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︱
時
代
に
迫
ら
れ
た
留
学
生
た
ち

︱

林

麗

婷

一
︑
は
じ
め
に

佐
藤
春
夫
の
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
は
盧
溝
橋
事
件
が
勃
発
し
た
直
後
︑
中
国
知

識
人
郭
沫
若
が
ひ
そ
か
に
日
本
を
脱
出
し
た
経
緯
を
描
い
た
﹁
シ
ナ
リ
オ
用
小

説
﹂
で
あ
る
︒﹁
日
本
評
論
﹂
一
九
三
八
年
三
月
号
に
掲
載
し
た
際
︑
日
本
文

壇
に
は
反
応
が
な
か
っ
た
が
︑
登
場
人
物
鄭
の
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
郁
達
夫
は

二
ヶ
月
後
︑
中
国
の
雑
誌
﹁
抗
戦
文
芸
﹂
第
一
巻
第
四
期
に
﹁
日
本
的
娼
婦
与

文
士
﹂︵﹁
日
本
の
娼
婦
と
文
士
﹂︶
と
い
う
文
章
を
書
い
て
佐
藤
を
激
し
く
糾

弾
し
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
佐
藤
は
一
九
四
一
年
に
タ
イ
ト
ル
を
﹁
風

雲
﹂
と
改
題
し
て
︑
こ
れ
を
収
め
た
同
題
の
短
編
小
説
集
﹃
風
雲①
﹄
を
出
し
た
︒

従
来
の
研
究
で
は
︑
佐
藤
と
郁
達
夫
の
関
係
や
︑
佐
藤
の
戦
争
協
力
が
注
目
を

集
め
た
が②
︑
本
稿
で
は
︑
郭
沫
若
の
日
本
脱
出
に
対
す
る
日
本
知
識
人
の
反
応

を
確
認
し
な
が
ら
︑
盧
溝
橋
事
件
に
よ
る
か
つ
て
の
中
国
人
留
学
生
の
帰
国
を

ど
う
い
う
風
に
理
解
さ
れ
た
／
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

そ
し
て
︑
留
学
生
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
期
待
と
現
実
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
︒

二
︑
日
本
を
去
る
中
国
人

�
︑
郭
沫
若
の
日
本
脱
出
及
び
日
本
文
壇
の
反
応

郭
沫
若
と
日
本
と
の
つ
な
が
り
は
深
い
と
い
え
よ
う
︒
一
九
一
四
年
に
日
本

へ
来
て
︑
十
年
間
の
留
学
生
活
を
経
て
︑
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
た
︒

そ
の
間
︑
意
欲
的
に
文
学
創
作
に
携
わ
っ
て
︑
郁
達
夫
︑
成
仿
吾
︑
張
資
平
ら

と
﹁
創
造
社
﹂
を
結
成
し
た
︒
一
九
二
三
年
︑
郭
は
妻
子
を
連
れ
て
中
国
へ
帰

っ
て
︑
国
民
党
に
参
加
し
て
︑
北
伐
軍
の
総
政
治
部
副
主
任
に
至
っ
た
︒
し
か

し
︑
一
九
二
七
年
上
海
ク
ー
デ
タ
ー③
が
起
こ
っ
た
後
︑
彼
は
蒋
介
石
と
対
立
し
︑

逮
捕
令
に
追
わ
れ
︑
一
九
二
八
年
二
月
に
日
本
に
亡
命
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
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九
三
七
年
盧
溝
橋
事
件
が
勃
発
し
た
直
後
の
七
月
二
五
日
に
は
︑
妻
子
を
残
し

て
中
国
へ
帰
っ
て
抗
日
救
国
活
動
に
身
を
投
じ
た④
︒

と
こ
ろ
が
︑
郭
の
行
動
は
あ
く
ま
で
個
人
的
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
日
本
で
は
波
紋
を
呼
ん
だ
︒
一
九
三
七
年
八
月
二
五
日
の
﹁
東
京
朝
日
新

聞
﹂
に
︑﹁
支
那
左
翼
派
の
暗
躍
﹂
と
い
う
題
の
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

上
海
戦
争
発
展
に
伴
ひ
北
支
事
変
に
際
し
て
上
海
で
結
成
さ
れ
た
抗
敵

後
援
会
は
救
国
会
幹
部
及
び
郭
沫
若
等
の
参
加
に
よ
り
︑
実
行
機
関
と
し

て
二
十
三
日
戦
時
計
画
委
員
会
を
組
織
し
抗
日
聨
合
戦
線
の
主
力
は
こ
れ

等
人
民
戦
線
派
の
手
に
移
り
つ
つ
あ
り
︑
左
翼
的
分
子
の
活
躍
し
て
行
く

傾
向
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
︒

ま
た
︑
郭
沫
若
は
帰
国
の
経
緯
を
﹁
由
日
本
回
来
了
﹂
と
い
う
文
章
に
書
い

て
︑﹁
宇
宙
風
﹂
第
四
七
期
に
載
せ
た
が
︑
山
上
正
義
が
﹁
日
本
を
去
る
﹂
と

い
う
題
で
翻
訳
し
︑﹁
改
造
﹂︵
一
九
三
七
年
一
一
月
﹁
上
海
戦
勝
記
念
臨
時
増

刊
号
﹂︶
に
掲
載
し
た
︒
要
す
る
に
︑
郭
沫
若
の
日
本
脱
出
は
注
目
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
よ
う
︒
な
お
︑
佐
藤
の
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
の
前
半
は
ほ
ぼ
﹁
日

本
を
去
る
﹂
に
基
づ
い
て
書
き
直
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る⑤
︒

同
じ
﹁
改
造
﹂
一
九
三
七
年
一
一
月
号
に
︑
井
上
芳
郎
は
﹁
脱
出
せ
る
郭
沫

若
を
裁
く
︱
そ
の
思
想
批
判
︱
﹂
と
い
う
題
で
︑
郭
の
行
動
を
﹁
猛
烈
な
る
抗

日
宣
伝
の
急
射
撃
を
食
は
せ
て
我
等
を
呆
然
た
ら
し
め
た
﹂
と
述
べ
︑﹁
今
回

蒋
介
石
の
下
に
飛
ん
で
行
つ
た
郭
沫
若
は
︑
自
ら
過
去
の
左
翼
陣
営
の
雄
た
り

と
信
ぜ
ら
れ
た
時
代
の
主
張
を
捨
て
た
も
の
﹂
と
断
じ
た
︒
波
多
野
乾
一
は

﹁
郭
沫
若
・
ヌ
ー
ラ
ン
・
陳
独
秀
﹂
︵﹁
中
央
公
論
﹂
一
九
三
七
年
一
〇
月
特
大

号
︶
の
中
で
︑
﹁
邦
人
に
馴
染
の
多
い
名
前
だ
け
に
︑
関
心
も
相
当
深
か
ろ
う
︒

多
年
そ
の
生
命
の
安
固
を
︑
日
本
の
保
護
に
託
し
て
ゐ
た
彼
が
︑
抗
日
前
線
の

真
ツ
た
だ
中
に
飛
び
込
ん
で
︑
アマ

ぢマ

は
も
と
よ
り
﹃
抗
敵
救
亡
後
援
会
﹄
の
副

主
任
と
し
て
︑
正
主
任
沈
釣
儒
を
輔
け
︑
事
実
上
戦
線
の
中
心
人
物
に
な
ら
う

と
は
！

か
う
し
な
け
れ
ば
︑
彼
の
立
つ
瀬
が
な
か
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
が
︑

忘
恩
の
譏
り
を
免
れ
な
い
や
う
だ
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
二
人
の
立

場
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
郭
の
帰
国
に
対
し
て
は
批
判
的
な
姿
勢

だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
郭
は
井
上
の
述
べ
た
よ
う
に
﹁
安
ら
か
に
我
国
で
暮
ら
し

て
ゐ
た
﹂
の
で
は
な
い
し
︑
ま
た
単
純
に
波
多
野
の
述
べ
た
よ
う
に
﹁
日
本
の

保
護
に
託
し
て
ゐ
た
﹂
わ
け
で
は
な
い
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
郭
は
日
本
に
滞
在
し

て
い
た
間
︑
長
年
当
局
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
︒
例
え
ば
︑
郭
は
﹁
日
本
を
去

る
﹂
に
﹁
事
変
が
勃
発
し
て
以
来
︑
憲
兵
︑
刑
事
︑
制
服
警
官
が
始
終
監
視
に

や
つ
て
来
て
︑
く
だ
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
行
く
﹂
と
記
し
て
い
る⑥
︒

後
藤
和
夫
は
﹁
抗
日
支
那
の
イ
ン
テ
リ
は
何
を
考
へ
て
ゐ
る
か
？
﹂︵﹁
中
央

公
論
﹂
一
九
三
七
年
一
〇
月
︑
第
五
二
号
﹁
臨
時
大
衆
版
﹂︶
の
中
で
︑﹁
先
日

ま
で
日
本
に
逃
れ
て
い
た
郭
沫
若
が
︑
い
ま
は
抗
日
論
の
先
頭
に
立
つ
て
ゐ
る
︒

彼
は
南
京
政
府
に
容
れ
ら
れ
な
く
て
日
本
へ
逃
れ
︑
日
本
で
生
活
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
の
実
相
を
知
る
も
の
と
し
て
事
変
の
始
ま
る
直
前
に
︑
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か
ね
て
彼
の
仇
敵
で
あ
る
南
京
政
府
に
迎
へ
ら
れ
て
帰
国
し
た
﹂
と
述
べ
た
︒

﹁
事
変
の
始
ま
る
直
前
に
帰
国
し
た
﹂
と
い
う
点
は
誤
り
だ
っ
た
が
︑﹁
日
本
の

実
相
を
知
る
も
の
と
し
て
﹂
は
あ
る
程
度
正
し
い
見
方
で
あ
ろ
う
︒

実
藤
恵
秀
は
﹁
抗
日
思
想
戦
線
の
強
化
︱
郭
沫
若
・
沈
釣
儒
・
其
の
他
﹂

︵﹁
東
大
陸
﹂
一
九
三
七
年
一
二
月
一
〇
日
︑
第
一
五
巻
第
一
〇
号
︶
の
中
で
︑

郭
の
帰
国
は
﹁
彼
の
来
歴
を
識
る
程
の
者
に
は
︑
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
衝
動
を
興

し
た
に
違
ひ
な
い
﹂
と
い
い
︑
満
洲
事
変
や
上
海
事
変
に
も
帰
ろ
う
と
し
な
か

っ
た
の
に
︑﹁
今
次
の
事
変
が
起
こ
る
や
︑
未
だ
戦
火
が
上
海
に
ま
で
拡
大
し

な
い
七
月
末
に
︑
彼
は
も
う
故
国
の
土
を
踏
ん
で
ゐ
た
︒
今
次
の
事
変
の
﹁
厳

重
性
﹂
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
実
藤
は
﹁
わ

が
忠
勇
無
比
の
皇
軍
の
威
力
の
前
に
は
結
局
中
国
軍
隊
は
敗
北
す
る
外
は
な

い
﹂
と
述
べ
た
が
︑﹁
全
中
国
知
識
階
級
を
リ
ー
ド
し
て
ゐ
る
抗
日
的
傾
向
は
︑

容
易
に
消
滅
さ
れ
な
い
だ
ら
う
こ
と
を
深
く
心
配
す
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ

る
ま
い
﹂︑﹁
わ
が
国
で
は
︑
今
後
永
久
に
中
国
全
体
を
絶
対
的
に
わ
が
支
配
下

に
置
く
こ
と
が
出
来
得
れ
ば
と
も
か
く
︑
さ
も
な
く
ば
こ
の
思
想
陣
を
撃
滅
す

る
に
は
我
か
ら
の
理
論
的
闘
争
に
よ
る
以
外
は
困
難
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
︒

要
す
る
に
︑
実
藤
は
郭
の
行
為
が
事
態
の
重
大
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
見
な
し
︑

ま
た
郭
を
代
表
と
し
た
中
国
知
識
階
級
の
抗
日
的
傾
向
は
容
易
に
撃
滅
さ
れ
得

な
い
と
指
摘
し
た
︒

一
方
︑
大
宅
壮
一
は
郭
を
﹁
現
在
の
抗
日
陣
営
の
中
で
も
つ
と
も
よ
く
日
本

及
び
日
本
人
を
理
解
し
て
ゐ
る
人
で
あ
る
﹂
と
見
て
︑﹁
日
支
の
間
は
︑
今
の

や
う
な
状
態
が
永
遠
に
つ
づ
く
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
︒
い
つ
か
両
国
民
が

政
治
的
︑
経
済
的
に
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
的
に
も
︑
公
然
と
︑
そ
し
て
以
前
よ

り
も
密
接
に
手
を
握
り
合
ふ
日
が
必
ず
く
る
に
ち
が
ひ
が
な
い
﹂
と
述
べ
︑
郭

を
将
来
日
支
の
文
化
的
に
む
す
び
つ
く
く
さ
び
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
︒

︵﹁
香
港
の
一
と
月
︱
郭
沫
若
と
会
は
ざ
る
の
記
｣

｢文
藝
﹂
一
九
三
八
年
二
月

一
日
︑
第
六
巻
第
二
号
︶

と
こ
ろ
で
︑
郭
沫
若
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
郭

は
﹁
支
那
人
の
見
た
日
本
日
本
人
の
支
那
人
に
対
す
る
態
度
﹂︵﹁
日
本
評
論
﹂

一
九
三
七
年
九
月
︑
第
一
二
巻
第
九
号
︶
の
中
で
︑
日
本
人
は
中
国
人
の
﹁
侮

日
抗
日
﹂
行
動
が
留
学
生
に
源
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
︑
﹁
甚
だ
不
可
解

と
し
て
ゐ
る
﹂
が
︑
そ
の
理
由
を
日
本
の
教
育
に
帰
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

と
い
う
の
は
︑
﹁
日
本
の
国
民
教
育
の
大
体
は
忠
君
愛
国
で
あ
る
が
︑
斯
く
の

如
き
教
育
法
の
下
に
薫
陶
せ
ら
れ
た
支
那
の
留
学
生
達
は
︑
い
よ
い
よ
国
に
帰

つ
て
見
て
も
忠
を
尽
く
す
べ
き
君
は
無
い
︒
さ
り
な
が
ら
︑
愛
す
べ
き
国
は
尚

存
在
し
て
ゐ
る
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
日
本
の
教
育
家
︑
為
政
者
︑
乃
至

は
一
般
に
疑
念
を
抱
い
て
ゐ
る
人
々
は
︑
皆
こ
れ
を
以
て
慶
賀
し
て
然
る
べ
き

で
あ
ら
う
﹂
と
皮
肉
っ
て
も
い
る
︒

実
藤
惠
秀
も
﹁
わ
た
し
は
︑
か
ね
て
中
国
の
日
本
留
学
の
功
罪
を
論
じ
て
︑

留
学
生
が
日
本
か
ら
愛
国
心
を
ま
な
び
と
っ
て
か
え
っ
た
こ
と
は
︑
中
国
に
と
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っ
て
︑
も
っ
と
も
大
き
な
収
穫
だ
っ
た⑦
﹂
と
思
う
と
述
べ
た
︒
留
学
生
と
い
う

立
場
は
あ
る
程
度
両
国
の
文
化
的
交
通
を
担
い
な
が
ら
︑
精
神
的
葛
藤
を
抱
え

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
郭
は
﹁
日
本
を
去
る
﹂
の
中
で
︑﹁
自
国
の
同
胞
が
滅
亡
の
危
機
に

臨
ん
で
ゐ
る
時
︑
誰
が
自
分
の
一
身
一
家
の
安
全
を
安
閑
と
し
て
顧
み
て
居
ら

れ
よ
う
か
？

こ
れ
を
死
地
に
処
し
て
而
し
て
の
ち
生
き
︑
こ
れ
を
亡
地
に
置

い
て
而
し
て
の
ち
存
す
︱マ

だマ

︒
僕
に
と
つ
て
は
唯
一
の
残
さ
れ
た
る
生
き
る
途

で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
だ
﹂
と
書
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
郭
に
と
っ
て
︑
中

国
に
帰
っ
て
救
国
活
動
に
身
を
投
じ
る
こ
と
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
道
で
あ
る
︒

ま
た
︑
こ
の
時
期
に
帰
っ
た
中
国
人
は
郭
沫
若
一
人
の
み
で
は
な
か
っ
た
に
違

い
な
い
︒
例
え
ば
︑
室
伏
高
信
は
﹁
中
国
の
国
民
に
寄
す
﹂
と
い
う
文
章
を

﹁
日
本
評
論
﹂︵
一
九
三
七
年
九
月
︑
第
一
二
巻
第
九
号
︑
臨
時
増
刊
﹁
抗
日
支

那
の
解
剖
﹂︶
に
載
せ
た
︒

〇
〇
〇
さ
ん

あ
な
た
の
お
手
紙
を
拝
見
し
ま
し
た
︒
あ
な
た
も
い
よ
い
よ
日
本
を
去

ら
れ
ま
す
か
︒
一
人
去
り
︑
二
人
去
り
︑
こ
の
十
日
ば
か
り
の
う
ち
に
私

の
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
も
︑
七
八
人
の
貴
国
人
が
こ
の
国
を
離
れ
て
ゆ
き

ま
す
︒
あ
な
た
の
や
う
に
長
く
こ
の
国
に
ふ
み
と
ど
ま
り
︑
そ
し
て
恐
ら

く
は
半
永
久
的
に
こ
の
国
に
ふ
み
と
ど
ま
ら
う
と
な
さ
つ
て
ゐ
た
方
ま
で

が
︑
遂
に
帰
国
の
決
心
を
な
さ
れ
た
の
で
す
︒
あ
な
た
の
胸
中
を
察
し
て

万
感
交
ゝ
至
る
も
の
は
私
一
人
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
︒

書
簡
体
の
作
品
だ
が
︑
タ
イ
ト
ル
は
中
国
の
国
民
宛
に
な
っ
て
い
る
︒
盧
溝

橋
事
件
後
に
中
国
人
が
続
々
国
へ
帰
っ
た
現
象
を
目
に
し
て
書
い
た
作
品
だ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
郭
沫
若
の
日
本
脱
出
は
日
本
文
壇
を
驚
か
せ
な
が
ら
︑

﹁
忘
恩
﹂
な
ど
の
批
判
を
浴
び
た
が
︑
こ
こ
に
は
︑
日
本
知
識
人
と
郭
沫
若
と

の
認
識
の
ず
れ
が
露
呈
し
て
い
る
︒
郭
沫
若
は
大
宅
に
﹁
よ
く
日
本
及
び
日
本

人
を
理
解
し
て
ゐ
る
﹂
人
物
と
し
て
︑
将
来
日
支
友
好
の
楔
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
も
い
る
︒
し
か
し
︑
郭
沫
若
の
言
動
か
ら
見
て
わ
か
る
よ
う
に
︑
日

本
の
対
中
侵
略
が
進
む
中
︑
日
本
へ
の
中
国
人
留
学
生
の
﹁
親
日
﹂
は
や
は
り

難
し
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

�
︑
満
洲
事
変
後
の
中
国
人
留
学
生

日
清
戦
争
後
︑
中
国
人
の
日
本
へ
の
頻
繁
な
留
学
が
始
ま
っ
た
︒
実
藤
恵
秀

は
盧
溝
橋
事
件
ま
で
の
留
学
史
を
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
た
︒
す
な
わ
ち
︑

初
期
の
日
本
留
学
︵
一
八
九
六
年
よ
り
一
九
〇
〇
年
ま
で
︶︑
上
潮
期
の
日
本

留
学
︵
一
九
〇
一
年
よ
り
一
九
〇
五
年
ま
で
︶︑
革
命
前
の
日
本
留
学
︵
一
九

〇
六
年
よ
り
一
九
一
一
年
ま
で
︶
︑
民
国
初
年
の
日
本
留
学
︵
一
九
一
二
年
よ

り
一
九
二
二
年
ま
で
︶
︑
文
化
事
業
部
成
立
以
後
の
日
本
留
学
︵
一
九
二
三
年

よ
り
一
九
三
一
年
ま
で
︶︑
満
洲
事
変
以
後
の
日
本
留
学
︵
一
九
三
二
年
よ
り
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一
九
三
七
年
ま
で
︶
の
六
区
分
で
あ
る⑧
︒

こ
れ
は
歴
史
の
切
れ
目
に
沿
う
区
切
り
方
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
全
体
的
に
中

国
人
の
日
本
へ
の
留
学
が
活
発
か
つ
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で

あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
留
学
生
の
う
ち
に
︑
文
学
者
︑
革
命
者
︑
教
育
家
な
ど

様
々
な
領
域
で
歴
史
に
影
響
を
与
え
た
人
物
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
魯

迅
︑
周
恩
来
︑
郭
沫
若
︑
郁
達
夫
︑
蘇
歩
青
ら
が
そ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
留
学

史
を
振
り
返
っ
て
︑
留
学
生
の
一
斉
帰
国
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑

一
九
〇
五
年
の
﹁
清
国
留
学
生
取
締
規
則
﹂
へ
の
反
対
︑
一
九
一
四
年
の
﹁
対

華
二
一
カ
要
求
﹂
へ
の
抗
議
︑
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
や
一
九
三
一
年
に

起
き
た
満
洲
事
変
に
よ
る
帰
国
な
ど
で
あ
る
︒
留
学
生
た
ち
は
否
応
な
し
に
近

代
中
日
や
世
界
情
勢
に
影
響
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
満
洲
事
変
後
の
留
学
生
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
実
藤
に

よ
れ
ば
︑﹁
昭
和
九
年
に
も
増
加
の
一
路
を
辿
り
︑
九
︑
十
︑
の
二
ヶ
月
の
み

で
新
渡
日
者
七
八
百
を
超
へ
た
が
︑
昭
和
十
年
の
秋
季
に
は
︑
恐
ろ
し
い
ほ
ど

の
勢
で
留
学
生
が
殺
到
し
︑
新
渡
来
者
の
み
に
て
も
三
千
と
推
せ
ら
れ
︑
日
本

人
の
み
な
ら
ず
︑
中
国
人
を
も
驚
か
し
た
﹂
と
留
学
生
の
大
激
増
ぶ
り
を
見
せ

た
と
い
う
︒
ま
た
︑
そ
の
原
因
に
は
︑
中
国
人
の
日
本
研
究
熱
の
勃
興
と
︑
為

替
相
場
の
中
国
人
に
と
っ
て
の
好
転
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う⑨
︒

で
は
︑
盧
溝
橋
事
件
ま
で
日
本
に
い
る
中
国
人
留
学
生
は
ど
れ
ぐ
ら
い
だ
っ

た
か
︒
河
路
由
佳
が
作
成
し
た
表⑩
に
よ
れ
ば
︑
実
藤
が
言
っ
た
よ
う
に
︑
満
洲

事
変
後
︑
留
学
生
の
数
は
一
旦
減
っ
た
が
︑
一
九
三
四
年
に
再
び
増
加
し
︑
盧

溝
橋
事
件
直
前
の
一
九
三
七
年
六
月
に
︑
中
華
民
国
と
﹁
満
洲
国
﹂
の
留
学
生

数
は
ピ
ー
ク
の
五
九
三
四
名
に
達
し
た
と
い
う
︒

こ
の
数
千
人
の
留
学
生
は
日
本
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
︒
小
谷
一
郎
は
﹃
一
九
三
〇
年
代
中
国
人
日
本
留
学
生
文
学
・
芸
術
活
動

史
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
一
一
月
︶・﹃
一
九
三
〇
年
代
後
期
中
国
人
日

本
留
学
生
文
学
・
芸
術
史
﹄
︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶
の
中
で
︑

こ
の
時
期
の
留
学
生
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
社
会
科
学
研
究
会

を
成
立
し
︑﹁
孫
中
山
逝
去
記
念
会
﹂
や
﹁
パ
リ
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
記
念
会
﹂
を

開
催
し
た
り
︑
中
華
留
日
反
帝
同
盟
や
東
京
左
連
︵
中
国
左
翼
作
家
連
盟
東
京

支
部
︶
な
ど
を
結
成
し
た
り
し
た
︒
一
方
︑
盛
ん
に
雑
誌
を
作
っ
て
日
本
文
化

を
中
国
へ
紹
介
し
た
︒
ま
た
︑
郭
沫
若
は
何
ら
か
の
形
で
留
学
生
の
活
動
に
関

わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば
︑
留
学
生
が
出
し
て
い
る
雑
誌

﹁
東
流⑪
﹂︑﹁
詩
歌⑫
﹂︑﹁
劇
場
芸
術⑬
﹂
に
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
も
︑﹁
文

海⑭
﹂
の
タ
イ
ト
ル
は
郭
が
名
付
け
た
と
い
う
︒

留
学
生
の
活
動
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
実
藤
は
こ
の
時

期
の
留
学
生
活
動
は
﹁
こ
れ
が
文
化
運
動
︑
こ
れ
が
抗
日
運
動
と
︑
判
然
と
分

ち
難
い
の
が
一
大
特
色
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑
一
九
三
六
年
に
結
成
さ
れ

た
中
華
留
日
学
生
連
合
会
の
﹁
学
連
半
月
刊
発
刊
詞
﹂
を
紹
介
し
た
︒
そ
の
中

で
︑
ま
ず
﹁
わ
れ
わ
れ
の
祖
国
は
い
ま
や
空
前
未
曾
有
の
危
機
に
遭
遇
し
て
ゐ
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る
﹂
と
指
摘
し
て
︑
日
本
を
﹁
逃
避
の
場
所
﹂
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
︑

﹁
祖
国
に
対
す
る
責
任
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
そ
こ

で
︑﹁
我
々
﹂
に
で
き
る
こ
と
は
﹁
日
本
社
会
の
各
方
面
を
研
究
し
︑
日
本
文

化
を
国
内
に
紹
介
﹂
す
る
こ
と
︒
そ
れ
に
よ
り
﹁
各
国
の
社
会
機
構
を
了
解
︑

自
己
に
進
む
べ
き
道
を
決
定
す
る
﹂
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
要
す
る
に
︑
留

学
生
は
抗
日
活
動
と
日
本
文
化
の
紹
介
を
自
ら
の
責
任
と
し
て
い
て
︑
一
見
矛

盾
す
る
よ
う
な
立
場
だ
が
︑
留
学
生
の
複
雑
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
︒

ま
た
︑
大
久
保
弘
一
は
﹃
赤
色
支
那
﹄︵
高
山
書
院
︑
一
九
三
八
年
︶
の
中

で
︑
留
学
生
に
関
し
て
の
い
く
つ
か
の
事
件
を
記
述
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

﹁
執
拗
な
中
国
共
産
党
の
手
先
に
躍
る
留
日
支
那
学
生
の
左
翼
抗
日
運
動
も
︑

打
続
く
弾
圧
と
水
も
洩
ら
さ
ぬ
厳
重
な
監
視
下
に
根
絶
し
た
か
に
見
へ
た
が
︑

彼
等
の
う
ち
強
烈
な
左
翼
反
日
思
想
を
抱
持
す
る
小
数
の
者
は
な
ほ
蠢
動
を
止

め
ず
︑
本
国
の
抗
日
侮
日
政
策
を
反
映
し
て
左
翼
か
ら
抗
日
へ
と
闘
争
の
局
面

を
展
開
し
た
︒
即
ち
帝
都
で
︑
堂
々
と
週
刊
新
聞
を
発
行
し
て
︑
に
く
む
べ
き

抗
日
思
想
の
宣
伝
に
狂
奔
し
て
ゐ
た
﹁
留
東
新
聞
﹂
事
件
が
起
こ
つ
た
﹂
と
述

べ
た
︒

一
方
︑
実
藤
は
﹁
新
支
那
の
誕
生
と
日
支
文
化
関
係
﹂︵﹁
東
大
陸
﹂
一
九
三

八
年
二
月
一
日

第
一
六
巻
第
二
号
︶
の
中
で
︑﹁
彼
等
の
好
む
所
に
従
つ
て
︑

彼
等
の
勝
手
に
や
つ
て
ゐ
た
の
が
︑
最
近
ま
で
の
状
態
で
あ
つ
た
︒
静
か
に
こ

れ
を
な
が
め
る
と
︑
い
ま
ま
で
四
十
余
年
︑
日
本
文
化
の
支
那
へ
の
輸
入
は
︑

彼
等
の
積
極
的
に
や
つ
た
も
の
で
︑
日
本
は
寧
ろ
消
極
的
で
あ
つ
た
﹂
と
留
学

生
の
日
本
書
翻
訳
を
評
価
し
て
い
る
︒

	
︑
盧
溝
橋
事
件
後
の
中
国
人
留
学
生

と
こ
ろ
で
︑
盧
溝
橋
事
件
が
勃
発
し
て
︑
留
学
生
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
一
九
三
七
年
八
月
一
〇
日
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
に
︑﹁
三
千
余
の
支
那
留

学
生

帝
都
か
ら
姿
を
消
す
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒

本
月
に
入
つ
て
か
ら
は
支
那
へ
の
便
船
の
度
ご
と
に
帰
国
す
る
者
が
増

加
し
︑
四
千
人
在
京
留
学
生
中
現
在
ま
で
に
三
千
四
百
人
は
帰
国
し
僅
に

六
百
人
位
が
残
つ
て
い
る
だ
け
︑
そ
の
他
の
一
般
支
那
人
三
千
五
百
人
中

百
数
十
名
は
帰
国
し
今
後
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
と
な
つ
て
来
た
︒

ま
た
︑﹁
日
華
学
報
﹂︵
一
九
三
七
年
一
一
月
三
〇
日

第
六
四
号
︶
を
確
認

す
る
と
︑
同
年
六
月
現
在
︑
﹁
在
籍
留
学
生
は
中
華
民
国
四
〇
一
一
︑
満
洲
一

九
三
四
計
五
九
四
五
で
あ
る
が
復
籍
を
除
き
た
る
実
数
は
中
三
五
五
九
満
一
八

七
一
計
約
五
五
三
〇
で
あ
る
﹂
が
︑
盧
溝
橋
事
件
の
影
響
で
︑
﹁
支
那
留
学
生

の
帰
国
す
る
者
相
踵
ぎ
︑
十
一
月
一
日
現
在
で
は
中
華
留
学
生
の
日
本
残
留
者

は
僅
か
に
四
百
名
と
な
り
事
変
前
の
約
十
分
一
に
激
減
し
た
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

さ
て
︑
留
学
生
は
帰
国
し
て
後
︑
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
︒
田
辺

耕
一
郎
は
﹁
支
那
留
学
生
の
話
︵﹁
改
造
﹂
一
九
三
七
年
一
一
月
︑
第
一
九
巻
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第
一
三
号
﹁
上
海
戦
勝
記
念
臨
時
号
﹂︶
で
︑
関
心
を
持
っ
て
事
変
後
周
り
の

留
学
生
を
観
察
し
な
が
ら
︑
帰
国
し
た
留
学
生
は
日
本
軍
と
戦
っ
て
い
る
そ
う

だ
と
記
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
帰
国
し
て
﹁
漢
奸
﹂
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
く
な

い
の
と
︑﹁
日
本
か
ら
摂
取
し
か
へ
つ
た
知
識
を
も
つ
て
日
本
に
噛
み
つ
い
て

く
る
﹂
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
な
ま
ぬ

る
い
同
情
と
か
︑
去
勢
さ
れ
た
や
う
な
親
日
感
情
な
ど
と
い
ふ
も
の
よ
り
︑
戦

つ
て
到
達
し
た
し
ん
の
高
い
自
覚
と
成
長
で
な
く
て
は
︑
日
支
の
こ
れ
か
ら
の

友
情
は
期
待
で
き
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
︑
い
ま
の
時
局
は
教
へ
て
ゐ
る
や
う
で

あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒
田
辺
の
現
時
点
を
超
え
て
将
来
の
友
情
を
目
指
す
コ
ミ

ュ
ー
ン
間
の
シ
ン
パ
シ
ー
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
留
学
生
の
内
面
に

抱
え
た
複
雑
な
一
面
を
指
摘
し
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

｢日
華
学
報
﹂
で
帰
国
し
た
留
学
生
の
動
き
に
つ
い
て
︑
中
国
現
地
の
新
聞

紙
の
記
事
を
訳
載
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
同
じ
﹁
日
華
学
報
﹂
第
六
四
号
で
︑

中
国
の
新
聞
紙
﹁
大
衆
日
報
﹂
一
九
三
七
年
九
月
二
八
日
の
記
事
﹁
雲
南
留
日

学
生
帰
国
服
務
﹂
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
︒﹁
留
日
雲
南
学
生
の
戦
時
帰
滇
服

務
団
員
は
近
日
続
々
帰
来
し
一
切
の
抗
戦
工
作
に
参
加
尽
力
し
如
何
な
る
犠
牲

も
惜
し
ま
ず
最
後
の
勝
利
を
争
取
せ
ん
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
︒

同
じ
よ
う
な
記
事
と
し
て
は
︑﹁
中
央
新
聞
﹂
一
九
三
七
年
一
〇
月
六
日
の

﹁
留
日
帰
国
学
生
民
間
宣
伝
に
努
力
﹂
が
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
︑﹁
京
郊
宣
伝

団
﹂
を
組
織
し
て
各
地
で
活
動
を
し
て
い
る
留
学
生
た
ち
の
様
子
が
描
か
れ
︑

﹁
至
る
處
群
衆
は
各
種
講
演
を
静
聴
し
︑
団
員
と
村
民
と
の
箇
別
談
話
を
な
し

て
日
本
の
内
在
的
矛
盾
及
び
そ
の
社
会
情
況
を
解
説
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
こ
れ

は
頗
る
歓
迎
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

要
す
る
に
︑
複
雑
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
に
せ
よ
︑
多
く
の
留
学
生
た
ち

は
︑
帰
国
し
て
抗
日
活
動
に
参
加
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
︑
留
学
生

は
日
本
の
事
情
に
つ
い
て
中
国
よ
り
詳
し
い
の
で
︑
そ
の
こ
と
が
効
を
奏
し
た

こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
満
洲
事
変
以
後
も
︑
従
来
の
役
目
と
同
様
︑
留

学
生
は
日
本
文
化
を
祖
国
へ
紹
介
し
て
い
た
︒
一
方
︑
日
本
の
対
中
侵
略
が
進

む
に
伴
い
︑
左
翼
抗
日
活
動
は
活
発
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
盧
溝
橋
事
件
後
︑

大
勢
の
留
学
生
が
日
本
を
引
き
揚
げ
て
︑
中
国
で
抗
日
活
動
を
展
開
し
た
︒
郭

沫
若
の
帰
国
や
抗
日
活
動
へ
の
参
加
は
︑
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
は
︑
仕
方
の

な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
彼
が
こ
と
さ
ら
に
日
本
文
壇
に
衝

動
を
与
え
た
の
は
︑
従
来
彼
が
﹁
親
日
派
﹂
の
代
表
的
な
存
在
と
見
ら
れ
て
い

た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

三
︑﹁
留
学
生
﹂
︑
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂

�
︑
佐
藤
春
夫
と
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂

と
こ
ろ
で
︑
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
は
ど
の
よ
う
に
郭
沫
若
や
留
学
生
た
ち
を
描

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
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汪
は
は
じ
め
眉
つ
ば
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
皇
軍
の
北
支
開
発
の
真

意
を
徐
ろ
に
会
得
し
は
じ
め
た
︒
彼
の
愛
妻
を
通
じ
て
の
日
本
人
一
般
の

気
質
に
対
す
る
理
解
に
基
い
て
で
あ
る
︒
ロ
シ
ア
の
近
状
が
永
年
の
ロ
シ

ア
的
共
産
主
義
の
夢
か
ら
さ
め
さ
せ
た
折
か
ら
︑
汪
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

よ
つ
て
民
を
救
は
う
と
す
る
小
児
的
イ
ン
テ
リ
性
を
脱
却
し
て
︑
民
を
幸

福
に
す
る
も
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
如
何
で
は
な
い
︒
事
実
の
み
と
悟
つ

た
︒
近
来
の
苦
境
が
こ
の
詩
人
に
現
実
の
洗
礼
を
与
へ
た
か
ら
で
あ
る
︒

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
何
で
も
い
い
︑
真
実
に
於
て
民
を
晏
如
た
ら
し
め
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
所
以
に
気
づ
い
て
今
は
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
北
支

の
開
発
に
乗
り
出
す
決
意
が
出
来
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
汪
の
﹁
転
向
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
汪
は
ロ
シ
ア
の

近
年
の
状
況
を
見
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
民
を
幸
福
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

悟
っ
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑﹁
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
は
認
め
る
︒
こ
こ
で

は
明
ら
か
に
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
何
で
も
い
い
﹂
と
い
う
考
え
と
矛
盾
し
て
い

る
︒
そ
し
て
︑
汪
の
﹁
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
に
つ
い
て
の
認
識
は
﹁
愛
妻

を
通
じ
て
の
日
本
人
一
般
の
気
質
に
対
す
る
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
﹂
と
さ
れ

て
い
る
︒
愛
妻
↓
日
本
人
↓
日
本
と
い
う
構
図
に
は
個
人
を
全
体
／
国
家
に
回

収
す
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
皇
軍
の
北
支
開
発
の
真
意
﹂︑﹁
真
実
﹂

は
曖
昧
の
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
は
も
と
も
と
﹁
シ
ナ
リ
オ

用
小
説
﹂
の
た
め
︑
映
画
の
表
現
問
題
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
逆
に
言

葉
で
説
明
す
る
﹁
義
務
﹂
が
な
く
な
り
︑
日
本
軍
が
中
国
を
侵
略
し
て
い
る
事

実
を
描
く
こ
と
を
回
避
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
に
︑
本
文
の
な
か
で
︑﹁
現
場
で
監
督
を
し
て
ゐ
る
の
は
お
父
さ
ん
の
友

達
で
︑
む
か
し
東
京
の
大
学
で
工
科
を
や
つ
た
人
だ
か
ら
そ
の
つ
も
り
で
よ
く

お
礼
を
申
す
の
だ
よ
﹂
と
留
学
生
を
北
支
開
発
の
た
め
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ

う
に
描
く
︒

そ
し
て
︑﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
兄
弟
達
は
︑
﹁
北
支
に
日
本
文

化
の
移
入
を
企
て
る
た
め
に
日
本
語
学
校
の
建
設
を
父
に
建
言
し
よ
う
と
い
ふ

の
で
あ
つ
た
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
そ
の
た
め
に
︑
両
国
の
文
学
研
究
者
を
学
校

の
教
師
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
の
使
命
は
日
本
文

化
を
﹁
北
支
﹂
へ
移
入
す
る
こ
と
︒
こ
こ
で
︑
﹁
ア
ジ
ア
｣＝
日
本
と
い
う
構
図

は
明
か
に
な
っ
た
︒

ま
た
︑
汪
の
一
家
が
北
支
の
土
地
に
踏
ん
だ
時
の
描
写
が
あ
る
︒

｢あ
の
曲
は
日
本
国
歌
で
す
ね
︒
﹂

質
問
は
流
麗
な
支
那
語
で
あ
る
︒

｢さ
う
で
す
︒
あ
れ
が
君
が
代
︑
今
度
の
が
海
軍
マ
ー
チ
︒﹂

答
へ
は
美
し
い
日
本
語
で
あ
る
︒

｢な
る
ほ
ど
︒
ど
う
し
て
今
日
は
み
な
日
本
の
国
旗
が
出
て
ゐ
る
の
で
す

か
︒﹂

｢日
本
の
海
軍
記
念
日
で
は
な
い
の
で
す
か
︒
｣
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｢も
う
五
月
の
二
十
七
日
で
す
か
ね
︒
旅
を
し
て
ゐ
て
日
を
忘
れ
て
し
ま

つ
て
ゐ
ま
し
た
よ
︒﹂

北
支
で
見
知
ら
ぬ
人
と
中
国
語
や
日
本
語
を
使
っ
て
不
自
由
な
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
あ
る
︒
日
本
の
国
歌
が
外
国
で
流
れ
た
り
︑

日
本
の
記
念
日
が
外
国
で
祝
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
︑
ま
さ
に
佐
藤
が
描
こ
う

と
し
て
い
る
﹁
王
道
楽
土
﹂
に
違
い
な
い
︒

実
の
と
こ
ろ
︑﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
で
出
さ
れ
る
﹁
北
支
開
発
案
﹂
な
ど
の
発

想
は
佐
藤
の
随
筆
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
日
支
文
化
の
融
合
︱
如

何
に
し
て
知
識
階
級
の
融
合
を
図
る
か
﹂︵﹁
日
本
学
芸
新
聞
﹂
一
九
三
九
年
一

月
一
日
︶
と
い
う
文
章
の
な
か
で
︑
佐
藤
は
︑

こ
の
周
作
人
や
銭
稲
孫
な
ど
に
︑
有
力
な
私
立
学
校
の
教
授
の
椅
子
を

与
へ
て
︑
い
き
の
い
い
支
那
学
を
学
ぶ
な
ど
も
︑
日
本
の
知
識
階
級
に
は

得
る
と
こ
ろ
が
決
し
て
少
く
あ
る
ま
い
︒
或
ひ
は
大
陸
の
適
当
な
土
地
を

え
ら
ん
で
︑
日
本
と
支
那
と
の
男
女
学
生
を
一
緒
に
学
ば
せ
る
︑
余
り
官

僚
風
で
な
い
学
校
の
計
画
な
ど
も
面
白
い
だ
ら
う
︒

と
語
っ
て
い
る
︒
佐
藤
は
か
つ
て
留
日
し
た
﹁
親
日
派
﹂
と
み
ら
れ
る
中
国

文
人
を
日
本
に
迎
え
た
り
︑
ま
た
中
国
へ
留
学
生
を
送
り
出
し
た
り
す
る
こ
と

の
意
義
と
主
張
し
て
い
る
︒
佐
藤
に
と
っ
て
は
︑
郭
沫
若
も
こ
の
﹁
親
日
派
﹂

に
入
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
佐
藤
は
﹁
文
学
者
と
し
て
の
対
支
方
策
︱
文
化
開
発
の
道
﹂︵﹁
新

潮
﹂
一
九
三
九
年
三
月
一
日
︑
第
三
六
巻
第
三
号
︶
の
中
で
︑
今
の
中
国
に
は

文
化
が
な
い
︑
中
国
古
来
の
文
化
は
日
本
に
だ
け
保
た
れ
て
い
る
︑
中
国
の
知

識
階
級
は
む
し
ろ
日
本
に
感
謝
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
上
で
︑
現
在
中
国
に
い
る

日
本
人
の
質
が
低
い
た
め
︑
﹁
皇
道
を
認
識
し
た
行
動
性
の
あ
る
新
日
本
の
知

識
人
が
大
陸
へ
進
出
す
る
事
が
刻
下
の
急
務
で
あ
ら
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま

た
︑
経
済
開
発
は
重
要
な
工
作
だ
が
︑
文
化
開
発
も
﹁
殆
ん
ど
文
化
を
持
た
な

い
中
華
民
国
だ
け
に
︑
亦
必
ず
し
も
無
用
で
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
﹂
と
も

述
べ
た
︒
し
か
も
︑
佐
藤
は
﹁
彼
国
に
乏
し
く
な
い
日
本
文
学
研
究
者
を
我
国

へ
引
き
取
る
代
わ
り
に
︑
我
国
に
も
絶
無
で
な
い
支
那
文
学
研
究
生
を
彼
地
に

送
る
な
ど
の
事
も
︑
あ
つ
て
よ
か
ら
う
で
は
な
い
か
﹂
と
具
体
案
を
出
し
て
い

る
︒佐

藤
は
繰
り
返
し
﹁
親
日
派
﹂
の
役
割
を
語
っ
て
い
る
が
︑
中
国
の
知
識
人

は
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
抗
戦
文
芸
﹂
の
中
に
︑﹁
給
周
作
人
的
一
封

公
開
信
﹂︵﹁
周
作
人
氏
へ
の
公
開
状
﹂︵﹁
抗
戦
文
藝
﹂
一
九
三
八
年
五
月
一
四

日
︑
第
一
巻
第
四
号
︶
と
い
う
の
が
あ
る
︒
周
作
人
は
一
九
三
八
年
五
月
に
︑

日
本
側
が
主
催
し
た
﹁
更
生
中
国
文
化
建
設
座
談
会
﹂
に
出
席
し
︑
発
言
し
た
︒

こ
の
こ
と
は
中
国
知
識
人
に
衝
撃
を
与
え
︑
重
慶
の
論
壇
を
代
表
す
る
茅
盾
ら

一
八
名
連
署
に
よ
る
﹁
中
華
全
国
文
芸
界
抗
敵
協
会
﹂
が
右
の
公
開
状
を
発
し

た
︒
公
開
状
で
︑
周
作
人
の
行
動
を
﹁
民
族
を
裏
切
っ
て
︑
仇
敵
に
跪
く
こ
と

ほ
か
な
ら
な
い
﹂
と
厳
し
く
批
判
し
︑
周
に
上
海
に
来
て
抗
敵
救
国
活
動
に
参
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加
す
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
︒﹁
で
な
け
れ
ば
先
生
は
民
族
の
罪
人
︑
文
化
界

の
反
逆
者
に
な
る
﹂
と
い
う
︒
周
作
人
は
か
つ
て
留
日
し
た
﹁
親
日
派
﹂
知
識

人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
公
開
状
に
署
名
し
た
知
識
人
の
う
ち
︑
茅
盾
︑

郁
達
夫
︑
馮
乃
超
︑
胡
風
︑
胡
秋
原
︑
夏
衍
︑
鄭
伯
奇
︑
適
夷
ら
八
名⑮
も
ま
た
︑

過
去
日
本
に
留
学
あ
る
い
は
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
知
識
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒

�
︑
ア
ジ
ア
の
子
＝
泰
少
年
の
運
命

｢日
本
評
論
﹂
一
九
三
八
年
一
月
臨
時
増
刊
号
に
︑
倉
田
百
三
の
戯
曲
﹁
東

洋
平
和
の
恋
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
同
じ
盧
溝
橋
事
件
前
後
の
留
学
生
や
﹁
ア
ジ

ア
の
子
﹂
の
物
語
で
あ
る
︒
中
国
軍
人
を
父
に
︑
日
本
女
性
を
母
に
持
っ
て
日

本
に
亡
命
し
て
き
た
少
年
泰
は
﹁
日
支
親
善
﹂
が
嫌
い
だ
っ
た
が
︑
ア
ジ
ア
主

義
者
で
あ
る
大
学
教
授
の
北
村
と
東
洋
平
和
の
た
め
に
身
を
捧
げ
よ
う
と
す
る

少
女
雪
子
に
感
化
さ
れ
て
︑
日
支
融
合
の
文
化
的
運
動
こ
そ
自
分
の
任
務
だ
と

認
識
し
始
め
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
支
那
事
変
が
勃
発
し
︑
泰
少
年
と
他
の
留
学
生

た
ち
が
帰
国
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
︑
泰
は
自
殺
し

た
︒
北
村
は
﹁
僕
は
日
本
と
支
那
と
が
ひ
と
つ
に
融
け
合
つ
た
の
を
目
の
前
に

見
た
︒
君
は
日
支
融
合
の
可
能
な
こ
と
を
証
し
て
呉
れ
た
﹂
と
感
嘆
し
た
と
い

う
話
で
あ
る
︒

｢東
洋
平
和
の
恋
﹂
の
中
に
は
︑
留
学
生
た
ち
が
盧
溝
橋
事
件
に
よ
っ
て
帰

国
す
る
か
ど
う
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
る
︒

留
学
生
一
︒
ど
う
す
る
？

こ
れ
は
い
よ
い
よ
初
ま
る
ぞ
︒

留
学
生
二
︒
ど
う
も
戦
争
だ
な
︒

留
学
生
三
︒
ど
う
し
ま
せ
う
︒
困
つ
た
わ
︒

留
学
生
四
︒
僕
は
支
那
へ
帰
る
気
だ
︒

留
学
生
一
︒
学
資
も
ど
う
な
る
か
解
ら
な
い
し
な
︒

日
本
学
生
︒
ま
だ
解
ら
な
い
よ
︒
初
ま
つ
た
わ
け
ぢ
や
な
い
︒

留
学
生
二
︒
君
等
は
落
ち
付
い
て
居
れ
る
が
︑
僕
ら
は
そ
う
行
か
ん
よ
︒

留
学
生
三
︒
私
も
帰
る
わ
︒
家
の
者
が
心
配
だ
か
ら
︒

留
学
生
四
︒
僕
は
帰
ら
な
い
︒
帰
つ
た
つ
て
初
ま
ら
な
い
︒

ま
た
︑﹁
周
﹂
や
﹁
汪
﹂
と
名
乗
っ
た
留
学
生
も
登
場
し
て
︑﹁
戦
争
に
な
つ

た
以
上
僕
は
僕
の
祖
国
を
防
護
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
た
り
︑

﹁
国
に
帰
つ
て
別
の
政
府
を
起
こ
す
運
動
を
す
る
﹂
と
語
っ
た
り
し
て
い
た
︒

こ
こ
で
︑
留
学
生
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
に
立
っ
て
︑
決
し
て
容
易
に
ア

ジ
ア
主
義
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
︒
一
方
︑﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
で
あ
る
泰

少
年
は
﹁
僕
は
日
本
と
支
那
の
融
合
を
願
ひ
︑
そ
れ
を
使
命
と
し
て
ゐ
る
︒
こ

れ
も
確
か
だ
︒
し
か
し
支
那
人
が
日
本
人
と
戦
つ
て
︑
負
け
て
る
の
を
見
な
が

ら
︑
僕
は
黙
つ
て
見
て
居
れ
る
だ
ら
う
か
﹂
と
苦
し
い
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い

る
︒
ま
た
︑
結
局
彼
が
死
を
選
ん
だ
こ
と
は
作
者
が
意
図
し
た
﹁
東
洋
平
和
の

た
め
﹂
の
貴
い
犠
牲
だ
と
い
う
主
張
を
表
し
て
い
よ
う
が
︑
泰
少
年
は
安
易
に

ア
ジ
ア
／
日
本
主
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
も
ま
た
物
語
っ
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て
い
る
︒

四
︑
お
わ
り
に

｢ア
ジ
ア
の
子
﹂
は
佐
藤
春
夫
と
郁
達
夫
の
関
係
︑
佐
藤
の
日
本
主
義
な
ど

の
面
か
ら
従
来
多
く
の
批
判
を
受
け
て
い
る
作
品
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
盧
溝

橋
事
件
後
の
留
学
生
一
斉
帰
国
の
現
象
に
光
を
当
て
︑
佐
藤
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
識
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
こ
に

は
︑
日
本
を
よ
く
知
っ
て
い
る
中
国
人
︵
留
学
生
︶
を
﹁
大
東
亜
平
和
﹂
の
た

め
に
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
考
え
が
隠
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
︑

日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
︵
中
国
な
ど
︶
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
自
明
の
前
提
に
な

る
︒
し
か
し
︑
当
時
の
留
学
生
の
一
斉
帰
国
の
現
象
や
日
本
側
の
反
応
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
安
直
な
考
え
方
と
し
か
言
え
な
い
︒
留
学
生
は
異
な

る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
︑
文
化
交
流
の
担
い
手
と
見
ら
れ
る

が
︑
異
文
化
の
受
容
の
過
程
に
伴
う
矛
盾
や
葛
藤
に
つ
い
て
も
見
落
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
盧
溝
橋
事
件
後
︑
日
本
が
中
国
で
行
な
っ
た
侵

略
戦
争
や
文
化
対
策
を
見
る
と
︑
佐
藤
が
時
局
の
動
き
を
敏
感
に
読
み
取
っ
た

か
︑
あ
る
い
は
当
局
と
連
携
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑

一
九
三
八
年
以
降
︑
日
本
の
実
施
し
た
対
中
文
化
対
策
は
ま
さ
に
﹁
ア
ジ
ア
の

子
﹂
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る⑯
︒
佐
藤
は
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂
の
冒
頭
に
︑

﹁
主
題
歌
﹂
を
掲
げ
︑﹁
百
鳥
歌
ふ
天
地
に
／
人
は
人
と
し
睦
む
べ
き
／
王
道
楽

土
な
か
ら
ん
や
／
今
東
海
に
日
ぞ
昇
る
﹂
と
﹁
青
写
真
﹂
を
描
い
た
が
︑
こ
れ

は
結
局
日
本
の
国
家
主
義
や
侵
略
戦
争
の
本
質
を
暴
露
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

注①

佐
藤
春
夫
﹃
風
雲
﹄
宝
文
館
︑
一
九
四
一
年
八
月
二
五
日

②

先
行
論
と
し
て
は
奥
出
健
﹁
佐
藤
春
夫
の
昭
和
十
年
代
︵
前
期
︶

︱
﹁
ア
ジ
ア

の
子
﹂
の
周
辺
・
付
著
作
目
録
補
遺

︱
﹂︵﹁
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
﹂
第
六
号
︑

一
九
八
〇
年
三
月
︶︑
顧
偉
良
﹁
佐
藤
春
夫
と
﹁
ア
ジ
ア
の
子
﹂︵
﹁
日
本
文
学
﹂
第

四
一
巻
第
九
号

一
九
九
二
年
九
月
︶︑
周
海
林
﹁
佐
藤
春
夫
と
郁
達
夫
﹂︵﹁
文

学
・
社
会
へ
地
球
へ
﹂﹃
西
田
勝
退
任
・
退
職
記
念
文
集
﹄
編
集
委
員
会
編
︑
三
一

書
房
︑
一
九
九
六
年
六
月
︶︑
陳
齢
﹁
佐
藤
春
夫
と
郁
達
夫

︱
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て

の
交
遊
史
﹂
︵
﹁
愛
知
文
教
大
学
論
叢
﹂
第
四
巻
︑
二
〇
〇
一
年
四
月
︶︑
武
継
平

﹁﹁
支
那
趣
味
﹂
か
ら
﹁
大
東
亜
共
栄
﹂
構
想
へ
ー
佐
藤
春
夫
の
中
国
観

︱
﹂
︵﹁
立

命
館
言
語
文
化
研
究
﹂
第
一
九
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇
七
年
七
月
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
︒

③

一
九
二
七
年
四
月
一
二
日
︑
中
国
国
民
党
右
派
の
蒋
介
石
の
指
示
に
よ
り
︑
上
海

で
中
国
共
産
党
を
弾
圧
し
た
事
件
︒
四
・
一
二
事
件
と
も
言
う
︒

④

龚
済
民
︑
方
仁
念
﹃
郭
沫
若
年
譜
・
上
﹄
天
津
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
五
月

⑤

﹁
日
本
を
去
る
﹂
の
ほ
か
︑
武
継
平
は
︵﹁
﹁
支
那
趣
味
﹂
か
ら
﹁
大
東
亜
共
栄
﹂

構
想
へ

︱
佐
藤
春
夫
の
中
国
観

︱
﹂
前
掲
︶
の
中
で
︑
佐
藤
が
﹁
達
夫
の
来

訪
﹂︵
郭
沫
若
著
︑
土
居
治
訳
︑﹁
中
国
文
学
月
報
﹂
第
二
七
号
︑
一
九
三
七
年
七

月
︶
を
参
考
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑥

当
局
に
監
視
さ
れ
た
こ
と
は
郭
の
文
章
に
見
ら
れ
る
が
︑
山
上
の
訳
に
は
な
か
っ

た
︒
省
略
さ
れ
た
か
︑
削
ら
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
小
野
忍
︑
丸
山
昇
訳
︵﹃
郭
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沫
若
自
伝
五
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
一
年
一
一
月
︶
に
は
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
タ
イ

ト
ル
は
﹁
日
本
か
ら
帰
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

⑦

実
藤
惠
秀
﹃
近
代
日
中
交
渉
史
話
﹄︑
春
秋
社
︑
一
九
七
三
年
七
月

⑧

実
藤
恵
秀
﹃
中
国
人
日
本
留
学
史
稿
﹄
日
華
学
会
︑
一
九
三
九
年
三
月

⑨

﹃
中
国
人
日
本
留
学
史
稿
﹄︑
前
掲

⑩

河
路
由
佳
﹁
盧
溝
橋
事
件
以
後
︵
一
九
三
七
～
一
九
四
五
︶
の
在
日
中
国
人
留
学

生

︱
さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う
﹃
中
国
人
日
本
留
学
生
史
﹄
再
考
﹂︵﹁
一
橋
論
叢
﹂

第
一
二
六
巻
第
三
号
︑
二
〇
〇
一
年
九
月
︶

⑪

東
京
左
連
の
機
関
誌
︒
一
九
三
四
年
八
月
一
日
に
創
刊
さ
れ
た
︒

⑫

東
京
左
連
の
二
つ
目
の
機
関
誌
︒
一
九
三
五
年
五
月
一
〇
日
に
創
刊
さ
れ
た
︒

⑬

演
劇
に
関
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
雑
誌
︒
一
九
三
五
年
一
〇
月
一
〇
日
に
創
刊
さ

れ
た
︒︵
一
号
だ
け
︶

⑭

文
芸
同
人
誌
︒
一
九
三
六
年
八
月
一
五
日
に
創
刊
さ
れ
た
︒

⑮

他
十
名
と
は
︑
老
舍
︑
王
平
陵
︑
張
天
翼
︑
丁
玲
︑
舒
群
︑
奚
如
︑
邵
冠
華
︑
孔

羅
蓀
︑
錫
金
︑
以
羣
ら
で
あ
る
︒

⑯

日
本
の
戦
争
期
に
お
け
る
対
中
文
化
対
策
に
つ
い
て
は
︑
阿
部
洋
﹃﹁
対
支
文
化

事
業
﹂
の
研
究

︱
戦
前
期
日
中
教
育
文
化
交
流
の
展
開
と
挫
折

︱
﹄︵
汲
古
書

院
︑
二
〇
〇
四
年
一
月
︶
に
詳
し
い
︒

︹
附
記
︺

引
用
の
際
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
日
本
語
に
つ
い
て
は
︑
漢
字
は
原
則
と
し

て
新
字
体
に
改
め
た
︒
／
は
改
行
を
示
す
︒
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