
犠
牲
を
、
も
う
既
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
不
心
得
者
の
「
余
」
は
祟
ら
れ
か
ね
な
い
。

　
「
二
十
四
」（
11
月
30
日
）
で
は
二
〇
三
高
地
と
鶏
冠
山
に
触
れ
る
が
、
悪
路
と
馬
車
の
話
題
に
終
始
し
て
、「
二
百
三
高
地
へ
行
く
途
中
な
ど

で
は
、
と
う
〳
〵
此
火
打
石
に
降
参
し
て
、
馬
車
か
ら
下
り
て
仕
舞
つ
た
。
さ
う
し
て
痛
い
腹
を
抱
え
な
が
ら
、
膏あ
ぶ
ら
あ
せ油に

な
つ
て
歩
い
た
位
で

あ
る
」
と
書
く
。
二
〇
三
高
地
を
め
ぐ
る
攻
防
を
矮
小
化
し
て
な
ぞ
り
、腹
痛
を
抱
え
た
「
余
」
の
行
軍
0

0

こ
そ
描
か
れ
る
も
の
の
、戦
場
へ
の
〝
兵

ど
も
が
夢
の
跡
〟
式
の
感
想
は
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
ト
ボ
ケ
て
い
る
。
し
か
し
、
旅
順
で
は
表
忠
塔
が
お
披
露
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（「
二
十
四
」）
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
面
か
ら
目
を
転
じ
て
、
見
開
き
の
右
に
あ
た
る
二
面
の
「
満
洲
特
電
」
を
見

れ
ば
、
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
白
玉
山
で
の
弔
魂
祭
の
様
子
が
三
段
に
渡
っ
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

伏
見
宮
殿
下
御
親
筆
の
『
表
忠
塔
』
の
金
文
字
燦
と
し
て
表
は
れ
一
同
之
に
敬
礼
す　
（「
表
忠
塔
除
幕
式
」）

乃
木
東
郷
両
大
将
は
〔
…
〕
有
繁
に
感
慨
に
堪
へ
ず
時
折
頭
を
垂
れ
て
沈
思
し
居
た
り
各
遺
族
は
何
れ
も
〔
…
〕
戦
死
者
の
偉
烈
を
忍
び

兼
ね
て
は
今
日
の
盛
典
に
参
列
し
た
る
を
名
誉
と
し
悲
喜
交
々
至
る
の
有
様
〔
…
〕
遺
族
総
代
と
云
ふ
べ
き
乃
木
大
将
夫
人
の
身
の
上
を

思
ひ
て
は
参
列
者
何
れ
も
同
情
の
涙
を
灌
ぎ
旅
順
の
秋
の
哀
は
今
日
一
入
深
く
覚
え
た
り　
（
同
）
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三
面
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
厳
か
で
、
日
露
戦
争
以
来
の
激
情
的
な
語
が
並
ぶ
。
第
一
に
、
敬
礼
す
る
軍
人
と
、「
窮
屈
に
仰
向
」
い
た
「
余
」

と
で
は
、
塔
を
見
る
姿
勢
が
違
う
。
極
め
つ
け
は
乃
木
夫
人
の
談
話
で
あ
る
。

夫
人
は
久
し
く
心
に
懸
り
し
旅
順
を
見
二
百
三
高
地
に
も
登
り
た
れ
ば
最
早
心
に
懸
る
こ
と
な
し
と
語
れ
り　
（「
乃
木
大
将
夫
人
」）

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
二
〇
三
高
地
登
頂
の
感
想
は
、
同
じ
場
所
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
違

い
が
あ
る
。
約
八
万
四
千
人
に
上
る
戦
死
者）
（1
（

の
遺
族
を
代
表
し
た
乃
木
夫
人
に
対
し
て
、
ご
ろ
た
石
に
悩
ま
さ
れ
た
と
書
く
「
余
」
の
道
化
振

り
は
異
様
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
生
じ
さ
せ
る
。

　

戦
争
遺
跡
ら
し
い
話
は
よ
う
や
く
「
二
十
五
」（
12
月
1
日
）
に
出
て
く
る
が
、
派
手
な
白
兵
戦
で
は
な
く
、
作
戦
的
に
は
重
要
か
も
し
れ
な

い
が
地
味
な
坑
道
堀
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
記
さ
れ
た
感
想
は〝
軍
人
は
勇
ま
し
い
〟と
い
っ
た
よ
う
な
期
待
さ
れ
た
文
言
は
ま
た
し
て
も
な
く
、

「
軍
人
の
根
気
の
好
い
の
に
悉
く
敬
服
し
た
」
と
い
う
的
外
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

４

　

先
に
も
開
い
た
『
南
満
州
鉄
道
案
内
』
の
奥
付
を
見
る
と
、
一
九
〇
九
（
明
治
42
）
年
十
二
月
二
十
二
日
に
印
刷
と
あ
る
。
こ
の
案
内
に
は
、

二
〇
三
高
地
（
乃
木
の
「
爾
霊
山
」
も
添
え
ら
れ
て
い
る
）
は
も
ち
ろ
ん
、
先
ご
ろ
お
披
露
目
さ
れ
た
ば
か
り
の
表
忠
塔
も
載
っ
て
い
る
。

駅
の
背
後
海
抜
三
百
余
尺
の
白
玉
山
頭
に
建
設
せ
ら
る
、
四
十
年
起
工
し
四
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日　

伏
見
宮
殿
下
の
台
臨
を
仰
ぎ
盛

大
な
る
竣
功
式
を
行
へ
り
、
総
長
二
百
十
八
尺
嶄
然
と
し
て
天
に
冲
す
忠
勇
な
る
我
海
陸
軍
陣
歿
者
の
名
誉
は
炳
と
し
て
日
月
と
共
に
輝
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か
ん

　

挿
入
さ
れ
た
写
真
は
「
工
事
中
の
白
玉
山
表
忠
塔
」
で
、
他
と
く
ら
べ
る
と
紹
介
文
も
短
く）
（1
（

、
実
際
の
竣
工
式
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る）
（1
（

。
こ
の
年
完
成
し
た
ば
か
り
の
表
忠
塔
は
、
記
憶
に
新
し
い
激
戦
地
・
旅
順
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
建
て
ら
れ
、「
内
地
」
の
新

聞
以
外
で
も
地
誌
や
旅
行
案
内
等
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
満
鉄
と
し
て
は
、
観
光
資
源
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
な
い
手
は
な
く
、
漱
石
を
案

内
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
、
旅
順
で
宿
泊
し
た
満
鉄
経
営
の
大
和
ホ
テ
ル
を
、「
ホ
テ
ル
の
中
に
は
一
人
も
客
が
ゐ
な
い
様
に
見
え
る
。

ホ
テ
ル
の
外
に
も
一
切
人
が
住
ん
で
ゐ
る
様
に
は
思
は
れ
な
い
」（
二
十
二
）
と
書
く
よ
う
な
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
描
写
が
、
満
鉄
の
期

待
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
表
忠
塔
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、『
南
満
州
鉄
道
案
内
』
に
お
け
る
紹
介
文

と
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
記
述
と
で
は
、
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

ど
う
や
ら
先
に
引
用
し
た
、「
満
鉄
の
事
業
や
何
か
の
紹
介
を
や
ら
せ
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
つ
た
も
の
と
見
え
ま
す
。
し
か
し
自
分
で
は

別
に
提
灯
持
ち
を
す
る
気
は
な
か
つ
た
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
い
う
鏡
子
の
観
察
は
当
を
得
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
満

鉄
の
向
こ
う
に
は
、
乃
木
・
表
忠
塔
を
め
ぐ
る
言
説
が
見
え
て
き
た
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
、
桃
水
と
漱
石
と
で
は
満
州
に
対
す
る
姿
勢
は

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
異
な
り
、掲
載
時
に
お
い
て
は
式
典
な
ん
ぞ
素
知
ら
ぬ
風
を
つ
ら
ぬ
い
た
。
滑
稽
に
描
か
れ
た
「
余
」
の
引
き
立
て
役
は
、

同
じ
メ
デ
ィ
ア
で
脚
光
を
浴
び
た
日
露
戦
争
と
軍
人
の
像
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
と
を
見
比
べ
た
。
こ
れ
ま
で
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
、
単
行
本
『
四
篇
』
や
全

集
を
も
と
に
言
及
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
同
時
代
の
新
聞
記
事
へ
の
注
意
は
あ
ま
り
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
円
柱
の
様
な
高
い
塔
」・「
戦
勝

記
念
碑
」）
（1
（

（
二
十
三
）
や
「
二
百
三
高
地
」（
二
十
四
）
へ
の
言
及
や
註
釈）

（1
（

を
み
て
も
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
表
忠
塔
の
記
事
が
紙
面
に
並

ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
今
回
は
各
章
を
独
立
し
た
も
の
と
み
た
た
め
旅
順
へ
の
指
摘
の
み
に
留
ま
る
が
、
新
聞
記
事

に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
他
の
記
事
と
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を
相
互
に
参
照
す
る
読
者
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
作
中
の
「
余
」
に
諧
謔
的
な
ポ
ー
ズ
を
と
ら
せ
る
漱
石
は
し
か
し
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』

を
異
色
の
旅
順
紀
行
と
し
て
書
き
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

凡
例

・『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
章
番
号
に
付
し
た
丸
括
弧
内
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
掲
載
日
を
示
す
。
ま
た
、
引
用
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
依
っ
た
。

・
和
暦
を
併
記
す
る
際
に
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
た
。

・
引
用
部
中
の
漢
字
は
基
本
的
に
常
用
字
体
に
改
め
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
ル
ビ
は
、
難
読
と
思
わ
れ
る
も
の
を
除
き
外
し
た
。

傍
点
は
残
し
た
。

・
引
用
部
中
の
〔　

〕
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、〔
…
〕
は
省
略
を
、「
／
」
は
改
行
を
示
す
。

註（
１
）
ゆ
ま
に
書
房
Ｈ
Ｐ
（http://w
w
w
.yum

ani.co.jp/np/isbn/4897147409

）
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
九
日
閲
覧

（
２
）
夏
目
鏡
子
「
満
韓
旅
行
」（『
漱
石
の
思
ひ
出
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
十
月
）

（
３
）
加
藤
聖
文
「
国
策
会
社
満
鉄
の
誕
生
」（『
満
鉄
全
史
』
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）

（
４
）
原
田
勝
正
「
満
鉄
誕
生
」（『
満
鉄
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
十
二
月
）

（
５
）『
日
本
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
百
年
』
同
友
社
、
二
〇
一
一
年
三
月

（
６
）「
外
地
・
植
民
地
の
鉄
道
旅
行
案
内
書
」（『
近
代
日
本
の
旅
行
案
内
図
録
』
創
元
社
、
二
〇
一
八
年
五
月
）

（
７
）「
外
地
・
植
民
地
の
鉄
道
旅
行
案
内
書
」（『
近
代
日
本
の
旅
行
案
内
図
録
』
前
掲
）

（
８
）
小
宮
豊
隆
「
解
説
」（『
漱
石
全
集
』
十
六
、
縮
刷
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
十
二
月
）

（
９
）「
日
露
戦
争
で
特
派
員
の
活
躍
」（『
朝
日
新
聞
社
史
』
明
治
篇
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
七
月
）

（
10
）
た
だ
し
、
井
上
佑
子
が
「
日
露
戦
争
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」（『
日
露
戦
争
と
写
真
報
道
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
七
月
）
で
桃
水
を
引
用
し

な
が
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
戦
局
が
不
利
で
あ
っ
た
第
三
軍
で
は
取
締
り
が
厳
し
」
か
っ
た
。
要
塞
戦
の
報
道
は
禁
じ
ら
れ
、
検
閲
が
厳
し
く
、
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軍
隊
や
将
校
の
名
を
明
記
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

（
11
）
漱
石
の
日
記
「
日
記
五
」
明
治
四
二
年
九
月
十
日
（『
漱
石
全
集
』
二
十
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月
）
で
は
、「
新
市
街
は
廃
墟
の
感
あ
り
。

宿
の
前
に
て
虫
し
き
り
に
鳴
く
。
港
は
暗
緑
に
て
鏡
の
如
し
。
古
戦
場
の
山
を
望
む
。
岡
の
上
に
半
工
事
の
家
処
々
に
立
つ
。
草
が
立
派
に
切
り

開
い
た
道
のpavem

ent

の
上
に
立
つ
。
森
閑
た
り
。
／
旅
順
の
記
念
碑
を
汽
車
中
よ
り
望
む
。
二
百
何
尺
の
高
さ
な
り
。
此
二
十
三
日
東
郷
大

将
来
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）「
二
〇
三
高
地
絶
頂
戦
跡
記
念
標
」、「
旅
順
の
納
骨
祠
（
白
玉
神
社
）」
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）「
我
々
旅
順
の
戦
死
者
が
、〔
…
〕
我
々
ば
か
り
立
派
な
忠
魂
碑
の
下
に
、
祭
つ
て
貰
ひ
た
い
と
も
思
は
ぬ
、
乃
木
東
郷
の
両
閣
下
も
、
強
ち
其
部

下
の
為
め
壮
大
の
碑
を
建
て
忠
魂
義
胆
を
弔
は
う
と
願
は
る
ゝ
の
み
で
は
あ
る
ま
い
、
畢
竟
空
前
の
犠
牲
を
払
ひ
、
非
常
の
難
戦
苦
闘
を
経
て
敵

の
手
か
ら
〔
不
読
〕
取
つ
た
旅
順
口
で
あ
る
事
を
子
々
孫
々
迄
伝
へ
〳
〵
て
、
一
種
不
言
の
訓
戒
を
与
へ
た
い
と
の
真
意
も
あ
ら
う
」（『
東
京
朝

日
新
聞
』
一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
十
二
月
三
日
朝
刊
八
面
）

（
14
）『
国
史
大
辞
典
』（
十
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
九
月
）

（
15
）
例
え
ば
表
忠
塔
の
次
に
紹
介
さ
れ
た
「
露
国
軍
人
忠
魂
碑
」
で
は
、「
明
治
四
十
一
年
六
月
十
日
之
が
除
幕
式
を
行
へ
り
、
我
皇
特
に
乃
木
大
将

を
派
し
て
之
に
参
せ
し
め
露
帝
亦
深
く
日
本
の
義
挙
に
感
じ
ゲ
ル
ン
グ
ロ
ス
中
将
を
特
派
し
て
式
典
に
参
列
せ
し
め
、「
ス
ラ
ヴ
」
の
毅
魂
は
今
や

晏
然
と
し
て
此
に
千
秋
の
眠
に
就
け
り
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
16
）
一
九
二
六
年
版
の
『
南
満
州
鉄
道
案
内
』
で
は
、
割
か
れ
た
紙
幅
も
増
え
、
表
忠
塔
の
除
幕
式
の
模
様
も
、「
四
十
二
年
十
一
月
竣
工
式
を
挙
行

し
其
式
日
い
は
伏
見
宮
殿
下
を
始
め
奉
り
東
郷
乃
木
両
大
将
の
臨
場
を
請
ひ
旅
順
あ
つ
て
以
来
殆
ん
ど
空
前
な
る
儀
式
を
挙
げ
た
り
」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
。

（
17
）『
四
篇
』（
春
陽
堂
、一
九
一
〇
年
五
月
）
収
録
時
に
「
戦
勝
記
念
碑
」
か
ら
「
表
忠
塔
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
。『
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
』（
春
陽
堂
、

一
九
一
五
年
八
月
）
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
18
）『
漱
石
全
集
』（
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
七
月
）、『
漱
石
文
学
全
集
』（
十
、
集
英
社
、
一
九
七
三
年
四
月
）、『
夏
目
漱
石
全
集
』（
七
、
角

川
書
店
、
一
九
七
四
年
七
月
）、『
漱
石
全
集
』（
十
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
十
二
月
）、
原
武
哲
「
夏
目
漱
石
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
」
新
注
解
」

（『
叙
説
』
花
書
院
、
二
〇
〇
六
年
一
月
号
）、『
漱
石
紀
行
文
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
七
月
）、『
定
本　

漱
石
全
集
』（
十
二
、
岩
波
書
店
、
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二
〇
一
七
年
九
月
）、劉
静
華
「
漱
石
が
見
た
日
露
戦
跡
を
訪
ね
て
」（『K

um
am
oto　

総
合
文
化
雑
誌
』
熊
本
文
化
振
興
会
、二
〇
一
九
年
三
月
号
）、

劉
静
華
「
旅
順
体
験
に
お
け
る
漱
石
の
戦
勝
意
識
考
」（
西
槇
偉
・
坂
元
昌
樹
編
『
夏
目
漱
石
の
見
た
中
国
』
集
広
舎
、
二
〇
一
九
年
三
月
）、
原

武
哲
『
夏
目
漱
石
の
中
国
紀
行
』（
鳥
影
社
、
二
〇
二
〇
年
十
月
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
右
の
内
、
原
武
哲
「
夏
目
漱
石
「
満
韓
と
こ
ろ
〴
〵
」
新

注
解
」（
原
武
哲
）
と
『
漱
石
紀
行
文
集
』（
藤
井
淑
禎
）
が
表
忠
塔
の
竣
工
式
に
触
れ
て
い
る
。
な
お
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
『
漱
石
文
学

全
注
釈
』（
若
草
書
房
）
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。


