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1

「満
洲
日
報
」
を
視
座
と
し

て
ー

安

福

智

行

は
じ
め
に

一
、
題
材
と
し
て
の

「満
洲
日
報
」

二
、

「満
洲
日
報
」
の
性
格

三
、

「
D
市
七
月
叙
景
e
」
と
は

お
わ
り
に

「
D
市
七
月
叙
景
e
」
は
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
お
い
て
は

「青
年
の
正
義
感
、
現
実
批
判
」
が
描
か

れ
て
い
る
、
或

い
は

「満
鉄
が
支
配
す
る
国
際
都
市
大
連
の
特
質
」
を
描
い
た
も
の
、

と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
作

者
の
い
わ
ゆ
る

〈満
洲
体
験
〉
を
背
景

に
し
た
捉
え
方
で
あ
り
、

そ
の
創
作
資
料
に

つ
い
て
の
言
及
は
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
本

稿
に
お
い
て
は
、

こ
の
作
品
が

「満
洲

日
報
」
と
い
う
新
聞
の

記
事
を
題
材
と
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
そ
の

「満

洲

日
報
」

の
性
格
な
ど
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
〈
満
洲
体

験
〉
が
作
品
成
立
の
き

っ
か
け
で
あ

っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、

そ
の
内
実
は
、
あ
く
ま
で
も
資
料
を
元

に
し
て
成
立
し
た
作
品

で
あ
る
事
を
証
明
し
た
い
。



は
じ
め
に

中
島
敦
の

「
D
市
七
月
叙
景
e
」
は
、
昭
和
五
年

一
月
に
発
行
さ

れ
た

「校
友
会
雑
誌
」
三
二
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ

れ
ま

で
の
所
、
こ
の
作
品
を
単
独
で
取
り
上
げ
た
研
究
は
管
見
の
限

り
で
は
見
当
た
ら
ず
、
「中
島
敦
の

一
高
時
代

の
作
品
に

つ
い
て
」

と
い

っ
た
形
で
、
他
の
作
品
と
共
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
程
度

で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
は
主
と
し
て
二

つ
の
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。

・
中
島
は
そ
の
悲
し
さ
を
共

に
し
て
い
る
。
彼
ら
の
運
命

の
何
た

る
か
を
知

っ
て
い
る
。
彼
ら
の
上
に
、
中
国
の
現
実
の
姿
、
そ

の
宿
命
を
見

て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
も
、
中

島
は
直
接
彼
ら
の
上
に
同
情
の
言
葉
を
吐
い
て
は
い
な
い
。

つ

き
離
し
て
の

「叙
景
」
に
終
始
し
て
い
る
。
し
か
し
、
コ

」

を
読
み

「
二
」
「
三
」
と
読
み
終
る
と
き
、

そ
の
三
様
の
人
間

像
の
対
比
か
ら
、
冷
静
な
筆
致
の
蔭
に
あ
る
青
年
の
正
義
感
、

現
実
批
判
の
姿
勢
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
と
り
合
せ
の

　
こ

意
識
が
そ
の
ま
ま
現
実
批
判
な
の
だ
。

一
つ
は
、
佐
々
木
充
氏
な
ど
の

「
現
実
批
判
の
姿
勢
」
が
見
え
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
鷺
只
雄
氏
な
ど
に
よ

る
、

D
市
こ
と
大
連
と
い
う
都
市

の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
作
品

で

あ
る
、
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

・
そ
う
い
う
中
で
、
王
様
は
、
社
史
に
名
を
残
そ
う
と
虚
名
を
求

め
、
社
員
は
不
安
な
安
定
に
す
が
り
、
苦
力
は
無
銭
飲
食
を
し

て
叩
き
出
さ
れ
、
明
日
な
き
ま
ど
ろ
み
の
中
に
束
の
間
の
充
足

を
求
め
る
と
い
う
ふ
う
に
、
い
ず
れ
も
ド
ッ
シ
リ
と
根
を
下
し

た
安
定
と
は
無
縁
の
、
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
、
内
に
常
に
崩

壊
と
転
落
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
あ
り
よ
う
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
こ
に
満
鉄
が
支
配
す
る
国
際
都
市
大
連
の
特
徴
を
見
た
の

　ニ
　

が
こ
の
作
品
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
通
り
の
見
解
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る

も
の
は
同
じ
で
あ
る
。
佐
々
木
氏
、
鷺
氏

の
論
文
中
に
は
、
次

の
よ

う
な
文
が
見
え
る
。

・
そ
れ
か
ら
、
京
城

・
大
連
と
い
う
街

に
住
ん
で
の
異
民
族
体
験

と
み
ず
か
ら
の
日
本
人
で
あ
る
こ
と

へ
の
考
察
か
ら
出
て
き
た
、

お
の
ず
か
ら
と
も
い
え
る

〈現
実
批
判
〉

の
態
度
、

(傍
線

は

引
用
者
、
以
下
注
記
が
無
い
限
り
同
じ
)
(佐
々
木
氏
)

・
幼
少
時
に
お
け
る
異
民
族
体
験
、
植
民
地
体
験
が
中
島
に
人
間

あ
る
い
は
世
界
の
不
条
理
性

へ
の
認
識
を
深
あ
さ
せ
る
重
要
な

契
機
と
な
り
、
そ
の

一
つ
の
反
映
が

「
巡
査

の
居
る
風
景
」

「
D
市
七
月
叙
景
e
」
に
表
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い

(鷺
氏
)

こ
の
よ
う
に
、
作
者

の

「
異
民
族
体
験
」

「植
民
地
体
験
」

が
、

そ
の
背
景
に
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
う
い

っ
た
体
験
が
、

こ
の

「D
市
七
月
叙
景
e
」
な
ど
の
植
民
地
を
舞
台

に
し
た
作
品
成
立
の

契
機
に
な

っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
だ

ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
こ
の
作
品
が
成
立
し
た

と

い
え
る
だ
ろ
う
か
。
本
文
を
見
て
い
く
と
、
何
ら
か
の
資
料
に
拠

っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
の
だ
が
…
…

一
、
題
材
と
し
て
の

「満
洲
日
報
」

こ
の
作
品
は
、
全
三
章
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
は

「
M

社
総
裁
の
Y
氏
」
「
M
社
社
員
」
「荷
揚
苦
力
」
と
な

っ
て
い
る
が
、

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
M
社
総
裁
の
Y
氏
」
が
主
人
公
の

「
一
」

で
あ
る
。
こ
の
中

に
は
、
「辞
任
の
挨
拶
の
草
稿
」

と
題
し
て
、
次

の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

・
r

社
員
諸
君
。
本
日
諸
君
の
御
来
集
を
願
ひ
ま
し
た
の
は
、

今
回
の
政
変

に
よ
り
、
私
が
不
日
現
職
を
辞
退
致
す
決
意
を
致

し
ま
し
た
こ
と
を
諸
君
に
申
し
あ
げ
、
併
せ
て
、
在
任
中
諸
君

が
不
肖
私

に
対
し
御
与

へ
下
さ

つ
た
御
信
頼
と
御
精
励
と
に
対

し
、
深
厚
な
る
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
が
為

で
あ
り
ま
す
。

・
i

諸
君
。
現
下

の
日
本

の
経
済
的
行
詰
り
と
社
会
的
不
安
と

を
救
済
す
る
も
の
は
満
蒙

の
産
業
的
開
発
を
以
て
最
捷
径
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
而
も
、

こ
の
大
事
業

の
根
幹
を
な
す
も

の
は
我
が
M
社

で
あ
る
と
は
、
私

の
久
し
き
確
信

で
あ
り
ま
し

た
の
で
、
私
は
応
分
の
覚
悟
と
期
待
と
を
以
て
、
此

の
地

に
赴

任
致
し
た
次
第

で
あ
り
ま
し
た
。
然
る
に
実
際

に
つ
い
て
親
し

く
社
業
を
見
る
に
及
ん
で
、
私
は
遺
憾
な
が
ら
我
社
の
営
業
振

り
が
、
所
謂
半
官
半
民
の
組
織
な
る
た
あ
、
や
や
も
す
れ
ば
官

僚
的
通
弊
に
陥
り
、
社
員
諸
君
の
気
分
も
又
、
之
を
内
地
に
比

し
て
稍
々
弛
緩
せ
る
状
態
と
見
ま
し

た
の
で
、
就
任
劈
頭
、
先

づ
実
務
化
、
経
済
化
を
高
調
し
、
昨
年
度
の
予
算
に
対
し
て
は

合
計
六
百
万
円
に
上
る
大
削
減
を
断
行
し
て
社
内
の
反
省
を
求

あ

た

の

で
あ

り
ま

す

。

1

・
1

又

製

油

に
於

て

は
、

第

一
期

の

「
オ

イ

ル

・
セ

ー

ル
」

は

既
に
着
手
し
ま
し
た
が
、
第
二
期
の
計
画
と
し
て
は
低
温
乾
溜

と
石
炭
液
化
の
方
法
を
研
究
中
で
あ

り
ま
し
て
、
今
日
で
は
、

之
等
も
、
も
う
、
余
程
具
体
的
に
な

つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

特
に
石
炭
の
液
化
は
我
国
の
経
済
国
策
上
重
大
な
関
係
を
も

つ

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

一
噸
の
石
炭
を
半
噸
の
油
に
液
化
す
る

の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
国
の
需
要
高
た
る
百
五
十
万
噸
を
製

す
る
に
は
、
三
百
万
噸
の
石
炭
を
用
う
れ
ば
足
り
る
わ
け
で
、

撫
順
の
如
き
炭
坑
を
有
す
る
の
は
真

に
我
国
に
与

へ
ら
れ
た
天

恵
の
資
源
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
ー

・
ー

要
す
る
に
、
根
拠
な
き
消
極
論

や
悲
観
説
や
退
嬰
主
義
は

捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
而
し
て
、
我
が
国
情
は
外
に
も
内
に

も
飽
く
ま
で
積
極
方
針
を
貫
く
覚
悟
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

終
り
に
臨
ん
で
、
私
の
諸
君
に
希
望
致
し
た
き

一
事
は
、
我

27



が
M
社

の
国
家
的
使
命
と
国
際
的
地
位
と
に
就
い
て
諸
君
が

一

層
自
覚
留
意
せ
ら
れ
て
、
我
が
社
の
満
蒙
に
於
て
有
す
る
特
殊

使
命
を
全
う
す

べ
く
努
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、

今
や
中
国
は
国
民
革
命
進
行
の
途
上
に
あ
り
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト

・

ロ
シ
ヤ
の
国
情
も
全
く
安
定
し
た
と
は
謂
ふ
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
。
此
の
不
安
な
る
両
国
の
間
に
介
在
す
る
満
蒙
の
地
は
恰
も

大
戦
前
の
バ
ル
カ

ン
半
島
の
如
く
に
国
際
平
和
に
対
す
る
脅
威

の
中
心
地
帯
を
な
す
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

吾
々
は
帝
国
の
た
あ
、
世
界
平
和
の
た
め
、
進
ん
で
此

の
地
の

治
安
と
秩
序
維
持

の
責
に
任
ぜ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
民
的
統

一
と
利
権

の
回
収
と
に
熱
中
の
あ
ま
り
、
兎
も
す
れ
ば
排
外
的

と
な
れ
る
中
国
国
民
並
び
に
東
三
省
官
民
の
言
動
に
対
し
て
は
、

諸
君
が
よ
く
先
進
国
民
た
る
の
襟
度
を
示
し
て
、
飽
く
迄
も
寛

容
を
持
す
る
と
共
に
、
そ
の
分
を
知
ら
ざ
る
驕
傲
の
態
度
に
対

し
て
は
深
く
之
を
警
め
、
我
が
権
益
の
守
る
べ
き
は
之
を
固
く

守

つ
て
、
中
国
国
民
が
信
を
列
強
に
失
ふ
こ
と
を
避
け
し
め
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
(「
う
ま
い
、
全
く
、
う
ま
い
も
の
だ
。
」
と

こ

＼

で
、

彼

は
、

ほ
と

ー

感

心

し

た

。
)

又
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト

・
ロ
シ
ヤ
に
対
し
て
は
諸
君
は
そ
の
国
体

を
異
に
し
国
策
を

一
に
せ
ざ
る
所
以
を
十
分
に
自
覚
し

つ
丶
、

し
か
も
之
と
相
提
携
し
て
北
満
並
び
に
シ
ベ
リ
ヤ
に
経
綸
を
援

け

つ
＼
満
蒙
及
び
シ
ベ
リ
ヤ
の
豊
富
な
る
資
源
を
開
発
す
る
こ

と
は
、
我
国
の
永
久
重
要
政
策
で
あ
り
ま
す

ー

こ
の
よ
う
に
、
「辞
任
の
挨
拶
の
草
稿
」

は
か
な
り
長
い
も
の
で

あ
り
、
コ

」
に
お
い
て
相
当
の
分
量
を
占
め
て
い
る
。

で
は
、
果
た
し
て
こ
の
文
章
は
、
作
者

の
創
作
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
。
主
人
公
Y
氏
の
モ
デ
ル
が
、
昭
和
二
年
七
月
か
ら
昭
和
四
年
八

月
ま
で
満
鉄
総
裁

で
あ

っ
た
山
本
条
太
郎

で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
又
、
鷺
氏
は
前
掲
の
論
文

で
原
田
勝
正
氏
の

『満
鉄
』

(昭
和
五
六
年
十
二
月

・
岩
波
新
書
)、
松
岡
洋
右
氏

(山
本
総
裁
当

時
、
副
総
裁
)
の

『満
鉄
を
語
る
』
(昭
和
十
二
年
五
月

・
第

一
出

版
社
)
を
引
用
し
て
、
山
本
総
裁
の
時
代

に
、
「
オ
イ
ル

・
セ
ー
ル
」

等
の
政
策
が
実
際
に
行
わ
れ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
何
ら
か
の
資

料
に
掲
載
さ
れ
た
山
本
総
裁
の
言
葉
を
引
用
し
た
、
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「満
洲
日
報
」
と
い
う
新
聞

で
あ
る
。
明

治
三
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
こ
の
新
聞
は
、
「満
洲
の
代
表
的
新
聞
」

(『
日
本
新
聞
年
鑑

・
昭
和
五
年
版
』
昭
和
四
年
十
二
月

・
新
聞
研
究

所
)
と
し
て
、
大
連
を
は
じ
め
と
す
る
満

州
だ
け
で
は
な
く
、
日
本

を
ワ

国
内

で
も
発
行
さ
れ
て
お
り
、
満
洲
に
関

す
る
情
報
を
得
る
為

の
、

身
近
な
手
段

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
新
聞
の
昭

和
四
年
七
月
二
一二
日
付
夕
刊

(
こ
れ
以
降
、
月
日
の
み
と
す
る
)
に
、

「
満
鉄
を
去
る
に
臨
み
/
正
副
両
総
裁
の
挨
拶
」
と
題
し
て
、

山
本
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総
裁

・
松
岡
副
総
裁
の
挨
拶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
み

る
と
、
「辞
任
の
挨
拶
の
草
稿
」
が
、
こ
こ
か
ら
語
句
も
殆
ど
そ
の

ま
ま
に
引
用
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
内

容
を
挙
げ
て
み
る
。
(傍
線
は
、
本
文
と
異
な
る
箇
所
)

・
本
日
諸
君
の
御
来
集
を
願
ひ
ま
し
た
の
は
今
回
の
政
変
に
依
り

私
が
不
日
現
職
を
辞
退
致
す
決
意
を
致
し
ま
し
た
事
を
諸
君
に

申
上
げ
併
せ
て
在
任
中
諸
君
が
不
省
私
に
対
し
御
与

へ
下
さ

つ

た
御
信
頼
と
御
精
励
と
に
対
し
深
厚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
微
意
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

・
現
下
の
日
本
の
経
済
的
行
詰
り
と
、
社
会
的
不
安
と
を
救
済
す

る
も
の
は
満
蒙

の
産
業
的
開
発
の
他
な
く
、
而
も
此
大
事
業

の

根
幹
を
為
す
も
の
は
我
が
満
蒙

で
あ
る
と
は
、
私

の
久
し
き
確

信
で
あ
り
ま
し
た
の
で
私
は
応
分

の
覚
悟
と
期
待
と
を
持

つ
て

赴
任
致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
し
た
、
然
る
に
実
際
に
就

て
親
し

く
社
業
を
見
る
に
及
ん
で
私
は
遺
憾
乍
ら
、
我
が
満
鉄
の
営
業

振
り
が
所
謂
半
官
半
民
で
甚
だ
放
漫

で
あ
り
、
社
員
諸
君
の
気

分
も
亦
少
ら
ず
弛
緩
せ
る
事
を
発
見
致
し
ま
し
た
の
で
、
就
任

劈
頭
先
づ
実
務
化
経
済
化
の
大
方
針
を
掲
げ
、
昭
和
三
年
度
の

予
算
に
対
し
て
は
合
計
六
百
万
円
と
い
ふ
大
削
減
を
断
行
し
て
、

諸
君
の
反
省
を
求
め
た
や
う
な
次
第
で
あ
り
ま
し
た
。

(
実
務

　ヨ

化
経

済

化

)

・
又
製

油

に
於

て

は
第

一
期

の

「
オ

イ

ル

・
セ

ー

ル
」

は
既

に
着

手
し
ま
し
た
が
、
第
二
期
の
計
画
と
し
ま
し
て
は
低
温
乾
溜
と

石
炭
液
化
の
方
法
を
研
究
中
で
あ
り
ま
し
て
今
日
で
は
是
等
も
、

も
う
余
程
具
体
的
に
な

つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
石
炭

の
液
化
は
我
国
の
経
済
国
策
上
重
大
な
関
係
を
有

つ
も
の
で
あ

り
ま
し
て

一
噸
の
石
炭
を
半
噸
の
油

に
液
化
す
る
の
で
あ
り
ま

す
か
ら
我
国
の
需
要
高
た
る
百
五
十
万
噸
を
製
す
る
に
は
三
百

万
噸
の
石
炭
を
用
う
れ
ば
足
り
る
訳

で
撫
順
の
如
き
炭
礦
を
有

す
る
以
上
所
謂
天
恵
の
資
源
と
も
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

(
三
大
工
業
計
画
)

・
要
す
る
に
根
拠
な
き
消
極
論
や
悲
観
説
や
、
退
嬰
主
義
は
捨

て

ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
、
而
し
て
外
に
も
内
に
も
飽
く
迄
積
極
方
針

を
貫
く
覚
悟
が
必
要

で
あ
り
ま
す
。

(鉄
道
事
業
敷
設
)

・
終
り
に
臨
ん
で
私

の
諸
君
に
希
望
致

し
度
き

一
事
は
、
我
が
満

鉄
会
社
の
国
家
的
使
命
と
、
国
際
的
地
位
と
に
就

て
、
諸
君
が

一
層
自
覚
留
意
さ
れ
て
我
社
の
満
蒙

に
於
て
有
す
る
特
殊
使
命

を
完
ふ
す

べ
く
努
力
せ
ら
れ
む
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
今
や

中
国
は
国
民
革
命
進
行
の
途
上
に
あ

り
、

ソ
ウ
エ
ー
ト
ロ
シ
ア

の
国
情
も
亦
安
定
し
た
と
は
言
ふ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
。
此
不

安
な
る
両
国
の
間
に
介
在
す
る
満
蒙

の
地
は
、
恰
も
大
戦
前
の

バ
ル
カ
ン
半
島
の
如
く
に
国
際
平
和

に
対
す
る
脅
威
の
中
心
地

帯
を
為
す
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
現
に
両
国

は
東
支
鉄
道
の
問
題
を
中
心
と
し
て
今
や
危
う
く
干
戈
を
交

へ
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ん
と
し

つ
丶
あ
り
ま
す
。
吾
々
は
世
界
平
和
の
為
進
ん
で
此
地

の
治
安
と
秩
序
維
持
の
責
め
に
任
ぜ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
国
民

的
統

一
と
利
権
回
収
に
熱
中
せ
る
の
余
り
兎
も
す
れ
ば
排
外
的

と
な
れ
る
、
中
国
国
民
並
び
に
東
三
省
官
民
の
言
動
に
対
し
て

は
諸
君
が
能
く
先
進
国
民
た
る
の
襟
度
を
示
し
て
飽
く
迄
も
寛

容
を
持
す
る
と
共
に
、
其
分
を
知
ら
ざ
る
驕
傲
の
態
度
に
対
し

て
は
深
く
こ
れ
を
警
め
我
が
権
益
の
守
る
べ
き
は
固
く
こ
れ
を

護

つ
て
、
中
国
国
民
が
信
を
列
強
に
失
ふ
こ
と
を
避
け
し
め
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

ソ
ウ
エ
ー
ト
ロ
シ
ア
に
対
し
て
は
諸
君
は
そ

の
国
体
を
異
に
し
国
策
を

一
に
せ
ざ
る
所
以
を
十
分
に
自
覚
し

つ
丶
然
も
こ
れ
と
相
提
携
し
て
北
満
並
に
シ
ベ
リ
ヤ
の
豊
富
な

る
資
源
を
開
発
す
る
こ
と
は
我
国
の
永
久
重
要
政
策

で
あ
る
こ

と
は
論
を
俟
た
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
(満
蒙
権
益
保
持
)

こ
の
よ
う
に
、
所
々
異
な
る
所
も
見
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
語
句

が
多
少
異
な
る
だ
け
で
内
容
は
同
じ
と
い

っ
て
よ
く
、

一
字

一
句
全

く
改
変
せ
ず
に
引
用
す
る
の
は
さ
す
が
に
憚
ら
れ
て
、
多
少
改
変
し

た
、

と
い
う
事
以
上
の
意
味
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。

こ
れ
に
よ
り
、
「
満
洲
日
報
」
が
、
「
D
市
七
月
叙
景
e
」
の
題
材

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
更
に
両
者
の
比
較
を
進
め
て
い
く

と
、

「
二
」
「
三
」
も
含
め
、
「辞
任

の
挨
拶

の
草
稿
」

以
外
に
も
、

「満
洲

日
報
」

の
記
事
を
参
考

に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず

「
=

か
ら
見
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

.

「
ど
う
も
K
時
報
は
、
い
か
ん
や
う
で
す
な
。
」

「
え
?
」

「
ど
う
や
ら
、
あ
の
重
大
事
件
の
こ
と
を
又
誇
張
し
て
書
い
と

る
様
で
す
。」

S
理
事
の
云
ふ
所
に
よ
る
と
、
何
で
も
そ
の
支
那
新
聞
は
大

マ
マ

き
く

号
の
見
出
し
で
、
有
名
な
昨
年

の
事
件
の
こ
と
を
書
い

て
そ
の
下
に
、
又
し
て
も
例

の
打
倒
日
本
帝
国
主
義
を
附
け
加

へ
て
居
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面

の
参
考
資
料
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
八
月
十
八
日
付
朝

刊
の

「排
日
紙

『醒
時
報
』
/
捏
造
記
事
を
掲
ぐ
/
附
属
地

で
は
発

売
禁
止
」
と
い
う
記
事

で
あ
る
。

・
奉
天

の
排
日
紙
醒
時
報
は
本
日
の
紙
面

よ
り

「
日
本
人
張
作
霖

謀
殺
」
と
題
す
る
見
出
し
の
下
に
張
作
霖
氏
の
爆
死
は
日
本
の

謀
計
な
る
如
く
捏
造
し
猛
烈
な
る
排
日
的
文
字
を
羅
列
し
今
後

連
載
す
る
こ
と

丶
な

つ
た

続
い
て
、
記
事
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
次
の
場
面

で
あ
る
。

・
そ
れ
か
ら
、
キ
チ
ン
と
畳
ん
で
あ

つ
た
卓
の
上
の
朝
刊
を
膝
の

上
に
拡
げ
た
。

「
ボ
ク
ラ
ニ
チ
ヤ
附
近
に
於
け
る
露
支

の
抗
争
。
」
「王
正
廷
氏

の
日
本
に
対
す
る
弁
明
。
」
「北
満
邦
人

の
引
上
。
」
「
M
社
線
に

潮貿叙月七市Q　75



並
行
す
る
支
那
鉄
道
敷
設
計
画
。」
そ
し
て
最
後

に
、
あ
ら
ゆ

る
方
面
か
ら
、
か

つ
て
な
か

つ
た
程
の
不
評
を
蒙

つ
た
T
内
閣

-

そ
れ
は
彼
を
現
在
の
此
の
地
位
に
用
ひ
た
ー

の
瓦
解
後

に
於
け
る
後
継
内
閣
の
迅
速
な
成
立
。

ま
ず

「
ボ
ク
ラ
ニ
チ
ヤ
附
近
に
お
け
る
露
支

の
抗
争
。
」

に

つ
い

て
は
、
七
月
二

一
日
付
朝
刊
の

「ボ
ク
ラ
ニ
チ
ナ
ヤ
地
方
で
/
露
軍

遂
に
放
火
を
浴
す
」
と
い
う
記
事
な
ど
が
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
附
近
で
の
両
国
の
抗
争
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
こ
の
後

　　
　

も
何
度
か
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
記
事
を
集
約
し
て
こ
の
よ

う
な
見
出
し
を
創
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次

に

「王
正
廷
氏
の
日
本
に
対
す
る
弁
明
。」

は
、
七
月
十
四
日

付
夕
刊
の

「
日
本
の
同
情
あ
る
/
態
度
を
切
望
す
/
日
支
改
訂
交
渉

に
つ
い
て
/
王
氏
が
芳
沢
公
使
に
」
と
い
う
記
事
を
参
考
に
し
て
創

作
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

続

い
て

「北
満
邦
人
の
引
上
。」
に

つ
い
て
は
、
七
月
二

一
日
付

夕
刊

の

「北
満
在
留
邦
人
に
/
引
揚
を
命
令
/
露
支
関
係
険
悪
の
た

め
」
や
、
七
月
二
三
日
付
夕
刊
の

「
北
満
居
留
邦
人
に
/
引
揚
準
備

を
命
令
/
八
木
総
領
事
に
訓
電
」
と
い
う
記
事
が
参
考
に
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

更

に

「
M
社
線
に
並
行
す
る
支
那
鉄
道
敷
設
計
画
。
」

に

つ
い
て

は
、
六
月
九
日
付
夕
刊
の

「満
鉄
線
に
対
抗
し
て
/
支
那
各
線
盛
に

画
策
/
連
絡
会
議
を
開
い
た
り
、
運
賃
を
引
下
げ
た
り
し
て
/
貨
物

の
吸
収
に
努
む
」、
八
月
六
日
付
夕
刊
の

「
新
鉄
道
敷
設
計
画
/
東

支
南
部
線
と
扶
余
間
」、
八
月
八
日
付
夕
刊

の

「
運
賃
を
低
率
に
し

て
/
満
鉄
線
と
競
争
せ
ん
/
吉
海
、
瀋
海
、
北
寧
三
線
連
絡
会
議
/

具
体
的
草
案
を
決
定
」
と
い
っ
た
記
事
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
「あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
、

か

つ
て
な
か

つ
た
程

の
不
評
を
蒙

つ
た
T
内
閣
ー

そ
れ
は
彼
を
現
在
の
此
の
地
位
に
用

ひ
た
ー

の
瓦
解
後
に
於
け
る
後
継
内
閣

の
迅
速
な
成
立
。
」

は
、

七
月
四
日
付
朝
刊
の

「
大
命
拝
受
か
ら
五
時
間
/
民
政
内
閣
成
立
す

/
即
夜
八
時
廿
分
親
任
式
/
興
味
多
き
閣
員
の
顔
触
」
「
空
前
の
短

時
間
で
/
生
れ
出
た
新
内
閣
」
と
い
っ
た
記
事
を
参
考

に
し
た
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

こ
の
朝
刊
の
見
出
し

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
程
語

句
が

一
致
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も

"参
考

に
し
て
い

る
"
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
=

の
最
後
の
場
面
も
、
新
聞
記
事
を
参
考

に
し

て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
「
あ
の
、
市

の
陳
情
委
員

の
方
が
見

え
ら
れ
ま
し
た
が
。
」

「
イ
ヤ
、
駄
目
、
駄
目
、
そ
ん
な
も

の
は
。
」

と
、
彼
は
乞
食

で
も
追
払
ふ
様

に
右
手
を
烈
し
く
振

る
と
、
そ
の
時
、
丁
度
、

同
じ
扉
口
か
ら
は
い
つ
て
来
た
M
秘
書
官
を

つ
か
ま

へ
て
云

つ

た
。
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「君
。
ま
た
来
よ

つ
た
ん
ぢ
や
と
よ
。
此
の
間
の
奴
が
。
ど
う

も
仕
方
が
な
い
な
。
D
遊
園
を
民
間
に
払
下
げ
う
ち
ふ
ん
ぢ
や
。」

そ
の
D
と
い
ふ
の
は
、
今
、
M
社
で
管
理
し
て
入
場
料
を
と

つ
て
、
入
れ
て
居
る
小
さ
な
公
園
で
、

一
月
計
り
前
か
ら
、
そ

れ
を

一
般
に
解
放
す
る
様
に
と
の
運
動
が
此
の
市
の
中
に
起

つ

て
居
た
。
そ
れ
を
云
ふ
の
で
あ

つ
た
。

・
「
い
く
ら
民
間
に
渡
し
て
も
、
す
ぐ
に
あ
ん
な
奴
等
に
占
領
さ

れ
て
了
ふ
ん
ぢ
や
よ
。
み
ん
な
苦
力
共

の
寝
場
所

に
な
る
ん
ぢ

や
。
少
し
も
民
衆

の
た
め
に
な
ん
ぞ
な
り
や
せ
ん
の
ち
や
。
君
。」

こ
の
場
面

の
参
考

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
第

一
に
八
月

十
四
日
付
夕
刊
の

「娯
楽
施
設
を
完
備
し
た
/
大
連
遊
園
地

の
計
画

/
電
気
遊
園
の
無
料
貸
下
げ
を
受
け
/
資
本
金
二
百
万
円
で
」
と
い

う
記
事

で
あ
る
。

・
今
回
柴
田

一
郎
、
田
中
宇

一
郎
、
今
井
行
平
、
小
川
慶
次
郎
、

竹
中
照
蔵
等
四
十
三
名
発
起
人
と
な

つ
て
大
連
市
民
を
更
新
に

生
活

へ
導
き
活
躍

の
意
気
を
涵
養
す
る
娯
楽
機
関
を
設
け
思
想

善
導
を
基
礎

に
置
く
民
衆
慰
安

の
設
備
を
な
し
て
厳
寒

の
節
と

雖
も
市
民

一
般
老
幼
男
女
が
嬉
々
と
し
て
相
集
ひ
室
内
運
動
の

出
来
る
や
う
資
本
金
二
百
万
円

で
商
事
会
社
を
組
織
し
現
電
気

遊
園
地
の
無
料
貸
下
げ
を
受
け
大
連
遊
園
地
を
創
設
す

べ
く
計

画
を
進
め
て
ゐ
る

そ
し
て
第
二
に
、
八
月
十
六
日
付
夕
刊
の

「電
園
附
近
の
/
遊
園

地
計
画
不
要
/
満
鉄
当
局
は
反
対
意
見
」

と
い
う
記
事

で
あ
る
。

・
仮
に
日
本
人
支
那
人

に
対
す
る
施
設
計
画
を
樹

て
丶
も
俗
悪
な

も
の
は
寧
ろ
日
本
人

に
迷
惑

で
結
局
中
流
以
下
下
層
支
那
人
に

占
領
さ
れ
る
位
な
も
の
で
あ
る
、
大
連
居
住
支
那
人

の
大
部
分

は
有
産
階
級

の
資
本

で
な
く
日
支
人

に
使
用
さ
れ
る
店
員
乃
至

使
用
で
万
全

の
施
設
と
し
て
見
た
と

こ
ろ
が
落
ち
度
は
至
極
少

く
結
局
苦
力
階
級

の
集
合
と
な

つ
て
公
衆
衛
生
上
か
ら
寧
ろ
憂

慮
す

べ
き
問
題
を
招
致
す
る
位
に
過
ぎ

ま
い

以
上
、
コ

」
に
お
い
て

「
満
洲
日
報
」

の
記
事
を
参
考

に
し
た

と
考
え
ら
れ
る
場
面
を
、
記
事
と
の
比
較
も
交
え
な
が
ら
見
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
「
辞
任
の
挨
拶
の
草
稿
」
を
は
じ
め
、

大
部
分

に
お
い

て

「満
洲
日
報
」
の
記
事
に
依
拠
し
て
い
る

(
そ
の
度
合
い
に
差
は

あ
る
が
)
と
い
う
事
実
が
こ
こ
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

続
い
て

「
二
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。
こ
の
章
は

「
=

と

は
異
な
り
、
「
満
洲
日
報
」

に
依
拠
す
る
割
合
が
少
な
い
と
い
え
る
。

そ
の
中
で
、
記
事
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
が
、
前

半
の
海
水
浴
の
場
面
で
あ
る
。

「満
洲
日
報
」
を
見
る
と
、
六
月
十
八

日
付
夕
刊
に

「傅
家
庄
真

砂
浦
に
/
満
日
海
水
浴
場
特
設
/
家
族
連
れ

の
聚
落
に
ふ
さ
は
し
く

/
桃
源
台
よ
り
自
動
車
、
馬
鉄
で
連
絡
/
来

る
廿
三
日
か
ら
開
場
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
後
六
月
二
三

日
の
開
場
ま
で
は
、
連
日

こ
の
海
水
浴
場
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
本
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文
中

に

「赤

い
屋
根
緑
灰
色
の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
屋
根
の
壁
も

一
面
に
蔦

が
青

々
と
か
ら
ん
で
居
て
、
窓
毎
に
蝿
除
け
の
細
か
い
網
が
張
ら
れ

て
居

る
夏
だ
け
の
小
さ
な
、
貸
別
荘
で
あ

つ
た
。
」

と
い
う

一
文
が

あ
る
が
、
六
月
二

一
日
付
朝
刊
に
は
、
「簡
易
避
暑
家
屋
も
提
供
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
建
設
中
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
六
月
二
四
日
付
夕
刊
に
も
、
こ
の

「
簡
易
避
暑
家
屋
」

の

　モ
　

写
真
は
登
場
し
、
六
月
三
十
日
付
朝
刊
に
は
、

「満

日
浴
場

の
/
簡

易
避
暑
家
屋
/
安
心
し
て
寝
泊
り
が
出
来
る
/
愈
よ
け
ふ
か
ら
開
く
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
。

確
か
に
、
語
句
を
直
接
引
用
し
て
い
る
、
と
い

っ
た
関
係
は
見
ら

れ
な
い
が
、
海
水
浴
場
に
関
す
る
記
事
は
多
く
見
ら
れ
る
。
従

っ
て
、

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
海
水
浴
の
場
面
を
構
想
し
た
可
能
性
は
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に

コ
一匚

に
つ
い
て
見
て
い
く
。
ま
ず
記
事
を
参
考
に
し
た

と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
次
の

一
文
で
あ
る
。

・
埠
頭
事
務
所
の
七
階
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
隣
に
は
之
も
同
じ
く

七
階
位
に
な
る
ら
し
い
、
厖
大
な
建
物
の
鉄
骨
が
足
場
に
支

へ

ら
れ
て
高
々
と
組
立
て
ら
れ
て
居
た
。

こ
の

一
文
の
参
考
資
料
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
満
鉄
用
度
事
務

所
/
新
築
工
事
大
い
に
進
捗
す
」
と
い
う
、
六
月
二
八
日
付
朝
刊
の

記
事

で
あ
る
。

・
満
鉄
の
用
度
事
務
所
は
今
度
大
連
埠
頭

に
移
転
す
べ
く
新
築
工

事
中
の
処
七
、
八
分
通
り
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
終

つ
た

が
、
新
館
は
総
建
坪
約
二
万
三
千
平
方
米
の
五
階
建
、
五
階
を

事
務
所
に
充
て
他
は
倉
庫
と
し
、

「
七
階
」
と

「
五
階
」

の
違
い
は
あ
る
が
、

こ
の
工
事
を
参
考
に

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
も
う

一
箇
所
記
事
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

こ
の
場
面

で
あ
る
。

.
此
の
地
方
の
主
要
工
業
製
品
で
あ
る
豆
粕
や
豆
油
が
、
近
来
、

外
国
の
そ
れ
に
、
圧
倒
さ
れ
て
き
た
こ
と
。
殊
に
ド
イ
ッ
の
船

な
ど
は
、
直
接
此
の
港
か
ら
大
豆
の
ま

丶
を
積
ん
で
本
国
の
工

場
に
持
ち
帰

つ
て
了
ふ
こ
と
。
そ
れ

に
第

一
、
肥
料
と
し
て
の

豆
粕
が
、
近
頃
は
已
に
硫
酸
ア
ン
モ
ン
に
と

つ
て
代
ら
れ
て
居

る
こ
と
。
こ
ん
な
こ
と
を
彼
等
苦
力
が
知
ろ
う
筈
は
な
い
。
七

月
に
入

つ
て
か
ら
、
こ
の
D
市
内
の
、

バ
タ

ー

閉
鎖
し
て
行

つ
た
油
房
の
最
後
ま
で
残

つ
て
居
た
S
油
房
が
昨
日
の
朝
閉
ぢ

る
こ
と
に
な

つ
た
と
き
、
彼
等
は
全

く
途
方

に
暮
れ
て
了

つ
た
。

こ
の
場
面

の
参
考
資
料
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
第

一

に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
七
月
十
七
日
付
夕

刊
の

「
ド
イ
ッ
貨
物
船
/

続
々
大
連

に
入
港
/
満
洲
特
産
物
を
積
出
す
」
と
い
う
記
事

で
あ
る
。

・
い
ま
、
大
連

の
港
を
上
か
ら
覗
い
た
ら

一
寸
驚
く
に
違
ひ
な
い
、

港

に
就

い
て
ゐ
る
そ
の
過
半
の
船
は
煙
突
に
紅
白
黒
の
鉢
巻
を

さ
せ
た
ノ
ー
ス
ジ
ヤ
ー
マ
ン
ロ
イ
ド
の
船
か
、
又
は
戦
後
の
創
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痍
全
く
癒
え
て
東
洋
進
出

に
極
度

の
努
力
を
払

つ
て
ゐ
る

ハ
ン

ブ
ル
グ
、

ア
メ
リ
カ
ン
ラ
イ
ン
の
巨
大
な
独
逸
船

で
あ
る
か
ら

で
あ
る
従

つ
て
こ
の
月
初
め
か
ら
日
本

の
船
よ
り
寧
ろ
外
国
船

の
入
港
が
多

い
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
話

で
あ
る

灰
色
に
船
側
を
塗

つ
た
大
き
な
腹
の
中
に
ド
シ
く

満
洲
特
産

の
大
豆
、
豆
粕
が
積
み
込
ま
れ
て
行
く
…
…

更

に
、
七
月
十
八
日
付
朝
刊
に
は
、
「満
洲
特
産
物
を
積
出
し
に

/
続

々
大
連
港
に
横
づ
け
さ
れ
る
独
逸
船
」
と
い
う
見
出
し
で
、
ド

　　
　

イ

ッ
の
貨
物
船
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

続

い
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
七
月
二
八
日
付
夕
刊
に
あ
る

「
満
州

特
産
界
の
脅
威
/
硫
安
工
業
の
発
達
/
近
年
著
し
い
其
の
需
要
増
加

趨
勢

に
/
豆
粕
の
需
要
益
減
少
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

・
即
ち
近
年
硫
安
工
業
は
世
界
的

に
著
し
い
発
達
を
遂
げ
た
結
果

同
系
肥
料

で
あ
る
豆
粕
に
比
し
肥
料
価
値

の
高
い
に
拘
ら
ず
、

価
格
に
お
い
て
は
却

つ
て
割
合

で
あ
る
と
云
ふ
の
で
豆
粕
の
領

域
は
漸
次
硫
安
に
浸
さ
れ

つ
丶
あ
る
状
態
に
あ
る

そ
し
て
、
油
房
の
閉
鎖
に

つ
い
て
は
、
五
月
二

一
日
付
夕
刊
に
、

コ
豆
粕
の
生
産
高
激
減
/
昨
年
同
期

の
半
分
以
下
/
操
業
工
場
も
著

し
く
減
少
を
示
す
/
青
息
吐
息
の
各
油
房
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

・
操
業
工
場
も
上
旬
迄
は
三
十
軒
内
外
で
あ

つ
た
も
の
が
二
十

一

軒
と
な
り

一
日
の
生
産
高
も
三
万
枚
台
に
減
少
し
原
料
大
豆
高

　　
　

と
内
地
安
の
挟
撃
を
受
け
て
青
息
吐
息
の
有
様
で
あ
る

ま
た
、
六
月

一
日
付
夕
刊
に
も
、
「大
連
油
房

の
/
操
業
益

々
不

振
/
豆
粕
、
豆
油
生
産
高
共
に
減
少
す
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ

の
中

で

「操
業
工
場
の
如
き
も
本
月
上
旬
迄
は
三
十
軒
内
外

で
あ

つ

た
も
の
が
下
旬
に
至

つ
て
は
二
十
軒
に
満

た
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
後
も
、
こ
の
業
界
は
不
振
が
続
い
た
ら
し
く
、
十
月
十
七
日
付

夕
刊
の

「豆
粕
豆
油
輸
出
税
/
全
免
を
嘆
願
/
同
時
に
大
豆
輸
出
税

微
増
も
/
満
洲
油
房
の
甦
生
策
」
と
い
う
記
事

に
も
、

「満
洲
の
油

房
工
業
界
は
最
近
極
度
に
疲
弊
し
営
業
者

の
破
産
多
く
之
に
従
事
す

る
工
人
の
失
業
者
も
続
出
す
る
状
態
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
文
に
あ
る
よ
う
な
、
大
連
市
内
の
油
房
が
全

て
操
業
停
止
に
な

っ
た
、
と
い
う
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、

本
文
で
は

「全
く
途
方

に
暮
れ
て
了

つ
た
」
「
六
月
か
ら
十
月
迄
、

1

之
が
此

の
港

で
い
ふ
所

の
閑
散
期

で
あ

つ
た
」
と
あ
り
、
実
際
、

六
月
二
一二
日
付
夕
刊
に
は

「
最
近
の
海
運
界
/
愈
よ
夏
枯
閑
散
期
」

と
い
う
記
事
、
七
月
一
二

日
付
夕
刊
に
は

「大
連
港
の
昨
今
/
全
く

夏
枯
期
/
露
支
断
絶
の
影
響
も
/
目
下
の
所
殆
ど
な
い
」
と
い
う
記

事
が
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
八
月
二
五
日
付
朝
刊
に
は
、
そ
れ
と
は
全
く
正
反
対

の

コ
豆
粕
大
豆
の
廻
送
/
昨
年
の
四
倍
/
大
連
埠
頭
の
大
繁
忙
」
と

い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
活
況
の
原
因
に

つ
い
て
は
、
記
事
の
冒
頭

で

「露
支
国
交
の
悪
化
に
よ
つ
て
多
忙
を
極
め
て
ゐ
る
の
は
大
連
埠

頭
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
七
月
二

一
日
の
時
点
で

-
-,
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は
殆
ど
影
響
が
無
か

っ
た
の
が
、
八
月
以
降

に
な

っ
て
そ
の
影
響
が

出
た

の
で
あ
る
。
更

に
、

こ
の
記
事
で
は

「
最
近
で
は
苦
力
の
手
不

足
と
云
ふ
珍
現
象
を
呈
し
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
こ
の
場
面
で
は
、
〈悲
惨
な
状
況
に
あ
る
苦
力
〉
像
を

作

り
上
げ
る
為
に
、
実
際
に
は
操
業
数
が
減
少
し
た
だ
け
の
大
連
市

内

の
油
房
を
、
全
て
が
閉
鎖
し
た
と
改
変
し
、
八
月
以
降
に
生
じ
た
、

苦
力

の
手
不
足
と
い
う
事
実
を
取
り
上
げ
な
か

っ
た
、
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
各
章
ご
と
に
、
本
文
と

「
満
洲
日
報
」

の
記
事
と
の
関
係

に

つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
の
記
事
に
依
拠
す
る
割
合
は
各
章

に
よ

っ

て
異
な
り
、
ま
た
引
用
の
レ
ベ
ル
も
様
々
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

こ
の

「満
洲
日
報
」
が

「
D
市
七
月
叙
景
O
」
の
主
要
な
題
材
で
あ

っ

た
事

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

二
、

「
満
洲
日
報
」

の
性
格

で
は
、
こ
の

「
満
洲
日
報
」
と
い
う
新
聞
は
、
ど
の
よ
う
な
新
聞

な

の
か
。
先
に
も
取
り
上
げ
た

『
日
本
新
聞
年
鑑

・
昭
和
五
年
版
』

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

・
然
し
な
が
ら
、
本
紙

(引
用
者
注

・
満
洲
日
報
)
は
満
鉄

の
機

関
紙
な
る
が
為
に
経
営
の
堂
々
た
る
半
面
に
御
用
紙
と
し
て
政

党
に
累
さ
れ
政
界
の
変
動
毎
に
社
長
以
下
高
級
幹
部

の
更
迭
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
弱
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「満
洲
日
報
」
と
は
、
満
鉄

の
御
用
新
聞
と
い
う

性
格
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
事

に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、

満
鉄
総
裁
、
或

い
は
満
鉄
社
員
に
関
す
る
記
事
が
数
多
く
掲
載
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
事

で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る

記
事
を
抽
出
す
る
の
が
容
易

で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
連

に
も
数
多
く
存
在
し
て
い
た
事
を
示
す
様

に
、
苦
力
に
関
す
る
記
事
も
随
所

に
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
ら

に
関
す
る
資
料
を
集
め
る
の
に
、
非
常

に
便
利
な
新
聞
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
を
挙
げ

て
み
る
と
、

ま
す
満
鉄
総
裁
に
関
す
る

も
の
は
、
特

に
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
章

で
本
文
に
引
用
さ

れ
た
山
本
総
裁

の
挨
拶
を
紹
介
し
た
が
、

そ
れ
と
同
様

の
記
事

(挨

拶
や
演
説
、
談
話
な
ど
)
は
、
六
月
二

一
日
付
朝
夕
刊
、
七
月
四
日

付
朝
夕
刊
、
七
月
十
日
付
朝
刊
、
七
月
二

一
日
付
朝
夕
刊
、
七
月
二

二
日
付
夕
刊
な
ど
、
数
多
く
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
業
績
を
称
え

る
記
事
も
、
七
月
十
四
日
付
朝
刊
や
八
月
十
五
～
十
七
日
付
朝
刊
に

見
ら
れ
る
。
更
に
、
そ
の
行
動
は
逐

一
報
道
さ
れ
て
お
り
、
「
上
京
」

「東
上
」
と
い
っ
た
言
葉
と
共
に
、
「山
本
総
裁
」
或
い
は

「山
本
社

長
」
(本
文
中
に

「会
社
で
も
此
処
は
社
長
と
は
い
は
な
い
」

と
あ

る
が
、
満
鉄

の
社
長
を
総
裁
と
改
称
し
た
の
は
、
昭
和
四
年
六
月
ニ

コ

　
　

一
日
で
あ
る
)
と
い
う
見
出
し
が
随
所
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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次

に
、
満
鉄
社
員
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
ポ
ス

ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

「社
員
倶
楽
部
の
書
記
長
」
に
関
す
る

コ

こ

記
事

は
、
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
員
の

個
人
名
や
部
署
名
は
、
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
社
員
の
個
人
名
に
つ
い
て
は
、
七
月
六
日
付
夕
刊
の

「保
々

社
員
会
幹
事
長
」、
七
月
十
六
日
付
朝
刊
と
七
月
十
八

日
付
夕
刊
の

「満
鉄
衛
生
研
究
所
員
西
村
治
雄
氏
」
、
七
月
十
七
日
付
夕
刊
と
七
月

十
九

日
付
朝
刊
の

「
満
鉄
々
道
部
次
長
佐
藤
俊
久
氏
」
、
七
月
十
八

日
付
夕
刊
の

「満
鉄
農
務
係
黒
沢
謙
吉
氏
」、

そ
し
て
七
月
二
六

日

付
朝
刊
の

「
満
鉄
々
道
部
人
事
主
任
伊
藤
真
也
氏
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

続

い
て
、
こ
れ
以
外
に
見
ら
れ
る
部
署
名
と
し
て
は
、
七
月
九
日

付
夕

刊
の

「
満
鉄
調
査
課
産
業
係
」
、
七
月
十
八
日
付
夕
刊
の

「満

鉄
商

工
課
」
、
七
月
二
七
日
付
夕
刊
の

「満
鉄
販
売
課
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
先
程

「社
員
倶
楽
部

の
書
記
長
」

に
関
す
る
記
事

は
見
当
た
ら
な
い
、
と
述
べ
た
が

「社
員
倶
楽
部
」
と
い
う
名
称
は

コ

ニ
　

見
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
六
月
八
日
付
夕
刊
、
六
月
十
日
付
夕

刊
、
八
月
十
五
日
付
朝
刊
で
あ
る

(た
だ
、
六
月
八
日

・
十
日
付
夕

刊
に
は

「鉄
仮
面
」
と
い
う
映
画
の
、
八
月
十
五
日
付
朝
刊
に
は
長

唄
演
奏
会
の
後
援
と
し
て
見
え
る
も

の
で
あ
り
、
記
事
の
中
に
登
場

す
る
訳
で
は
な
い
)。

こ
の
よ
う
に
、
満
鉄
社
員
に
関
す
る
記
事
も
、
数
多
く
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
苦
力
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
九
日
付
朝

刊
の

「全
満
に
使
傭
す
る
苦
力
の
/
需
給
及
賃
金
統
制
策
」

(
ち
な

み
に
、
こ
の
記
事
の
中
で
、
大
連
埠
頭
の
苦
力
は

一
万
人
で
あ
る
と

書
か
れ
て
い
る
)、
七
月
九
日
付
夕
刊
の

「山
東
苦
力
減
少
」
、
七
月

十
六
日
付
夕
刊
の

「製
鉄
所
の
苦
力
/
厳
選
取
締

の
要
あ
り
」
、
八

月
四
日
付
夕
刊
の

「
逆
送
貨
物
で
/
繁
忙

の
寛
城
子
駅
/
苦
力
の
狩

集
あ
に
懸
命
」、
八
月
十
日
付
夕
刊
の

「電

園
下
建
築
場
の
/
苦
力

罷
業
す
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
の
記
事
は

見
ら
れ
な
い
が
、
「苦
力
」
は
、
こ
の
よ
う

に
し
ば
し
ば
見
出
し
に

登
場
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「満
鉄
総
裁
」
「満
鉄
社
員
」
「苦
力
」

に
関
す
る
記
事

に

つ
い
て
見
て
き
た
が
、

こ
れ
に
よ

っ
て

「
満
洲
日
報
」
が
い
か
に
こ

れ
ら
に
関
す
る
記
事
を
集
め
る
の
に
非
常

に
便
利
な
新
聞
で
あ
る
か

が
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三
、

「
D
市
七
月
叙
景
e
」
と
は

こ
れ
ま
で

「満
洲
日
報
」
と

「
D
市
七
月
叙
景
e
」

の
比
較
、
或

い
は

「満
洲
日
報
」
と
い
う
新
聞

の
性
格

に

つ
い
て
の
考
察
を
行

っ

て
き
た
が
、

で
は
、
そ
れ
ら
の
作
業
を
通

じ
て
、
「
D
市
七
月
叙
景

e
」
を
、
ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず

一
章
に
お
い
て
、
新
聞
記
事
と
本
文
を
比
較
し
、
各
章
ご
と

に
引
用
の
レ
ベ
ル
も
依
拠
す
る
割
合
も
様

々
で
あ
る
事
を
指
摘
し
た
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が
、
こ
れ
を
見
て
い
く
と
、
「
三
」
の
苦
力

の
造
形
に
こ
そ
改
変
が

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
「辞
任
の
挨
拶
の
草
稿
」
を
は
じ
め
全
般
と

し

て
記
事
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
以
外
を
創
作
部
分
と
し
て
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
章
ご
と
で
い
え
ば
、
「
一
」

は
、

シ
ャ
ッ

ク
リ
に
苦
し
む
姿
や
社
史
に
名
を
残
す
事
に
心
を
砕
い
て
い
る
点
と

い
え
る
。
「
二
」
は
、
こ
れ
は
依
拠
す
る
割
合
が
少
な
い
の
で
、

ほ

ぼ
全
体
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

コ
一匚

は
、
市
場
に
お
け
る
無
銭
飲
食
の
場
面
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
創
作
部
分
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
含
ん
で
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
鷺
氏
は

「
ド
ッ
シ
リ
と
根
を
下
し
た

安
定
と
は
無
縁
の
、
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
、
内
に
常
に
崩
壊
と
転

落

の
危
険
を
は
ら
ん
だ
あ
り
よ
う
」
が
各
章
に
描
か
れ
て
い
る
、
と

論
じ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず

「
一
」

の
創
作
部
分
は
、
満
洲
に
お
け
る
最
高
権
力
者

の
戯

な

ラ
ワ

画
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が

「安
定
と
は
無
縁

の
、
綱

渡

り
の
よ
う
な
生
活
」
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
Y
総
裁
は

「辞
任

の
挨
拶

の
草
稿
」
中
に
あ
る
よ
う
に
、
政
変
に

よ

っ
て
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
訳

で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
は

「安
定
と
は
無
縁
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
創

作

部
分
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
も
考
え
に
く

い
。

こ
こ
は
、
あ
く
ま
で
も
最
高
権
力
者
と
い
え
ど
も
社
史
に
名
を

残

す

事

に
齷

齪

し

、

シ

ャ

ッ
ク

リ

に

は
手

も

足

も

出

な

い
と

い
う

内

実

を

ユ
ー

モ

ラ

ス

に
描

い

た
も

の
、

と

捉

え
ら

れ

る

の

で

は
な

い
だ

,
ろ
う

か

。

続

い

て

「
二
」

で
あ

る
が

、

こ
れ

も

「
此

の
苦

し

い
生

活

か

ら

逃

げ

る
様

に
満

洲

に
飛

び

立

つ
た

の

で
あ

つ
た

」

と

い
う

一
文

か

ら

は
、

確

か

に

「
綱

渡

り

の
よ

う

な

生

活

」

に
あ

っ
た

事

を

感

じ

さ

せ

る
。

し

か

し

、

そ
れ

は
あ

く

ま

で
も

過

去

の
話

で
あ

る
。

M
社

の
社

員

と

な

っ
た

現

在

の
生

活

に

つ
い

て

は
、

こ

の
よ

う

に
語

っ
て

い

る
。

・
内

地

で
、

一
生

、

い
く

ら

勤

め

た

所

で
、

と

て
も

、

今

の
自

分

く

つり

し

位
の
生
活
は
で
き
な
か

つ
た
ら
う
に
、
と
、
彼
自
身
時
々
、
非

常
な
満
足
を
以
て
考

へ
て
見
る
程
だ

つ
た
。

明
ら
か
に

「
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
」
と
は
無
縁
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
更
に
、
本
文
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

・
併
し
、
ず

つ
と
不
如
意
な
生
活
に
慣
れ
て
き
た
者
は
、
幸
福
な

生
活
に
は
い
つ
て
か
ら
も
、
そ
ん
な
幸
福
に
ほ
ん
と
に
自
分
が

値
す
る
か
ど
う
か
を
臆
病
さ
う
に
疑

つ
て
見
る
も
の
だ
。
そ
し

て
、
更
に
滑
稽
な
こ
と
に
、
そ
の
幸
福

の
保
証
の
た
め
に
、
時
々

小
さ
な
心
配
や
苦
労
を
さ
へ
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
満
州
に
来

て
手
に
入
れ
た
幸
福
に

戸
惑
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
姿

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
七
月
二
八
日
付
夕
刊

の

「団
体
あ
ぐ
り
」
と
い
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う
記
事
に
は
、
「在
満
邦
人

の
半
数
を
占
む
る
十
万
人
近
く
の
満
鉄

社
員

(家
族
を
合
せ
)」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
境
遇

に
あ

っ
た
満

鉄
社
員
も
、
恐
ら
く
は
い
た
の
で
は
な
い
か
。
現
状
に
不
満
を
持

つ

事
も
無
い

〈中
流
階
級
の

一
家
族
〉
の
姿
を
、
満
洲
の

一
側
面
と
し

て
描

い
た
の
が
、
「
二
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
最
後
に

コ
一匚

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
記
事
を
改
変
し
て
、

苦
力

の
悲
惨
な
状
況
を
を
強
調
し
て
い
る
訳
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お

い
て
は

「綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
」
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
銭
飲
食
の
場
面
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
そ

の
場
面
の
最
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

・
彼
等
は
い
い
気
持
に
な

つ
て
居
た
。
な
ぐ
ら
れ
た
節
々
の
い
た

み
を
除
け
ば
、
凡
て
が
満
ち
足
り
た
感
じ
で
あ

つ
た
。
腹
は
張

つ
て
居
る
し
、

ア
ル
コ
ホ
ル
は
程
よ
く
全
身
に
廻

つ
て
居
る
。

一
体
、
之
以
上

の
何
が
要
ら
う
?

(傍
点
は
原
文
)

こ
こ
か
ら
、
苦
し
み
に
喘
い
で
い
る
苦
力

の
姿
は
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、

何
処

か
楽
し
げ
な
姿
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
油
房
の
完
全
閉
鎖

に
よ

っ
て
失
業
に
追
い
込
ま
れ
、
無
銭
飲
食
を
し
て
袋
叩
き
に
さ
れ

る
と

い
う
悲
惨
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、
「
凡
て
が
満
ち
足
り
た

感
じ
」
に
な
れ
る
、
あ
る
意
味
逞
し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
苦
力
の
姿
、

こ
れ
が

コ
一匚

に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
」

が
描
か
れ

て
い
る
よ

う
な

一
面
も
あ
る
が
、
創
作
部
分
に
注
目
し
た
結
果
見
え
て
く
る
の

は
、
「
一
」
で
は
最
高
権
力
者
で
あ
り
な
が
ら
、
様

々
な
事

に
頭
を

悩
ま
さ
れ
て
い
る
M
社
総
裁
の
姿
、
コ
一」

で
は
、

よ
う
や
く
手
に

入
れ
た
幸
福
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
不
満
を
持

つ
こ
と
も
な
く
生
き
て
い
る
M
社
社
員
の
姿
、
そ
し
て

コ
一匚

で
は
、

悲
惨
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、
逞
し
く
生
き
て
い
る
苦
力
の
姿
で

あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
三
章
を

「
ド
ッ
シ
リ
と
根
を
下
し
た
安
定
と

は
無
縁
の
、
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
活
、
内
に
常
に
崩
壊
と
転
落
の
危

険
を
は
ら
ん
だ
あ
り
よ
う
」
が
描
か
れ
て
い
る
、
或
い
は
佐
々
木
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
な

「現
実
批
判
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
括
る
事
は
可

能
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
よ
り
も
、
「満
洲
日
報
」
と
い
う
新
聞
を
題
材
に
し
て
、
上

層

・
中
層

・
下
層
階
級
を
象
徴
す
る
人
物
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
描

い
た
作
品
、
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

一
見
す
る
と

〈満
洲
体
験
〉
に
よ

っ
て
成
立
し
た
作
品
な
の

で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
あ
く
ま
で
も
資
料
を
元
に
し
て
成
立
し
た

作
品
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
「満
洲
日
報
」
を
視
座
と
し
て
、

こ
の
作
品
に

つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
作
者
自
身
の
植
民
地
体
験
を

一
歩
離
れ
て
把
握
し
、

満
洲
な
り
朝
鮮
な
り
と
い
っ
た
植
民
地
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
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の
か
、
そ
れ
を
客
観
的
に
見
て
い
く
事
が
、
植
民
地
を
舞
台
と
す
る

作
品

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
上

で
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
(
一
)
佐
々
木
充

二

高
時
代
の
習
作
」
(「帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
」
九

号

・
昭
和
四
七
年
三
月
)

(
二
)
鷺
ロ
ハ雄

「中
島
敦

の
青

春

-

一
高
時

代

の
初

期

の
作

品

」

(
「都
留
文
科
大
学
国
文
学
論
考
」

二
五
号

・
平
成
元
年

三
月
)

(
三
)
京
橋
区
瀧
山

町
八

に
、
東
京
支
局
が
あ

っ
た
。
ち
な

み
に
本
社

は
大

連
市
東
公
園

町
二
十

一
番
地

で
あ

る
。

(
四
)

「実
務
化
経
済
化
」

「事
業
整

理
計
画
」

「
三
大

工
業
計

画
」

「
港
湾

海
運
事
業
」

「鉄
道
敷
設
計
画
」

「社
員
待
遇
改
善
」
「
満
蒙
権
益
保
持
」

の
七
項
目

で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

(
五
)
七
月

二
一二
日
付
夕

刊
の

「満
洲
里

の
露
支
両
軍
/
十
町

の
間
隔

で
対

峙
/
開
戦

の
危
機
刻

々
迫

る
」
、
七
月

二
五

日
付
夕

刊

の

「
綏
芬

方
面

の
両
軍
/
薄
気
味
悪

い
対
峙
」
な
ど
が
あ

る
。

(六
)

(七
)
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(九
)

こ
の
記
事

の
別

の
箇
所

に

コ
ニ
泰
油
房
」
と

い
う
油
房

の
名
前
が
書

か
れ

て
お
り
、
本
文

に
あ
る

「
S
油
房
」
は

こ
こ
か
ら
発
想
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。

(
一
〇
)
六
月

二
十

日
付
夕
刊

に

「
満
鉄
社
長
を
総
裁

に
/
副
社
長
を
副
総

裁

に
改
称
/
本

日
公
布

11
廿

一
日
か
ら
実
施
」
と

い
う
記
事
が
あ
り
、

そ

の
中

で
、
名
称
変
更

の
勅
令
と
附
則
が
書
か
れ

て
い
る
。
そ

の
内
容

は
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

・
朕
明
治
卅
九
年
勅
令
第
百
四
十
二
号
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社

二
関

ス
ス
ル
件
中
改
正

ノ
件

ヲ
認
可

シ
茲

二
之

ヲ
公
布

セ
シ
ム

・
本
令

ハ
昭
和

四
年
六
月
二
十

一
日
ヨ
リ
之

ヲ
施
行

ス

本
令
施
行

ノ
際
現

二
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社

ノ
社
長
又

ハ
副
社
長

ノ
職

二
在

ル
モ
ノ

ハ
別

二
辞
令
書

ヲ
用

ヒ
ズ
社
長

ハ
総
裁

ヲ
、
副

社
長

ハ
副
総
裁

ヲ
命
ゼ

ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
ト
ス
、
但

シ
其
任
期

ハ
各

社
長
又

ハ
副
社
長

ヲ
命
ゼ

ラ
レ
タ

ル
ト
キ

ョ
リ
之

ヲ
起
算

ス

C
l
1
)

r
社
員
倶
楽
部
」

の
内
実

に

つ
い
て
は
、
現
在

の
と

こ
ろ
ま
だ
不

明

で
あ
る
。
七
月
二
八
日
付
夕
刊

の

「
満
鉄
社
員
会
幹
事
会
」
と

い
う

記
事

の
中

に

「
満
鉄
社
員
会
幹
事
会
は
廿
七

日
午
後
三
時
よ
り
社
員
倶

楽
部

に
於

い
て
開
会
」
、
ま
た
八
月
十

一
日
付
夕
刊

の

「
現
金

買

の
大

綱
/
委
員
会

で
決
定
/
交
渉
委

員
も

選
定

」

と

い
う

記
事

の
中

に
も

「
満
鉄
社
員
会

の
生
活
改
善
委
員
会
は
既
報

の
如
く

九

日
午
後

三
時

よ

り
社
員
倶
楽
部

に
て
開
催
」
と
あ
る
。
従

っ
て
、
「
社

員
倶

楽
部

」

と

い
う
名

の
建
物
が
あ

っ
た
事
は
推
測
さ
れ
る
が
、
そ

の
中
に

「
社
員
倶

楽
部
」
と

い
う
名

の
団
体

の
事
務
所
が
あ

っ
た
、
な
ど
と

い

っ
た
事
実

は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
後
述
し

て
い
る
、
映
画
や
長
唄

の
後
援
と
し

て

見
え

て
い
る

「
社
員
ク

ラ
ブ
」
と

の
関
係
も
不
明

で
あ
る
。

こ
れ

に
関

し

て
は
、
稿
を
待
ち
た

い
。

(
一
二
)
六
月
十
日
付
夕
刊

に
み
え
る

「
社
員
ク

ラ
ブ
」
。

(
=
二
)

鷺
氏

も
、
「
『
南
満

洲

の
王
様

の
戯
画
」
を
提
示
す
る
と

こ
ろ
に
狙

い
が
あ
る
。
」
と
は
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
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