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佐
藤
：
第
三
部
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
で
は
、
報
告
者
の
三
名
の
先

生
方
に
加
え
て
日
本
政
治
外
交
史
の
第
一
人
者
の
五
百
旗
頭
真
先

生
、
そ
し
て
、
朝
河
貫
一
研
究
で
大
著
が
お
あ
り
の
山
内
晴
子
先
生

に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
今
日
の
議
論
を
踏
ま
え
て
議
論
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
五
百
旗
頭
先
生
、
ど

う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

五
百
旗
頭
：
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
日
は
、
素
晴
ら
し
い
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
へ
の
私
の
貢
献
と
い
え
ば
、
福
田
康
夫
さ
ん
を
こ
こ

に
来
る
よ
う
に
説
得
し
た
こ
と
で
す
。

　
私
は
、
山
内
晴
子
先
生
の
大
著
で
朝
河
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
る

だ
け
で
専
門
家
で
も
何
で
も
な
い
で
す
が
、『
日
本
の
禍
機
』
を
大

変
愛
読
し
て
お
り
ま
す
。

　
大
き
な
歴
史
観
と
か
学
説
を
お
持
ち
の
朝
河
先
生
で
す
が
、
他
方

で
具
体
的
状
況
の
中
で
日
本
の
行
動
に
敏
感
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
進

路
を
歩
ん
で
い
る
の
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
シ
ャ

ー
プ
に
、
あ
る
い
は
高
く
評
価
す
る
と
思
え
ば
厳
し
く
批
判
さ
れ

る
。
そ
う
い
う
の
は
難
し
い
で
す
よ
ね
。
特
に
学
者
に
と
っ
て
そ
れ

は
苦
手
で
す
。
な
か
に
は
得
意
な
方
も
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
多

く
の
学
者
は
大
き
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
か
価
値
観
と
か
抽
象
論
は
語
れ
て

も
、
個
々
具
体
の
こ
と
に
つ
い
て
切
り
分
け
る
の
は
本
当
に
難
し
い

討
論

　
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
「
戦
争
に
向
か
う
日
米
関
係
と
朝
河
貫
一
」

　
　

陶
　
　
波
・
増
井
由
紀
美
・
三
牧
　
聖
子
・
五
百
旗
頭
真
・
山
内
　
晴
子

司
会
　
佐
藤
　
雄
基
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で
す
。

　
勇
気
を
も
っ
て
朝
河
先
生
は
そ
れ
を
な
さ
れ
る
。
特
に
日
露
戦
争

で
日
本
が
思
い
も
か
け
て
い
な
い
勝
利
を
得
た
。
そ
う
な
る
と
我
を

失
う
ん
で
す
よ
ね
。
こ
れ
ま
で
弱
小
国
で
列
強
の
食
い
物
に
な
っ
て

不
平
等
条
約
を
強
い
ら
れ
て
、
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
何
と
大
国
ロ
シ
ア
に
勝
っ
た
。
度
を
失
い
ま
す
。
国

民
心
理
が
非
常
に
大
き
く
振
れ
る
状
況
で
す
。
そ
の
時
に
朝
河
先
生

は
い
ち
早
く
、
日
本
な
り
に
よ
く
や
っ
て
い
る
こ
と
は
評
価
し
な
が

ら
、
危
な
い
、
と
。「
禍
機
」
と
い
う
言
葉
、
災
い
の
兆
し
と
い
う

意
味
で
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
死
語
で
、
こ
ん
な
の
を
他
で
使
っ
て
る

人
、
見
た
こ
と
な
い
で
す
け
ど
、
災
い
の
兆
し
と
い
う
の
を
い
ち
早

く
感
じ
取
ら
れ
た
。

　
今
で
は
、
日
本
国
民
の
識
者
で
は
常
識
だ
と
思
い
ま
す
。
日
露
戦

争
の
後
、
日
本
が
お
か
し
く
な
っ
た
。
勝
利
の
後
で
思
い
上
が
っ
て

あ
ら
ぬ
こ
と
を
し
始
め
た
。
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が
代
表
的
な

人
で
、
司
馬
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
そ
う
だ
、
と
思
っ
て
る
日
本
の

人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
露
戦
争
で
偉
大
な
る
勝
利
を
遂

げ
て
、
あ
の
将
軍
が
偉
か
っ
た
と
か
、
勲
章
を
も
ら
っ
た
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
歴
史
を
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
愚
か
な
話
に
な
っ

て
、
く
だ
ら
な
い
日
露
戦
争
史
と
い
う
の
を
編
さ
ん
す
る
こ
と
に
な

っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
日
本
は
お
か
し
く
な
っ
た
と
い
う
話
が

司
馬
さ
ん
の
説
で
す
。
そ
れ
が
昭
和
に
至
っ
て
本
当
に
お
か
し
く
な

っ
て
、
ブ
リ
キ
の
よ
う
な
薄
い
戦
車
に
、
司
馬
さ
ん
は
少
年
兵
と
し

て
乗
せ
ら
れ
て
、
本
当
に
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら
確
実
に
死
ぬ
、

と
。
棺
桶
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
日
本
史
し
か
な
い
の
か
、

も
っ
と
立
派
な
日
本
史
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
で
日
本
の
歴

史
を
調
べ
書
き
始
め
た
。

　
私
自
身
、
京
都
大
学
の
大
学
院
生
の
時
に
初
め
て
司
馬
さ
ん
の

と
こ
ろ
へ
一
方
的
に
押
し
か
け
ま
し
た
。
当
時
は
ち
ょ
う
ど
明
治

一
〇
〇
年
記
念
だ
っ
た
ん
で
す
。
京
都
大
学
の
学
生
た
ち
の
間
で
そ

の
記
念
の
大
講
演
会
を
や
ろ
う
と
。
誰
に
講
師
を
お
願
い
す
る
か
っ

て
い
う
の
で
学
生
た
ち
が
わ
い
わ
い
や
っ
て
、
皆
さ
ん
、
上
山
春
平

だ
と
か
桑
原
武
夫
と
か
坂
田
吉
雄
と
か
、
そ
う
そ
う
た
る
明
治
維
新

の
研
究
家
を
あ
げ
ま
し
た
が
、
私
は
「
京
大
の
偉
い
先
生
も
い
い
け

ど
、
司
馬
遼
太
郎
の
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
っ
て
言
っ
た
ら

「
え
っ
、
お
前
、
コ
ネ
あ
る
ん
か
」。「
い
や
。『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
愛

読
し
て
い
る
だ
け
だ
」。「
ど
う
せ
駄
目
だ
ろ
う
け
ど
、
駄
目
も
と
で

交
渉
権
や
る
よ
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
そ
れ
で
東
大
阪
の
お
宅
の
電
話

帳
を
調
べ
て
電
話
を
か
け
た
ら
、
お
手
伝
い
し
て
い
る
若
い
お
姉
さ

ん
が
出
て
き
て
「
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
先
生
に
代
わ
り
ま

す
」
っ
て
代
わ
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。「
京
大
の
時
計
台
の
第
一
教

室
で
明
治
維
新
百
年
を
記
念
し
て
司
馬
先
生
に
講
師
を
お
願
い
し
た

い
」
と
。「
ま
あ
、
お
い
で
。
話
、
聞
く
わ
」
っ
て
言
っ
て
、
三
日

後
を
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
友
人
と
三
人
で
伺
っ
た
ら
司
馬
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さ
ん
が
に
こ
や
か
な
顔
で
迎
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。

　
私
の
名
前
、
読
ん
で
く
れ
る
人
、
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
皆
さ
ん

の
中
で
分
か
ら
ず
に
読
ん
だ
人
い
る
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
け
ど
。

今
ま
で
バ
ー
な
ん
か
行
っ
た
ら
女
の
人
が
「
何
、
こ
れ
？
」
っ
て
言

う
か
ら
「
読
ん
だ
ら
博
士
号
あ
げ
る
よ
」
っ
て
言
っ
て
も
誰
も
読
ん

で
く
れ
な
い
。

　
司
馬
さ
ん
に
ど
う
か
な
と
ち
ょ
っ
と
テ
ス
ト
し
た
く
な
っ
て
、
学

生
で
す
か
ら
名
刺
持
っ
て
な
い
け
ど
、
紙
に
漢
字
を
書
い
て
「
こ
う

い
う
者
で
す
」
っ
て
渡
し
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
「
い
お
き
べ
さ

ん
で
す
か
」
と
。「
司
馬
さ
ん
は
、
こ
の
名
前
の
人
と
ど
っ
か
で
お

会
い
に
な
っ
た
こ
と
あ
る
ん
で
す
か
」「
い
や
、
そ
う
や
な
い
。
昔

な
、
古
い
時
代
や
け
ど
、
尾
張
の
国
に
「
五
百
」
の
「
旗
頭
」
じ
ゃ

な
く
て
「
木
」
の
「
部
」
と
書
く
「
五
百
木
部
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
恐
ら
く
戦
国
時
代
に
何
か
悪
い
こ
と
し
よ
う
と
思
っ
て
、
木

の
部
よ
り
旗
頭
が
強
そ
う
だ
か
ら
そ
れ
に
置
き
換
え
て
、
播
州
辺
で

暴
れ
出
し
た
ん
や
な
い
か
と
思
っ
て
そ
う
呼
ん
だ
」
と
。

　
へ
え
と
思
っ
て
、
そ
の
後
、
私
は
図
書
館
へ
行
っ
て
、
姓
氏
大
辞

典
で
調
べ
た
ら
本
当
に
そ
う
で
し
た
。
尾
張
氏
の
一
分
家
に
五
百
木

部
が
あ
り
、
一
時
期
隆
盛
を
誇
り
、
景
行
天
皇
だ
か
仲
哀
天
皇
だ
か

に
娘
を
出
し
て
そ
の
子
を
産
ん
だ
と
。
も
ち
ろ
ん
側
室
で
す
け
ど
。

で
も
、
何
と
か
の
皇
子
の
乱
で
反
対
側
に
つ
い
て
全
国
に
四
散
し
た

っ
て
書
い
て
あ
っ
た
。
司
馬
さ
ん
っ
て
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
京
大
の
時
計
台
下
で
の
彼
の
講
演
会
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
で
す

ね
。
あ
ん
な
に
人
が
集
ま
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
あ
ん
な
に
沸

い
た
こ
と
も
な
い
。

　
話
を
戻
し
ま
す
が
、
私
は
「
司
馬
さ
ん
応
じ
て
く
れ
た
よ
」
っ
て

仲
間
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
た
ら
、「
お
前
、何
ぼ
で
話
つ
け
た
ん
か
」
と
。

私
、
全
然
、
お
金
の
話
な
ん
か
し
て
な
い
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
学

生
仲
間
は
一
万
円
の
謝
礼
を
用
意
し
て
た
ら
し
い
け
ど
、「
司
馬
さ

ん
の
相
場
っ
て
ど
れ
ぐ
ら
い
や
」
と
聞
く
と
、
い
や
、
桁
が
一
つ
違

う
二
つ
違
う
っ
て
言
わ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
悪
夢
に
う
な
さ

れ
ま
し
た
。
講
演
の
後
、
楽
屋
裏
で
「
薄
謝
で
申
し
訳
な
い
け
ど
」

っ
て
一
万
円
出
し
た
ら
「
何
や
、
そ
れ
、
変
な
こ
と
や
め
と
き
。
そ

れ
よ
り
な
、
祇
園
の
ほ
う
に
場
所
取
っ
て
あ
る
か
ら
み
ん
な
で
お
い

で
」
言
っ
て
大
ご
ち
そ
う
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
講
演
料
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
話
は
朝
河
貫
一
さ
ん
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い

の
で
、
こ
こ
ま
で
と
い
た
し
ま
し
て
。

　
朝
河
さ
ん
は
具
体
的
な
状
況
の
中
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
お
持
ち
で

す
よ
ね
。
日
露
戦
争
の
直
後
か
ら
そ
の
時
に
認
識
し
て
「
災
い
の

兆
し
」
と
呼
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
い
て
最
後

に
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
あ
と
が
き
〔
注
：
跋
（
日
本

の
宣
言
に
つ
き
て
）〕
を
読
む
と
、
日
露
戦
争
は
一
九
〇
四
年
か
ら

一
九
〇
五
年
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
日
比
谷
焼
討
事
件
な
ど
が

あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
日
感
が
ど
っ
と
高
ま
っ
た
。
そ
れ
に
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対
し
て
日
本
外
交
は
頑
張
っ
て
、
高
平
・
ル
ー
ト
協
定
〔
注
：『
日

本
の
禍
機
』
で
は
「
日
本
の
宣
言
」〕
と
い
う
の
を
一
九
〇
八
年
、

三
年
後
に
結
ぶ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
問
題
は
あ
る
け
れ
ど
も
大
局

的
に
日
米
で
太
平
洋
問
題
に
つ
き
協
力
し
て
い
こ
う
。
お
互
い
の
既

得
権
は
認
め
合
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
を
や
っ
た
こ
と
を
朝
河

さ
ん
は
口
を
極
め
て
、
よ
く
こ
う
い
う
大
局
観
に
立
っ
て
日
米
の
破

綻
を
回
避
し
た
と
賞
賛
し
て
い
ま
す
。
彼
が
心
配
し
て
い
た
の
は
日

本
は
清
国
、
中
国
と
必
ず
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
。
門
戸
開
放
、
機
会
均

等
、
そ
し
て
、
主
権
と
領
土
の
保
全
、
そ
う
い
う
こ
と
を
日
本
が
な

い
が
し
ろ
に
す
る
、
と
。
日
露
戦
争
前
に
は
、
日
本
は
ジ
ョ
ン
・
ヘ

イ
の
そ
う
い
う
宣
言
に
応
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
調
す

る
こ
と
で
支
持
を
得
な
が
ら
日
露
戦
争
に
勝
っ
た
ん
で
す
。
勝
っ
た

ら
、
し
か
し
、
や
っ
ぱ
り
度
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
も
強

い
ん
だ
、
ヘ
ゲ
モ
ン
に
な
れ
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
驕
り
が
強
く
な

っ
て
い
っ
た
。

　
も
し
、
朝
河
先
生
が
今
こ
れ
を
お
書
き
に
な
っ
た
ら
学
界
で
は
批

判
を
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
大
事
な
と
こ
ろ
が
抜
け
て
い
る
じ
ゃ
な
い

か
、
と
。
実
は
翌
年
、
一
九
〇
六
年
に
は
満
洲
で
の
さ
ば
っ
て
、
ま

る
で
わ
が
領
土
の
よ
う
に
振
る
舞
う
陸
軍
の
姿
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
時
の
西
園
寺
公
望
首
相
は
抑
え
よ
う
と
し
て
現
地
視
察
す
る

ん
で
す
け
ど
、
勢
い
に
乗
っ
た
陸
軍
を
抑
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
止

め
た
の
が
元
老
の
伊
藤
博
文
で
し
た
。
西
園
寺
首
相
の
官
邸
で
「
満

洲
問
題
に
関
す
る
協
議
会
」
を
一
九
〇
六
年
五
月
二
二
日
に
開
か
せ

た
。
そ
こ
で
児
玉
源
太
郎
参
謀
次
長
と
い
う
陸
軍
の
実
力
者
に
対
し

て
、
真
っ
向
か
ら
伊
藤
が
説
教
す
る
ん
で
す
ね
。
あ
な
た
は
考
え
違

い
し
と
る
。わ
れ
わ
れ
は
条
約
に
よ
っ
て
こ
れ
こ
れ
の
権
益
を
得
た
。

し
か
し
、
ま
る
で
あ
の
地
域
全
体
が
日
本
の
影
響
下
に
入
っ
た
な
ん

て
、「
利
益
線
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
い
や
「
主
権
線
」
で
あ
る

か
の
よ
う
に
前
提
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
全
部
間
違
っ
て
い

る
と
、
真
正
面
か
ら
切
り
付
け
て
、
そ
し
て
抑
え
た
ん
で
す
ね
。
そ

の
こ
と
は
、
今
、
ま
っ
と
う
な
歴
史
家
は
非
常
に
評
価
す
る
。
当
時

は
資
料
が
全
然
な
か
っ
た
か
ら
朝
河
さ
ん
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
で

も
、
も
し
分
か
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
口
を
極
め
て
評
価
さ
れ
た
で

し
ょ
う
ね
。
よ
く
ぞ
や
っ
た
、
と
。
そ
れ
こ
そ
が
大
事
な
こ
と
で
、

あ
の
中
国
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
共
存
し
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
し

か
な
い
ん
だ
と
。
よ
く
や
っ
た
け
ど
、「
だ
の
に
、
そ
の
後
」
と
い

う
話
が
ま
た
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

　
そ
う
い
う
の
で
、
あ
の
時
点
に
お
い
て
、
今
で
は
司
馬
さ
ん
に
よ

っ
て
常
識
化
し
た
日
露
戦
争
後
、日
本
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
っ
た
、

そ
の
瞬
間
で
の
朝
河
さ
ん
の
「
災
い
の
兆
し
」
と
い
う
シ
ャ
ー
プ
な

洞
察
、
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。

　
そ
の
時
か
ら
、『
日
本
の
禍
機
』
の
後
ろ
の
ほ
う
で
書
い
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
日
本
は
東
洋
最
大
の
問
題
で
あ
る
清
国
と

の
間
、
そ
れ
か
ら
、
他
方
で
、
世
界
最
富
強
国
、
米
国
と
の
関
係
に
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お
い
て
大
き
な
破
綻
が
危
惧
さ
れ
る
、
そ
う
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て

い
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、ま
さ
に
満
洲
事
変
後
の
一
九
三
〇
年
代
、

日
本
は
そ
れ
に
の
っ
か
っ
て
し
ま
い
、
昭
和
二
〇
年
に
身
を
滅
ぼ
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
史
上
、
外
地
へ
軍
隊
を
派
遣
し
て
敗
れ
た

例
は
、
白
村
江
の
戦
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ

が
国
全
体
が
敗
北
す
る
、
滅
亡
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
昭
和
二
〇
年

た
だ
一
度
切
り
で
す
。
そ
れ
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
朝
河
さ
ん
の
洞
察
、

警
告
を
十
分
の
み
込
め
な
か
っ
た
、
日
本
が
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
、
山
内
さ
ん
の
本
を
通
じ
て
勉
強
す
る
ぐ
ら
い
で
朝
河
さ
ん

の
教
え
は
も
ち
ろ
ん
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
で
も
、
案
外
、
私
は

朝
河
さ
ん
の
弟
子
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
戦
後
、
日
本
外
交
に
つ
い
て
私
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
歴
史
の
教
訓
に
学
ん
で
戦
後
日
本
外
交
は
、
ア
メ
リ

カ
と
の
同
盟
、
そ
し
て
、
中
国
と
の
協
商
、
協
商
と
い
う
の
は
同
盟

で
は
な
く
て
、
悪
く
な
い
関
係
、
相
互
利
益
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
整
え
得
る
よ
う
な
悪
く
な
い
関
係
、「
日
米
同
盟
プ
ラ
ス
日
中
協

商
」、
そ
れ
が
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
存
立
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
だ

と
ず
っ
と
主
張
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
で
す
か
ら
、
最
近
、
中
国
が
け
し
か
ら
ん
と
い
う
人
が
「
五
百
旗

頭
さ
ん
は
甘
い
な
」
と
い
う
ふ
う
に
批
判
さ
れ
た
り
も
す
る
ん
で
す

が
、私
は
息
の
長
い
歴
史
的
現
実
か
ら
み
て
い
る
の
で
変
わ
ら
な
い
。

中
国
と
難
し
く
な
る
。
し
か
し
、
お
引
越
し
で
き
な
い
、
永
遠
の
隣

人
な
ん
で
す
ね
。

　
そ
う
い
う
具
体
的
な
状
況
の
中
で
朝
河
先
生
が
警
告
さ
れ
た
こ

と
、
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
で
す
が
、
そ
れ
は
朝
河
先

生
に
と
っ
て
は
ほ
ん
の
一
端
で
す
。
大
き
な
と
こ
ろ
は
彼
は
本
物
の

歴
史
家
な
ん
で
す
。
今
日
も
ボ
ツ
マ
ン
先
生
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
弥
永
千
利
が
本
当
の
学
者
か
分
か
り
ま
せ
ん
と
、
厳
し
い
こ

と
を
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
だ
け
朝
河
先
生
は
大
変
な
学
問
の
道
と
い

う
の
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　
彼
の
博
士
論
文
、Ph.D

.

論
文
は
「
六
四
五
年
の
大
化
改
新
」
な

ん
で
す
ね
。
大
化
の
改
新
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
と
い
え
ば
、
あ
の
頃

は
、
聖
徳
太
子
さ
ん
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
仏
教
と
い
う
普
遍
思
想

が
入
っ
て
き
た
、
そ
れ
か
ら
、
中
国
の
、
当
時
、
律
令
国
家
の
政
治

社
会
制
度
、
そ
う
い
う
も
の
に
触
れ
た
ん
で
す
ね
。

　
そ
れ
ま
で
は
割
と
こ
の
島
国
の
中
で
井
戸
の
神
様
、
山
の
神
様
、

み
ん
な
あ
り
が
た
い
も
ん
だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
た
と
こ
ろ

か
ら
、
漢
字
が
入
っ
て
き
て
、
稲
作
が
入
っ
て
き
た
。
次
の
大
き
な

ウ
エ
ー
ブ
と
し
て
、
仏
教
と
い
う
普
遍
的
価
値
観
と
律
令
国
家
の
制

度
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
き
た
。も
の
す
ご
い
変
換
点
な
ん
で
す
ね
。

そ
の
変
革
期
の
中
で
中
大
兄
皇
子
、
蘇
我
入
鹿
、
血
で
血
を
洗
う
よ

う
な
激
し
い
争
い
を
し
な
が
ら
、
で
も
、
そ
の
中
で
国
家
は
分
裂
せ

ず
に
一
体
性
を
保
ち
な
が
ら
大
き
な
変
革
に
向
か
う
ん
で
す
ね
。
そ
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の
大
き
な
変
革
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
体
性
を
失
わ
な

か
っ
た
か
ら
。
今
の
ア
メ
リ
カ
み
た
い
に
、
ト
ラ
ン
プ
派
対
反
ト
ラ

ン
プ
、
本
当
に
心
配
で
す
ね
。
そ
れ
に
劣
ら
な
い
大
き
な
難
し
い
変

革
の
中
で
す
。
日
本
は
一
体
性
を
天
皇
制
を
土
台
に
保
ち
な
が
ら
大

き
な
変
革
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と
朝
河
先
生
は
見
る
わ
け
で

す
。
一
〇
〇
年
か
け
て
の
大
変
革
で
す
。
当
時
、
ロ
ー
マ
帝
国
衰
退

後
の
世
界
で
、
唐
は
世
界
最
高
の
文
明
で
し
た
。
そ
れ
を
何
と
か
も

の
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
、
白
村
江
の
戦
い
で
負
け
た
後
、
五
〇
年

か
け
て
大
和
盆
地
に
平
城
京
、
律
令
国
家
の
首
都
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版

を
つ
く
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
お
守
り
に
東
大
寺
を
造
っ
て
、
そ
し

て
、
鑑
真
ま
で
呼
ん
で
き
て
精
神
文
明
の
深
い
と
こ
ろ
を
わ
が
も
の

に
し
よ
う
と
し
た
。
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
外
に
い
い
も
の
が

あ
っ
た
ら
そ
れ
を
学
ば
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
日
本
民
族

の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
一
体
性
を
失
わ
ず
に
済
ん
だ
の

は
、
天
皇
制
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
彼
の
主
張
で
す
。
そ
れ

が
一
回
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
で
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た

ん
で
す
。
今
度
は
近
代
西
洋
文
明
に
対
し
て
で
す
。
仏
教
、
そ
れ
か

ら
律
令
国
家
の
時
に
劣
ら
な
い
産
業
革
命
以
後
の
近
代
西
洋
と
い
う

大
ウ
エ
ー
ブ
が
黒
船
と
と
も
に
来
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
超
え
て
い

く
上
で
奥
羽
列
藩
同
盟
の
戦
い
な
ど
あ
り
ま
す
け
ど
、
戦
は
最
小
限

に
と
ど
め
つ
つ
、
分
権
的
な
幕
藩
体
制
か
ら
中
央
集
権
国
家
を
、
天

皇
制
の
権
威
を
使
い
な
が
ら
一
体
性
を
持
っ
て
つ
く
り
上
げ
た
。
そ

し
て
、
司
馬
さ
ん
の
言
葉
で
い
う
『
坂
の
上
の
雲
』
の
時
代
に
な
り

ま
す
が
、
日
清
、
日
露
の
時
代
に
近
代
化
を
遂
げ
る
。
立
憲
君
主
制

を
も
の
に
し
て
、
非
常
に
大
き
な
近
代
西
洋
の
挑
戦
を
ま
た
乗
り
越

え
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。

　
二
度
ま
で
一
体
性
を
天
皇
制
の
下
で
失
う
こ
と
な
く
大
き
な
変
革

を
遂
げ
た
。
そ
の
こ
と
を
朝
河
ほ
ど
認
識
し
て
い
る
人
は
い
な
い
。

彼
は
そ
れ
故
に
日
米
間
が
危
な
く
な
っ
て
き
た
真
珠
湾
の
前
に
、
こ

れ
を
ど
う
食
い
止
め
る
か
、い
て
も
立
っ
て
も
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

朝
河
さ
ん
の
本
質
は
大
変
な
愛
国
者
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
普
遍
的
価

値
を
大
事
に
す
る
リ
ア
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
と
い
う
お
話
が
先
ほ
ど

あ
り
ま
し
た
で
す
ね
。

　
こ
ち
ら
に
お
ら
れ
る
増
井
先
生
の
御
報
告
の
中
に
「
正
義
は
恵
ま

れ
た
大
き
な
国
の
自
己
犠
牲
に
あ
る
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
理
想
主
義
の
言
葉
で
す
ね
。
強
い
国
は
、
み

ん
な
ヘ
ゲ
モ
ン
に
な
っ
て
他
国
を
制
圧
し
よ
う
と
す
る
。
近
代
の
帝

国
主
義
は
み
ん
な
そ
う
で
す
。
日
本
も
そ
う
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
ち
ょ

っ
と
違
っ
て
、
普
遍
的
価
値
観
に
お
い
て
、
そ
れ
を
や
ら
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
一
番
強
く
な
っ
た
ア
メ
リ

カ
が
、
あ
る
種
、
自
己
犠
牲
の
で
き
る
、
つ
ま
り
世
界
の
お
世
話
が

で
き
る
存
在
で
あ
る
べ
し
と
い
う
理
想
主
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
思
い
が
ア
メ
リ
カ
に
あ
り
ま
す
。
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
方

で
、大
変
、独
善
性
が
強
い
。
普
遍
的
価
値
を
持
っ
て
い
て
、そ
れ
で
、
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ま
す
ま
す
独
善
性
が
強
く
な
る
。
こ
う
い
う
難
し
さ
の
中
で
、
日
本

は
ど
う
す
る
か
。

　
理
想
主
義
者
で
あ
り
愛
国
者
で
あ
る
朝
河
さ
ん
は
、
日
本
に
も
そ

う
な
っ
て
も
ら
い
た
い
、
力
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
を
持
っ

て
ほ
し
い
ま
ま
に
清
国
が
弱
い
か
ら
と
虐
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ

れ
を
し
っ
か
り
支
え
る
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
い
う

思
い
の
非
常
に
強
い
朝
河
さ
ん
で
し
た
。

　
従
っ
て
、
無
意
味
な
日
米
戦
争
を
や
め
て
く
れ
と
叫
び
た
い
。
そ

の
た
め
に
最
後
の
手
段
と
し
て
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
天
皇
に
親

書
を
出
し
て
、
そ
こ
で
食
い
止
め
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
。
こ
れ
は
山

内
先
生
の
本
に
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
結

局
、
天
皇
宛
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
親
書
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
し
、
か

つ
、
書
か
れ
た
も
の
は
朝
河
先
生
の
草
案
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
し
て
自
分
は
最
後
ま
で
平
和
を
望
ん

で
た
ん
だ
よ
と
い
う
米
国
政
府
の
ア
リ
バ
イ
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
戦
争
が
始
ま
っ
た
結
果
、
日
本
が
昭
和
二
〇
年
に
敗
北
し
て
本
当

に
ひ
ど
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
瞬
間
に
実
は
朝
河
理
論
が
実
現
し

ま
す
。
大
化
の
改
新
の
研
究
を
や
っ
て
、
明
治
維
新
を
観
察
し
て
、

危
機
の
中
で
天
皇
制
を
土
台
に
し
た
一
体
性
を
保
ち
な
が
ら
大
改
革

が
、
も
う
一
度
戦
後
改
革
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実

際
の
歴
史
は
朝
河
の
思
っ
た
と
お
り
に
は
動
か
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
彼
の
洞
察
は
深
く
、
そ
の
歴
史
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
、
す
ご

い
も
ん
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
長
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

山
内
：
山
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
五
百
旗
頭
先
生
か
ら
ご
紹
介
が

あ
っ
た
『
日
本
の
禍
機
』、
最
初
は
『
日
本
の
危
機
』
と
い
う
題
名

に
朝
河
は
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、『
日
本
の
禍
機
』
と
命
名
し
た

の
は
坪
内
逍
遥
な
ん
で
す
ね
。
朝
河
は
ア
メ
リ
カ
に
い
ま
す
か
ら
、

坪
内
逍
遥
は
三
校
ま
で
し
て
、
こ
の
本
は
出
版
さ
れ
ま
す
。
で
す
か

ら
、
坪
内
逍
遥
が
す
ご
く
こ
の
本
を
評
価
し
て
い
た
証
拠
だ
と
、
今
、

お
話
を
伺
い
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
、
増
井
先
生
が
紹
介
さ
れ
た
タ
ッ
カ
ー
未
亡
人
宛
朝
河
書
簡

の
「
求
め
て
い
る
大
き
な
正
義
と
は
ま
と
も
に
生
き
る
権
利
で
す
。

正
義
は
よ
り
恵
ま
れ
た
国
家
が
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
」
と
い
う
倫
理
は
と
て
も
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
三
牧
先
生
が
緒
方
貞
子
さ
ん
の
三
〇
年
代
の
日
本
の
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
ル
の
批
判
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
緒

方
さ
ん
自
身
が
解
決
策
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
ア
マ
ル
テ
ィ

ア
・
セ
ン
氏
と
共
同
議
長
と
し
て
二
〇
〇
一
年
の
人
間
の
安
全
保
障

委
員
会
を
創
設
さ
れ
た
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。〔
山

内
『
朝
河
貫
一
論
』
早
稲
田
大
学
学
術
叢
書
第
七
巻
、二
〇
一
〇
年
、

四
二
〇
―
二
二
頁
〕。
こ
の
倫
理
は
今
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
地
区

に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
か
が
で
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ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

　
そ
れ
か
ら
、
陶
先
生
が
デ
ー
ビ
ス
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は

デ
ー
ビ
ス
と
共
に
宣
教
師
の
子
と
し
て
京
都
で
育
っ
て
、IPR

で

共
に
活
躍
し
た
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
グ
リ
ー
ン
の
説
得
に
よ
っ
て
朝
河
が

メ
ン
バ
ー
と
な
り
ま
し
たACLS

（
全
米
学
術
団
体
協
議
会
）
日
本

研
究
委
員
会
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
時IPR

ア
メ
リ
カ
会
長
だ
っ
た
グ
リ
ー
ン
と
、A

C
L
S

事

務
局
の
モ
ー
テ
ィ
マ
・
グ
レ
イ
ヴ
ズ
が
、
朝
河
に
「
メ
ン
バ
ー
に
入

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
一
生
懸
命
説
得
し
ま
す
。
そ
う
い
う
手
紙
が
何

通
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
よ
う
や
く
朝
河
は
七
人
の
創
立

メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
な
る
ん
で
す
ね
。
委
員
長
は
こ
の
図
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
で
す
。
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ

ォ
ー
ナ
ー
も
非
常
に
朝
河
の
こ
と
を
尊
敬
し
て
、
自
分
達
夫
婦
の

『
推
古
期
の
日
本
彫
刻
』
の
序
文
を
「
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん

で
、
序
文
を
朝
河
に
書
い
て
も
ら
っ
て
一
九
二
三
年
に
出
版
し
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
、
富
田
幸
次
郎
と
い
う
ボ
ス
ト
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
五
〇
年
勤
め
る
こ
と
に
な
る
人
も
、
こ
のAC

LS

日
本
研
究
委

員
会
の
最
初
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
す
ね
。こ
の
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト
は
、

ACLS

のCandace Frede

出
版
情
報
部
長
に
資
料
を
依
頼
し
て

送
っ
て
頂
い
た
も
の
で
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　「
日
本
研
究
委
員
会
の
資
金
の
使
い
方
に
関
す
る
意
見
」
と
い
っ

て
、
事
務
局
の
グ
レ
イ
ブ
ズ
が
メ
ン
バ
ー
み
ん
な
に
宛
て
て
ど
う
い

1930 年 ACLS（全米学術団体協議会）日本研究委員会　創立メンバー
ACLS Bulletin, No 14, November, 1930
 Committee on the Promotion of Japanese Studies:
Langdon Warner, Fogg Museum of Art, chairman;
K. Asakawa, Yale University; 
Edward Capps, Princeton University;
Evarts B. Green, Columbia University; 
Berthold Laufer, Field Museum, Chicago; 
Kojiro Tomita, Boston Museum of Fine Arts; 
Mortimer Graves, secretary;

　〔ACLS Bulletin, Candace Frede出版情報部長から資料提供。
山内『朝河貫一論』365 頁～〕　〔1931.9.18. 満州事変（柳条湖事件）勃発〕
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藤
）

う
ふ
う
に
資
金
を
使
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
書
簡
で
聞
く
ん

で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
朝
河
は
「
資
金
は
東
洋
に
関
す
る
初
歩
的

な
学
習
促
進
の
た
め
に
使
う
よ
り
も
も
っ
と
高
度
な
研
究
を
す
る
大

学
院
生
に
使
用
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
回
答
し
ま
す
。

他
の
メ
ン
バ
ー
も
同
意
見
だ
っ
た
の
で
、
一
九
三
二
年
にACLS

日
本
研
究
委
員
会
が
計
画
し
て
お
り
ま
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
夏
期

学
校
に
、
大
学
院
生
の
ボ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
と
フ
ァ
ー
ズ
の

三
人
が
参
加
し
て
、
親
密
な
友
情
を
育
ん
だ
出
会
い
の
場
所
に
な
る

ん
で
す
ね
。
ボ
ー
ト
ン
は
「
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
講
座
が

最
高
に
刺
激
的
だ
っ
た
」と
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
夏
期
学
校
は
、

あ
と
は
二
回
ぐ
ら
い
他
の
大
学
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　ACLS

日
本
研
究
委
員
会
が
最
初
に
日
本
に
送
っ
た
留
学
生
と
い

う
の
が
、
五
百
旗
頭
先
生
が
監
修
さ
れ
ま
し
た
『
戦
後
日
本
の
設
計

者
‐
ボ
ー
ト
ン
回
想
録
』
を
書
く
ヒ
ュ
ー
・
ボ
ー
ト
ン
と
、
駐
日
大

使
に
な
る
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
明
治

学
院
の
宣
教
師
の
宿
舎
で
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
の
心
理
作
戦
「
日
本
計
画
」
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ

れ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ズ
。
ボ
ー
ト
ン
と
同
じ
く
、
こ
の
フ
ァ

ー
ズ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
の
平
和
主
義
者
の
ク
エ
ー
カ
ー
の
生

ま
れ
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
三
人
は
日
本
に
留
学
し
て
い
る
一
九
三
六

年
に
二
・
二
六
事
件
に
遭
遇
し
て
、
昭
和
天
皇
の
態
度
を
ち
ゃ
ん
と

見
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　
ウ
ォ
ー
ナ
ー
に
よ
る
日
本
研
究
委
員
会
最
初
の
報
告
書
もACLS

のFrede

出
版
情
報
部
長
が
送
っ
て
下
さ
っ
たBulletin

に
あ
り

ま
す
が
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
は
日
本
語
と
か
日
本
歴
史
と
か
日
本
文
明
を

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
職
業
と
い
う
の
が
と
て
も
大
事

だ
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
実
践
さ
れ
て
、
一
九
三
八
年
に
は

ボ
ー
ト
ン
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
日
本
語
・
歴
史
・
文
化
を
教
え
、

そ
し
て
、
一
年
後
に
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
ハ
ー
バ
ー
ド
で
教
え
て
お

り
ま
す
。〔Rudolph Janssens, Andrew

 G
ordon, “A Short 

H
istory of the Joint Com

m
ittee on Japanese Studies”

〕。

　
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト
と
い
う
の
を
先
ほ
ど
お
見
せ
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
一
九
三
七
年
六
月
の
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト
か
ら
朝
河
貫
一
と
富
田

幸
次
郎
が
外
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
九
三
六
年
一
一
月
の

日
独
防
共
協
定
締
結
、
一
九
三
七
年
七
月
七
日
盧
溝
橋
事
件
か
ら

日
中
戦
争
に
発
展
し
た
こ
と
や
、IPR

の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｃ
・
カ

ー
タ
ー
の
日
中
戦
争
の
原
因
を
検
討
す
る
「
イ
ン
ク
ワ
イ
ア
リ
ー

（Inquiry

）」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上
げ
の
影
響
と
い
う
よ
う
な
も

の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟
が
締
結

さ
れ
て
対
日
批
判
が
増
し
て
い
き
一
九
四
一
年
七
月
に
ボ
ー
ト
ン
、

フ
ァ
ー
ズ
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
日
本
研
究
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
揃
い
ま
す
。
図
が
示
す
よ
う
に
、
ボ
ー
ト
ン
が
セ
ク
レ
タ
リ
ー
と

な
っ
て
事
務
局
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
フ
ァ
ー
ズ
も
メ
ン
バ
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ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
通
信
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
一
九
四
一
年
八
月
に
は
ア
メ
リ
カ
は
対
日
石
油
禁
輸
な

ど
を
し
た
時
代
で
す
ね
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
後
は
三
人
の
所
属
が
変
化
い
た
し
ま
す
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
フ
ァ
ー
ズ
は
一
九
四
二
年
の
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト

か
らO

SS

所
属
に
な
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
は
陸
軍
所
属
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
の
ボ
ー
ト
ン
は
一
九
四
二
年
一
〇
月
中
旬
か
ら
国
務
省
所
属
に

な
っ
て
お
り
ま
し
て
〔『
ボ
ー
ト
ン
回
想
録
』
一
二
四
頁
、
山
内
著

五
四
〇
頁
〕、
こ
の
こ
と
は
対
日
政
策
でACLS

日
本
研
究
委
員
会

が
重
要
な
役
割
を
担
う
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
思
い
ま

す
。

　
一
九
四
一
年
七
月
、C

O
I

（
情
報
調
整
局
）
が
発
足
い
た
し
ま
し

て
米
国
議
会
図
書
館
の
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
館
長
の
呼
び
か
け
でA

C
L
S

（
全
米
学
術
団
体
協
議
会
）、
そ
れ
か
らSSRC

（
全
米
社
会
科
学
研

究
協
議
会
）、N

A
RA

（
国
立
公
文
書
館
）
の
要
人
が
集
め
ら
れ
た

わ
け
で
す
ね
〔
加
藤
哲
郎
『
象
徴
天
皇
制
の
起
源
：
ア
メ
リ
カ
の
心

理
戦
「
日
本
計
画
」』
六
四
頁
〕。
五
百
旗
頭
先
生
に
よ
る
と
、
マ
ク

リ
ュ
ー
シ
ュ
館
長
は
大
統
領
演
説
の
起
草
者
で
後
に
国
務
次
官
補
に

な
っ
た
人
物
で
す
。
こ
の
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
館
長
が
朝
河
の
大
統
領
親

書
草
案
を
大
統
領
に
手
渡
し
た
と
い
う
こ
と
を
朝
河
貫
一
研
究
会
の

故
斎
藤
襄
治
先
生
が
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
館
長
か
ら
直
接
確
認
を
な
さ
っ

1941 年 7月 ACLS日本研究委員会メンバー
1936.11.25. 日独防共協定　      1937.7.7. 盧溝橋事件→日中戦争
1940.9.27 日独伊三国軍事同盟  1942.8.1 米対日石油全面禁止
ACLS Bulletin, No. 33, July, 1941　Committee on Japanese Studies
Chairman, Serge Elisseeff, Harvard-Yenching Institute / 
Secretary, Hugh Borton, Columbia University / 
Kenneth W. Colegrove, Northwestern University;  / 
Charles B. Fahs, Pomona College; /  
Evarts B.Greene, Columbia University; /
 Archibald G. Wenley, Freer Gallery of Art

Corresponding Members: Edwin O. Reischauer, Harvard University; 
G. Nye Steiger, Simmons College; 
Florence E. Walne, University of California；
　〔ACLS Bulletin, Candace Frede出版情報部長から資料提供〕
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山
内
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）

て
お
り
ま
す〔
山
内
著
五
一
〇
頁
〕。そ
う
い
う
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
一
九
四
二
年
六
月
、CO

I

提
出
の
機
密
文
書
の
「
日
本
計
画
（
最

終
草
稿
）」、
こ
れ
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
フ

ァ
ー
ズ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
八

月
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
承
認
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
日
本

の
天
皇
を
慎
重
に
名
前
を
挙
げ
ず
に
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
〔
加
藤
著

一
五
四
、二
二
一
頁
〕、
天
皇
の
扱
い
は
、
ボ
ー
ト
ン
、
フ
ァ
ー
ズ
、

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
極
東
政
策
の
立
案
と
遂
行
を
通
し
て
朝
河
の
先
ほ

ど
五
百
旗
頭
先
生
か
ら
ご
紹
介
が
あ
っ
た
博
士
論
文
『
大
化
改
新
』

以
来
の
天
皇
制
度
に
関
す
る
朝
河
の
学
説
、
つ
ま
り
、
大
化
改
新
や

明
治
維
新
と
い
う
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
圧
倒
的
に
優
れ
た
異
文
化

を
習
得
し
て
適
応
す
る
制
度
的
大
変
革
を
成
功
さ
せ
る
鍵
は
常
に
天

皇
個
人
で
は
な
く
天
皇
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
〔
山
内
著
第
八

章
〕。
こ
の
朝
河
の
学
説
に
基
づ
く
天
皇
制
度
と
理
想
と
す
る
「
民

主
主
義
」
の
異
文
化
融
合
の
戦
後
構
想
の
実
現
に
大
き
な
役
割
を
こ

の
三
人
が
果
た
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
百
旗
頭
：
山
内
先
生
の
今
の
報
告
に
一
つ
質
問
し
て
も
よ
ろ
し
い

か
し
ら
。
二
〇
世
紀
に
王
制
、
王
様
を
戴
い
て
戦
争
を
始
め
て
負
け

た
国
が
す
べ
て
君
主
制
を
終
え
、
共
和
制
に
代
わ
っ
て
い
る
。
唯
一

の
例
外
が
日
本
な
ん
で
す
。
ワ
シ
ン
ト
ン
で
戦
後
日
本
を
ど
う
す
べ

き
で
あ
る
か
と
い
う
時
に
一
番
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た
の
が
こ
の
点

で
、
国
務
省
の
幹
部
た
ち
は
当
然
に
わ
れ
わ
れ
若
者
が
血
を
流
し
て

い
る
相
手
は
天
皇
な
ん
だ
と
。
だ
か
ら
、
勝
利
し
た
暁
に
は
天
皇
制

を
倒
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
勝
利
は
完
成
し
な
い
と
。
そ
う
い
う
議
論

の
人
が
多
く
て
、
そ
れ
一
色
に
見
え
た
と
こ
ろ
が
、
で
も
、
プ
ラ
ン

作
り
は
知
日
派
を
使
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
が

ボ
ー
ト
ン
な
ん
で
す
ね
。

　
ボ
ー
ト
ン
は
一
九
四
二
年
夏
、
四
〇
歳
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
助

教
授
で
国
務
省
に
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
、
対
日
プ
ラ
ン
起
草
の
中
心

と
な
り
ま
す
。
非
常
に
朝
河
の
教
え
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
山
内

先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。「
天
皇
制
民
主
主
義
」
な
ん
て
い

う
概
念
は
な
か
な
か
ア
メ
リ
カ
の
方
で
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
朝
河
博
士
の
研
究
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
朝
河

理
論
あ
っ
て
こ
そ
の
知
日
派
の
共
通
認
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
も
、
ボ
ー
ト
ン
も
、
フ
ァ
ー
ズ
も
。

　
も
う
一
つ
、
し
か
し
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ

ム
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
に
し
て
日
本
史
に
つ
い
て
の
碩
学

（
せ
き
が
く
）
で
す
よ
ね
。
そ
の
朝
河
と
サ
ン
ソ
ム
と
の
間
に
話
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
ボ
ー
ト
ン
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
日
本
に
最
初
に
留
学
し

た
時
、
日
本
の
こ
と
は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
外
務
省

の
広
告
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
が
『
日
本
文
化
史
』
の
勉
強
会
、
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研
究
会
を
つ
く
る
か
ら
誰
で
も
お
い
で
と
い
う
広
告
を
見
て
ボ
ー
ト

ン
夫
妻
は
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
初
め
は
三
〇
人
い
た
け

ど
、
毎
回
、
半
分
ず
つ
減
っ
て
、
数
回
行
っ
た
ら
彼
一
人
に
な
っ
て
、

世
界
一
の
碩
学
、
日
本
の
知
の
専
門
家
か
ら
個
人
教
授
を
た
だ
で
受

け
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
サ
ン
ソ
ム
も
や
は
り
天
皇
制
を
重
視
す
る
イ

ギ
リ
ス
ら
し
い
考
え
方
だ
っ
た
。
そ
の
ル
ー
ツ
も
あ
り
得
る
な
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
河
と
サ
ン
ソ
ム
の
間
に
は
何
か
話
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
を
教
え
て
ほ
し
い
。

山
内
：
サ
ン
ソ
ム
と
朝
河
は
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
の
ボ
ー
ト
ン
を
介

し
て
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
お
互
い
に
、
結
局
、
方
向
性

と
い
う
か
、
天
皇
の
い
る
日
本
と
国
王
の
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
す
か

ら
、
唯
一
分
か
り
あ
え
る
と
い
う
関
係
。「
分
か
り
あ
え
る
」（have 

penetrated

）
と
い
う
言
い
方
を
サ
ン
ソ
ム
は
し
て
い
た
と
思
い

ま
す
。〔『
書
簡
集
』
英
文
二
〇
二
頁
〕。

五
百
旗
頭
：
で
は
、
実
際
に
あ
っ
た
と
。

増
井
：『
朝
河
貫
一
書
簡
集
』
を
利
用
し
て
研
究
さ
れ
る
人
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
サ
ン
ソ
ム
が
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
に
来
た
時
で
す
。

五
百
旗
頭
：
戦
後
で
す
か
。

増
井
：
い
い
え
。
戦
後
で
は
な
く
て
一
九
三
〇
年
代
で
す
。
コ
ロ
ン

ビ
ア
大
学
で
講
義
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
前
に
『
日
本
文
化

史
』
を
出
版
し
て
い
ま
す
か
ら
、
サ
ン
ソ
ム
の
本
は
世
界
中
で
読
ま

れ
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
サ
ン
ソ
ム
は
ニ
ュ
ー
ヘ
イ

ブ
ン
に
ご
夫
妻
で
訪
ね
て
い
る
ん
で
す
。
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
も

朝
河
貫
一
は
サ
ン
ソ
ム
の
こ
と
を
非
常
に
気
に
か
け
て
い
る
、
そ
う

い
う
内
容
の
手
紙
も
数
通
『
書
簡
集
』
を
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

五
百
旗
頭
：
天
皇
制
に
つ
い
て
ま
で
話
は
し
て
な
い
ん
で
す
か
、
手

紙
で
。

増
井
：『
書
簡
集
』
の
往
復
書
簡
に
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

朝
河
貫
一
は
日
本
研
究
者
で
当
時
最
も
優
れ
て
い
る
人
と
し
て
サ
ン

ソ
ム
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
あ
る
推
薦
状
で
サ
ン
ソ
ム
を
非
常
に
高
く

評
価
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
に
比
べ
た
ら
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
も
ボ

ー
ト
ン
も
ま
だ
完
成
さ
れ
た
日
本
研
究
者
で
は
な
い
と
書
い
て
い
ま

す
。

　
二
人
は
相
当
に
尊
敬
し
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
歴
史
学
の
面
で
も
朝

河
の
封
建
制
の
研
究
と
と
も
に
サ
ン
ソ
ム
の
『
日
本
文
化
史
』
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
研
究
者
と
し
て
サ
ン
ソ
ム
は
朝
河
と
同
じ
よ
う
に
中
世
の
日
本

語
を
研
究
し
、
翻
訳
も
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
本
人
は
非
常
に
謙
虚

な
方
で
「
自
分
は
歴
史
学
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
十
分
に
受
け
て
い
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
朝
河
に
書
い
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

朝
河
は
高
く
評
価
し
て
い
て
、
サ
ン
ソ
ム
の
書
い
た
本
を
授
業
で
使

っ
て
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
手
紙
も
あ
り
ま
す
。

五
百
旗
頭
：
な
る
ほ
ど
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
結
局
は
朝
河
と
サ
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ン
ソ
ム
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
深
い
日
本
史
の
勉
強
を
し
た
人
が
そ
の

中
で
天
皇
制
は
保
守
反
動
の
装
置
で
は
な
く
て
、
全
国
民
を
大
事
に

し
て
大
き
な
変
革
も
も
た
ら
し
て
い
る
ん
だ
、
平
和
も
も
た
ら
し
て

い
る
ん
だ
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
た
ボ
ー
ト
ン
や
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
が
、
グ
ル
ー
の
応
援
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
戦
後

あ
れ
だ
け
日
本
に
厳
し
い
、
あ
る
い
は
天
皇
に
厳
し
い
雰
囲
気
の
中

で
平
和
的
に
天
皇
制
を
残
す
こ
と
の
知
的
土
台
に
な
っ
た
と
い
う

話
、
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

三
牧
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
五
百
旗
頭
先
生
は
、
日
本
外

交
の
基
軸
と
し
て
日
米
同
盟
と
日
中
協
商
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
さ
に
朝
河
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
、
五
百
旗
頭
先
生
の
中
に
、

一
〇
〇
年
越
し
で
朝
河
の
姿
を
見
る
思
い
で
す
。
少
し
ば
か
り
ご
質

問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
一
つ
は
中
国
と
の
関
係
で
す
。
朝
河
の
時
代
も
日
本
は
中
国
と
の

関
係
で
苦
労
し
ま
し
た
が
、
今
日
で
も
難
問
で
す
。
先
生
は
、
日
中

関
係
に
つ
い
て
人
権
問
題
な
ど
批
判
す
る
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
批
判

し
つ
つ
、
相
互
利
益
が
あ
る
部
分
で
の
協
調
を
諦
め
て
は
い
け
な
い

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
趣
旨
に
深
く
賛
同
い
た
し
ま
す
。
そ
の

上
で
、
今
や
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
す
ら
価
値
の
共
有
は
難
し

く
、
い
ろ
い
ろ
波
風
が
立
っ
て
い
ま
す
が
、
中
国
の
よ
う
に
価
値
や

政
治
体
制
が
ま
っ
た
く
異
な
る
国
と
ど
う
や
っ
て
共
存
し
て
い
く

か
。
国
は
引
っ
越
せ
な
い
の
で
こ
の
課
題
を
諦
め
て
は
い
け
な
い
わ

け
で
、
ぜ
ひ
先
生
の
展
望
を
伺
い
た
い
で
す
。

　
二
つ
目
は
、
今
後
の
日
本
に
つ
い
て
で
す
。
先
ほ
ど
先
生
が
言
及

さ
れ
た
山
内
先
生
の
『
朝
河
貫
一
論
』
で
も
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
朝
河
は
大
化
の
改
新
と
明
治
維
新
に
注
目
し
、
常
に
日
本

に
は
模
範
が
い
て
、
大
化
の
改
新
の
時
代
は
そ
れ
が
中
国
で
あ
り
、

中
国
の
す
ば
ら
し
い
も
の
と
日
本
の
固
有
の
も
の
の
う
ま
い
融
合
を

は
か
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
に
と
っ
て
の
模
範
は
中
国
か
ら
西
洋
へ

と
移
行
し
た
。
明
治
維
新
と
は
、
西
洋
の
す
ば
ら
し
い
も
の
と
日
本

の
固
有
の
も
の
と
を
う
ま
く
融
合
さ
せ
る
試
み
だ
っ
た
。
こ
れ
が
朝

河
の
分
析
で
す
。

　
朝
河
は
、
今
の
日
本
を
見
た
ら
な
ん
と
言
う
で
し
ょ
う
。
今
の
日

本
は
様
々
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
ま
ず
、
ど

の
国
を
模
範
と
す
べ
き
な
の
か
。
今
日
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ア
メ

リ
カ
は
も
は
や
民
主
主
義
に
お
い
て
も
模
範
と
は
言
え
な
い
。
む
し

ろ
ア
メ
リ
カ
の
非
常
に
暴
力
的
な
面
や
ひ
ど
い
経
済
格
差
な
ど
は
、

真
似
て
は
い
け
な
い
部
分
で
す
。
か
つ
て
日
本
は
中
国
や
ア
メ
リ
カ

を
模
範
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
日
は
ど
ち
ら
も
模
範
に

で
き
な
い
。
先
生
は
、
今
の
日
本
が
模
範
と
す
べ
き
は
ど
の
国
だ
と

お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の
国
を
模
範
に
見
定
め
て
、
そ
の
国
の
よ
う

に
な
る
た
め
に
ま
い
進
す
る
よ
う
な
、
今
ま
で
日
本
が
や
っ
て
き
た

よ
う
な
発
展
方
法
そ
の
も
の
が
今
、
限
界
を
迎
え
て
い
る
の
か
も
し
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れ
ま
せ
ん
。
今
後
は
、
誰
か
を
真
似
る
の
で
は
な
い
、
新
し
い
発
展

の
道
を
探
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本

の
行
き
詰
ま
り
要
因
は
何
か
。
そ
れ
を
、
ど
う
い
う
発
想
で
打
開
し

て
い
け
る
の
か
。

　
五
百
旗
頭
先
生
の
中
に
朝
河
を
見
る
者
と
し
て
、
以
上
二
点
に
つ

い
て
お
伺
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

五
百
旗
頭
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
京
都
大
学
で
勉
強
し

ま
し
た
が
、高
坂
正
堯
と
い
う
先
生
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
彼
の『
国

際
政
治
』〈
中
公
新
書
〉
と
い
う
本
の
中
の
主
眼
は
、
国
際
政
治
と

は
「
力
の
体
系
で
あ
り
、
利
益
の
体
系
で
あ
り
、
そ
し
て
、
価
値
の

体
系
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
す
。
日
本
は
そ
れ
で
い
く
と
戦
前

は
「
力
の
体
系
」
に
狂
っ
て
破
綻
し
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
反

省
し
て
、
教
訓
を
学
ん
で
、
戦
後
は
平
和
的
外
交
、
経
済
を
中
心
に

し
た
平
和
的
な
手
段
で
、
つ
ま
り
「
利
益
の
体
系
」
を
軸
と
し
て
再

生
を
図
っ
た
。
冷
戦
終
結
の
時
に
は
、
世
界
第
二
の
経
済
大
国
ま
で

の
し
上
が
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
は
じ
け
て

不
良
債
権
の
山
を
片
付
け
る
の
に
一
〇
年
か
か
っ
た
り
、
そ
の
後
も

失
わ
れ
た
一
〇
年
、
二
〇
年
、
三
〇
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
今
、

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
日
本
は
も
う
す
っ
か
り
行
き
詰
ま
っ
た
感
が
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
、
力
の
体
系
、
利
益
の
体
系
で
大
を
成
し
な
が
ら
退
潮
を
迎

え
た
日
本
、
も
う
一
つ
の
「
価
値
の
体
系
」、
文
化
と
ス
ポ
ー
ツ
に

つ
い
て
は
案
外
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
例
え
ば
大
谷
君
を
見
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
他
、
バ
レ
ー
で
あ
れ
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
で
あ
れ
、
サ
ッ

カ
ー
で
あ
れ
、
大
し
た
も
ん
で
す
よ
ね
。
ア
ニ
メ
の
力
で
も
あ
る
ん

で
し
ょ
う
け
ど
ね
。
非
現
実
的
な
ヒ
ー
ロ
ー
の
ア
ニ
メ
を
読
ん
で
若

い
人
が
本
当
に
そ
れ
を
自
分
が
で
き
る
か
な
と
や
り
始
め
た
結
果

が
、
い
ろ
ん
な
分
野
で
の
大
活
躍
の
選
手
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
は
ま
だ
捨
て
た
も
ん
で
は
な
い
。

　
た
だ
、
悲
し
い
こ
と
に
日
本
政
府
の
意
識
が
古
い
。
特
に
文
化
・

学
術
の
大
事
さ
を
意
識
し
な
い
で
、
韓
国
な
ん
か
そ
れ
を
非
常
に
意

識
し
て
、
今
、
そ
れ
で
雄
飛
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
日
本
は
民
間

で
は
事
実
と
し
て
個
々
人
は
や
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
国
と
し
て
そ

れ
が
大
事
だ
と
い
う
自
覚
が
乏
し
い
。
残
念
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
い
い
と
こ
ろ
を
国
と
そ
の
制
度
が
支
え
て
い
な
い
。

　
だ
け
ど
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
が
よ
け
れ
ば
、
他
の
力
と
利
益
は
要

ら
な
い
か
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
総
合
力
で
す
か
ら
、
力
が
な

く
て
そ
れ
で
平
和
主
義
だ
か
ら
い
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
侵
略

国
が
そ
れ
で
は
遠
慮
な
く
頂
こ
う
か
と
い
う
ふ
う
な
姿
勢
を
取
る
わ

け
で
、
戦
前
の
日
本
は
事
実
そ
こ
に
対
し
て
そ
う
し
た
し
、
今
の
中

国
や
北
朝
鮮
や
ロ
シ
ア
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
古
い
ス
タ
イ
ル

を
続
け
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
の
二
つ
の
大
戦
を
経
て
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
掟
で

は
い
け
な
い
。
力
は
正
義
と
い
う
の
で
全
部
を
片
付
け
ち
ゃ
い
け
な
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い
。
や
は
り
小
さ
な
国
で
あ
っ
て
も
存
立
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
き

ゃ
い
け
な
い
、
と
朝
河
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す

が
、
そ
の
こ
と
を
人
類
は
国
連
体
制
で
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

自
衛
の
た
め
の
戦
争
以
外
は
国
連
憲
章
違
反
で
あ
り
国
際
法
違
反
で

あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
太
平
洋
で
も
う
す
ぐ
水
位
が
上

が
っ
た
ら
沈
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
小
さ
な
国
で
あ
っ
て
も
、
警
察
が

一
〇
人
い
る
か
い
な
い
か
、
そ
う
い
う
国
で
、
日
本
の
暴
力
団
で
も

占
領
で
き
る
よ
う
な
島
、
国
で
も
存
立
で
き
る
。
ど
ん
な
国
で
あ
れ

侵
略
す
れ
ば
、
国
連
違
反
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国
連
体
制
、「
五
人

の
警
察
官
」、
拒
否
権
を
持
つ
五
大
国
が
管
理
を
委
ね
ら
れ
て
る
安

保
理
が
動
き
出
す
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
や
ら
れ
た
ら
た
ま
っ
た

も
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
弱
小
国
も
存
立
し
て
い
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
北
朝
鮮
や
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
イ
ラ
ク
の
よ
う
に
、

地
域
覇
権
を
求
め
る
中
堅
の
国
程
度
で
あ
れ
ば
、
五
人
の
警
察
官
、

五
大
国
が
割
れ
な
け
れ
ば
抑
え
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
今
や

五
人
の
警
察
官
の
何
番
目
か
知
ら
な
い
け
ど
、
そ
の
警
察
官
自
身
が

隣
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
侵
攻
す
る
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
第
二

次
世
界
大
戦
後
七
七
年
に
し
て
起
っ
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
私
は
大

事
な
の
は
意
外
に
日
本
外
交
だ
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。

　
近
年
、
安
倍
首
相
の
時
代
か
ら
で
す
け
れ
ど
も
、
ト
ラ
ン
プ
が
む

ち
ゃ
く
ち
ゃ
や
り
ま
し
た
ね
、
三
牧
さ
ん
が
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
よ

う
に
議
会
を
襲
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
国
際
秩
序
も
彼
は
大
嫌
い
な

ん
で
す
よ
。N

ATO

は
つ
ぶ
し
た
い
し
、G7

サ
ミ
ッ
ト
な
ん
か
も
、

あ
と
は
晋
三
に
任
す
と
か
っ
て
出
て
行
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
よ
ね
。

ト
ラ
ン
プ
時
代
の
米
欧
の
亀
裂
っ
て
い
う
の
は
ひ
ど
く
て
、
メ
ル
ケ

ル
さ
ん
は
、
顔
も
見
た
く
も
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
に
関
係
が
悪
い
。

そ
れ
を
プ
ー
チ
ン
は
チ
ャ
ン
ス
と
見
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

米
欧
が
一
緒
に
な
っ
て
抑
え
る
こ
と
な
ん
か
で
き
っ
こ
な
い
と
い
う

ふ
う
な
機
会
と
見
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
疑
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
、

そ
こ
ま
で
大
き
く
割
れ
て
い
る
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
も
民
主
主
義
サ

ミ
ッ
ト
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
的
独
善
性
の
中
で
民

主
主
義
の
普
遍
性
価
値
を
み
ん
な
認
め
ろ
と
い
っ
て
も
、
逆
に
分
断

を
進
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
プ
ー
チ
ン
に
と
っ
て
民

主
主
義
諸
国
の
劣
化
と
対
立
は
、よ
い
機
会
と
見
え
た
で
し
ょ
う
ね
。

　
そ
う
い
う
中
で
、
大
事
な
の
は
、
日
本
の
よ
う
な
普
遍
的
価
値
は

信
じ
て
い
る
し
、
民
主
主
義
が
一
番
い
い
と
、
そ
れ
よ
り
い
い
も
の

は
な
い
か
ら
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
を
錦
の
御

旗
に
し
て
よ
そ
を
上
か
ら
目
線
で
裁
き
、
価
値
剝
奪
す
る
と
い
う
こ

と
は
日
本
人
は
し
た
く
な
い
ん
で
す
ね
。そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
が
あ
り
、

自
律
性
が
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。
そ
れ
を
尊
重
し

な
が
ら
協
力
し
た
い
。
つ
ま
り
、
多
文
化
間
の
協
力
を
リ
ー
ド
で
き

る
の
は
日
本
だ
と
思
う
ん
で
す
。
他
は
み
ん
な
原
理
主
義
な
ん
で
す

ね
。
ロ
ー
マ
法
で
育
っ
た
西
洋
の
国
は
み
ん
な
そ
う
で
す
し
、
ソ
連

も
そ
の
一
派
で
あ
る
。
中
国
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
て
、
ロ
ー
マ
法
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的
な
、
誰
も
が
全
て
一
遍
、
普
遍
的
基
準
は
な
い
ん
で
す
。
何
が
あ

る
か
と
い
え
ば
、
宗
主
国
で
あ
る
中
国
が
全
て
を
決
め
る
。
ル
ー
ル

は
他
の
も
の
た
ち
の
た
め
に
あ
る
。
超
法
規
的
存
在
が
皇
帝
だ
し
、

あ
る
い
は
党
で
あ
る
し
、
そ
し
て
中
国
で
あ
る
。
そ
れ
が
非
常
に
や

っ
か
い
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
や
っ
か
い
な
の
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
な
し

て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
永
遠
の
隣
国
と
い
う
宿
命
で
す
か
ら
。

そ
の
中
で
も
道
理
に
沿
っ
た
こ
と
は
聞
く
。
日
本
が
大
事
に
す
べ
き

こ
と
は
普
遍
的
価
値
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
道
理
と
い

う
も
の
を
大
事
に
し
て
行
く
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
、
あ
る
中
国
の
古
い
遺
跡
を
北
京
か
ら
車
で
行
っ
て
見
た
時
に

感
心
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
古
い
時
代
に
も
政
治
の
要
諦
と
い
う

の
は
「
天
の
道
を
尊
重
し
、
そ
し
て
、
民
を
慈
し
む
こ
と
だ
」
と
書

い
て
い
る
ん
で
す
。

　
そ
う
い
え
ば
、
西
郷
隆
盛
が
「
敬
天
愛
人
」
と
い
い
ま
す
ね
。
天

を
敬
い
人
を
愛
す
る
。
こ
れ
が
意
外
に
ど
こ
で
も
通
じ
る
。
民
主
主

義
だ
っ
て
そ
う
で
す
よ
ね
。
道
理
、
筋
道
、
普
遍
的
価
値
を
大
事
に

し
て
、
そ
し
て
人
間
尊
重
、
こ
れ
が
案
外
普
遍
性
が
あ
る
。
た
だ
、

普
遍
的
価
値
と
し
て
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
て
、
日
本
は
そ
れ
ぞ

れ
の
言
い
分
を
聞
き
な
が
ら
、
今
至
る
と
こ
ろ
で
問
題
が
出
て
き
た

第
二
次
大
戦
後
の
国
連
体
制
と
か
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
を
修
正
し
て

い
く
役
割
を
果
た
し
た
い
も
の
で
す
。

　
そ
れ
も
ヘ
ゲ
モ
ン
と
し
て
上
に
立
っ
て
、
じ
ゃ
な
く
て
、
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
私
の
言
葉
で
い
っ
た
ら
「
よ
き
世
話
役
」
と
し

て
や
る
。そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん
か
と
相
談
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
、

中
国
と
い
う
荒
く
れ
大
国
を
よ
し
よ
し
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と

が
日
本
の
役
割
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

陶
：
私
の
ほ
う
か
ら
も
う
あ
ま
り
時
間
が
な
い
の
で
手
短
に
。

　
皆
さ
ん
の
話
を
伺
っ
て
い
て
思
っ
た
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
一
方
で

は
理
想
主
義
、
も
う
一
方
で
は
現
実
主
義
と
か
リ
ア
リ
ズ
ム
、
こ
の

両
方
を
。
一
方
だ
け
で
は
駄
目
で
、
両
方
の
バ
ラ
ン
ス
が
や
は
り
す

ご
く
重
要
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
が
今
日
紹
介
し
た
幾
つ
か
の
事
例
も
ア
メ
リ
カ
の
平
和
主
義
者

と
か
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
に
よ
る
、
あ
る
種
、
理
想
主
義
の
立
場
に

立
っ
た
活
動
と
か
を
紹
介
し
た
ん
で
す
け
ど
、
で
も
、
実
際
に
行
動

と
か
活
動
の
結
果
と
し
て
法
律
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
日

米
の
開
戦
を
最
終
的
に
は
防
ぐ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
で
、
そ
う
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
派
の
限
界
と
い
う
の
も
あ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
も
う
一
点
だ
け
、
天
皇
制
、
先
ほ
ど
五
百
旗
頭
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
戦
後
の
天
皇
制
を
ど
う
す
る
か
っ
て
い
う
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先

ほ
ど
名
前
の
挙
が
っ
た
朝
河
と
交
流
の
あ
っ
た
、
も
し
く
は
朝
河
の

教
え
を
受
け
て
い
た
ボ
ー
ト
ン
や
サ
ン
ソ
ム
の
影
響
も
も
ち
ろ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
し
、
私
が
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
言
及
し
た
賀
川
豊
彦
も
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実
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
天
皇
を
す
ご
く
尊
敬
し
て
い

て
、
占
領
期
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
宛
て
て
公
開
書
簡
を
書
い
て

い
ま
す
。
日
本
が
す
ぐ
終
戦
し
て
兵
士
が
み
ん
な
す
ぐ
に
武
器
を
置

い
て
降
伏
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
天
皇
の
存
在
が
大
き
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
そ
の
こ
と
を
訴
え
か
け
て
い
ま

し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
天
皇
制
の
、
当
時
は
国
体
の
護
持
と
か

い
わ
れ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
程

度
認
識
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

増
井
：
本
日
は
、
皆
さ
ま
、
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
予
定
よ
り
も
時
間
が
超
過
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
た
だ
き
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
私
た

ち
が
こ
の
一
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
こ
う
、
そ
し
て
、

一
九
三
〇
年
代
で
行
こ
う
と
決
め
た
の
は
、
今
私
た
ち
一
人
一
人
に

何
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
か
ら
な
ん
で
す
。

何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
あ
る
と
、
悶
々
と
し
て
い
た
の

で
す
。

　
朝
河
も
一
九
三
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
残
さ

れ
た
も
の
か
ら
、
資
料
な
ど
か
ら
見
え
て
き
ま
す
。
時
代
を
見
る
の

に
、
私
は
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で

も
議
論
に
な
っ
た
理
念
や
理
想
を
作
品
に
表
現
し
て
い
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
当
時
の
リ
ア
ル
な
感
覚
が
作
品
を
通
し
て
今
に
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
時
代
の
問
題
に
向
き
合
っ
た
個
人
の
行
動
は
未
来
に
繋

が
っ
て
い
る
と
確
認
で
き
ま
す
。

　
今
、
毎
日
の
よ
う
に
破
壊
さ
れ
た
街
の
映
像
を
目
に
し
な
が
ら
、

政
府
や
国
連
の
動
き
に
も
ど
か
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
た
だ
、
ガ
ザ
に

対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
市
民
が
や
は
り
大
統
領
の
や
り
方
に
ノ
ー
と
言

っ
て
い
る
、
と
報
道
が
伝
え
て
い
ま
す
。

　
今
日
、
三
牧
先
生
が
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
映
像
か
ら
も
そ
れ
が
確

認
で
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
個
人
の
行
動
の
あ
り
方
が
、
世
界
的
に

今
、
問
わ
れ
て
い
る
時
代
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
朝
河
貫
一
は
膨
大
な
資
料
を
残
し
て
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
に

七
〇
箱
強
あ
る
ん
で
す
ね
。
資
料
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
研
究
者
が
集

ま
り
ま
す
の
で
、
朝
河
が
残
し
た
も
の
か
ら
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読

み
取
り
、
未
来
に
向
か
っ
て
何
か
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
ま
す
。
私
た
ち
朝
河
貫
一
研
究
会
は
そ
こ
に
参
加
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
会
長
と
し
て
最
後
の

言
葉
を
述
べ
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
閉
会

の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


