
　
　
　

は
じ
め
に

　

戦
後
日
本
の
東
洋
史
学
研
究
が
、
帝
国
日
本
の
朝
鮮
・
満
洲
・
中
国
な
ど
へ
の

勢
力
拡
大
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
贅
言
を
要
す
ま

い
。
そ
れ
だ
け
に
戦
後
の
日
本
で
、
そ
れ
ら
研
究
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
研
究
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
検
証
す
る
作
業
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
観
点
か
ら
、
先
学
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
も
戦
前
日
本
の
東
洋
史
学
へ
の
批
判

的
検
証
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
（
旗
田
［
一
九
六
六
］、
五
井
［
一
九
七
六
］

な
ど
）。
こ
う
し
た
作
業
は
斯
界
の
向
後
の
あ
り
方
を
考
究
す
る
上
で
も
、
今
後

も
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
作
業
を
行
う
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
戦
前
日
本
の
研
究

者
た
ち
が
、
当
該
期
、
ど
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
っ
て
き

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
も

東
洋
史
学
者
た
ち
の
史
料
調
査
・
遺
跡
踏
査
の
一
端
な
ど
が
解
明
さ
れ
て
き
た（
旗

田
［
一
九
六
六
］、
中
見
［
一
九
九
二
・
二
〇
〇
六
］、
酒
寄
［
二
〇
〇
一
・

二
〇
〇
七
］、
塚
瀬
［
二
〇
一
一
］
な
ど
）。
筆
者
も
こ
う
し
た
先
人
の
優
れ
た
研

究
の
驥
尾
に
付
し
て
、
こ
れ
ま
で
戦
前
・
戦
後
の
日
本
の
朝
鮮
史
学
・
満
鮮
史
学

⑴

の
実
態
に
つ
い
て
考
究
し
て
き
た
（
井
上
［
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
三
］）。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
国
立
公
文
書
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
（
以
下
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
に
残
さ
れ
て
い
る
文
書
な
ど
を

手
が
か
り
と
し
て
東
京
帝
国
大
学
の
白
鳥
庫
吉
や
京
都
帝
国
大
学
の
羽
田
亨
ら
の

満
洲
踏
査
と
そ
の
研
究
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
井
上

［
二
〇
一
七
・
二
〇
一
八
］）
が
、
そ
の
過
程
で
、『
満
鮮
史
研
究
』（
上
世
編
二
冊
・

中
世
編
三
冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
を
刊
行
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
満

鮮
史
を
考
究
し
て
き
た
東
京
帝
国
大
教
授
で
あ
っ
た
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
に
関

す
る
関
係
文
書
な
ど
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

近
年
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
文
書
を
利
用
し
た
史
学
史
研
究
も
あ
る

が
（
岡
村
［
二
〇
〇
六
］、
古
松
［
二
〇
〇
五
］、
酒
寄
［
二
〇
〇
七
］）、
管
見
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
に
、
い
ま
だ
こ
れ
ら
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
関
係
文

書
な
ど
当
該
期
の
文
書
を
積
極
的
に
利
用
し
た
研
究
は
み
ら
れ
ず
、
こ
れ
ら
文
書

は
東
洋
史
学
史
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え

な
い
情
況
で
あ
る
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
戦
前
日
本
の
東
洋
史
学
、
そ
の
な
か

で
も
満
洲
史
・
朝
鮮
史
・
満
洲
史
上
の
諸
問
題
を
積
極
的
に
論
究
し 

、斯
界
を
リ
ー

ド
し
て
き
た
池
内
の
研
究
業
績
・
動
向
な
ど
に
つ
い
て
は
、
三
上
［
一
九
七
〇
］・

窪
［
一
九
九
四
］・
青
山
・
旗
田
他
［
二
〇
〇
一
］・
荊
木
［
二
〇
一
四
］
が
論
及

池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究

　
―
『
後
藤
新
平
文
書
』
・
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
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池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究



す
る
も
の
の
、
既
述
の
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
関
連
文
書
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
以
外
に
『
後
藤
新
平
文
書
』
に
も
当
該
期
の
池
内
の

研
究
動
向
の
一
端
を
伝
え
る
文
書
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
文
書
は
同
時
代
資
料
と
し
て
、
当
該
期
の
池
内
の
研
究
活
動
の
一
端
を
伝

え
る
史
料
と
し
て
看
過
で
き
ず
、
池
内
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
日
本
の
東
洋
史
学
の

あ
り
方
を
理
解
す
る
上
で
も
軽
視
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
後
藤
新
平

文
書
』
や
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
池
内
関
係
文
書
な
ど
、
当
該
期
の
関

連
文
書
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
、
池
内
の
満
鮮
史
研
究
の
具
体
的
実
状
を
明
ら
か
に

し
、
戦
前
日
本
の
東
洋
史
研
究
の
批
判
的
考
察
の
端
緒
に
し
た
い
と
お
も
う
。

一　

池
内
宏
の｢

満
鮮
史｣

研
究
と
満
鉄

　
　
　
　
　

―
『
後
藤
新
平
文
書
』
文
書
の
検
討
を
中
心
に
―

（
一
）
池
内
宏
と
満
鉄
歴
史
調
査
部

　

明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
九
月
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
を
卒
業

し
た
池
内
宏
は
、独
協
中
学
・
早
稲
田
中
学
教
員
を
経
て
、明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）

年
、白
鳥
庫
吉
が
南
満
洲
鉄
道
会
社
総
裁
で
あ
っ
た
後
藤
新
平
に
建
議
し
た
結
果
、

同
年
一
月
、
満
鉄
東
京
支
社
仮
事
務
所
（
旧
川
村
純
義
宅
の
一
部
）
に
設
立
さ
れ

た
、
白
鳥
を
主
任
と
す
る
満
鉄
歴
史
調
査
部
の
研
究
員
と
な
っ
た
⑵

。
こ
れ
以
後
、

池
内
は
積
極
的
に
満
鮮
史
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
池
内
は
東
京
帝

大
時
代
に
す
で
に
池
内
［
一
九
〇
四a

・
〇
四b

］
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
以

後
も
池
内
［
一
九
〇
七
・
〇
八a

・
〇
八b

・
〇
八c

・
〇
九
］
と
い
う
よ
う
に
精

力
的
に
論
考
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
の
な
か
に
は
池
内［
一
九
〇
九
］

の
よ
う
に
、
池
内
の
満
鉄
歴
史
調
査
部
加
入
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
池
内
［
一
九
〇
八c

・
〇
九
］
の

よ
う
に
イ
ン
ド
史
に
関
す
る
も
の
ま
で
あ
り
、
池
内
は
満
鉄
の
歴
史
調
査
作
業
を

進
め
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
直
接
関
係
し
な
い
イ
ン
ド
史
の
論
考
も
発
表
し
続
け
て

い
た
の
で
あ
っ
た
⑶

。
白
鳥
は
東
京
帝
大
在
学
時
以
来
の
こ
う
し
た
池
内
の
精
力

的
な
研
究
活
動
を
認
め
、
池
内
を
歴
史
調
査
部
員
に
起
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
池
内
の
満
鉄
歴
史
調
査
部
の
加
入
で
あ
る
が
、
白
鳥
［
一
九
七
一

a

］
に
は
歴
史
調
査
部
発
足
当
初
の
部
員
が
箭
内
亙
・
松
井
等
・
稲
葉
岩
吉
の
三

名
で
、「
こ
れ
だ
け
で
は
人
が
足
り
な
い
の
で
、
津
田
左
右
吉
、
池
内
宏
の
両
君

が
部
員
に
加
は
」
っ
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
⑷

、
池
内
は
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）

年
一
月
の
歴
史
調
査
部
発
足
時
に
は
ま
だ
部
員
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
池
内
と
と
も
に
同
歴
史
調
査
部
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
津
田
左

右
吉
の
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
八
月
一
日
の
日
記
に
は
、「
暑
さ
を
冒
し
て

満
鉄
に
ゆ
く
…
…
会
社
に
は
け
ふ
は
誰
も
を
ら
ず
、
独
り
「
金
石
索
」
な
ど
繙
き

見
て
、
二
時
間
あ
ま
り
を
す
ご
し
、
其
の
ま
ゝ
に
帰
れ
り
。
帰
路
、
池
内
を
訪
ひ
、

玄
関
に
立
ち
話
し
て
用
事
を
す
ま
し
、
急
ぎ
帰
り
ぬ
」
と
あ
る
か
ら
（
津
田

［
一
九
六
五
］）、
少
な
く
と
も
八
月
ま
で
に
池
内
・
津
田
は
、
歴
史
調
査
部
に
加

入
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

池
内
・
津
田
が
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
八
月
以
前
の
い
つ
か
ら
歴
史
調
査

部
の
研
究
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
月
日
は
必
ず
し
も
詳
ら

か
で
は
な
い
も
の
の
、
池
内
を
含
め
た
同
年
の
調
査
情
況
が
、『
後
藤
新
平
文
書
』

に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
井
上
［
二
〇
一
三
］
で
一
部
論
及
し

た
こ
と
も
あ
る
が
、池
内
の
そ
れ
を
具
体
的
に
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

八
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号



管
見
に
よ
れ
ば
、こ
れ
を
積
極
的
に
活
用
し
た
研
究
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
改
め
て
同
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
池
内
の
研
究
情
況
を
考
究
し
て
み
よ

う
。

　

明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
白
鳥
ら
満
鉄
調
査
部
の
研
究
動
向
を
伝
え
る
の

が
、
白
鳥
か
ら
後
藤
へ
提
出
さ
れ
た
「
明
治
四
十
一
年
満
洲
歴
史
調
査
報
告
書
」

（『
後
藤
新
平
文
書
』R

三
八-
三
四-

二
）
で
あ
る
（
図
一
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

同
年
の
白
鳥
ら
の
調
査
の
主
眼
は
、「
満
洲
ニ
於
ケ
ル
歴
史
地
理
ノ
考
査
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
「
地
理
ノ
検
覈
ハ
完
全
ナ
ル
歴
史
的
研
究
ノ
基
礎
」
で
あ
り
、「
本

調
査
ノ
目
的
タ
ル
満
洲
歴
史
ノ
大
成
ヲ
期
セ
ン
ニ
ハ
先
ヅ
之
ヨ
リ
着
手
ス
ル
ヲ

妥
当
ノ
順
序
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ガ

故
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
，
上
代
に
関
し
て
は
「
一

定
ノ
学
説
ア
ル
モ
ノ
ハ
明
確
動
カ

ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
で
、
定
説
に
至
っ

て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、「
其

ノ
解
決
甚
ダ
困
難
ニ
シ
テ
之
ヲ
近

代
ニ
関
ス
ル
研
究
ノ
結
果
ト
、
実

地
ノ
踏
査
ト
ニ
待
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ

ザ
ル
」
で
あ
っ
た
か
ら
、「
且
ラ

ク
之
ヲ
他
日
ニ
譲
」る
こ
と
と
し
、

松
井
が
遼
代
、
箭
内
が
元
代
及
び

明
初
、
稲
葉
が
明
末
及
び
清
の
歴

史
地
理
研
究
を
担
当
し
、
新
加
入

の
池
内
と
津
田
が
既
述
の
よ
う
に
難
問
と
さ
れ
た
古
代
史
関
連
史
料
の
蒐
集
担
当

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
池
内
は
粛
慎
・
扶
余
・
沃
沮
・
穢
貊
・
烏
桓
・

鮮
卑
・
靺
鞨
・
渤
海
史
料
の
蒐
集
お
よ
び
『
三
国
史
記
』
の
討
究
を
行
い
、
そ
の

史
料
的
価
値
を
解
明
す
る
こ
と
と
な
り
、
津
田
は
契
丹
・
奚
・
室
韋
・
匈
奴
・
突

厥
史
料
及
び
満
洲
文
化
史
・
種
族
関
係
の
宗
教
・
民
族
関
係
史
料
を
蒐
集
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
歴
史
地
理
調
査
の
前
提
と
な
る
史
料
蒐
集
に
白
鳥
た
ち
は
か

な
り
手
こ
ず
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
同
文
書
の
な
か
で
白
鳥
は
、
研
究

開
始
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、「
調
査
ノ
進
行
ヨ
リ
モ
之〔
史
料
蒐
集
：

井
上
〕
ニ
要
ス
ル
諸
般
ノ
準
備
ニ
尠
ナ
カ
ラ
ザ
ル
時
間
ト
労
力
ト
ヲ
費
シ
タ
リ
」

と
述
べ
、
関
連
書
籍
の
購
入
・
借
り
入
れ
・
謄
写
な
ど
の
作
業
に
従
事
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
本
来
、
歴
史
地
理
調
査
に
従
事
す
べ
き
稲
葉
が
、
金
沢
に
ま
で
出
張

し
、
前
田
家
文
庫
の
蔵
書
調
査
、
借
入
・
謄
写
に
関
す
る
交
渉
を
行
っ
た
こ
と
を

開
陳
し
て
い
る
。
稲
葉
の
金
沢
調
査
は
わ
ざ
わ
ざ
彼
自
身
に
よ
っ
て
「
金
沢
訪
問

劄
記
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
提
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
稲
葉
の
「
金

沢
訪
問
劄
記
」
は
残
念
な
が
ら
、
当
該
文
書
に
は
附
属
し
て
お
ら
ず
見
当
た
ら
な

い
た
め
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
⑸

、
別
途
、
経
過
報
告
書
が
作
成
さ
れ
提

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
貴
重
な
研
究
成
果
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
史
料
蒐
集
に
忙
殺
さ
れ
る
な
か
で
、
関
連
史
料
の
蒐
集
・
整

理
及
び
検
討
な
ど
を
担
当
す
る
研
究
員
と
し
て
、
池
内
と
津
田
が
抜
擢
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
史
料
蒐
集
だ
け
で
も
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
が
、
同
文
書
に
よ
れ
ば

全
部
員
は
こ
れ
以
外
に
も
着
手
し
て
い
た
課
題
が
あ
り
、
次
年
度
以
後
、
継
続
し

図 1「満洲歴史調査報告書」表紙（右）と池内担当部分（左）
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て
研
究
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
池
内
が
漢
代
の
遼
東
及

び
朝
鮮
四
郡
に
関
す
る
研
究
、
松
井
が
『
金
史
』
地
理
志
北
京
路
に
み
え
る
州
県

の
位
置
比
定
、
箭
内
が
遼
河
流
域
の
都
邑
志
の
編
纂
、
稲
葉
が
建
州
衞
の
位
置
比

定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
二
年
目
に
は
上
述
の
課
題
遂
行
と
と

も
に
稲
葉
・
松
井
・
箭
内
三
名
が
継
続
し
て
歴
史
地
理
の
研
究
に
従
事
し
つ
つ
、

朝
鮮
・
満
洲
の
境
界
に
あ
た
る
鴨
緑
江
・
豆
満
江
地
域
に
現
地
調
査
に
赴
く
と
と

も
に
⑹

、
一
年
目
に
す
で
に
論
究
し
た
遼
河
流
域
に
関
す
る
研
究
成
果
の
編
纂
作

業
も
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
池
内
・
津
田
に
関
し
て
も

二
年
目
に
、
池
内
が
漢
代
の
遼
東
及
び
朝
鮮
半
島
北
部
の
史
的
研
究
、
津
田
が
ウ

イ
グ
ル
を
は
じ
め
唐
以
前
の
満
洲
地
方
と
関
係
の
あ
る
北
方
民
族
史
料
の
編
纂
を

完
了
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
満
洲
史
研
究
は
「
学
者
の
閑
事

業
に
あ
ら
ず
し
て
、国
家
経
営
の
任
に
当
る
為
政
者
の
任
な
り
。
国
民
の
務
な
り
」

と
主
張
し
て
（「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」『
後
藤
新
平
文
書
』R

三
八-

三
四-

一
（
図
二
））、
満
洲
史
研
究
援
助
を
後
藤
に
認
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
白
鳥

と
し
て
も
研
究
意
欲
旺
盛
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
必
要
な
課
題
を
列
挙
し
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
邁
進
し
て
い
る
こ
と
を
後
藤
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
研
究
一
年

目
の
成
果
報
告
で
あ
れ
ば
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
池
内
を
は
じ
め
、
白
鳥

以
下
の
研
究
部
員
は
満
洲
史
研
究

に
没
頭
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
池
内
は
白
鳥
を
主
任
と
す
る
満
鉄
の
歴
史
調
査
部
で
研
究
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
白
鳥
［
一
九
一
四
］
が
「
同
氏
（
池
内
：
著
者
）
は

李
朝
時
代
の
朝
鮮
を
担
任
せ
る
」
と
言
及
し
、
か
つ
池
内
自
身
も
歴
史
調
査
部
加

入
後
ほ
ど
な
く
、
文
禄
慶
長
の
役
に
関
す
る
論
考
（
池
内
［
一
九
一
〇a

・
一
〇

b

］）
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
ど
う
や
ら
池
内
の
研
究
担
当
は
既
述

の
研
究
一
年
目
の
朝
鮮
古
代
史
か
ら
朝
鮮
時
代
の
研
究
へ
と
変
化
し
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
な
か
で
も
池
内
は
特
に
文
禄
慶
長
の
役
を
主
た
る
研
究
テ
ー
マ
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
白
鳥
［
一
九
一
四
］
に
よ
れ
ば
、
文
禄
慶
長
の
役
が
満

鮮
史
に
お
け
る
「
東
亜
史
上
の
重
要
な
る
事
変
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
と
朝

鮮
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
大
陸
の
風
雲
ま
た
之
が
為
め
に
多
少
の
動
揺
を
生
じ
、

其
の
後
代
に
及
ぼ
せ
る
影
響
ま
た
尠
少
な
ら
ず
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
は
「
啻
に
史
学
上
の
興
味
あ
る
問
題
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
た

東
亜
列
国
の
国
際
関
係
と
朝
鮮
人
の
国
民
性
を
知
了
す
る
に
於
い
て
絶
好
の
資
料

を
供
給
す
る
も
の
と
い
ふ
べ
」
き
で
、
こ
れ
を
考
究
す
る
こ
と
は
、
朝
鮮
の
「
新

附
の
民
に
対
す
る
綏
撫
の
政
策
、
此
の
地
に
於
け
る
実
際
的
経
営
及
び
大
陸
に
対

す
る
諸
般
の
交
渉
、
ま
た
皆
な
其
の
跡
に
鑑
る
と
こ
ろ
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
」
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

白
鳥
は
歴
史
調
査
部
設
立
に
際
し
て
、「
満
洲
地
方
は
実
は
東
洋
禍
乱
の
源
泉
」

で
あ
り
、「
四
千
余
年
の
間
、
幾
度
か
東
方
亜
細
亜
の
風
雲
を
捲
き
起
こ
し
た
る

そ
の
原
動
力
は
み
な
此
の
地
に
存
」
し
て
お
り
、
満
洲
研
究
は
「
亜
細
亜
文
明
の

開
導
者
た
る
天
職
を
有
す
る
我
が
邦
家
全
般
の
為
政
に
関
し
て
も
ま
た
必
須
の

業
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
後
藤
に
訴
え
て
い
た
の
で
あ
っ

た
（「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」『
後
藤
新
平
文
書
』R

三
八-

三
四-

一
）。
そ

図 2「満洲歴史編纂の急務」
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の
た
め
、「
東
方
亜
細
亜
の
風
雲
を
捲
き
起
こ
し
」、
か
つ
史
学
史
上
の
問
題
だ
け

で
な
く
、「
実
際
的
経
営
及
び
大
陸
に
対
す
る
諸
般
の
交
渉
」
に
お
い
て
極
め
て

重
要
で
あ
っ
た
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
は
、
白
鳥
に
と
っ
て
も
後
藤
へ
建
議
し
た

満
洲
史
研
究
の
重
要
性
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
満
洲
史
研

究
上
、
特
に
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
は
、
満
洲
の
歴
史
地
理
、
朝
鮮
の
歴
史
地

理
と
な
ら
ん
で
歴
史
調
査
部
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

満
洲
・
朝
鮮
の
歴
史
地
理
研
究
に
次
い
で
そ
の
研
究
成
果
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
研
究
課
題
を
池
内
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
池
内
が

東
京
帝
大
在
学
中
に
日
明
関
係
に
関
す
る
論
考
（
池
内
［
一
九
〇
四a

］）
を
す

で
に
発
表
し
て
お
り
、
文
禄
慶
長
の
役
研
究
担
当
者
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
主
任

で
あ
る
白
鳥
に
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
⑺

。

　

こ
う
し
て
池
内
は
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
頃
、日
本
は
朝
鮮
を
併
合
し
た
が
、白
鳥
［
一
九
一
四
］
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
を
契
機
に
し
て
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
朝
鮮
史
料
が
入
手

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
・
日
本
史
料
の
相
互
比
較
検
討
が
可

能
と
な
り
、「
此
の
戦
役
の
研
究
始
め
て
其
の
緒
に
就
く
こ
と
を
得
た
る
の
感
あ

り
」
と
い
う
情
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
白
鳥
の
発
言
を
裏
付

け
る
よ
う
に
、池
内
は
朝
鮮
併
合
か
ら
数
年
以
内
に
池
内［
一
九
一
一
・
一
二
・
一
三

a

・
一
三b

・
一
三c

・
一
四a

・
一
四b

・
一
四c

］
と
立
て
続
け
に
文
禄
慶
長

の
役
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
こ
れ
ら
研
究
成
果
は
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
歴
史
調
査
報
告
第
三

と
し
て
『
文
禄
慶
長
の
役　

正
編
第
一
』（
丸
善
、
一
九
一
四
年
）
と
し
て
結
実

し
た
の
で
あ
っ
た
（
図
三
）。
歴
史
調
査
部
で
は
、
そ
の
前
年
、『
満
洲
歴
史
地
理

（
上
・
下
）』・『
朝
鮮
歴
史
地
理
』（
丸

善
、
一
九
一
三
年
）
を
刊
行
し
て

お
り
、
池
内
の
研
究
は
そ
れ
に
続

く
第
三
弾
で
あ
っ
た
。
文
禄
慶
長

の
役
研
究
が
、
歴
史
調
査
部
に
お

い
て
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
看
取
で
き
よ
う
。

（
二
）
池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究
と
東
京
帝
国
大
の
満
鮮
地
理
歴
史
研
究

　

と
こ
ろ
が
、「『（
文
禄
慶
長
の
役
）
正
編
第
一
』
の
印
刷
半
ば
」（
池
内
宏

［
一
九
三
六a

］）
に
し
て
、
突
然
、
池
内
を
は
じ
め
白
鳥
ら
の
研
究
は
大
問
題
に

逢
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
白
鳥
を
主
任

と
す
る
歴
史
調
査
部
が「
突
然
、廃
止
せ
ら
れ
た
」か
ら
で
あ
る（
池
内［
一
九
三
六

a

］）。
歴
史
調
査
部
の
一
連
の
研
究
は
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
満
洲
経
営
と
い

う
現
実
的
課
題
を
前
提
と
し
、
白
鳥
の
満
洲
史
・
朝
鮮
史
・
満
鮮
史
研
究
へ
の
熱

意
と
、
満
鉄
総
裁
で
あ
っ
た
後
藤
の
科
学
的
研
究
に
も
と
づ
く
満
洲
経
営
策
と
が

合
致
し
た
結
果
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
満
鉄
総
裁
で
あ
っ
た
後
藤
の
個
人
的
な
支

援
に
依
存
す
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
後
藤
も
し
く
は
後
藤
の
薫
陶

を
受
け
た
経
営
者
が
満
鉄
か
ら
去
り
、「
後
藤
系
で
な
い
全
然
別
の
人
」
で
あ
っ

た
野
村
龍
太
郎
が
満
鉄
総
裁
に
な
る
と
、
歴
史
調
査
部
に
対
す
る
理
解
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ
て
い
き
、
副
総
裁
の
伊
藤
大
八
は
「
利
益
を
目
的
と
す
る
会
社
に
、 図 3『文禄慶長の役正篇第一』
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斯
様
な
研
究
所
の
必
要
は
な
い
か

ら
廃
止
せ
よ
」
と
ま
で
主
張
し
、

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
一
月
、

満
鉄
東
京
支
社
に
設
置
さ
れ
て
い

た
歴
史
調
査
部
は
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
白
鳥

［
一
九
七
一b

］）。

　

と
こ
ろ
が
、
白
鳥
か
ら
す
れ

ば
、「
仕
事
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
」

で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
「
歴
史

地
理
で
土
台
を
建
て
た
」
と
こ
ろ

で
、「
こ
れ
か
ら
本
当
の
仕
事
を

始
め
よ
う
と
す
る
時
」
で
あ
り
、

こ
こ
で
廃
止
し
て
し
ま
う
と
今
ま

で
や
っ
て
き
た
こ
と
が
「
無
駄
に
な
つ
て
」
し
ま
う
た
め
、
白
鳥
は
研
究
継
続
を

改
め
て
満
鉄
に
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
満
鉄
は
事
業
継
続
が
困
難
で
あ

る
と
、
そ
の
要
求
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
白
鳥
は
東
京
帝
大
で
引

き
続
き
研
究
を
続
け
る
こ
と
に
し
、
そ
の
財
政
的
支
援
を
満
鉄
に
要
請
し
た
の
で

あ
っ
た
。そ
れ
を
ふ
ま
え
て
満
鉄
も
年
三
〇
〇
〇
円
を
支
給
す
る
こ
と
を
提
案
し
、

白
鳥
も
「
廃
す
る
よ
り
は
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（「
白
鳥
庫
吉
博
士
談
話
」『
後
藤
新
平
関
係
文
書
』R

三
八-

三
四-

四
、
以
下
、「
談
話
」（
図
四
））。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
時
、
研
究
事
業
の
東
京
帝
大
へ
の
依
嘱
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
白
鳥
が
満
鉄
か
ら
の
支
援
を
受
け
て
購
入
し
た
書
籍
も
、
白
鳥
ら
が
「
そ
つ
く

り
持
つ
て
来
た
」
た
め
、
東
京
帝
大
所
蔵
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（「
談
話
」）。

　

こ
う
し
て
満
鉄
の
歴
史
調
査
部
は
廃
止
さ
れ
、
満
洲
史
・
朝
鮮
史
・
満
鮮
史

研
究
事
業
は
東
京
帝
大
へ
と
委
嘱
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な

い
、
歴
史
調
査
部
部
員
で
あ
っ
た
稲
葉
君
山
・
松
井
等
・
瀬
野
馬
熊
の
三
人
が
調

査
部
を
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
研
究
事
業
は
東
京
帝
大
文
学
部
で
行
う
こ
と
に

な
っ
た
も
の
の
、
既
往
の
人
員
の
手
当
ま
で
東
京
帝
大
で
負
担
で
き
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
東
京
帝
大
教
授
で
あ
っ
た
箭
内
亙
も
大
正
八

（
一
九
一
九
）
年
に
死
去
し
た
た
め
、
新
た
に
和
田
清
が
同
研
究
事
業
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
、
研
究
事
業
は
白

鳥
・
池
内
・
和
田
が
中
心
と
な
っ

て
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
前
述
の
よ
う
に
満
鉄
か

ら
東
京
帝
大
へ
は
毎
年
の
研
究
費

と
し
て
三
〇
〇
〇
円
が
支
給
さ

れ
た
が
、
白
鳥
に
よ
れ
ば
そ
の

後
、
増
額
さ
れ
て
五
〇
〇
〇
円

と
な
り
、
時
に
は
七
〇
〇
〇
円
や

八
〇
〇
〇
円
と
な
っ
た
こ
と
も
あ

る
と
い
う
（「
談
話
」）。
た
だ
し
、

こ
の
満
鉄
の
援
助
は
有
限
で
、
原

則
的
に
は
五
年
ご
と
に
新
た
に
継

続
申
請
を
行
い
、
そ
れ
が
認
め
ら

図 4 談話表紙（右）とその冒頭部分（左）

図 5「継続願」表紙（右）と冒頭部分（左）
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れ
て
は
じ
め
て
研
究
が
さ
ら
に
五
年
延
長
さ
れ
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
白
鳥
は
「
談
話
」
の
な
か
で
、「
毎
年
五
千
円
、
そ
れ
が
五

年
で
す
か
ら
、
二
千
五
百
円
づ
ヽ
送
つ
て
来
る
訳
で
す
」（「
談
話
」）
と
述
べ
、

五
年
を
ベ
ー
ス
と
し
て
研
究
費
が
支
給
さ
れ
て
い
た
と
陳
述
し
て
お
り
、
白
鳥
も

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
、
満
鉄
に
「
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
事
業
継
続
願
」
を
提

出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（「
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
事
業
継
続
願
控
」『
後
藤
新
平

関
係
文
書
』R

三
八-

三
四-
四
、
以
下
、「
継
続
願
」（
図
五
））。
加
え
て
、
既

述
の
よ
う
に
、
予
算
が
三
〇
〇
〇
円
や
七
〇
〇
〇
円
、
八
〇
〇
〇
円
と
変
化
し
て

い
る
の
も
、
白
鳥
が
何
度
か
申
請
し
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
か

ろ
う
。
予
算
額
の
変
化
は
、
白
鳥
の
研
究
申
請
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
応
じ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
白
鳥
は
五
年
ご
と
に
「
継
続
願
」
を
満
鉄
に
提
出

し
、
満
鉄
も
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
支
援
額
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
既
述
の
よ
う
に
白
鳥
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
研
究
継

続
を
申
請
し
て
お
り
、
か
り
に
研
究
事
業
が
東
京
帝
大
に
移
管
さ
れ
た
大
正

四
（
一
九
一
五
）
年
か
ら
五
年
ご
と
に
更
新
し
て
い
た
と
す
る
と
、
昭
和
八

（
一
九
三
三
）
年
は
研
究
終
了
年
・
申
請
年
と
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
白
鳥
ら
の

研
究
事
業
は
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で
申
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
論
究
す
る
上
で
、
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
調
査
部
が
研
究
七
年
目

に
し
て
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
白
鳥
ら
の
研
究
は
二
期

目
の
二
年
目
で
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
東
京
帝
大
で
の
研

究
事
業
は
当
初
、
そ
れ
に
続
く
三
年
目
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
次
の
三
期
目
の
研
究
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年

か
ら
五
年
と
な
り
、
昭
和
八
年
は
歴
史
調
査
部
以
来
の
六
期
目
の
研
究
事
業
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
研
究
事
業
を
ま
と
め
た

の
が
表
一
で
あ
る
。
史
料
が

ほ
と
ん
ど
な
く
、
推
測
に
よ

ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ

る
が
、昭
和
八
（
一
九
三
三
）

年
を
研
究
継
続
申
請
年
と
す

る
と
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し

て
始
め
て
整
合
的
に
理
解
で

き
る
の
で
あ
り
、
今
は
こ
の

よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
う
し
て
白
鳥
は
五
年
ご

と
に
申
請
を
行
い
、
研
究
事

業
を
継
続
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
申
請
の
具
体
的
な
内
容
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で

は
な
い
。
し
か
し
、幸
い
な
こ
と
に
既
述
の「
継
続
願
」に
は
昭
和
八（
一
九
三
三
）

年
時
の
継
続
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
白
鳥
の
研

究
継
続
の
理
由
を
確
認
し
、
東
京
帝
大
に
お
け
る
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
事
業
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
「
継
続
願
」
の
大
部
分
は
白
鳥
に
よ
る
当
該
研
究
開
始
の
動
機
、
既
往
の
研
究

事
業
の
経
緯
と
な
っ
て
お
り
、
最
後
に
継
続
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
白
鳥
た
ち
は
す
で
に
満
鉄
の
支
援
を
受
け
て
一
三
冊
の
報
告
書
を
提
出

し
た
が
、
こ
れ
ら
研
究
成
果
は
満
洲
国
の
建
国
を
契
機
と
す
る
満
洲
史
へ
の
関

心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、「
需
要
は
一
時
に
増
加
し
、
今
日
に
於
い
て
は
仮
令
数

表1　歴史調査部・東京帝大満鮮歴史研究事業

西暦
1908
1909
1910
1911
1912

元号 年
明治 41

42
43
44
45

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［①期］
【歴史調査部】

西暦
1913
1914

元号 年
大正 2

3

研究年度
1 年目
2年目

［②期］

西暦
1915
1916

元号 年
大正 4

5

研究年度
3 年目
4年目

［②期］
【東京帝国大】

［1期］

1917 6 5 年目

西暦
1918
1919
1920
1921
1922

元号 年
大正 7

8
9
10
11

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［③期］［2期］
西暦
1923
1924
1925
1926
1927

元号 年
大正 12

13
14
15
2

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［④期］［3期］

昭和

西暦
1928
1929
1930
1931
1932

元号 年
昭和 3

4
5
6
7

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［⑤期］［4期］
西暦
1933
1934
1935
1936
1937

元号 年
昭和 8

9
10
11
12

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［⑥期］［5期］
西暦
1938
1939
1940
1941
1942

元号 年
昭和 13

14
15
16

研究年度
1 年目
2年目
3年目
4年目
5年目

［⑦期］［6期］

17
※○期は 5ヶ年計画の研究事業を、数期は東京帝国大での研究事業を示す数
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百
万
を
投
ず
る
と
雖
も
其
の
全
部
を
購
入
す
る
は
困
難
と
な
れ
り
」
と
い
う
情
況

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
白
鳥
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
研
究
の
重
要
性
と
社
会
的
意
義
を
訴
え
た
上
で
、

こ
れ
ま
で
に
「
満
鮮
史
の
全
域
の
中
上
代
よ
り
明
の
中
葉
に
至
る
至
難
の
問
題
は

既
に
研
究
を
経
た
」
た
め
、「
今
後
研
鑽
を
要
す
る
時
代
は
明
朝
の
末
葉
と
清
朝

の
一
代
と
の
み
と
な
れ
り
」
と
い
う
情
況
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
満
鉄
に
さ
ら
な

る
研
究
支
援
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
白
鳥
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
満
鉄
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
表
一
に
示

し
た
よ
う
に
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
か
ら
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
ま
で
の

五
年
間
、
歴
史
調
査
部
結
成
か
ら
み
て
六
期
目
、
東
京
帝
大
へ
依
嘱
さ
れ
て
か
ら

五
期
目
の
研
究
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
東
京
帝
大
で
の
研
究
の
成

果
が
表
二
で
あ
る
。
こ
の
研
究
事
業
に
よ
っ
て
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま

で
に
全
一
六
冊
の
研
究
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
「
我
が
邦
東
洋
学
会
が

世
界
に
誇
る
べ
き
一
大
業
績
」（
和
田
清［
一
九
三
二
］）と
称
賛
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
に
東
京
帝
大
で
は
白
鳥
を
中
心
に
、
満
鉄
の
支
援
を
受
け
て
「
満
鮮

地
理
歴
史
研
究
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
満
鉄
の
歴
史
調
査
事
業
の
廃

止
お
よ
び
東
京
帝
大
で
の
調
査
は
、
池
内
の
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
で
あ
っ
た
。
表
二
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
池
内
の
研
究
は
「
鮮
初
の

東
北
境
と
女
真
と
の
関
係
（
一
）」・「
鉄
利
考
」（『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』

（
以
下
、『
報
告
』）
二
・
三
、一
九
一
六
年
）、「
鮮
初
の
東
北
境
と
女
真
と
の
関
係

（
二
）」・「
高
麗
成
宗
朝
に
於
け
る
女
真
及
び
契
丹
と
の
関
係
」・「
鮮
初
の
東
北

境
と
女
真
と
の
関
係
（
三
）」（『
報
告
』
四
・
五
、一
九
一
八
年
）、「
高
麗
太
祖
の

経
略
」・「
高
麗
顕
宗
朝
に
於

け
る
契
丹
の
侵
入
」・「
鮮
初

の
東
北
境
と
女
真
と
の
関

係
（
四
）」（『
報
告
』
七
、

一
九
一
八
年
）、「
朝
鮮
高
麗

朝
に
於
け
る
女
真
の
海
寇
」

（『
報
告
』
八
、一
九
二
一

年
）、「
完
顔
氏
の
曷
懶
甸

経
略
と
尹
瓘
の
九
城
の
役
」

（『
報
告
』
九
、一
九
二
二

年
）、「
金
末
の
満
洲
、
蒙

古
の
高
麗
征
伐
」（『
報
告
』

一
〇
、一
九
二
四
年
）、「
金

史
世
紀
の
研
究
」（『
報
告
』

一
一
、一
九
二
六
年
）、「
曹

魏
の
東
方
経
略
、
高
句
麗
滅

亡
後
の
遺
民
の
叛
乱
及
び
唐

と
新
羅
と
の
関
係
」（『
報
告
』

一
二
、一
九
二
六
年
）、「
肅

慎
考
、
夫
余
考
」（『
報
告
』
一
三
、一
九
三
二
年
）、「
百
済
滅
亡
後
の
動
乱
及
び

唐
・
羅
・
日
三
国
の
関
係
」（『
報
告
』
一
四
、一
九
三
四
年
）、「
勿
吉
考
」（『
報
告
』

一
五
、一
九
三
七
年
）、「
楽
浪
郡
考
」・「
高
句
麗
討
滅
の
役
に
於
け
る
唐
軍
の
行
動
」

（『
報
告
』
一
六
、一
九
四
一
年
）
の
よ
う
に
、
文
禄
慶
長
の
役
に
関
す
る
研
究
で

表2　『満鮮地理歴史研究報告』収載論文一覧
1915
年 著　者

津田左右吉
収　載　論　文

1 勿吉考、室韋考、安東都護府考、渤海考
松井　等 契丹勃興史、契丹可敦城考

2 1916 津田左右吉
箭内　亙
池内　宏

遼代烏古敵烈考、達盧古考 
金の兵制に関する研究 
鮮初の東北境と女真との関係（1）

巻

3 1916
津田左右吉
松井　等

池内　宏 鉄利考 
遼の遼東経略 
五代の世に於ける契丹上、遼代紀年考 

箭内　亙 元代社会の三階級 
4 1918

津田左右吉
箭内　亙　　　

松井　等 契丹の国軍編制及び戦術、宋対契丹の戦略地理 
金代北辺考
蒙古の高麗経略 

池内　宏 鮮初の東北境と女真との関係（2）
5 1918

箭内　亙
松井　等

池内　宏 高麗成宗朝に於ける女真及び契丹との関係
韃靼考
北宋の対契丹防備と茶の利用 

津田左右吉 遼の制度の二重体系
池内　宏 鮮初の東北境と女真との関係（3）

6 1920
箭内　亙
津田左右吉 上代支那人の宗教思想

元代の東蒙古
7 1920

箭内　亙
池内　宏

池内　宏 高麗太祖の経略
契丹に対する北宋の配兵要領  
高麗顕宗朝に於ける契丹の侵入

池内　宏 鮮初の東北境と女真との関係（4）

1921
年 著　者

津田左右吉
収　載　論　文

8 百済に関する日本書紀の記載 
松井　等 契丹人の信仰
池内　宏
箭内　亙
津田左右吉

朝鮮高麗朝に於ける女真の海寇
元代の官制と兵制 
三国史記高句麗紀の批判

巻

9 1922

池内　宏
箭内　亙

松井　等 契丹人の衣食住 
完顔氏の曷懶甸経略と尹瓘の九城の役
元朝牌符考 

池内　宏 金末の満洲、蒙古の高麗征伐 10 1924

津田左右吉
池内　宏　　

津田左右吉 神僊思想に関する二三の考察 
漢代政治思想の一面 
金史世紀の研究 

和田　清 兀良哈三衛に関する研究（1）

1926

津田左右吉

池内　宏 曹魏の東方経略、高句麗滅亡後の遺民の叛乱及
び唐と新羅との関係
前漢の儒教と陰陽説 

池内　宏 肅慎考、夫余考 
津田左右吉 儒教の実践道徳 

14 1934 池内　宏
和田　清 明初の蒙古経略、兀良哈三衛に関する研究（2）

百済滅亡後の動乱及び唐・羅・日三国の関係

池内　宏
和田　清

和田　清 明初の満洲経略上 
勿吉考 
明初の満洲経略下 

津田左右吉 「周官」の研究

11

193012

193213

15 1937

16 1941 池内　宏 楽浪郡考
池内　宏 高句麗討滅の役に於ける唐軍の行動 

※ゴチ：池内宏論文
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は
な
く
、
主
に
高
麗
・
遼
・
金
の
対
外
関
係
な
ど
、
満
鮮
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
間
、
池
内
は
文
禄
慶
長
に
お
け
る
加
藤
清
正
の
活
動
に
関
す
る
池
内

［
一
九
一
五
］
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
調
査
事
業
廃
止
前
の
成
果
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
後
の
研
究
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
高
麗
、
遼
、

金
の
対
外
関
係
な
ど
を
中
心
と
し
た
満
鮮
史
関
連
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
池

内
自
身
が
歴
史
調
査
部
か
ら
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
に
関
係
史
料
が
移
管
さ
れ
た

も
の
の
、
そ
れ
ら
史
料
は
「
数
年
の
間
整
理
未
了
の
為
閲
覧
に
便
な
ら
ざ
る
も
の

あ
り
き
」
で
、「
纔
に
曙
光
を
認
め
し
前
記
の
研
究
〔
文
禄
慶
長
の
役
の
こ
と
：

井
上
〕
を
続
行
す
る
を
得
ず
、
開
拓
の
分
野
を
他
に
求
め
て
力
を
其
の
方
面
に
傾

く
る
に
至
れ
り
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六a

］）。
池
内
は

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
以
後
、
精
力
的
に
満
鮮
史
関
係
の
研
究
を
進
め
、
後
に
そ

の
研
究
成
果
は
『
満
鮮
史
研
究
』
上
世
編
二
冊
・
中
世
篇
三
冊
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
九
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
彼
は
満
鮮
史
研
究
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
奇
し
く
も
歴
史
調
査
部
の
廃
止
に
よ
る
文
禄
慶
長
の
役
研
究
の

頓
挫
が
、
彼
を
し
て
よ
り
高
麗
・
遼
・
金
史
な
ど
満
鮮
史
研
究
に
注
力
さ
せ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
満
鉄
の
支
援
を
受
け
て
満
鮮
史
研
究
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
、
当
時
、
東
京
帝
国
大
助
教
授
と
な
っ
て
い
た
池
内
の
戦
略
的
転
換
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
満
鉄
の
支
援
を
受
け
た
池
内
は
既
述
の
よ
う
に
表
二
の
論
文
以

外
に
も
『
史
学
雑
誌
』
な
ど
の
学
術
雑
誌
に
次
々
に
満
鮮
史
関
係
の
論
考
を
発
表

し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
研
究
が
既
述
の
よ
う
に
彼
の
研
究

を
代
表
す
る『
満
鮮
史
研
究
』（
前
掲
書
）と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
満
鮮
史
家
と
し
て
の
池
内
の
さ
ら
な
る
飛
躍
、
研
究
領

域
の
拡
大
は
、
必
ず
し
も
彼
の
知
的
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
満
鉄
の

支
援
を
受
け
て
研
究
を
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
東
京
帝
国
大
教
員
と
い

う
、
彼
を
と
り
ま
く
環
境
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
受
動
的
な

も
の
で
す
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
。
史
料
閲
覧
の
制
約
な
ど
厳
し
い
研
究
環
境
の
も

と
で
、
た
く
ま
し
く
研
究
を
継
続
し
て
い
っ
た
池
内
の
研
究
の
一
端
を
こ
こ
か
ら

う
か
が
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
当
該
期
に
お
け
る
池
内
の
研
究
の
特
質
が

認
め
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
も
池
内
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
以
来
、
古
蹟
調
査
の
た
め
に
朝

鮮
に
赴
く
た
び
に
、
余
暇
を
利
用
し
て
文
禄
慶
長
の
役
に
関
す
る
新
た
な
史
料
を

蒐
集
し
、
こ
れ
ま
で
同
研
究
が
「
自
ら
意
に
満
た
ざ
る
も
の
甚
だ
多
か
り
し
」
で

あ
っ
た
た
め
に
、「
大
正
の
末
年
、
全
く
稿
を
改
め
」、
さ
ら
に
そ
れ
を
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
に
再
度
修
正
し
、『
文
禄
慶
長
の
役
別
篇
第
一
』
を
刊
行
し
た
の

で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六a

］）。
池
内
は
研
究
環
境
の
変
化
に
と
も
な
う
研

究
主
題
の
変
更
に
迫
ら
れ
な
が
ら
も
、
当
初
の
研
究
課
題
で
あ
っ
た
文
禄
慶
長
の

役
の
研
究
を
一
人
細
々
と
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
成
果

を
改
め
て
刊
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
池
内
は
当
初
の
研
究
課
題
で
あ
る
文
禄
慶
長
の
役
研
究
を
、
高

麗
・
遼
・
金
史
な
ど
満
鮮
史
研
究
と
と
も
に
進
め
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
池

内
は
そ
れ
と
は
別
に
、
満
洲
事
変
・
満
洲
国
建
国
を
契
機
と
し
て
外
務
省
文
化
事

業
部
の
支
援
を
受
け
て
、、
満
洲
史
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ら
研
究
の
一
端
に
つ
い
て
は
井
上
［
二
〇
一
八
］
で
論
究
し
た
が
、
そ
れ
ら
以

外
に
も
池
内
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
研
究
に
関
す
る
文
書
が
、
ア
ジ
ア
歴
史
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資
料
セ
ン
タ
ー
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、以
下
、ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

所
蔵
文
書
か
ら
、
満
洲
事
変
・
満
洲
国
建
国
を
契
機
と
し
て
進
め
ら
れ
た
池
内
の

研
究
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
み
た
い
。

二　

満
洲
国
と
池
内
宏
の
満
洲
史
研
究

（
一
）
熱
河
山
荘
康
熙
帝
題
詠
複
製
事
業
と
『
清
朝
実
録
』
刊
行
事
業

　

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
満
洲
国
の
建
国
を
契
機
と
し
て
、
日
本
で
は
満
洲

史
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
一
〇
月
、
白
鳥
な
ど
日
本
の

研
究
者
と
満
洲
国
の
研
究
者
か
ら
な
る
日
満
文
化
協
会
が
設
立
さ
れ
た
（
ア
ジ

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
「
日
満
文
化
協
会
成
立
の
件
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

C04011714900

・「
対
満
文
化
事
業
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB13081271200

）。

こ
う
し
て
日
本
・
満
洲
国
の
研
究
者
に
よ
っ
て
積
極
的
に
満
洲
史
研
究
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
の
外
務
省
文
化
事
業
部
で
は
「
対
満
文
化
事
業
計
画
」
を
立
案

し
、
満
蒙
人
文
科
学
研
究
と
し
て
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
・
京
都
研
究
所

に
研
究
費
と
し
て
四
万
円
を
充
当
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
（「
対
満
文
化
事
業
日

満
当
事
者
懇
談
会
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
七
年
一
一
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

B05015212100

）。

　

な
お
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
外
務
省
文
化
事
業
部
は
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究

所
長
の
服
部
宇
之
吉
に
、
満
蒙
文
化
研
究
に
つ
い
て
の
人
選
・
研
究
内
容
の
素
案

を
依
頼
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
契
丹
・
女
真
な
ど
満
洲
史
に
関
す
る
研
究

事
業
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
宏
も
ま
た
こ
う
し
た
研
究
事
業
の
一
環

と
し
て
「
遼
金
時
代
ニ
於
ケ
ル
契
丹
民
族
ノ
歴
史
的
研
究
」・「
李
朝
実
録
抄
録
」

を
進
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
研
究
事
情
に
つ
い
て
は
す
で
に
井
上
［
二
〇
一
八
］
で

論
及
し
た
が
、
池
内
は
当
該
期
、
こ
れ
と
は
別
の
研
究
も
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
具
体
的
に
伝
え
る
の
が
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
「
避

暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
助
成
（
池
内
宏
） 

昭
和
十
年
三
月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ドB05015882100

）
で
あ
る
（
図
六
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く

論
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
当
該
期
の
池
内
の
研
究
を
考
究
す
る
上
で
無
視

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
池
内
の
こ
の
研
究
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

　

同
文
書
に
よ
れ
ば
、
熱
河
離
宮

内
に
康
煕
帝
が
臣
下
に
描
か
せ
た

「
三
十
六
景
」
に
「
御
製
ノ
詩
ヲ

題
シ
テ
出
版
」
し
た
も
の
は
、「
熱

河
最
古
ノ
文
献
」
で
あ
る
も
の

の
、そ
の
刊
行
数
が
僅
少
の
た
め
、

「
殆
ン
ト
世
ニ
伝
フ
ル
モ
ノ
ナ
キ
」

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
羅
振
玉
が
そ
の
一
部
を
所
蔵

し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
池
内
は
こ
れ
を
借
り
受
け
複
製
す
る
た
め
に
、
昭
和
一
〇

（
一
九
三
五
）
年
三
月
か
ら
翌
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
四
月
ま
で
の
一
年
間

の
事
業
助
成
を
申
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

池
内
が
こ
の
事
業
を
申
請
し
た
第
一
の
理
由
は
、
複
製
し
た
御
製
を
来
日
す
る

「
康
徳
皇
帝
陛
下
」（
満
洲
国
皇
帝
溥
儀
：
井
上
）
に
献
上
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

第
二
の
理
由
は
、
そ
れ
を
日
本
・
満
洲
・
中
国
の
三
国
の
学
界
に
頒
布
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
池
内
の
所
属
し
て
い
た
日
満
文
化
協
会
の
「
東
方
古
文
化
ヲ 図 6
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保
存
発
揚
セ
ン
ト
ス
ル
趣
旨
ヲ
天
下
ニ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
」
た
め
で
も
あ
っ
た
。
池

内
は
熱
河
の
康
熙
帝
の
御
製
の
複
製
・
頒
布
に
よ
っ
て
、
日
満
文
化
協
会
の
活
動

の
意
義
を
日
本
だ
け
で
な
く
満
洲
国
さ
ら
に
は
中
国
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

そ
の
た
め
、
池
内
は
複
製
品
五
〇
〇
部
の
う
ち
三
五
〇
部
を
、
上
記
三
カ
国
の

主
要
大
学
の
図
書
館
・
公
私
立
図
書
館
、
満
洲
国
政
府
要
人
、「
漢
文
化
ヲ
専
攻

セ
ル
本
会
ノ
評
議
員
（
日
満
文
化
協
会
会
員
：
井
上
）」
な
ど
に
送
付
す
る
こ
と

を
計
画
し
、
残
部
一
五
〇
部
は
保
存
し
、
将
来
、
熱
河
文
化
を
論
究
す
る
研
究
者

に
頒
布
し
、「
其
効
果
ヲ
発
揮
セ
ン
ト
ス
ル
」
予
定
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
池
内
の
熱
河
山
荘
所
在
康
熙
帝
題
詠
の
複
製
事
業
は
、
外
務
省
文
化

事
業
部
に
認
め
ら
れ
て
、
編
纂
作
業
が
行
わ
れ
、
複
製
品
は
昭
和
天
皇
・
皇
后
・

皇
太
后
に
加
え
、
秩
父
宮
・
高
松
宮
、
満
洲
国
皇
帝
の
溥
儀
、
さ
ら
に
は
日
本
・

満
洲
両
国
の
関
係
者
に
分
配
さ
れ
、「
多
大
ノ
感
銘
ヲ
博
シ
得
タ
」
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
当
初
予
定
し
て
い
た
中
華
民
国
の
各
大
学
・
図
書
館
・
要
人
へ
の
頒
布
は
、

「
未
ダ
之
ヲ
配
布
ス
ル
ノ
好
時
期
ニ
達
セ
ザ
ル
」
と
い
う
情
況
で
あ
っ
た
。
満
洲

国
建
国
以
後
の
日
中
の
関
係
悪
化
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
実
現
は
相
当
困
難
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
池
内
の
熱
河
山
荘
題
詠
複
製
事
業
は
、
中
華
民
国
の
諸
大
学
・
図

書
館
へ
の
配
布
は
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、「
多
大
ノ
感
銘
ヲ
博
シ
得
」、「
東
方

古
文
化
ノ
保
存
発
揚
ニ
資
」
す
と
い
う
所
期
の
目
的
を
あ
る
程
度
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
前
述
の
よ
う
に
、
満
洲
国
建
国
を
契
機
に
東
京
帝
大
で
は
池
内
を
指
導

員
と
し
て
三
上
次
男
が
遼
代
女
真
族
の
研
究
を
、旗
田
巍
ら
が
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』

の
中
の
満
蒙
史
関
係
記
事
の
抄
録
を
行
っ
て
い
た
が
（
井
上
［
二
〇
一
八
］）、
池

内
の
研
究
事
業
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
「
清
朝
実
録
出
版
（
池
内
宏
） 

昭
和
九
年
九
月
」

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015881900

）・「
満
日
文
化
協
会
紀
要
」（
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100

）
に
よ
る
と
、
満
洲
国
政
府
が
「
大
清
歴
朝
実

録
復
刻
の
事
業
」
を
日
満
文
化
協
会
に
委
嘱
す
る
と
、
日
満
文
化
協
会
で
は
た
だ

ち
に
実
録
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
池
内
は
羅
振
玉
・
栄
厚
・
羽
田
亨
と
と
も
に
そ

の
委
員
と
な
り
、
そ
の
作
業
を
監
督
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
試
験
的

作
業
を
経
た
後
、
昭
和
一
〇
（
康
徳
二
・
一
九
三
五
）
年
一
月
か
ら
奉
天
に
器
材

類
を
持
ち
込
ん
で
の
影
印
業
務
は
、
季
候
・
風
土
・
水
質
な
ど
の
違
い
の
上
に
給

水
・
排
水
の
問
題
ま
で
発
生
し
、「
作
業
容
易
ニ
進
捗
セ
ズ
」
で
あ
っ
た
が
、
何

と
か
無
事
終
わ
り
、
翌
昭
和
一
一
（
康
徳
三
・
一
九
三
六
）
年
一
二
月
一
五
日
に

納
入
し
終
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
池
内
は
、
精
力
的
に
満
洲
史
関
連
事
業
を
推
進
し
て
い
っ
た
が
、

そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
、
池
内
自
身
が
実
際
に
満
洲
国
集
安
県
所
在
の
高
句
麗

遺
跡
の
踏
査
を
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
⑻

。
そ
こ
で
、
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て

論
究
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）
池
内
宏
の
満
洲
国
集
安
県
所
在
高
句
麗
遺
跡
踏
査

　

池
内
宏
の
高
句
麗
遺
跡
踏
査
に
つ
い
て
は
、
池
内
［
一
九
三
六b

・
三
六c

・

一
九
三
八
］
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
池
内
の
高
句
麗
遺
跡

踏
査
の
契
機
は
、
満
洲
国
安
東
省
視
学
官
で
あ
っ
た
伊
藤
伊
八
が
昭
和
一
〇

（
一
九
三
五
）
年
五
月
に
、
集
安
で
二
基
の
壁
画
古
墳
を
発
見
し
、
多
く
の
研
究

八
九
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者
の
耳
目
を
集
め
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
た
な
壁
画
古
墳
発
見
に
対
し
て
、

満
洲
国
文
教
部
で
は
同
年
秋
に
こ
れ
ら
壁
画
の
撮
影
を
決
定
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ

て
調
査
に
赴
く
予
定
で
あ
っ
た
関
野
貞
が
、
同
年
六
月
、
東
京
帝
大
の
池
内
を
訪

れ
、
そ
の
同
行
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
池
内
は
「
進
ん
で
行
か
う
と

は
答
え
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
池
内
が
熱
河
地
方
の
踏
査
か
ら
帰
国
し
て

か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
も
経
っ
て
お
ら
ず
、「
た
と
ひ
秋
の
こ
と
で
は
あ
る
に
し
て

も
、旅
行
を
重
ね
る
こ
と
に
何
と
な
く
気
が
進
ま
な
か
つ
た
か
ら
」
で
あ
っ
た
（
池

内
［
一
九
三
六b

・
三
六c

］）。
池
内
の
熱
河
踏
査
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
実
施

状
況
な
ど
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
既
述
の
よ
う
に
池
内
は
昭
和
一
〇

（
一
九
三
五
）
年
三
月
か
ら
熱
河
の
避
暑
山
荘
の
康
熙
帝
の
題
詠
の
複
製
事
業
に

着
手
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
関
わ
っ
て
直
接
熱
河
を
訪
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
⑼

。
同
年
七
月
に
は
池
内
と
京
都
帝
大
の
濱
田
耕
作
が
関
野
の
調
査
に
同
行

す
る
と
報
道
さ
れ
た
が
、
池
内
は
こ
の
段
階
で
も
「
余
自
身
の
遊
志
は
未
だ
動
い

て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六b

・
三
六c
］）。

　

と
こ
ろ
が
、
事
態
は
急
展
開
す
る
。
そ
れ
は
同
年
七
月
二
九
日
、
関
野
が
急
逝

し
た
た
め
で
あ
る
。
池
内
は
こ
の
報
告
を
軽
井
沢
の
寓
居
で
接
し
、
あ
わ
て
て
上

京
し
て
関
野
の
告
別
式
に
列
し
、「
故
博
士
の
英
霊
を
慰
む
べ
く
」、
集
安
の
踏
査

に
参
加
す
る
意
を
決
し
た
の
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六b

・
三
六c

］）。

　

こ
う
し
て
渡
満
を
決
意
し
た
池
内
は
、
同
年
九
月
二
三
日
に
京
城
に
お
い
て
第

二
回
朝
鮮
総
督
府
宝
物
古
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
会
委
員
会
に
、
と
も
に
調
査

に
赴
く
濱
田
が
参
加
す
る
の
を
利
用
し
て
集
安
調
査
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

池
内
た
ち
は
翌
二
四
日
に
京
城
を
出
発
し
、
途
中
、
平
壌
で
遺
蹟
発
掘
調
査
を
見

学
し
た
後
、
平
壌
で
合
流
し
た
京
城
帝
大
の
藤
田
亮
策
、
京
都
帝
国
大
の
梅
原
末

治
、
朝
鮮
総
督
府
嘱
託
の
小

場
恒
吉
ら
と
と
も
に
、
煕
川

ま
で
は
列
車
で
北
上
し
て
一

泊
し
た
後
、
そ
こ
か
ら
は
自

動
車
に
乗
り
江
界
へ
向
い
、

同
地
で
一
泊
し
て
、
九
月

二
八
日
、
鴨
緑
江
岸
の
満
浦

鎮
に
到
着
し
、
正
午
、
鴨
緑

江
を
渡
河
し
て
集
安
に
入
っ

た
の
で
あ
っ
た
（
図
七
参

照
）。
そ
し
て
、
同
日
、
新

た
に
壁
画
古
墳
を
発
見
し
た

伊
藤
伊
八
や
写
真
撮
影
に

や
っ
て
き
た
座
右
宝
刊
行
会

の
斉
藤
菊
太
郎
も
集
安
で
合

流
し
、
二
日
半
に
わ
た
る
調

査
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、こ
の
時
の
調
査
は
、

「
通
溝
地
方
に
は
往
往
土
匪
が
出
没
す
る
の
で
、
調
査
は
満
洲
国
兵
士
の
護
衛
の

下
に
行
は
れ
た
。殊
に
や
ゝ
か
け
は
な
れ
た
山
城
子
の
山
城
を
調
査
す
る
時
に
は
、

我
が
駐
屯
軍
の
兵
士
を
も
煩
は
し
た
。
随
つ
て
一
行
の
総
て
が
皆
な
行
動
を
共
に

す
る
わ
け
で
あ
」
っ
た
と
い
う
情
況
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六b

・
三
六c

］）。

こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
池
内
た
ち
の
調
査
が
護
衛
の
兵
士
に
守
ら
れ
な
が
ら
も
行

9.24京城出発9.24遺跡発掘見学

熙川まで鉄道で移動

車で移動

一泊

9.27一泊

9.28満浦鎮到着

10.1国境道路を新義州へ
初日 （9.28午後） …将軍塚
二日目 （9.29） …舞踊塚 ・角抵塚調査
三日目 （9.30） …他の遺跡

【第一回調査】 昭和 10年調査

※満浦鎮宿泊
10.1…国境道路で新義州へ

大連
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わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
高
句
麗
遺
跡

を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
独
立
し
た
歴
史
が
存
在
し
な
い
」

と
さ
れ
た
満
洲
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
（「
吉
林
省
旧
渤
海
国
東
京
城
趾
調
査
事

業
助
成
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015879600

）、「
満
洲
国
ノ
歴
史
的
特
殊

性
ヲ
広
ク
世
界
ニ
宣
揚
ス
ル
」（「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
助

成 

池
内
宏 

自
昭
和
十
年 

至
昭
和
十
四
年
」（
分
割
一
・
二
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ドB05015892300

・B05015892400
）必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、さ
ら
に「
従

来
放
置
さ
れ
て
ゐ
た
歴
史
的
遺
物
を
満
洲
国
の
手
に
及
ん
で
か
ら
調
査
し
て
貴
重

な
資
料
を
整
理
し
た
学
術
的
研
究
を
深
め
、
優
秀
な
研
究
報
告
書
を
作
り
、
著
名

な
大
学
、
研
究
所
に
配
布
し
て
学
界
に
貢
献
」
す
る
こ
と
が
、「
満
洲
国
不
承
認

を
主
張
し
て
止
ま
な
い
諸
外
国
の
間
に
あ
つ
て
満
洲
国
の
存
在
と
文
化
を
宣
揚
す

る
最
も
力
の
あ
る
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
（「
満
洲
国
文

化
協
会
紀
要
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100

）」）。
こ
こ
か
ら
当
該
期

の
池
内
ら
の
集
安
踏
査
が
国
際
社
会
に
お
け
る
満
洲
国
承
認
の
上
で
も
き
わ
め
て

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
れ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
に
そ
の
研
究
の
性
格

の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、こ
の
池
内
ら
の
調
査
に
つ
い
て
は
池
内［
一
九
三
六b

・
三
六c

］以
外
に
、

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業

助
成 

池
内
宏 

自
昭
和
十
年
至
昭
和
十
四
年
」（
分
割
一
・
二
、レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ドB05015892300

・B05015892400

）
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
図
八
）。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
に
文
教
部
は
集
安
の
壁
画
古
墳
の
撮
影
を
決
定
し
た

が
、
こ
れ
に
際
し
て
約
三
四
〇
〇
円
の
補
助
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
前
述
の
斉
藤
菊
太
郎
に
つ
い
て
も
、
彼
が
文
教
部
の
援
助
に
よ
っ
て
慶
陵
の

撮
影
に
参
加
し
た
後
、
九
月
に
文

教
部
の
依
嘱
を
受
け
て
集
安
に

出
張
し
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
斉
藤
と
と
も
に
撮

影
に
従
事
し
た
座
右
宝
刊
行
会

の
動
向
に
つ
い
て
は
、
同
文
書
所

収
「
遼
の
東
陵
壁
画
撮
影
旅
行

日
誌
」
に
、
慶
陵
の
撮
影
を
終

え
、
九
月
二
二
日
（
斉
藤
の
み
翌
二
三
日
）、
奉
天
に
戻
り
、
た
だ
ち
に
新
京
に

赴
い
て
満
日
文
化
協
会
に
事
業
経
過
を
報
告
し
、
一
〇
月
五
日
ま
で
奉
天
に
滞
在

し
て
、
写
真
の
現
像
、
荷
物
の
整
理
を
行
っ
て
い
た
、
と
あ
り
、
さ
ら
に
康
徳
二

（
一
九
三
五
）
年
一
〇
月
六
日
、
満
日
文
化
協
会
常
任
理
事
・
栄
厚
が
岡
田
文
化

事
業
部
長
殿
に
送
っ
た
「
陵
壁
画
写
真
撮
影
ニ
関
ス
ル
件
」
に
は
、「
…
（
前
略
）

…
更
ニ
本
日
（
一
〇
月
五
日
：
井
上
）
文
教
部
ノ
援
助
ヲ
得
テ
安
東
省
集
安
県
ニ

於
ケ
ル
高
句
麗
時
代
壁
画
撮
影
ノ
タ
メ
出
発
セ
ル
ヲ
以
テ
東
京
帰
着
ハ
本
月
末
ト

相
成
ル
ヘ
ク
…
（
後
略
）
…
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
座
右
宝
刊
行
会
の
写
真

班
の
う
ち
斉
藤
の
み
が
、池
内
の
集
安
調
査
に
合
わ
せ
て
ま
ず
集
安
に
駆
け
付
け
、

残
り
の
二
名
は
一
〇
月
五
日
、
壁
画
古
墳
の
撮
影
の
た
め
に
集
安
に
赴
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
一
行
は
、
集
安
の
国
内
城
や
伊
藤
伊
八
が
新
た
に
発
見
し
、
池
内
ら

に
よ
っ
て
「
角
抵
塚
」「
舞
踊
塚
」
と
名
付
け
ら
れ
た
古
墳
な
ど
を
調
査
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
伊
藤
は
さ
ら
に
羊
魚
頭
墓
区
の
な
か
に
墨
書
の
存
す
る
古

墳
（
牟
頭
婁
塚
）
の
存
在
す
る
こ
と
を
聞
き
、
池
内
た
ち
を
案
内
し
て
い
る
（
図 図 8
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九
）。
残
念
な
が
ら
、
池
内
た
ち
は
墓
室
が
閉
塞
さ
れ
て
い
た
た
め
、
墓
室
内
部

へ
の
立
ち
入
り
を
断
念
し
た
が
、
帰
国
後
、
池
内
は
座
右
宝
刊
行
会
の
斉
藤
か
ら

墓
室
内
部
の
墨
書
銘
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、「
写
真
を
見
ず
、
全
文
を
通
覧
せ
ず
、

た
ゞ
書
面
の
上
の
こ
れ
だ
け
の
報
告
（
十
二
三
行
よ
く
読
め
る
と
い
ふ
の
に
つ
い

て
も
、
た
ゞ
さ
う
報
ぜ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
）
に
本
づ
い
て
か
ろ
が
ろ
し
く
立
言

す
る
の
は
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
が
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、「
広
開
土
王
碑
に

つ
い
で
の
貴
重
な
る
史
料
と
し
て
大
い
に
学
界
を
喜
ば
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と

論
じ
、そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
六b

・
三
六c

］）。

　

そ
の
後
、
池
内
は
斉
藤
の
帰
京
後
、「
齎
ら
し
来
つ
た
完
全
な
る
写
真
」
を
実

見
す
る
こ
と
に
な
り
、「
判
読
に
堪
へ
る
部
分
は
案
外
少
な
く
、
此
の
珍
史
料
の

か
ら
た
や
す
く
新
し
い
史
実
を
描
き
出
し
が
た
い
こ
と
を
知
つ
て
、
頗
る
失
望
せ

ざ
る
を
得
な
か
つ
た
」
と
も
「
補
記
」
で
述
べ
（
池
内
［
一
九
三
五c

］）、
落
胆

の
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
池
内
ら
が
帰
国
し
た
後
、
集
安
に
残
留
し
調
査
を
続
け
た
伊
藤
に

よ
っ
て
、
牟
頭
婁
塚
の
近
く
か
ら
新
た
な
壁
画
墳
（
環
文
塚
）
が
発
見
さ
れ
、
さ

ら
に
同
年
一
〇
月
に
は
文
教
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
金
毓
黻
も
五
盔
墳
の
北
方
に
四

神
塚
を
発
見
す
る
な
ど
、
貴
重
な
成
果
を
挙
げ
て
お
り
（
池
内
［
一
九
三
八
］）、

池
内
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
壁
画
古
墳
を
含
め
、
そ
れ
ら
古
墳
の
重
要
性
を
十
分

に
認
識
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
池
内
は
翌
昭

和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
五
月
二
日
に
、
こ
れ
ら
高
句
麗
壁
画
の
出
版
補
助
願
い

を
外
務
省
文
化
事
業
部
に
提
出
し
（「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事

業
助
成 

池
内
宏 

自
昭
和
十
年 

至
昭
和
十
四
年
」
前
掲
）、
さ
ら
に
こ
れ
ら
新
発

見
の
壁
画
古
墳
の
精
査
要
請
に
応
じ
、
翌
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
九
月
三
〇

日
～
一
〇
月
四
日
に
か
け
て
、
再
度
、
京
都
帝
大
の
濱
田
耕
作
・
梅
原
末
治
、
京

城
帝
大
の
田
中
豊
蔵
、
平
壌
府
立
博
物
館
の
小
泉
顕
夫
な
ど
と
と
も
に
集
安
の

踏
査
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
池
内
［
一
九
三
八
］）。
そ
し
て
、
そ
の
成

果
が
池
内
宏
・
梅
原
末
治
『
通
溝
』
上
・
下
巻
（
日
満
文
化
協
会
、
一
九
三
八
・

満洲国安東省集安

鴨

緑

江

溝

河

洞

線

溝

麻

鎮

浦

満

通溝城

朝　　　鮮

9/281

※ 数 ：昭和11年の調査日時　日付：調査日

10/1・② ※…
…

…

…

10/1②

…

10/1②

…

10/1②

…

…

10/1②

10/2③
…

…
…

10/2④

……

…

10/3④ 10/4⑤

…

※昭和11年調査参加者
参加者　池内宏・濱田耕作・梅原末治・水野清一（東方文化学院京都研究所所員）
・三上次男（満蒙文化研究員）・斉藤菊太郎（座右宝刊行会員）・岡崎信夫（撮影員）
　＋外部参加者；田中豊蔵（京城帝大）
・小泉顕夫（平壌府立博物館長）・伊藤伊八（安東省視学官）・黒田源次（奉天医科大）
・滝川政次郎（満洲国法律学校）
（池内宏『満州国安東省輯安県高句麗遺跡』満日文化協会、1936年をもとに一部追加・訂正）

※数：昭和10年の調査日時　日付：調査日
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一
九
四
〇
年
）
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
『
通
溝
』
の
具
体
的
な
内
容
・
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
斯

界
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
同
書
出
版
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
が
、

前
掲
の
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出

版
事
業
助
成 

池
内
宏 
自
昭
和
十
年 

至
昭
和
十
四
年
」と
し
て
残
さ
れ
て
い
る（
以

下
、
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
、
同
文
書
か
ら
の
引
用
と
し
、
出
典
は
省
略
す

る
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
『
通
溝
』
作
成
に
関
す

る
諸
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
池
内
の
研
究
を
理
解
す
る
上
で
の
端
緒
に

し
た
い
と
お
も
う
。

（
三
）
池
内
宏
の
『
通
溝
』
出
版
事
業

　

同
文
書
に
よ
る
と
、『
通
溝
』
の
刊
行
は
新
発
見
の
集
安
高
句
麗
関
壁
画
関
連

出
版
事
業
だ
け
で
な
く
、「
興
安
西
省
「
ワ
ー
リ
・
マ
ン
ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代

東
陵
壁
画
出
版
事
業
」
と
あ
わ
せ
て
申
請
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
前
者
が
「
東

方
学
術
上
稀
レ
ナ
ル
発
見
」
で
、
後
者
が
「
遼
時
代
（
約
九
百
年
前
）
ノ
文
化
ヲ

知
リ
得
ベ
キ
唯
一
ノ
史
料
ト
シ
テ
世
界
著
名
ナ
ル
遺
蹟
」
で
あ
り
（
池
内
宏
「
満

洲
国
安
東
省
集
安
県
ニ
於
ケ
ル
高
句
麗
時
代
壁
画
及
興
安
西
省
「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン

ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
費
用
補
助
願
」）、
こ
れ
ら
高
句
麗
・
遼
陵

壁
画
（
慶
陵
の
こ
と
：
筆
者
、
以
下
、
慶
陵
）
は
「
之
ヲ
日
本
ニ
於
テ
ハ
法
隆
寺

ニ
支
那
大
陸
ニ
於
テ
ハ
西
域
高
昌
ノ
遺
跡
等
ニ
仏
教
芸
術
ノ
遺
物
ト
シ
テ
見
ラ
ル

ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
洵
ニ
重
要
ナ
ル
史
料
」
で
あ
り
（「
安
東
省
集
安
県
高
句
麗
時
代

古
墳
壁
画
及
興
安
西
省「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン
ハ
」遼
陵
壁
画
出
版
ニ
関
ス
ル
件
」）、「
満

洲
ノ
文
化
歴
史
上
重
要
ナ
ル
資
料
ニ
テ
歴
史
的
材
料
ニ
乏
シ
キ
高
句
麗
民
族
及
遼

民
族
ノ
歴
史
文
化
ヲ
闡
明
ス
ル
唯
一
ノ
モ
ノ
」
で
、「
東
方
文
化
ノ
基
因
ト
其
民

族
生
活
ノ
歴
史
探
究
ノ
便
ニ
資
」
し
、「
又
満
洲
国
ノ
歴
史
的
特
殊
性
ヲ
広
ク
世

界
ニ
宣
揚
ス
ル
」
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
日
満
文
化
協
会
・
栄
厚
「
遼

の
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
の
壁
画
出
版
助
成
」）。

　

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
出
版
申
請
に
関
し
て
わ
ざ
わ
ざ
在
満
洲
国
特

命
全
権
大
使
で
あ
っ
た
南
次
郎
か
ら
外
務
大
臣
・
広
田
弘
毅
に
対
し
て
「
助
成
方

御
詮
議
相
成
度
此
段
申
進
ス
」
と
進
言
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
昭
和
一
一
年
二
月

二
五
日
「
遼
ノ
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
ノ
壁
画
出
版
助
成
方
ノ
件
」）。
こ
れ
は
南

だ
け
で
な
く
、
在
満
洲
国
特
命
全
権
大
使
で
あ
っ
た
植
田
謙
吉
か
ら
も
行
わ
れ
て

お
り
（
昭
和
一
一
年
六
月
一
〇
日
「
遼
皇
陵
及
高
句
麗
古
墳
壁
画
出
版
助
成
方
ノ

件
」）、
学
者
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
・
軍
人
で
も
あ
っ
た
元
朝
鮮
総
督
の
南
や
元

関
東
軍
司
令
官
で
あ
っ
た
植
田
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
出
版
の
重
要
性
を
指
摘
し
た

の
は
、
そ
れ
が
満
洲
国
の
歴
史
的
基
盤
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
池
内
ら
の
研
究
・
出
版
作
業
の
政
治
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
池
内
が
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
五
月
二
日

に
申
請
し
た
「
満
洲
国
安
東
省
集
安
県
ニ
於
ケ
ル
高
句
麗
時
代
壁
画
及
興
安
西

省
「
ワ
ー
リ
ー
マ
ン
ハ
」
ニ
於
ケ
ル
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
費
用
補
助
願
」
は
、

「
政
界
学
術
上
重
要
ナ
ル
資
料
ヲ
提
供
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
学
界
其
他
ノ
益
ス
ル
処

尠
カ
ラ
ス
文
化
事
業
ト
シ
テ
有
意
義
ナ
リ
ト
認
」
め
ら
れ
、
昭
和
一
一
年
か
ら
三

年
間
、
一
年
に
つ
き
一
〇
〇
〇
〇
円
、
合
計
三
〇
〇
〇
〇
円
が
出
版
助
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
昭
和
一
一
年
五
月
一
四
日
、
昭
和
一
一
年
度
の
補
助
金
と
し
て
金

一
〇
〇
〇
〇
円
が
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
指
令
書
第
四
九
号
）。

　

池
内
の
計
画
で
は
、三
年
計
画
の
一
年
目
の
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
「
原

九
三

池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究



色
版
写
真
ノ
製
版
」、「
高
句
麗
壁
画
ニ
関
ス
ル
編
纂
及
解
説
、
翻
訳
（
漢
訳
及
英

訳
）」
を
完
成
さ
せ
、二
年
目
（
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
）
に
一
年
目
に
編
纂
・

翻
訳
し
た
解
説
を
印
刷
に
回
し
て
製
本
し
、
各
方
面
に
配
布
し
、
三
年
目
（
昭
和

一
三
（
一
九
三
八
）
年
）
に
は
前
年
度
よ
り
作
業
を
行
っ
て
い
た
慶
陵
に
関
す
る

原
稿
・
写
真
な
ど
を
印
刷
・
製
本
し
、
各
関
係
方
面
に
配
布
し
、
事
業
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
事
業
は
必
ず
し
も
池
内
の
計
画
し
た
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
の
第
一
が
経
費
の
削
減
で
あ
っ
た
。
池
内
は
当
初
、
第
一
年
目
か

ら
第
三
年
目
ま
で
の
予
算
を
一
年
ご
と
に
一
〇
〇
〇
〇
円
と
し
、
既
述
の
よ
う
に

外
務
省
文
化
事
業
部
も
そ
れ
を
認
め
、
補
助
申
請
に
口
添
え
を
行
っ
た
植
田
謙
吉

在
満
洲
国
特
命
全
権
大
使
に
対
し
て
も
有
田
外
務
大
臣
の
名
で
、
昭
和
一
一
年
五

月
三
〇
日
付
で
昭
和
一
一
年
度
か
ら
昭
和
一
三
年
度
ま
で
年
ご
と
に
一
〇
〇
〇
〇

円
、
合
計
三
〇
〇
〇
〇
円
を
助
成
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
旨
を
通
知
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
（
昭
和
一
一
年
六
月
一
日
「
遼
ノ
皇
陵
及
高
句
麗
墳
墓
壁
画
出
版
方
助

成
ニ
関
ス
ル
件
」）。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
池
内
も
昭
和
一
二
年
七
月
に
昭
和
一
二

年
度
補
助
願
を
提
出
し
、外
務
省
文
化
事
業
部
も
指
令
第
七
八
号
（
七
月
一
〇
日
）

で
一
〇
〇
〇
〇
円
を
三
回
に
分
け
て
交
付
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
一
二
年
度
の
事
業
経
過
報
告
（
昭
和
一
三
年
九
月
二
五
日
）

に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
二
年
度
に
池
内
が
受
領
し
た
の
は
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た

一
〇
〇
〇
〇
円
の
う
ち
、
六
五
〇
〇
円
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
池
内
は
当
初

の
計
画
通
り
、「
昭
和
十
二
年
度
七
月
上
旬
起
稿
同
年
十
月
七
日
ニ
擱
筆
」
し
、

た
だ
ち
に
組
版
に
回
し
、
さ
ら
に
漢
文
・
英
訳
作
業
も
完
了
し
て
、
上
巻
に
使
用

す
る
用
紙
も
購
入
し
、印
刷
に
回
す
予
定
で
あ
っ
た
が
、昭
和
一
二
年
度
で
は
「
之

ヲ
行
ハ
ズ
、
昭
和
十
三
年
度
ニ
於
テ
是
ヲ
完
了
セ
シ
ム
ル
事
ト
セ
リ
」
と
決
断
し

た
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
交
付
さ
れ
た
予
算
が
予
定
の
約
三
分
二
程
度
ほ

ど
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
経
費
削
減
は
二
年
度
だ
け
で
な
く
、
当
初
の
予
定
の
最
終
年
度
で
も
あ
る

第
三
年
目
の
昭
和
一
三
年
度
も
同
様
で
あ
っ
た
。
池
内
は
昭
和
一
三
年
度
の
予
算

申
請
に
際
し
て
、
特
に
外
務
大
臣
指
令
に
よ
っ
て
金
一
〇
〇
〇
〇
円
の
助
成
が
許

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
五
〇
〇
円
し
か
受
領
し
て
い
な
い
こ
と
訴
え
、
残

金
三
五
〇
〇
円
を
昭
和
一
三
年
度
の
予
算
請
求
に
加
算
し
て
請
求
し
た
の
で
あ
っ

た
（
昭
和
一
三
年
四
月
二
七
日
）。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
文
化
事
業

部
で
は
「
本
年
度
ハ
時
局
ニ
関
連
シ
諸
経
費
節
約
ノ
必
要
ニ
迫
ラ
レ
居
旁
々
国
策

ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
ノ
研
究
助
成
ハ
中
止
又
ハ
繰
延
ブ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル

ニ
、
就
テ
ハ
本
件
事
業
モ
一
部
繰
延
フ
ル
コ
ト
」（「
遼
代
壁
画
出
版
助
成
ニ
関
ス

ル
件
」
昭
和
一
三
年
七
月
六
日
、
ゴ
チ
：
筆
者
）
と
回
答
し
、
七
月
一
六
日
に
は

「
今
般
ノ
時
局
ニ
鑑
ミ
昭
和
十
三
年
度
ニ
於
テ
ハ
極
力
経
費
ヲ
節
減
ス
ル
コ
ト
ニ

相
成
本
件
事
業
ニ
対
シ
テ
モ
減
額
助
成
ノ
余
儀
ナ
キ
ニ
至
リ
」、
昭
和
一
三
年
度

は
六
五
〇
〇
円
の
み
助
成
す
る
こ
と
が
池
内
に
伝
え
ら
れ
た
（「
遼
時
代
東
陵
壁

画
出
版
事
業
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」）。

　

前
年
の
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
に
起
こ
っ
た
盧
溝
橋
事
件
を
契
機
と

し
て
、
日
本
と
中
国
と
の
対
立
は
華
北
・
上
海
方
面
な
ど
に
も
拡
大
し
て
全
面
戦

争
へ
と
発
展
し
、
出
版
事
業
三
年
目
の
昭
和
一
三
年
五
月
に
は
国
家
総
動
員
法
が

施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
外
務
省
文
化
事
業
部
が
い
う
「
時
局
」
と
は
こ

う
し
た
事
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
⑽

。
こ
う
し
た
な
か
、
池
内
の
高
句
麗
壁
画
墳
・

慶
陵
刊
行
事
業
は
「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」
と
み
な
さ
れ
、
経
費
の

九
四
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削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
外
務
省
文
化
事
業

部
も
こ
れ
で
は
刊
行
事
業
は
困
難
と
考
え
た
よ
う
で
、「
経
費
不
足
ニ
ヨ
ル
事
業

未
完
成
ノ
分
ハ
次
年
度
ニ
繰
越
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
致
度
シ
」
と
池
内
に
通
知
し
て

い
る
（「
遼
代
壁
画
出
版
助
成
ニ
関
ス
ル
件
」
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月

六
日
）。
満
洲
国
の
存
立
基
盤
と
も
な
る
満
洲
史
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、「
又
満

洲
国
ノ
歴
史
的
特
殊
性
ヲ
広
ク
世
界
ニ
宣
揚
ス
ル
」
た
め
の
事
業
は
、日
中
戦
争
、

そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
国
家
総
動
員
法
の
施
行
と
い
う
挙
国
一
致
体
制
の
前
で

は
、「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
ノ
研
究
」
と
考
え
ら
れ
、
予
算
削
減
の
憂
き

目
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
苦
し
い
財
政
状
況
の
も
と
で
、
昭
和
一
三
年
度
に
『
通
溝
』
上
巻

は
な
ん
と
か
刊
行
さ
れ
、
関
係
者
に
配
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
は
「
昭

和
一
三
年
度
事
業
経
過
報
告
（
昭
和
一
四
年
六
月
）」
の
な
か
で
、
同
書
を
昭
和

一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
に
天
皇
・
皇
后
及
び
秩
父
宮
・
高
松
宮
に
奉
献
し
た
こ
と
、

内
地
及
び
欧
米
諸
国
の
大
学
・
図
書
館
に
寄
贈
し
、「
所
期
ノ
如
ク
満
洲
ノ
古
文

化
ヲ
広
ク
内
外
ニ
宣
揚
ス
ル
ヲ
得
」、
か
つ
そ
れ
ら
海
外
の
大
学
か
ら
「
懇
切
ナ

ル
謝
状
」
が
送
ら
れ
、「
本
書
ノ
体
裁
ノ
華
麗
ナ
ル
ト
、
ソ
ノ
内
容
ノ
学
術
的
価

値
ノ
大
ナ
ル
ト
ヲ
称
揚
」
さ
れ
た
こ
と
、「
文
化
的
交
歓
ニ
資
」
し
て
い
た
こ
と

を
特
筆
し
、「
本
書
頒
布
ノ
効
果
ノ
甚
大
ナ
ル
ヲ
証
ス
ル
モ
ノ
タ
リ
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
外
務
省
文
化
事
業
部
に
強
調
し
た
。

　

さ
ら
に
、
池
内
は
「
昭
和
一
四
年
度
補
助
願
」
で
も
、「
欧
米
ノ
諸
国
ヲ
シ
テ

非
常
時
下
ニ
於
ケ
ル
我
ガ
大
陸
古
文
化
研
究
ノ
隆
盛
並
ビ
ニ
印
刷
技
術
ノ
優
秀
ナ

ル
事
実
ヲ
確
認
セ
シ
メ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
書
出
版
ノ
効
果
ノ
甚
大
ナ
ル
ヲ
証
シ
テ

余
リ
ア
リ
」
と
述
べ
、
同
書
の
刊
行
が
欧
米
諸
国
か
ら
も
認
め
ら
れ
、「
非
常
時

下
ニ
於
」
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
高
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
池
内
の
主
張
は
日
中
戦
争
に
と
も
な
う
国
家
総
動
員
体
制
下
の
時
局
の
逼
迫
す

る
な
か
に
お
い
て
、
出
版
計
画
が
「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」
と
さ
れ

た
こ
と
へ
の
池
内
な
り
の
反
論
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
経
費

の
削
減
な
ど
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
な
ん
と
か
苦
労
し
て
『
通
溝
』
上
巻
は
刊
行
さ
れ

た
が
、
こ
の
出
版
事
業
の
困
難
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
『
通
溝
』
下
巻
を
担
当
し
て
い
た
濱
田
耕
作
の
逝
去
で
あ
る
。
同
事
業

が
池
内
の
計
画
通
り
に
必
ず
し
も
進
展
し
な
か
っ
た
理
由
の
第
二
が
こ
こ
に
あ

る
。『
通
溝
』
下
巻
は
、「
現
地
方
ニ
於
ケ
ル
新
発
見
ノ
古
墳
壁
画
ノ
解
説
ヲ
目
的

ト
シ
テ
、
理
事
濱
田
耕
作
等
之
ニ
当
」
り
、
作
業
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
事
業
三
年
目
の
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月
、
濱
田
が
突
然
死

去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
池
内
が
濱
田
に
代
わ
っ
て
、
下
巻
も

担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
京
都
帝
大
の
梅
原
末
治
と
協
力
し
て
報
告
書
の
起
草
を

急
ぎ
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
⑾

。
実
は
、
濱
田
は
薨

去
直
前
ま
で
京
都
帝
大
総
長
の
要
職
に
あ
っ
て
、『
通
溝
』
と
同
時
並
行
で
行
わ

れ
て
い
た
慶
陵
の
調
査
は
、
濱
田
が
「
長
期
出
張
不
可
能
ナ
ル
ヲ
以
テ
」、
濱
田

に
代
わ
っ
て
京
都
帝
大
講
師
の
田
村
實
造
が
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
上
巻
に

比
べ
下
巻
の
編
纂
作
業
が
遅
れ
て
い
た
の
は
、
濱
田
が
京
都
帝
大
総
長
と
し
て
多

忙
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
突
然
の
濱
田

の
死
亡
に
よ
り
、
池
内
が
急
遽
、
下
巻
の
執
筆
・
編
纂
作
業
ま
で
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

助
成
金
の
削
減
、
さ
ら
に
濱
田
の
急
逝
な
ど
も
あ
っ
て
、
事
業
は
池
内
が

当
初
予
定
し
て
い
た
三
年
で
終
わ
ら
ず
、
当
該
作
業
は
四
年
目
の
昭
和
一
四

九
五

池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究



（
一
九
三
九
）年
に
突
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。池
内
は
昭
和
一
四
年
度
の「
補

助
願
」
に
一
二
月
中
に
は
『
通
溝
』
下
巻
も
印
刷
を
終
え
る
予
定
で
あ
る
旨
を
特

記
し
、
昭
和
一
四
年
度
の
経
費
と
し
て
『
通
溝
』
下
巻
助
成
三
二
六
一
円
、
慶
陵

壁
画
出
版
助
成
一
〇
五
〇
〇
円
、計
一
三
七
七
一
円
の
助
成
を
「
特
ニ
御
願
申
上
」

げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
文
化
事
業
部
は
、『
通
溝
』
下
巻
の
み
、
池
内
の
申
請

通
り
三
二
六
一
円
の
助
成
を
認
め
た
も
の
の
、
慶
陵
壁
画
出
版
助
成
に
つ
い
て
は

減
額
し
、
六
二
六
一
円
の
み
の
補
助
を
通
知
し
て
い
る
（
昭
和
一
五
年
一
月
二
〇

日
）。
い
ず
れ
も
満
洲
史
上
重
要
な
資
料
と
さ
れ
な
が
ら
、『
通
溝
』
下
巻
刊
行
の

み
が
申
請
額
通
り
助
成
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
上
巻
が
発
刊
さ
れ
、
池
内
が
強

調
し
た
よ
う
に
、『
通
溝
』
上
巻
が
欧
米
各
国
か
ら
大
い
に
称
賛
さ
れ
た
こ
と
を

ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
界
か
ら
の
孤
立
化
を
深
め
る
当
該
期
の
日
本
に

と
っ
て
、
欧
米
か
ら
の
高
評
価
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。『
通
溝
』

刊
行
事
業
は
外
務
省
文
化
事
業
部
に
と
っ
て「
国
策
ニ
関
係
ナ
キ
純
学
問
的
研
究
」

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
池
内
の
指
摘
な
ど
に
よ
り
、
外
務
省
文
化
事

業
部
も
ま
た
そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、池
内
は『
通

溝
』
の
刊
行
が
国
策
上
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

助
成
金
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
の
そ
れ
は
『
通
溝
』
刊
行
の
た
め
で
も
あ
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
は
『
通
溝
』
の
刊
行
、
さ
ら
に
は
池
内
の
研
究
が
当
該
期
の
政

治
的
情
況
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。

　

だ
が
、
一
年
延
長
し
て
も
『
通
溝
』
下
巻
の
刊
行
は
、
必
ず
し
も
池
内
が
予
定

し
て
い
た
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
日
中
戦
争
と
い
う
挙
国
一
致
の

戦
時
体
制
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
『
通
溝
』
の
刊
行
が
遅
れ
た
理
由
の
第

三
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
池
内
の
提
出
し
た「
昭
和
一
四
年
度
事
業
経
過
報
告
」

（
昭
和
一
五
年
五
月
二
二
日
）
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
計
画
で
は
昭
和
一
四
年
度
内

に
『
通
溝
』
下
巻
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、「
時
局
ノ
影
響
ニ
ヨ
リ
テ
印

刷
ノ
進
行
ニ
尠
カ
ラ
ザ
ル
支
障
ヲ
来
シ
種
々
ノ
困
難
ニ
逢
着
セ
ル
ガ
タ
メ
」、
予

定
の
期
日
内
に
発
刊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
池
内
は
外
務
省

文
化
事
業
部
に
提
出
し
た
事
業
報
告
書
の
な
か
で
、
紙
価
の
相
場
の
高
騰
を
ふ
ま

え
、
事
前
に
印
刷
用
用
紙
の
購
入
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
（「
昭
和

一
四
年
度
事
業
経
過
報
告
」）、
こ
れ
な
ど
も
戦
時
体
制
下
で
の
物
資
の
不
足
と
無

関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
通
溝
』
は
日
中
戦
争
と
い
う
日
本
を
め
ぐ
る

厳
し
い
環
境
の
中
で
、
種
々
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
編
纂
・
出
版
事
業
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
⑿

。

　

こ
う
し
て
『
通
溝
』
下
巻
、
さ
ら
に
慶
陵
調
査
報
告
書
の
編
纂
完
了
を
目
指
し

て
、
五
年
目
の
昭
和
一
五
年
度
の
出
版
助
成
申
請
が
池
内
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
れ

が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
指
令
第
九
五
号
、
昭
和
一
五
年
一
〇
月
一
九
日
）、

そ
れ
を
受
け
て
『
通
溝
』
下
巻
は
所
期
の
予
定
か
ら
遅
れ
る
こ
と
二
年
、
昭
和

一
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
〇
月
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
⒀

結
語

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
後
藤
新
平
文
書
』
や

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
池
内
宏
関
係
文
書
に
も
と
づ
い
て
、
池
内
の

満
洲
史
・
満
鮮
史
研
究
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
池
内
は
満
鉄
の
歴
史
調

査
部
で
満
鮮
史
上
の
一
大
歴
史
的
事
件
と
も
い
う
べ
き
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
に

従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
白
鳥
庫
吉
を
中
心
と
す
る
満
鉄
歴
史
調
査
部
で
の

九
六
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調
査
は
、
満
鉄
か
ら
利
益
を
追
求
す
る
鉄
道
会
社
に
不
必
要
と
さ
れ
、
池
内
は
研

究
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
満
洲
国
建
国
を
契
機
と
し

て
外
務
省
の
支
援
の
も
と
高
句
麗
遺
跡
の
調
査
を
進
め
た
が
、
そ
の
後
、
調
査
報

告
書
の
刊
行
の
段
階
で
、
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
時
局
に
関
係
の
な
い
純
学
問

的
研
究
と
さ
れ
、
経
費
を
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
池
内
の
研
究
は
、
満
鉄
や
外
務
省
か
ら
緊
急
性
を
要
し
な
い
も
の
と

評
価
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、
そ
う
で

あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
研
究
が
満
鉄
や
外
務
省
文
化
事
業
部
の
支
援
を
受
け
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
性
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

池
内
の
所
属
し
た
満
鉄
歴
史
調
査
部
で
の
満
洲
史
研
究
は
、
そ
の
創
設
者
で
あ

る
白
鳥
が
後
藤
に
対
し
て
、日
露
戦
争
以
後
の
日
本
の
満
洲
経
営
と
関
連
さ
せ
て
、

「
学
者
の
閑
事
業
に
あ
ら
ず
し
て
、
国
家
経
営
の
任
に
当
る
為
政
者
の
任
な
り
、

国
民
の
任
な
り
」
と
直
言
し
て
い
た
し
（「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」
後
藤
新
平

文
書R

三
八-

三
四
）、
池
内
も
満
洲
史
研
究
を
満
洲
国
の
正
統
性
・
存
立
基
盤

と
一
貫
し
て
関
連
付
け
、
そ
れ
ら
研
究
が
「
時
局
」
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
を

高
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
助
成
金
を
得
、
研
究
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
積
極
的
に
満
鮮
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
池
内
の
当
該
期
の
研
究

の
特
徴
の
一
つ
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
三

上
次
男
や
旗
田
巍
も
ま
た
そ
れ
ら
研
究
に
従
事
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

研
究
は
白
鳥
・
池
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
⒁

。

　

一
方
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
井
上
［
二
〇
一
八
］
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
京
都

帝
大
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
研
究
も
戦
前
日
本
の
研
究
の
実

態
や
そ
れ
の
批
判
的
再
検
討
を
行
う
上
で
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
向

後
も
こ
う
し
た
研
究
の
目
的
・
実
態
な
ど
を
一
つ
一
つ
詳
細
に
解
明
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

註
（1）
満
鮮
史
と
い
う
概
念
、
歴
史
地
理
的
空
間
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、

本
来
は
「
満
鮮
史
」
と
表
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
煩
雑
な
た
め
、
こ
の
よ

う
に
表
記
す
る
。
以
下
、
同
様
。

（2）
白
鳥
庫
吉
の
後
藤
新
平
へ
の
建
議
、
歴
史
調
査
部
の
設
立
の
経
緯
に
つ
い

て
は
、
井
上
［
二
〇
一
三
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（3）
池
内
［
一
九
〇
八c

・
〇
九
］
は
、
池
内
［
〇
八b

］
と
異
な
り
、
作
者

名
が
梧
影
に
、
翌
年
刊
行
の
池
内
［
一
九
一
〇a

・
一
〇b

］
で
は
作
者
名

が
池
内
梧
影
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
の
池
内
［
一
九
一
一
］
以
後
は
作

者
名
が
池
内
宏
と
な
っ
て
い
る
。
池
内
［
一
九
〇
八c

・
〇
九
］
が
イ
ン
ド

関
係
の
論
文
で
あ
っ
た
た
め
、
意
図
的
に
作
者
名
を
梧
影
と
し
た
の
か
は
判

然
と
せ
ず
、
そ
こ
に
池
内
が
込
め
た
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否

定
し
え
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
保
留
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な

お
、池
内
が
在
学
中
に
発
表
し
た
池
内
［
一
九
〇
四b

］
で
は
作
者
名
がY

.I

と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。

（4）
歴
史
調
査
部
の
当
初
の
部
員
が
白
鳥
庫
吉
以
外
に
箭
内
亙
・
松
井
等
・
稲

葉
岩
吉
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
史
学
会
［
一
九
〇
八
・
〇
九
］
か
ら
も
う

か
が
え
る
。
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（5）
稲
葉
の
金
沢
訪
問
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
［
一
九
〇
九a

・
〇
九b

］
に
言

及
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
に
は
漢
籍
の
紹
介
が
若
干
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、

調
査
の
経
緯
や
結
果
な
ど
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
歴
史
調
査
部
や
後
藤
に
提
出
し
た
で
あ
ろ
う

「
金
沢
訪
問
劄
記
」
が
こ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
稲
葉
［
一
九
〇
九a

］
に
よ
れ
ば
、
稲
葉
の
金
沢
調
査
は
内
藤
湖
南
の

誘
い
を
受
け
て
の
も
の
で
、
内
藤
湖
南
・
富
岡
桃
華
（
謙
蔵
）
と
と
も
に
明

治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
稲

葉
［
一
九
〇
九a

］
に
は
大
阪
朝
日
新
聞
の
瀬
尾
君
か
ら
便
宜
を
得
た
と
も

記
し
て
い
る
か
ら
、彼
も
ま
た
稲
葉
た
ち
の
調
査
に
同
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、稲
葉
の
金
沢
踏
査
に
つ
い
て
の
論
文
が
寺
内
［
二
〇
〇
四
］
所
載
「
稲

葉
岩
吉
著
作
目
録
」
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
鈴
木
開
（
明
治
大
学
）
か
ら
ご

指
摘
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
示
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、

寺
内
［
二
〇
〇
四
］
所
載
の
前
掲
目
録
に
は
稲
葉
［
一
九
〇
九b

］
の
み
が

認
め
ら
れ
、［
一
九
〇
九a

］
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（6）
稲
葉
・
松
井
・
箭
内
の
満
洲
踏
査
に
つ
い
て
は
井
上
［
二
〇
一
七
］
を
参
照
。

こ
の
踏
査
時
に
同
じ
く
歴
史
調
査
部
に
所
属
し
て
い
た
池
内
・
津
田
は
参
加

し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
池
内
・
津
田
の
加
入
前
に
計
画
さ
れ
て
い
た
た

め
、
予
算
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
朝
鮮
関
係
史
料
の
蒐

集
・
調
査
し
て
い
た
池
内
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
渡
鮮
せ
ず
、
池
内
が
は
じ

め
て
朝
鮮
へ
調
査
に
赴
い
た
の
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
九
月
一
三
日

の
こ
と
で
あ
っ
た
（
東
京
朝
日
新
聞
大
正
七
年
一
〇
月
二
〇
日
記
事
）。

（7）
青
山
公
亮
他
・
旗
田
巍
他
［
二
〇
〇
一
］
の
な
か
で
三
上
次
男
は
、
こ
の

池
内
［
一
九
〇
四a

］
が
池
内
の
卒
業
論
文
と
思
わ
れ
る
と
発
言
し
て
い
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
当
時
、
東
京
帝
国
大
史
学
科
教
授
で
あ
っ
た
白
鳥
は
、
は

や
く
か
ら
池
内
が
日
明
関
係
史
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た

は
ず
で
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
池
内
に
文
禄
慶
長
の
役
の
研
究
を
担

当
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

（8）
池
内
は
昭
和
八
年
に
実
施
さ
れ
た
東
亜
考
古
学
会
の
渤
海
東
京
城
の
調
査

に
も
参
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
酒
寄
［
二
〇
〇
七
］
に

詳
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（9）
「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
助
成
（
池
内
宏
） 

昭
和
十
年
三
月
」（
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015882100

）
に
み
え
る
池
内
が
外
務
省
文
化
事
業
部

に
提
出
し
た
「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
収
支
計
算
書
」
に
は
、
旅
費
が
み

え
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
熱
河
へ
の
踏
査
は
こ
れ
と
は
別
の
資
金
を
利
用
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（10）
池
内
ら
が
予
算
を
削
減
さ
れ
た
前
年
の
昭
和
一
一
年
、
東
亜
考
古
学
会

は
ず
さ
ん
な
会
計
監
査
を
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
指
摘
さ
れ
、
組
織

の
改
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
（「
東
亜
考
古
学
会
ニ
対
ス
ル
助
成

金
監
査　

東
亜
考
古
学
会 

昭
和
十
一
年
四
月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

B05015893600

）、
酒
寄
［
二
〇
〇
七
］
は
、
こ
う
し
た
処
置
が
東
亜
考
古

学
会
の
ず
さ
ん
な
会
計
処
理
だ
け
で
な
く
、
同
年
五
月
に
行
わ
れ
た
外
務
省

機
構
改
革
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
東
亜
考
古
学
会
に
対
す
る
厳

し
い
監
査
、
改
革
要
求
が
行
わ
れ
た
と
推
定
す
る
。
池
内
ら
の
事
業
に
対
し

て
は
、
特
に
外
務
省
文
化
事
業
部
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
批
判
・
指
摘
は
な

く
、
ま
た
外
務
省
文
化
事
業
部
も
当
初
の
予
定
通
り
一
万
円
の
支
出
を
支
持
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し
て
い
る
か
ら
（「
指
令
書
（
指
令
第
七
八
、
昭
和
十
二
年
七
月
一
〇
日
」）、

池
内
ら
の
事
業
費
削
減
を
こ
の
よ
う
な
東
亜
考
古
学
会
へ
の
予
算
削
減
、
外

務
省
の
機
構
改
編
と
関
連
づ
け
て
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
事
業
費
が
義
和
団
事
件
賠
償
金
等
を
歳
入
財
源

と
す
る
対
支
文
化
事
業
特
別
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
二
年

度
以
後
は
賠
償
金
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
急
激
に
歳
入
が
減
り
、
昭
和

一
六
年
度
に
は
廃
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
外
務
省
百
年
史
編
纂
委

員
会
［
一
九
六
九
］）。
し
た
が
っ
て
、
池
内
ら
の
事
業
に
対
す
る
経
費
削

減
は
、
昭
和
一
二
年
七
月
七
日
に
勃
発
し
た
盧
溝
橋
事
件
後
の
日
中
両
軍

の
対
立
の
一
時
沈
静
化
を
経
て
交
戦
が
激
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
川
田

［
二
〇
一
四
］）、
七
月
二
五
日
以
後
の
日
中
戦
争
拡
大
と
い
う
「
時
局
」
と

関
連
し
て
削
減
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

（11）
羽
田
亨
の
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
七
月
一
八
日
の
日
記
に
は
「
池
内
君

東
京
よ
り
来
る
集
安
の
出
版
物
に
つ
き
て
梅
原
氏
と
相
談
旁
々
浜
田
君
を
見

舞
へ
る
な
り
」と
あ
っ
て（
羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書
館［
二
〇
一
九
］）、

池
内
は
濱
田
薨
去
前
に
す
で
に
「
集
安
の
出
版
物
」（
＝
刊
行
準
備
中
の
『
通

溝
』）
に
つ
い
て
梅
原
と
相
談
し
て
お
り
、
濱
田
病
死
と
い
う
事
態
に
あ
ら

か
じ
め
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書

館
［
二
〇
一
九
］
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
健
哉
（
大
阪
市
立
大
学
）
よ
り
ご
教

示
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
示
し
て
お
き
た
い
。

（12）
青
山
・
旗
田
他
［
二
〇
〇
一
］
に
よ
れ
ば
、
池
内
は
『
通
溝
』
刊
行
に
際

し
て
天
金
と
背
文
字
の
た
め
に
金
粉
を
購
入
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
戦
争
が

激
し
く
な
り
金
粉
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
結
局
、「
三
部
だ
け
天
金

の
を
作
っ
て
編
輯
し
た
も
の
の
労
に
報
い
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
池

内
・
座
右
寶
刊
行
会
の
斉
藤
、
池
内
の
弟
子
で
あ
っ
た
三
上
次
男
が
そ
れ
ら

を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に『
通

溝
』
刊
行
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
て
い
た
が
、青
山
公
亮
他
・

旗
田
巍
他
［
二
〇
〇
一
］
所
収
の
池
内
一
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
池
内
は
『
通

溝
』
の
刊
行
に
際
し
て
「
本
当
に
な
め
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て
い
」
て
、
楽

し
ん
で
も
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（13）
こ
の
時
、『
通
溝
』
と
と
も
に
出
版
助
成
を
受
け
て
い
た
慶
陵
関
係
報
告
書

は
結
局
、
同
年
に
は
刊
行
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、
田
村
實
造
ら
の
調
査
を
経
て

編
纂
作
業
が
続
け
ら
れ
た
が
、
測
量
図
が
対
ソ
戦
の
軍
事
機
密
に
あ
た
る
と

さ
れ
、
第
二
次
大
戦
中
は
発
表
を
禁
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
出
版
に
向
け
て
の

図
版
や
写
真
原
板
は
東
京
の
座
右
宝
刊
行
会
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
空

襲
に
よ
っ
て
大
半
が
焼
失
し
、
加
え
て
一
九
四
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
の

終
了
に
よ
っ
て
日
満
文
化
協
会
も
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
報
告
書
の
刊

行
は
絶
望
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
文
部
省
の
助
成
に
よ
っ
て

一
九
五
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
田
村
實
造
・
小
林
行
雄
『
慶
陵 : 

東
モ

ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
遼
代
帝
王
陵
と
そ
の
壁
畫
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
報

告
慶
陵 : 

東
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
遼
代
帝
王
陵
と
そ
の
壁
畫
に
関
す
る
考

古
学
的
調
査
報
告
』（
座
右
宝
刊
行
会
、
一
九
五
二
・
一
九
五
三
年
）
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
経
緯
や
戦
前
日
本
の
契
丹
調
査
に
つ
い
て

は
、
古
松
崇
［
二
〇
〇
五
］
が
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（14）
当
該
期
の
三
上
次
男
や
旗
田
巍
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
井
上
［
二
〇
一
八
］

を
参
照
の
こ
と
。
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下
）」『
東
洋
時
報
』
一
一
二

池
内
宏
、
一
九
〇
八b

、「
ネ
ス
ト
リ
派
の
支
那
布
教
」『
東
洋
時
報
』

一
一
六
・
一
一
七
・
一
一
八

池
内
宏
、一
九
〇
八c

、「
古
代
の
カ
ノ
ー
ジ
市
と
そ
の
支
配
者
に
就
い
て
」『
東

洋
時
報
』
一
二
二

池
内
宏
、
一
九
〇
九
、「
ス
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
チ
の
位
置
に
就
て
」『
東
洋
時
報
』

一
二
四
・
一
二
五

池
内
宏
、
一
九
一
〇a

、「
文
禄
征
韓
の
役
に
於
け
る
清
正
の
民
政
と
端
川
の

銀
山
」『
東
洋
時
報
』
一
四
一

池
内
宏
、
一
九
一
〇b

、「
龍
仁
の
戦
い
」『
東
洋
時
報
』
一
四
五

池
内
宏
、
一
九
一
一
、「
カ
ト
カ
イ
と
い
ふ
地
名
に
就
き
て
」『
東
洋
学
報
』
一-

三

池
内
宏
、
一
九
一
二
、「
カ
ラ
イ
サ
ン
と
い
ふ
地
名
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』

二-

一

池
内
宏
、一
九
一
三a

、「
梁
大
司
馬
実
記
所
収
従
軍
日
記
の
偽
作
を
辨
ず
」『
東

洋
学
報
』
三-

二

池
内
宏
、
一
九
一
三b

、「
海
汀
倉
の
戦
い
に
つ
き
て
の
考
」『
史
学
雑
誌
』

二
四-

五

池
内
宏
、
一
九
一
三c

、「
文
禄
戦
役
開
始
以
前
に
於
け
る
秀
吉
の
対
外
的
態

度
を
論
じ
て
此
の
戦
役
の
発
端
に
及
ぶ
」『
史
学
雑
誌
』
二
四-

七
・
九
・

一
〇
・
一
一
・
一
二

池
内
宏
、
一
九
一
四a

、「
文
禄
戦
役
開
始
以
前
に
於
け
る
秀
吉
の
対
外
的
態

度
を
論
じ
て
此
の
戦
役
の
発
端
に
及
ぶ
」『
史
学
雑
誌
』
二
五-

一
・
二

池
内
宏
、
一
九
一
四b

、「
京
城
の
軍
議
に
関
す
る
黒
田
家
譜
の
記
事
の
錯
簡

と
軍
議
の
時
日
」『
史
学
雑
誌
』
二
五-

三

池
内
宏
、一
九
一
四c

、「
海
汀
倉
の
戦
に
関
し
て
再
び
河
合
学
士
に
答
ふ
」『
史

学
雑
誌
』
二
五-

四

池
内
宏
、
一
九
一
四d

、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
歴
史
調
査
報
告
第
三
『
文
禄

慶
長
の
役
正
篇
第
一
』
丸
善

池
内
宏
、
一
九
一
五
、「
加
藤
清
正
の
オ
ラ
ン
カ
イ
攻
伐
」『
史
学
雑
誌
』
二
六-

五

池
内
宏
、
一
九
三
六a

、『
文
禄
慶
長
の
役
別
篇
第
一
』
丸
善

池
内
宏
、
一
九
三
六b

、「
通
溝
二
日
半　

満
洲
国
安
東
省
輯
安
県
に
於
け
る

高
句
麗
の
遺
跡
」『
東
洋
』
三
八-

一
二

池
内
宏
、
一
九
三
六c

、『
満
洲
国
安
東
省
輯
安
縣
高
句
麗
遺
蹟
』
満
日
文
化

協
会

池
内
宏
、
一
九
三
八
、『
通
溝　

満
洲
国
通
化
省
輯
安
県
高
句
麗
遺
跡
』
上
巻
、

日
満
文
化
協
会

一
〇
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号



池
内
宏
・
梅
原
末
治
、
一
九
四
〇
、『
通
溝　

満
洲
国
通
化
省
輯
安
県
高
句
麗

壁
画
古
墳
』
下
巻
、
日
満
文
化
協
会

池
内
博
士
関
連
記
念
東
洋
史
論
叢
刊
行
会
、一
九
四
〇
、「
池
内
博
士
著
作
年
表
」

『
池
内
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
座
右
宝
刊
行
会

※
池
内
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
池
内
博
士
関
連
記
念
東
洋
史
論
叢
刊
行
会

［
一
九
〇
四
］
の
「
池
内
博
士
著
作
年
表
」
を
参
照
。

井
上
直
樹
、
二
〇
一
〇
、「
戦
後
日
本
の
朝
鮮
古
代
史
研
究
と
末
松
保
和
・
旗

田
巍
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
八

井
上
直
樹
、
二
〇
一
三
、『
帝
国
日
本
と
〈
満
鮮
史
〉』
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年

井
上
直
樹
、
二
〇
一
七
、「
白
鳥
庫
吉
の
満
洲
調
査
―
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア

歴
史
資
料
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
」『
日
本
中
国
考
古
学
』
一
七
号
、

二
〇
一
七
年

井
上
直
樹
、
二
〇
一
八
、「
満
洲
国
と
満
洲
史
研
究
―
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
所
蔵
文
書
の
分
析
を
中
心
に
―
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　

人
文

篇
』
七
〇

稲
葉
君
山
、
一
九
〇
九a

、「
金
沢
訪
書
談
」『
日
本
及
日
本
人
』
五
〇
一

稲
葉
君
山
、
一
九
〇
九b

、「
金
沢
訪
書
続
談
」『
日
本
及
日
本
人
』
五
一
二

荊
木
美
行
、
二
〇
一
四
「『
通
溝
』
上
巻
の
池
内
宏
自
筆
原
稿
」『
金
石
文
と
古

代
史
料
の
研
究
』
燃
焼
社

岡
村
敬
二
、二
〇
〇
六
、『
日
満
文
化
協
会
の
歴
史
―
草
創
期
を
中
心
に
―
』

外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
九
、『
外
務
省
の
百
年
』
下
巻
、
原
書
房

川
田
稔
、
二
〇
一
四
、『
昭
和
陸
軍
全
史 

二 

日
中
戦
争
』
講
談
社

京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
五
六
、『
京
都
大
学
文
学
部
五
十
年
史
』
京
都
大
学

文
学
部

京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
二
〇
〇
一
、『
考
古
学
史
研
究
』
九

窪
徳
忠
、
一
九
九
四
、「
池
内
宏
」
江
上
波
夫
編
『
東
洋
学
の
系
譜
』
大
修
館

書
店

五
井
直
弘
、
一
九
七
六
、『
近
代
日
本
と
東
洋
史
学
』
青
木
書
店

酒
寄
雅
志
、
二
〇
〇
一
、「
渤
海
史
研
究
と
近
代
日
本
」『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』

校
倉
書
房

酒
寄
雅
志
、
二
〇
〇
七
、「
東
亜
考
古
学
会
の
東
京
城
調
査
」『
東
亜
考
古
学
会

と
近
代
日
本
の
東
ア
ジ
ア
史
研
究
』（
平
成
一
六
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（C

）
研
究
成
果
報
告
書
』

史
学
会
、
一
九
〇
八
、「
極
東
研
究
の
新
機
運
」『
史
学
雑
誌
』
一
九-

四

史
学
会
、
一
九
〇
九
、「
戊
申
史
壇
総
覧
」『
史
学
雑
誌
』
二
〇-

一

白
鳥
庫
吉
、
一
九
一
四
、「
池
内
宏
著
『
文
禄
慶
長
の
役
』
序
」
南
満
洲
鉄
道

株
式
会
社
歴
史
調
査
報
告
第
三
『
文
禄
慶
長
の
役
正
篇
第
一
』
丸
善

白
鳥
庫
吉
、
一
九
二
八
、「
学
習
院
に
於
け
る
史
学
科
の
沿
革
」『
学
習
院
輔
仁

会
雑
誌
』
一
三
四

白
鳥
庫
吉
、
一
九
七
一a

、「
後
藤
伯
の
学
問
上
の
功
績
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』

一
〇
、
岩
波
書
店
、［
初
出
］『
吾
等
の
知
れ
る
後
藤
新
平
伯
』
東
洋
協
会
、

一
九
二
九
年

白
鳥
庫
吉
、
一
九
七
一b

、「
満
鮮
史
研
究
の
三
十
年
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』

一
〇
、
岩
波
書
店
、［
初
出
］

『
国
本
』
一
四-
九
、一
九
三
四
年

塚
瀬
進
、
二
〇
一
一
、「
戦
前
、
戦
後
に
お
け
る
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
史
研
究
の
成

一
〇
一

池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究



果
と
問
題
点
」『
長
野
大
学
紀
要
』
三
二
巻
三
号

津
田
左
右
吉
、
一
九
六
五
、「
日
記
二
」『
津
田
左
右
吉
全
集
』
二
六
、
岩
波
書
店

寺
内
威
太
郎
、
二
〇
〇
四
、「「
満
鮮
史
」
研
究
と
稲
葉
岩
吉
」
寺
内
威
太
郎
他

『
植
民
地
主
義
と
歴
史
学
』
刀
水
書
房

東
京
朝
日
新
聞
、
一
九
一
八
、
大
正
七
年
一
〇
月
二
〇
日
記
事
「
学
会
消
息
」

徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
館
、
二
〇
一
三
・
二
〇
一
五
・
二
〇
一
七
、『
徳
島
県

立
鳥
居
龍
蔵
記
念
館
研
究
報
告
』
一
・
二
・
三

中
見
立
夫
、
一
九
九
二
、「
日
本
の
東
洋
史
黎
明
期
に
お
け
る
史
料
へ
の
探
究
」

神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
纂
委
員
会
編
『
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念

論
集 

清
朝
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社

中
見
立
夫
、
二
〇
〇
六
、「
日
本
的
「
東
洋
学
」
の
形
成
と
構
図
」（『
岩
波
講

座　
「
帝
国
」
日
本
の
学
知　

第
三
巻　

東
洋
学
の
磁
場
』

旗
田
巍
、
一
九
六
六
、「
日
本
に
お
け
る
東
洋
史
学
の
伝
統
」
幼
方
直
吉
・
遠

山
茂
樹
・
田
中
正
俊
編
『
歴
史
像
構
成
の
課
題　

歴
史
学
の
方
法
と
ア
ジ
ア
』

御
茶
の
水
書
房
、［
初
出
］『
歴
史
学
研
究
』
二
七
〇

羽
田
亨
・
京
都
大
学
大
学
文
書
館
、
二
〇
一
九
、『
羽
田
亨
日
記
』
京
都
大
学

大
学
文
書
館

古
松
崇
志
、
二
〇
〇
五
、「
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
遼
代
契
丹
遺
跡
調
査
の
歴
史
―

一
九
四
五
年
満
洲
国
解
体
ま
で
―
」『
遼
文
化
・
慶
陵
一
体
調
査
報
告
』
京

都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

三
上
次
男
、
一
九
七
〇
、「
池
内
宏
―
そ
の
人
と
学
問
」
池
内
宏
『
日
本
上
代

史
の
一
研
究
：
日
鮮
の
交
渉
と
日
本
書
紀
』
中
央
公
論
美
術
出
版

和
田
清
、
一
九
三
二
、「
満
洲
蒙
古
史
」『
歴
史
教
育　

臨
時
増
刊
号　

明
治
以

後
に
於
け
る
歴
史
学
の
発
達
』
七-

九

『
後
藤
新
平
文
書
』

「
満
洲
歴
史
編
纂
の
急
務
」『
後
藤
新
平
文
書
』R

三
八-

三
四-

一

「
明
治
四
十
一
年
満
洲
歴
史
調
査
報
告
書
」『
後
藤
新
平
文
書
』R

三
八-

三
四-

二

「
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
事
業
継
続
願
控
」『
後
藤
新
平
関
係
文
書
』R

三
八-

三
四-

四

「
白
鳥
庫
吉
博
士
談
話
」『
後
藤
新
平
関
係
文
書
』R-

三
八-

三
四-

四

国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料

「
日
満
文
化
協
会
成
立
の
件
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドC04011714900

「
対
満
文
化
事
業
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB13081271200

「
対
満
文
化
事
業
日
満
当
事
者
懇
談
会
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
七
年
一
一
月
」
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015212100

「
避
暑
山
荘
題
詠
複
製
事
業
助
成
（ 

池
内
宏
） 

昭
和
十
年
三
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
コ
ー
ドB05015882100

「
清
朝
実
録
出
版
（
池
内
宏
） 

昭
和
九
年
九
月
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

B05015881900

「
満
日
文
化
協
会
紀
要
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100

「
満
洲
国
文
化
協
会
紀
要
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05016057100

「
高
句
麗
時
代
及
遼
時
代
東
陵
壁
画
出
版
事
業
助
成 

池
内
宏 

自
昭
和
十
年 

至

昭
和
十
四
年
」（
分
割
一
・
二
）、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015892300

・

B05015892400

「
東
亜
考
古
学
会
ニ
対
ス
ル
助
成
金
監
査　

東
亜
考
古
学
会 

昭
和
十
一
年
四

月
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB05015893600

）

一
〇
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号



（
二
〇
一
九
年
八
月
二
十
日
受
理
）

（
い
の
う
え　

な
お
き　

文
学
部
歴
史
学
科
准
教
授
）

一
〇
三

池
内
宏
の
満
鮮
史
研
究




