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宙
露

醇
が
｡間
近
に
な
っ
た
十
二
月
七
日
ー

92

松
井
軍
司
令
官
付

･
岡
田
尚
氏
の
聖

口

明治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
､
頭
山
浦
､
萱
野
長
知
な
ど
､
中
国
革
命
を
助
け
た
日
本
人
は
た
く
さ

ん
い

たかし

たが､岡
富

民
の
父

･
有
民
氏
も
そ
の
1
1
で
､
国
民
-

山
派
を
援
助
し
た
り

ま
た
､
福
建
人
民

政
府
が
樹
苦

れ
た
時
､
当
時
の
台
湾
軍
司
令
官

･
松
井

(石
版
)
大
将
と
共
に
､
福
建
人
民
政
府
と
国

民
政
府
と
の
問
に
立
っ
た
-
し
た
｡
そ
の
竃

､
岡
田
有
民
氏
は
､
算

大
将
と
親
し
-
､
尚
氏
も
松
井

大
将
を
子
供
の
時
か
ら
知
っ
て
い
た
｡

･昭
和
十
二
年
八
月
算

大
将
が
1
海
派
遣
軍
司
令
官
に
親
補
さ
れ
る
と
､
岡
田
氏
は
､
松
井
大
将
の
自

宅
に
呼
ば
れ
､
軍
司
令
部
嘱
託
､
軍
司
令
-

と
し
て
同
行
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
｡
そ
れ
は
､
岡
田

氏
が
上
海
譜
が
で
き
て
､
中
国
の
要
人
に
知
-
合
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
れ
ら
要
人
と
連
絡
を
と
り
､

中
国
と
早
期
和
平
工
作
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
岡
田
氏
は
､
昭
和
十
三
年
二
月
下
旬
に
算

大
将
が
凱

旋
す
る
ま
で
､
桧
井
大
将
の
特
命
を
う
け
て
1
海

壷

月
･
香
港
で
働
い
た
｡

岡
田
氏
と
の
特
別
な
関
係
か
ら
､
松
井
大
将
は
､
公
的
に
は
見
せ
な
い
心
の
う
ち
を
岡
田
氏
に
の
ぞ
か

せ
て
い
る
｡
ま
た
ー
松
井
大
将
が
南
京
に
入
っ
て
か
ら
､
岡
田
氏
は
常
に
桧
井
大
将
の
そ
ば
に
い
た
｡
こ

の
こ
と
か
ら
､
岡
田
氏
を
通
し
て
､
桧
井
大
将
が
南
京
攻
略
-

ど
-ゝ

孝

い
た
か
､
あ
る
い
は
､
松

井
大
将
が
南
京
で
何
を
見
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
故
､
岡
田
氏
か
ら
は
､
岡
田
氏
自
身
が
南
京

で
見
た
こ
と
と
共
に
､
松
井
大
将
が
考
え
-
南
京
で
見
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
っ
た
｡

京城
内
に
撤
-
降
伏
勧
告
文

の

翻訳を
した
Oこの
降伏勧告文はー九
日､南

京城

内にばらまか
れ
ー

十
日
が
返
答
指
定
日
に
あ
て
ら
れ
た
｡
し
か
し
ー
中
国
軍
は
拒
否
し
､
日
本
軍
の
総
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
｡

南
京
陥
落
後
､
桧
井
大
将
は
南
京
に
入
っ
た
が
､
こ
の
間
､
岡
田
氏
は
終
始
行
動
を
共
に
し
､
十
二
月

二
十
二
日
､
松
井
大
将
と
共
に
水
雷
艇
鴻
で
上
海
に
帰
っ
た
｡
そ
の
後
､
再
び
租
界
工
作
に
専
念
し
た
｡

二
月
下
旬
､
松
井
大
将
が
凱
旋
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
岡
田
氏
は
そ
の
ま
ま
残
-
､
維
新
政
府
が
で
き

る
と
､
原
田

(熊
書
)
少
将
が
最
高
顧
問
､
岡
田
氏
は
碓
新
政
府
顧
問
部
事
務
局
長
を
つ
と
め
た
｡

戦
後
､
岡
田
氏
は
会
社
を
経
営
し
､
長
年
､
医
学
書
出
版
を
や
っ
て
き
た
｡
お
会
い
し
た
時
､
七
十
八

歳
で
あ
る
が
､
週
二
回
は
会
社
に
顔
を
出
す
と
い
う
｡

話
は
､
昭
和
十
二
年
十
二
月
八
日
､
軍
司
令
部
が
蘇
州
に
あ
っ
た
時
の
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
｡

-
降
伏
勧
告
は
ど
な
た
の
発
案
で
す
か
｡

｢松

井
大
将
で
す
｡
上
海
と
そ
の
後
の
戦
で
､
日
本
軍
は
想
像
も
で
き
な
い
位
や
ら
れ
ま
し
て
､
兵
士
た

ち
は
殺
気
立
っ
て
い
ま
し
た
｡
兵
士
だ
け
で
な
く

連
隊
長
ク
ラ
ス
ま
で
そ
う
で
し
た
｡
も
と
も
と
充
分

な
準
備
を
し
て
行
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
-
ま
せ
ん
L
t
兵
力
も
充
分
で
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
当
然
だ

と
思
い
ま
す
｡
こ
う
い
う
状
況
で
の
攻
撃
で
す
し
､
し
か
も
中
国
の
首
都
へ
の
入
城
で
す
か
ら
､
松
井
大

将
は
平
和
裡
に
入
城
し
た
い
と
思
っ
て
降
伏
勧
告
を
す
る
こ
と
に
し
た
訳
で
す
｣

-

兵
隊
た
ち
は
そ
ん
な
に
殺
気
立
っ
て
ま
し
た
か
｡

｢

え
え
｡
中
国
兵
が
こ
ん
な
に
強
い
と
は
思
っ
て
な
か
っ
た
し
､
そ
れ
が
想
像
以
上
だ
っ
た
か
ら
だ
と
恩
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い
ま
す
｡
ま
し
て
兵
隊
に
し
て
み
れ
ば
戦
友
が
や
ら
れ
て
ま
す
か
ら
ね
｡
松
井
大
将
は
兵
隊
の
そ
う
い
う

気
持
も
わ
か
っ
て
ま
し
た
｡
だ
か
ら
こ
そ
降
伏
勧
告
し
た
の
で
す
｣

⊥

日
の
正
午
が
返
答
指
定
時
間
で
す
ね
-

｢そ
う
で
す
｡
塚
田

(攻
少
将
)
参
謀
長
ー
公
平

(匡
武
中
佐
)
参
謀
､
中
山

(寧
人
少
佐
)
参
謀
と
私
の
四

人
で
中
山
門
の
近
-
ま
で
行
き
ま
し
た
｡
そ
の
時
､
攻
撃
中
止
命
令
が
出
て
ま
し
た
が
､
実
際
は
､
紫
金

山
で
は
戦
闘
が
続
い
て
い
ま
し
た
｡
そ
う
い
う
中
を
中
山
門
に
行
き
ま
し
た
｡
結
局
､
軍
使
が
来
な
か
っ

た
の
で
､
今
後
ど
う
す
る
か
決
め
る
た
め
､
急
い
で
蘇
州
に
戻
-
ま
し
た
｡
そ
れ
で
総
攻
撃
に
移
っ
た
の

で
す
｡
降
伏
勧
告
を
拒
否
し
た
と
聞
い
て
､
松
井
大
将
は
が
っ
か
り
し
て
ま
し
た
｣

-

蘇
州
に
は
い
つ
ま
で
い
ま
し
た
か
｡

｢

二

日
-
ら
い
蘇
州
に
い
て
ー
い
よ
い
よ
南
京
が
陥
落
だ
と
い
う
の
で
､
私
は
管
理
部
の
村
上

(宗
治
)

中
佐
と
湯
水
鎮
ま
で
進
み
ま
し
た
｡
湯
水
鎖
に
行
-
途
中
の
こ
と
で
す
が
､
日
本
兵
が
ク
リ
ー
ク
の
土
手

で
捕
虜
を
刺
殺
し
て
ま
し
た
｣

～

何
日
の
こ
と
で
す
か
｡

｢
十

二
日
だ
と
思
い
ま
す
｡
午
後

1
時
頃
で
し
た
｡
千
人
か
ら
二
千
八
位
の
中
国
兵
が
空
地
に
座
ら
さ
れ

て
､
中
に
は
女
の
兵
士
も
い
ま
し
た
｡
何
人
か
を
土
手
に
並
べ
て
刺
殺
し
て
い
ま
し
た
が
､
そ
れ
を
見
て

残
虐
だ
と
思
っ
て
い
る
と
､
村
上
中
佐
が
串
か
ら
降
-
て
､
指
揮
官
の
中
尉
か
少
尉
に
そ
の
こ
と
を
言
い

ま
し
た
｡
す
る
と
､
戦
の
最
中
だ
し
､
こ
れ
し
か
方
法
が
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
て
ね
､
そ
う
言
わ
れ
る
と

わ
れ
わ
れ
も
何
も
夢

見
ま
せ
ん
｡

195第二幸軍人の見た南京

軸線官は弾が大切なので射ち殺すわけにはいかない-司令部には問い合わせていないー
と村上中佐に77wJってました｡中国兵をどんどんやってー南京に行-ということしか頭になかったと思います｡さきほど言いましたように､殺気立っていましたし､捕虜をどうした

らよいか方法がなかったと思います｣

--金員を処刑したのですか｡

｢それはわかりません｡私たちはすぐそこを出発しましたから｣

-南京には何日に入ったのですか｡

｢十三日か十四日か記憶がはっき-しないのですが､たぶん十三日だと患います｡

村上中佐と湯水鋲に一晩泊-､串で南京に行きました｡南京が陥落したら､軍司令部宿

舎設営と入城式の準備がありましたから｣

-その時点で入城式を行なうことは決まってましたか｡

｢ええ｡十七日かどうか記憶があ-ませんが､入城式をやるというのは決まってました｡
それで､南京に入って､国民政府の建物を式場にすることに決めました｡宿舎の方は､首都飯店を軍司令部の宿舎にすることにな-､私もここに泊-､松井大将が泊るための準備

などしました｣

--入った時の南京城内の様子はどうでした-

｢市内じゅう軍服､ゲートル､帽子が散乱していました｡これは凄い数で一番目につきました｡中国兵が軍服を脱いで市民に紛れこんだのです｡中国兵にしてみれば'軍服を着て
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る
と
日
本
軍
に
や
ら
れ
ま
す
か
ら
当
然
だ
と
患
い
ま
す
｡
中
山
門
の
城
壁
に
も
た
く
さ
ん
の
ゲ
-
ー
ル
が

た
れ
さ
が
っ
て
い
ま
し
て
､
中
国
兵
は
ゲ
ー
ト
ル
を
使
っ
て
城
壁
か
ら
逃
げ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

そ
ん

脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
軍
服
な
ど
は
､
大
西

(
一
)
大
尉
の
も
と
に
､
ひ
げ
の
は
え
た
孫
と
い
う
人
を
中
心

に
治
安
維
持
会
を
つ
-
つ
て
か
た
づ
け
さ
せ
ま
し
た
｡

城
内
の
店
は
空
屋
に
な
っ
て
ま
し
て
､
中
国
兵
が
逃
げ
る
時
略
奪
し
た
の
か
､
日
本
兵
が
入
城
し
て
か

ら
略
奪
し
た
の
か
､
と
も
か
く
略
奪
の
跡
が
あ
り
ま
し
た
｡

日
本
兵
は
食
べ
物
は
略
奪
し
た
と
思
い
ま
す
が
､
そ
の
ほ
か
は
中
国
兵
な
ど
が
や
っ
た
よ
う
で
す
｡

昭
和
十
三
年
三
月
に
碓
新
政
府
が
で
き
る
と
私
も
南
京
に
行
き
ま
し
た
が
､
泥
棒
市
に
は
お
び
た
だ
し

い
豪
華
な
観
取
や
骨
董
品
が
あ
-
ま
し
た
が
､
こ
れ
ら
は
そ
の
時
に
略
奪
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
こ

の
時
､
私
も
盾
を
構
え
る
た
め
城
取
を
買
い
ま
し
た
｣

-

陥
落
直
後
に
日
本
兵
の

(市
民
へ
の
)
残
虐
行
為
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
ま
す
が
､
残
虐
行
為
を
見

てます
か
｡

｢見
て
ま
せ
ん
｡
城
内
に
は
死
体
は
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
｡
で
す
か
ら

1
般
市
民
に
対
し
て
の
残
虐
行
為

は
な
か
っ
た
と
患
い
ま
す
｡
そ
-
や
皆
無
と
は
言
い
ま
せ
ん
｡
あ
の
兵
隊
の
数
で
す
か
ら
､
強
姦
と
か
強

盗
は
何
件
か
あ
っ
た
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
そ
の
数
は
知
れ
て
ま
す
｡
当
時
は
日
本
の
外
交
官
も
南
京
に

来
て
ま
し
て
､
強
姦
な
ど
が
あ
る
と
領
事
館
に
訴
え
て
ま
し
た
か
ら
そ
の
数
は
わ
か
り
ま
す
し
､
そ
れ
は

数
え
る
ほ
ど
で
す
｡
虐
殺
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
-
え
ま
せ
ん
｡
そ
の
時
､
福
田

(篤
泰
領
事
官
補
｡
の
ち
防

衛
庁
長
官

さ
ん
が
そ
の
仕
事
に
あ
た
っ
て
い
た
と
患
い
ま
す
｡

?
..
I

.

.

.
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.
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の
三
月
､
南
京
に
行

っ
た
時
-
大
き
い
建
物
は
そ
っ
-
-
残

っ
て
い
ま
し
た
し
､
そ
の
他
の
建
物
も
残
っ

て
い
て
､
維
新
政
府
の
幹
部
や
将
官
の
宿
舎
に
あ
て
て
い
ま
す
｡
私
も

｣
軒
'
家
を
も
ら
い
ま
し
た
｡
で

す
か
ら
､
火
事
が
あ
っ
て
建
物
の
多
く
が
焼
け
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｣

-

虐
殺
は
見
て
い
な
-
と
も
ー
話
は
開
い
て
ま
せ
ん
か
｡

シヤ
-カ
ン

｢捕
虜
の
話
は
聞
い
て
ま
す
｡

下関
で
捕
虜
を
対
岸
に
や
ろ
う
と
し
て
､
と
に
か
-
南
京
か
ら
捕
虜
を
放

そ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
ね

｡そ
の
渡
河
の
途
中
､
混
乱
が
起
き
て
､
射

っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
き
ま
し

197第二幸軍人の見た南京

た｣

-大虐殺があったと言われていますが-･･･｡

｢市民は難民区に十四､五万いまして安全だったのですが､捕虜や敗残兵をやったこi)はあると思います｡それは私も湯水鎖で見てますから｡日本兵もぼろぼろだったから捕虜ま

で心がいかなかったと言えると思います｡

また､難民区に入った中国兵の摘発もあ-ました｡摘発は憲兵がやってましたが､中国兵は帽子の跡があるからわかると言ってました｡しかし､果たしてそれが虐殺と亭えるかどうか｡今の平和な時は何とでも言えますが､あの時の状況を考えるとそうは言えないと

思います｡

ただね､なぜ､降伏勧告した時､中国兵はそれを受け入れなかったかです｡もう放けた
のははっきりしています｡あとは降伏するだけです｡国家全体の降伏ではありませんし､
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南
京
だ
け
降
伏
し
て
も
い
い
訳
で
す
｡
日
露
戦
争
の
時
の
旅
順
攻
略
で
ス
テ
ツ
セ
ル
が
乃
木
大
将
に
降
状

し
て
ま
す
ね
､
あ
れ
と
同
じ
で
す
｡
旅
順
陥
落
で
日
露
戦
争
は
終

っ
た
訳
で
な
-
､
そ
の
後
も
続
き
ま
す
｡

南
京
の
場
合
も
､
南
京
の
一
局
面
だ
け
降
伏
し
て
い
い
訳
で
す
よ
｡

私
は
正
直
言
っ
て
､
中
国
び
い
き
で
す
｡
満
州
国
を
つ
-
つ
た
の
も
賛
成
じ
ゃ
な
い
､
日
支
事
変
も
日

本
が
や
り
す
ぎ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､
南
京
の
降
伏
拒
否
は
中
国
が
悪
い
｡
し

とう
せ
いち

か
も
､
結
局
､
垂
尚
司
令
官
の

唐

生

智

は
逃
げ
て
ま
す
か
ら
ね
｡
あ
れ
は
中
国
の
悪
い
と
こ
ろ
で
､
義
和

団
の
時
も
同
じ
で
､
晴
の

責
任
者
は
最
後
に
な
る
と
逃
げ
て
ま
す
｡
会
社
が
つ
ぶ
れ
る
時
と
同
じ
で
､
責

任
者
が
い
な
け
れ
ば
会
社
は
温
乱
し
て
､
社
員
は
物
を
持

っ
て
逃
げ
ま
す
よ
｡

降
伏
拒
否
が
な
け
れ
ば
捕
虜
の
問
題
も
起
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
国
際
法
上
､
と
よ
く
言
い
ま
す

が
-
国
際
法
上
か
ら
い
え
ば
中
国
の
や
-
方
は
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
｣

-

下
関
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
｡

｢
下
関
に
は
松
井
大
将
と

1
緒
に
行
き
ま
し
た
.
南
京
駅
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
O
相
当
の
死
骸
が
残

っ
て

い
ま
し
た
｡
桧
井
大
将
も
私
も
そ
れ
を
見
て
い
ま
す
｣

-

ど
の
位
の
死
体
で
す
か
｡

｢
は

っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
何
百
と
い
っ
た
も
の
で
す
｡
松
井
大
将
が
行
-
と
い
う
の
で
あ
る
程
度

は
か
た
づ
け
た
と
思
い
ま
す
｣

-

松
井
大
将
の
専
属
副
官
の
角

(良
晴
)
少
佐
は
､
下
関
に
は
何
万
も
の
死
体
が
あ
っ
た
と
証
言
し
て

い

ま
す
が
･･･=･
｡
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｢
下
関
の
死
体
は
角
君
も
松
井
大
将
も
私
も
同
じ
の
を
見
て
ま
す
が
ー
何
万
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

私
は
中
学
に
入
る
た
め
ー
大
正
に
な
っ
て
垂
兄
に
行
き
､
そ
こ
で
関
東
大
震
災
を
経
験
し
て
い
ま
す
｡

そ
の
時
ー
千
､
二
千
と
い
う
死
体
を
見
て
い
ま
す
が
､
下
関
に
は
そ
ん
な
に
死
体
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

角
君
は
鹿
児
島
の
人
で
ー
お
と
な
し
い
人
で
し
て
ね
ー
下
関
の
死
体
が
相
当
印
象
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
｡

そ
の
印
象
が
残

っ
て
い
て
､
何
万
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
た
の
だ
と
患
い
ま
す
｡
死
体
は
は
じ
め
て
見
る

人
に
と
っ
て
は
す
ご
く
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
か
ら
｡

重
点
裁
判
で
は
虐
殺
し
た
数
が
十
万
､
二
十
万
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
､
想
像
も
で
き
な
い
数
で
す
よ
｡

も
ち
ろ
ん
郊
外
に
は
戦
死
体
が
何
万
か
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
郊
外
の
戦
で
は
日
本
兵
も
相
当
や
ら
れ
て

ま
す
か
ら
ね
｡
で
も

(死
体
は
)
市
内
に
は
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
｡
私
が
自
分
で
見
て
聞
い
た
こ
と
と
､

戦
後
､
南
京
事
件
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
も
結
び
つ
か
な
い
の
で
す
｡

(中
国
兵
が
)
揚
子
江
に
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
ら
､
海
軍
の
人
が
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｣

-

長
勇
参
謀
が
虐
殺
を
命
令
し
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
-

‥
｡

｢え
え
､
当
時
ー
長
さ
ん
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言

っ
た
と
い
う
噂
を
聞
き
ま
し
た
｡
『捕
虜
は
殺
し
て
し
ま

え
』
と
か
､
『戦
争
な
ん
だ
か
ら
殺
し
て
し
尊

皇

と
言

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｣

-

そ
う
い
う
命
令
を
出
し
た
の
で
す
か
｡

｢

そ
う
じ
ゃ
な
く
､
捕
虜
の
こ
と
で
軍
司
令
部
に
話
が
あ
っ
た
時
､
長
さ
ん
が
そ
う
い
う
暴
言
を
吐
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
命
令
で
は
あ
-
ま
せ
ん
し
､
情
報
参
謀
で
す
か
ら
命
令
で
き
る
訳
で
も
あ

り
ま
せ
ん
｡
周
り
が
そ
の
通
-
と
る
訳
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
長
さ
ん
は
何
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
､
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た
だ
暴
言
を
吐
-
だ
け
で
す
｡
そ
れ
で
尾
鰭
が
大
き
-
な
っ
た
と
思
い
ま
す
｣

-

長
中
佐
の
暴
言
を
他
の
参
謀
が
注
意
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
｡
例
え
ば
武
藤
章
参

謀
副
長
な
ど
｡

｢長
さ
ん
は
言
う
だ
け
で
し
た
か
ら
｡
武
藤
さ
ん
が
何
か
言

っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
｣

-
-
･松
井
大
将
は
長
中
佐
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢か
っ
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
松
井
大
将
は
戦
争
に
勝
っ
た
後
を
ど
う
す
る
か
に
演
を
悩
ま
せ
て
お

-
､
し
っ
か
-
し
た
中
国
の
政
権
を
つ
-
-
､
中
国
人
の
生
活
を
安
定
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
す
が
､
そ
の

工
作
に
は
和
知

(嘩

夫
佐
)
さ
ん
を
使
い
た
か
っ
た
よ
う
で
す
｡
長
さ
ん
は
派
遣
軍
の
情
報
参
謀
と
し

て
任
命
さ
れ
て
ま
す
か
ら
､
そ
う
い
う
工
作
に
あ
る
強
度
使
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｣

-1

南
京
で
の
長
中
佐
の
暴
言
の
話
は
桧
井
大
将
も
知
っ
て
ま
す
か
｡

｢さあ
､
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡
松
井
大
将
か
ら
は
開
い
て
ま
せ
ん
｡
そ
の
噂
を
聞
い
た
の
か
ど
う
か
､
松

井
大
将
が
長
を
呼
べ
と
言

っ
て
た
こ
と
は
あ
-
ま
し
た
｣

-

1
松
井
大
将
は
下
関
で
の
捕
虜
射
殺
の
噂
は
知
っ
て
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
知
っ
て
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
も
し
知

っ
て
い
た
と
し
て
も
､
そ
の
時
は
戦

だ
か
ら
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
そ
う
虻
や
な
か
っ
た
ら
､
松
井
大
将
で
す
か
ら
何
か
言
う

は
ず
で
す
｡
松
井
大
将
と
い
う
人
は
の
ほ
ほ
ん
と
し
て
い
る
人
で
は
あ
-
ま
せ
ん
し
､
絶
対
め
-
ら
判
を

押
す
こ
と
も
し
ま
せ
ん
｡
相
沢
事
件

(昭
和
十
年
八
月
･
永
田
鉄
山
軍
務
局
長
斬
殺
事
件
)
が
起
き
た
時
も
け
じ

め
を
つ
け
な
-
で
は
ー
と
ひ
と
-
で
現
役
を
し
-
ぞ
い
て
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
ふ
う
に
き
ち
ん
と
し
て
い
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ま
す
か
ら
､
自
分
で
感
じ
た
ら
言
-
は
ず
で
す
L

l

森

井
大
将
に
は
ど
な
た
が
情
報
を
入
れ
て
ま
し
た
か
､
塚
田
参
謀
長
で
す
か
｡

｢特
に
塚
田
さ
ん
と
い
う
こ
と
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
参
謀
か
ら
情
報
は
得
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
よ
-
公
平

さ
ん
と
か
中
山
さ
ん
と
話
し
て
ま
し
た
か
ら
｡
そ
れ
と
､
南
京
で
は
武
藤
さ
ん
が
ほ
と
ん
ど
付
き
っ
き
り

で
し
た
｡
武
藤
さ
ん
か
ら
も
情
報
は
入
っ
て
た
と
思
い
ま
す
｡

あ
と
は
､
入
る
と
し
た
ら
上
海
派
遣
軍
と
第
十
軍
か
ら
入
る
と
思
い
i
6す
｡
中
支
那
方
面
軍
に
は
管
理

部
と
参
謀
し
か
い
ま
せ
ん
し
､
法
務
部
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
､
捕
虜
と
か
そ
の
他
の
こ
と
は

上
海
派
遣
軍
と
第
十
軍
が
や
っ
て
い
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
､
そ
こ
か
ら
話
を
聞
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
｣

-
1

松
井
大
将
の
側
に
は
ど
な
た
が
い
た
の
で
す
か
｡

｢高
級
副
官
が
村
上
中
佐
で
､
角
君
が
専
属
副
官
で
い
ま
し
た
｡
国
際
法
の
斉
藤
良
衛
さ
ん
は
国
際
間
題

の
こ
と
で
相
談
に
の
っ
て
ま
し
た
｡
そ
れ
と
､
陸
士
で
中
国
語
の
先
生
を
や
っ
て
い
た
藤
木
通
訳
官
､
笹

川
軍
医
長
､
主
計
長
､
串
主
計
大
尉
な
ど
で
す
｣

-

森

本
重
治
氏
の

『上
海
時
代
』
に
よ
る
と
､
十
二
月
↑
八
日
の
慰
霊
祭
の
あ
と
､
松
井
大
将
が
朝
香

宮

軍
司
令
官
以
下
を
お
叱
り
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
ま
す
が
､
何
を
お
叱
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
｡

｢
議

論
と
し
て
注
意
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
戦
線
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
､
と
言
っ
て
ま
し
た
｡
軍

紀
が
乱
れ
て
､
そ
れ
を
言
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
松
井
大
将
は
慰
霊
祭
の
時
だ
け
で
な
-
､
常
に
軍
紀

に
つ
い
て
は
い
ま
し
め
て
い
ま
し
た
か
ら
｣

-

軍
紀
が
乱
れ
て
い
た
こ
と
を
知

っ
て
い
た
の
で
す
か
｡
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｢何
件
か
軍
紀
の
乱
れ
が
あ
っ
た
の
を
知
っ
て
た
と
思
い
ま
す
｡
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
､
参
謀
か
ら

話
を
聞
い
て
ま
す
か
ら
｡
た
だ
､
そ
の
頃
虐
殺
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
誰
も
聞
い
て
ま
せ
ん
か
ら
､
松

井
大
将
も
聞
い
て
ま
せ
ん
｡
軍
紀

一
般
の
こ
と
を
怒
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

松
井
大
将
は
潔
癖
な
人
で
､
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
い
ま
す
が
､
芯
は
強
い
人
で
す
｡
も
の
を
は
き
は

き
言
う
し
､
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
人
で
あ
-
ま
せ
ん
｡
あ
の
長
さ
ん
が
手
も
足
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
｡

荒
木

(貞
夫
)
大
将
と
は
同
期
で
､
親
し
-
し
て
ま
し
て
､
お
嬢
さ
ん
の
仲
人
を
や
っ
た
く
ら
い
で
す
が
､

荒
木
さ
ん
は
若
い
人
の
お
だ
て
に
乗
る
と
言
っ
て
､
そ
う
い
う
こ
と
は
は
っ
き
-
言
っ
て
ま
し
た
｡
於
井

大
将
は
そ
う
い
う
人
で
す
か
ら
､
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
は
っ
き
-
言
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｣

-

松
井
大
将
は
中
島

(今
朝
吾
中
将
)
師
団
長
の
統
帥
ぶ
-
を
よ
く
患
っ
て
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
､

南
京
で
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
｡

｢南
京
で
二
人
が
ど
う
し
た
と
い
う
こ
と
は
見
て
ま
せ
ん
｡
た
だ
､
上
海
に
戻
っ
て
か
ら

『中
島
師
団
長

は
乱
暴
で
よ
ろ
し
-
な
い
､
物
事
を
考
え
な
い
､
思
慮
が
足
-
な
い
､
上
に
立
つ
者
と
し
て
は
困
っ
た
も

の
だ
』
と
私
に
言
っ
て
ま
し
た
｣

～

武
藤
参
謀
副
長
が
回
想
録
の
中
で
､
｢松
井
大
将
は
作
戦
中
も
随
分
無
理
と
思
わ
れ
る
位
支
那
人
の

立

場
を
尊
重
さ
れ
､
南
京
の
宿
舎
で
､
作
戦
本
位
に
考
え
る
某
軍
司
令
官
や
某
師
団
長
と
大
議
論
し
た
｣

と
書
い
て
ま
す
｡
軍
司
令
官
と
は
柳
川

(平
助
)
中
将
で
､
師
団
長
は
中
島
中
将
だ
と
思
い
ま
す
が
､
岡

田
さ
ん
は
そ
の
場
面
に
い
ま
し
た
か
｡

｢
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
武
藤
さ
ん
が
番
い
て
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
本
当
で
し
ょ
う
｡
柳
川
さ
ん
と
は
議
論

203 第二幸 軍人の見た南京

し
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡上
海
で
柳
川
さ
ん
の
こ
と
を
よ
-
言
っ
て
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
｣

1

柳
川
軍
司
令
官
と
は
レ
デ
ィ
バ
ー
ド
号
事
件
の
こ
と
で
問
題
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢

柳
川
さ
ん
と

は
も
と
も
と
よ
-
な
か
っ
た
よ
う
で
す
｡
桧
井
大
将
は
兵
略

(甚
三
郎
大
将
)
さ
ん
と
は
同

期
で
し
た
が
､
よ
-
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
し
､
柳
川
さ
ん
は
其
崎
さ
ん
の
系
列
で
す
か
ら
､
そ
う
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
｣

-

河
辺
虎
四
郎
中
佐

(当
時
作
戦
課
長
)
の
回
想
録
に
､
南
京
攻
略
直
後
､
参
謀
総
長
の
戒
告
を
読
ん
だ

松
井
大
将
は
ま
こ
と
に
す
ま
ぬ
と
泣
い
た
､
と
書
い
て
あ
-
ま
す
｡
こ
れ
が
南
京
虐
殺
の
証
拠
だ
と
言
う

人
も
い
ま
す
が
､
こ
の
時
の
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
｡

｢わ
か
り
ま
せ
ん
｡
松
井
大
将
が
泣
い
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
覚

鼻ゝ

あ
-
ま
せ
ん
｡
軍
紀

一
般
と
い
う

こ
と
で
し
た
ら
あ
る
と
思
い
ま
す
が
､
南
京
で
虐
殺
が
あ
っ
て
､
そ
れ
で
中
央
か
ら
戒
告
と
い
う
こ
と
は

な
い
と
思
い
ま
す
O
上
海
は
国
際
都
市
な
の
で
軍
紀
を
き
び
し
-
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
､

虐
殺
な
ん
て
わ
れ
わ
れ
が
知
-
ま
せ
ん
か
ら
､
そ
れ
が
中
央
に
伝
わ
っ
て
上
海
ま
で
来
る
は
ず
が
な
い
と

思
い
ま
す
｡
枚
井
大
将
は
筆

画

の
権
益
に
つ
い
て
は
と
こ
と
ん
言
っ
て
ま
し
た
か
ら
｣

-

近
衛
首
相
が
戦
後
の
手
記
に
(『平
和
へ
の
努
盈
)､
於
井
大
将
が
東
京
駅
を
出
発
す
る
時
､
南
京
ま
で

行
-
と
言
っ
た
､
と
書
い
て
ま
す
が
､
最
初
か
ら
そ
う
い
う
つ
も
-
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢さ
あ
､
そ
の
話
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡
戦
争
だ
か
ら
ど
こ
ま
で
行
-
か
､
ど
こ
で
停
戦
に
な
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
｡
上
海
で
終
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
最
初
か
ら
南
京
ま
で
行
-
と
は
考
え
て
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
｡
も
し
､
南
京
ま
で
行
-
と
い
う
の
で
し
た
ら
､
和
平
の
た
め
行
-
つ
も
-
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
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松
井
大
将
は
日
中
和
平
の
考
え
方
の
人
で
し
た
し
､
蒋
介
石
と
も
親
し
い
間
柄
で
し
た
か
ら
｡

昭
和
十
三
年
の
二
月
末
､
あ
す
日
本
に
向
け
て
上
海
か
ら
凱
旋
す
る
と
い
う
晩
､
松
井
大
将
が
､
李
択

一
､
琴
徳
広
､
原
田
少
将
､
臼
田
大
佐
と
私
を
晩
餐
に
呼
び
､
そ
の
席
で
､
日
本
に
帰
る
が
大
使
と
な
っ

て
来
た
い
､
大
便
に
な
っ
て
和
平
の
話
を
し
た
い
､
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
｡
こ
れ
が
大
将
の
念
願
だ
っ

た
よ
う
で
す
｡

東
京
を
出
る
時
､
松
井
大
将
は
､
五
個
師
団
は
ほ
し
い
と
言
っ
て
ま
す
｡
国
民
政
府
が
力
を
つ
け
て
き

て
昔
と
は
違
う
と
い
う
の
を
知
っ
て
ま
し
た
か
ら
で
す
｡
で
す
か
ら
､
杉
山

(元
大
将
)
陸
軍
大
臣
に
も

言
っ
て
ま
す
｡
近
衛
首
相
に
も
言
っ
て
ま
す
｡
杉
山
さ
ん
は
そ
の
時
､
満
州
事
変
や
第

一
次
上
海
事
変
の

～

こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
ら
し
-
､
そ
ん
な
に
い
ら
な
い
ー
と
言
っ
た
そ
う
で
す
｡
で
す
か
ら
､
桧
井
大
将
は
､

杉
山
さ
ん
は
よ
-
中
国
を
知
ら
な
い
､
と
言
っ
て
ま
し
た
｣

-

戦
後
ー
東
京
裁
判
で
南
京
事
件
が
も
ち
出
さ
れ
ま
す
が
･･････｡

｢本
当
に
ぴ
つ
-
-
し
ま
し
た
｡
私
は
於
井
大
将
の
そ
ば
に
い
ま
し
た
の
で
､
す
ぐ
､
伊
藤
晴
弁
護
士
と

上
代
琢
禅
弁
護
士
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
､
死
刑
な
ん
て
想
像
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡

垂
原
裁
判
の
被
告
全
員
が
ど
ん
な
判
決
に
な
る
の
か
わ
か
-
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
､
結
局
､
松
井
大
将
は

訴
因
が
一
つ
で
し
ょ
う
｡

山
田
純
三
郎
さ
ん
と
い
っ
て
､
孫
文
の
革
命
を
助
け
た
人
が
い
ま
す
｡
し
か
も
こ
の
人
の
兄
の
山
田
良

政
も
国
民
革
命
の
は
じ
め
に
清
朝
に
殺
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
､
孫
文
は
山
田
純
三
郎

賢
さ
ん
を
縛
と
し
て
ま
し
て
ね
ー
輝
介
石
も
山
田
さ
ん
が
戟
後
帰
国
す
る
時
､
丁
重
に
扱
っ
て
ま
す
｡
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こ
の
山
EETさ
ん
が
松
井
大
将
を
よ
ノト知
っ
て
い
て
ー
伸
が
よ
か
っ
た
の
で
ー
裁
判
の
途
中
ー
私
は
山
田

さ
ん
に
､
松
井
大
将
の
こ
と
を
蒋
介
石
に
働
き
か
け
て
-
れ
る
よ
-
に
頼
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
し

か
し
-
落
介
石
か
ら
来
た
返
事
は
､
桧
井
大
将
は
日
本
の
代
表
と
し
て
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
､
と
い
う
こ

と
で
し
た
｡
で
す
か
ら
南
京
で
何
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
な
-
､
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
首
都
を
も
ち

だ
し
て
き
て
､
そ
の
時
の
司
令
官
が
松
井
大
将
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
｡
た
ま
た
ま
そ
の
時
の
中

国
の
政
策
で
松
井
大
将
が
犠
牲

に
な
っ
た
の
で
す
｡

日
本
は
中
国
に
攻
め
て
敗
け
た
し
､
戦
争
で
す
か
ら
不
祥
事
は
あ
-
ま
し
た
｡
だ
か
ら
∵
そ
の
責
任
と

し
て
仕
方
な
い
と
恩
い
ま
し
た
｡
松
井
大
将
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
ま
し
た
｡

最
後
に

(巣
鴨
に
)
会
い
に
行
っ
た
の
は
､
松
井
大
将
の
奥
さ
ん
と
養
女
と
弟
の
七
夫

(少
将
)
さ
ん

の
奥
さ
ん
､
そ
れ
に
私
で
す
｣

以
上
が
岡
田
氏
の
証
言
で
あ
る
｡

第
十
軍
参
謀

｡
谷
田
勇
大
佐
の
証
言

谷
田
勇
氏
は
陸
士
二
十
七
期
を
優
等
で
卒
業
し
た
｡
ま
た
､
砲
工
学
校
高
等
科
も
優
等
で
､
陸
大
も
出

て
い
る
か
ら
正
し
-
二
十
七
期
の
エ
リ
ー
I
で
あ
る
｡

し
か
し
､
必
ず
し
も
中
央
の
エ
リ
ー
ト
･
コ
ー
ス
を
歩
ん
だ
訳
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
谷
田
氏
が
皇
道

派
の
人
脈
の
中
に
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡
昭
和
十
一
年
の
二
三

六
事
件
後
､
皇
道
派
と
目
さ
れ
た
人
々
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は
陸
軍
か
ら
追
放
さ
れ
､
若
-
て
残
っ
た
人
も
そ
の
後
中
央
に
戻
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
､
谷

田
氏
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
｡
し
か
し
､
谷
田
氏
は
父

･
文
衛
中
将
が
東
条
英
機
大
将
の
父

･
英
数
中
将
と

陸
大
が

1
緒
と
い
う
関
係
か
ら
東
条
大
将
か
ら
日
を
か
け
ら
れ
て
い
た
｡
皇
道
派
で
あ
り
な
が
ら
中
将
ま

で
進
ん
だ
の
も
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
｡
皇
道
派
最
後
の
中
将
で
あ
っ
た
｡

谷
田
氏
の
異
端
は
戦
後
も
続
き
､
戦
後
､
旧
陸
軍
全
体
か
ら
全
く
除
外
さ
れ
た
田
中
隆
吉
少
将
と
交
-

を
続
け
た
｡
田
中
少
将
の
死
に
際
し
て
は
､
陸
軍
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
葬
儀
に
参
加
し
な
か
っ
た
が
､
谷
田

氏
は
参
加
し
た
｡
ま
た
､
昭
和
三
十
二
年
に
は
こ
れ
も
旧
陸
軍
か
ら
白
眼
視
さ
れ
た
遠
藤
三
郎
中
将
と
共

に
中
共
を
訪
れ
て
い
る
｡

谷
田
中
佐
は
昭
和
十
二
年
十
月
､
陸
大
の
兵
学
教
官
か
ら
第
十
軍
の
参
謀
に
充
用
さ
れ
た
｡
当
時
四
十

三
歳
で
､
杭
州
湾
に
向
う
軍
艦
五
十
鈴
の
上
で
､
大
佐
進
級
の
無
線
電
膚
を
受
け
た
｡

南
京
攻
略
戦
に
参
加
し
た
後
は
杭
州
平
定
に
向
っ
た
｡
翌
年
二
月
､
第
十
軍
が
な
く
な
っ
た
後
は
､
中

支
那
派
遣
軍
の
後
方
課
長
参
謀
と
し
て
残
-
'
徐
州
会
戦
､
浜
口
作
戦
に
参
加
し
た
｡
そ
の
後
ー
第
三
十

八
師
団
参
謀
長
､
技
術
本
部
第
二
部
長
な
ど
を
経
て
､
昭
和
十
八
年
五
月
に
は
皇
道
派
の
和
平
運
動
に
参

加
し
た
廉
を
以
っ
て
1
第
八
方
面
軍
通
信
隊
司
令
官
に
追
放
さ
れ
ラ
バ
ウ
ル
に
飛
び
､
こ
こ
で
終
戦
を
迎

ノ

え
た
｡

谷
田
氏
は
以
前
か
ら

『倍
行
』
に
た
び
た
び
寄
稿
し
て
お
-
､
昭
和
五
十
九
年
に
は

『龍
虎
の
争
い
』

と
い
う
大
著
も
出
版
し
た
｡
し
ば
ら
-
し
て
､
田
中
隆
毒
冗
少
将
の
本
が
再
刊
さ
れ
る
と
ま
た
そ
こ
に
寄

稀
し
て
い
た
｡
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
込
ん
だ
の
は
そ
ん
な
時
で
あ
る
｡
う
か
が
い
を
立
て
る
と
､
七
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月
十
七
星

前
十
時
か
ら
時
間
を
あ
け
て
待
っ
て
い
ま
す
I
と
返
事
が
来
た
｡

昭
型

ハ
十
年
の
こ
と
で
あ

る
｡
こ
の
時
､
谷
田
氏
は
九
十
二
歳
で
-
も
ち
ろ
ん
､
南
京
攻
略
戦
に
参
加
し

た
旧
軍
人
の
内
で
は
最
年

長
者
で
あ
っ
た
｡

南
京
攻
略
戦
の
時
､
谷
田
大
佐
は
-

軍
後
方
撃

の
第
三
課
長
で
あ
っ
た
｡

補
給
に
関
し
て
の
実
質

的
な
責
任
者
で
あ
る
｡
第
十
軍
に
関
し
て
は
､
軍
紀
の
乱
れ
の
原
因
に
補
給
事
情
を
あ
げ
て
い
る
記
述
も

あ
り
､
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
直
接
聞
け
る
機
会
で
あ
っ
た
｡
ま
た
こ
の
課
は
捕
虜
に
関

す
る
担
当
撃

も
あ
-
､
そ
の
他
､
谷
田
氏
は
竿

軍
司
令
官
で
あ
っ
た
柳
川

(平
助
)
中
将
と
親
し
-

交
っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
聞
-
機
会
が
得
ら
れ
た
｡

約
束
の
日
､
通
さ
れ
た
部
屋
で
待
っ
て
い
る
と
谷
田
氏
が
現
わ
れ
た
｡
和
服
を
着
て
お
り

警

と
し

て
立
派
な
押
出
し
で
あ
る
｡
九
十
二
歳
で
あ
る
が
､
衰
え
と
か
枯
れ
る
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
い
｡

部
屋
に
は
谷
田
氏
と
父

･
文
衛
中
将
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て
お
へ

威
圧
さ
れ
そ
う
に
な
る
｡
た
ず
ね

た
い
こ
と
が
た
-
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
も
あ
-
､
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
質
問
に
入
っ
た
｡

-

柳
川
等

令
官
は
,
杭
州
湾
に
上
陸
す
る
と
､
山
川
草
木
す
べ
て
敵
､
と
言
っ
た
と
い
う
話
誓

り

ま
す
が
-
-
0

と
､
ま
ず
質
問
し
た
｡

瞬
間
､
谷
田
氏
は
び
っ
-
り
し
た
よ
う
な
顔
を
み
せ
､
顔
に
手
を
や
っ
た
｡

私
が
谷
田
氏
に
う
か
が
い
を
立
て
た
時
､
昭
和
十
二
年
当
時
の
南
京
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
の
で
お

目
に
か
か
り
た
い
､
と
書
い
た
｡
そ
れ
に
対
し
谷
田
氏
か
ら
､
簡
単
に
､
お
越
し
下
さ
い
､
と
返
事
が
来

た
｡

谷
田
氏
か
ら
み
れ
ば
私
が
ど
ん
な
人
間
か
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
訳
で
あ
る
｡
そ
の
上
'
会
う
や
い

r

l-トー十㌔
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11j
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:
.
.
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な
や
の
質
問
が
こ
の
様
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
､
相
当
驚
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
谷
田
氏
は
し
ば
ら
く
考
え
て

い
た
｡
そ
の
間
十
秒
-
ら
い
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
突
然
､

｢ま
ず
私
の
話
を
し
ま
し
ょ
ヱゝ

と
､
質
問
に
は
直
接
答
え
ず
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
｡
そ
し
て
本
棚
に
あ
っ
た

『龍
虎
の
争
い
』
を
取
-

出
し
て
き
て
､

｢こ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
で
す
が
､
こ
の
話
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
｣

と
言
い
な
が
ら
話
し
だ
し
た
｡

話
が
無
駄
が
な
-
簡
潔
で
要
領
を
得
て
い
る
｡
ま
た
記
憶
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
｡
私
が
訪
問
し
た
の

が
十
時
､
谷
田
氏
が
話
し
だ
し
て

T
段
落
し
た
時
､
時
計
を
見
る
と
十

1
時
を
廻
っ
て
い
た
｡
こ
の
間

l

時
間
を
ず

っ
と

7
人
で
お
話
し
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
｡

結
局
､
こ
の
日
の
訪
問
は
三
時
間
に
も
及
び
､
私
は
少
々
-
た
び
れ
た
が
､
谷
田
氏
は
少
し
も
そ
ん
な

気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
｡

そ
の
最
初
の
一
時
間
に
及
ぶ
話
の
う
ち
ー
関
係
あ
る
部
分
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

昭
和
の
陸
軍
中
央
部
に
は
､
思
想
信
念
の
相
違
に
よ
-
､
い
わ
ゆ
る
皇
道
派
及
び
統
制
派
と
称
す
る
二

つ
の
派
閥
が
対
立

･
抗
争
し
て
い
た
｡

元
来
日
本
陸
軍
は
ソ
連
を
最
大
の
敵
と
考
え
て
お
-
､
こ
れ
に
当
た
る
に
は
日
至

国
で
は
到
底
無
理

で
あ
っ
て
､
日
本
国
､
満
州
国
及
び
中
国
が
相
提
携
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
た
｡
そ
し
て
皇
道
派
は
観

念
静
者
で
あ
る
か
ら
ー
そ
の
皇
国
者
織
に
塞
き
,
和
親
を
以
っ
て
中
国
に
按
す
れ
ば
中
国
を
包
容
し
得
る

と
し
た
｡
ま
た
-
統
制
派
は
埋
静
的
合
理
主
-

で
あ
る
か
ら
-
排
日
抗
日
の
盛
ん
な
現
在
の
中
国
に
対
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し
て
は
､
口
舌
を
以
っ
て
し
て
も
駄
目
で
あ
っ
て
､
ま
ず

壷

を
加
え
て
こ
れ
を
膚
懲
し
､
し
か
る
後
に

手
を
結
ぶ
ほ
か
は
な
い
と
考
え
て
い
た
｡
こ
れ
が
両
者
の
対
外
政
策
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
｡

日
本
陸
軍
は
昭
和
七
年
三
月
上
海
事
変
に
お
い
て
上
海
周
辺
の
中
国
軍
を
撃
破
す
る
や
､
五
月
ま
で
に

嘉

も
残
さ
ず
日
本
内
地
に
引
揚
げ
て
い
る
｡
ま
た
､
昭
和
八
年
四
月
の
関
内
作
戦
に
お
い
て
は
北
京
を

指
呼
の
間
に
望
む
懐
柔
ま
で
進
出
し
た
が
塘
清
に
お
い
て
停
戦
協
定
を
結
び
長
城
線
ま
で
撤
退
し
て
い
る
｡

共
に
荒
木

(貞
夫
)
陸
軍
大
臣
時
代
の
出
来
事
で
､
満
州
国
以
外
中
国
本
土
に
は
手
を
着
け
ぬ
と
い
う
良

道
派
の
思
想
を
表
現
し
て
い
た
｡

お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
派
閥
の
話
を
し
て
下
さ
っ
た
｡

そ
し
て
一
段
落
し
た
時
､
次
の
よ
う
に
続
け
た
｡

｢そ
こ
で
御
質
問
の
件
だ
が
-
皇
道
派
の
頭
首
は
真
崎

(甚
三
郎
大
将
)､
荒
木
､
柳
川
､
小
畑

(敏
四
郎
中

∴

∴

-∵

.
二

∵

∴

二

｡

∴

㍉

.

が
書
い
た
著
述
で
あ
る
と
断
じ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
｡

柳
川
さ
ん
は
古
事
記
､
日
本
書
紀
を
聖
典
と
し
て
尊
重
す
る
皇
道
派
将
軍
の
な
か
で
も
飛
び
ぬ
け
て
神

が
か
り
の
人
で
ね
｡
ど
こ
に
行
か
れ
て
も
ま
ず
神
社
に
参
詣
し
て
神
に
祈
る
と
い
う
人
だ
っ
た
｣

こ
う
し
て
最
初
の
質
問
と
答
が
終
わ
っ
た
｡
谷
田
氏
は
話
の
途
中
'
豪
快
に
笑
っ
た
-
､
考
え
込
ん
だ

り
､
表
情
の
豊
か
な
人
で
､
私
も
次
第
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
､
そ
の
た
め
臆
せ
ず
問
-
こ
と
が
で
き
た
｡

再
び
谷
田
氏
が
話
し
は
じ
め
た
｡
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｢柳
川
さ
ん
は
平
素
保
有
す
る
そ
の
思
想
信
念
か
ら
､
中
支
那
の
三
角
地
帯
を
平
定
し
た
ら
､
第

一
次
上

海
事
変
と
同
様
に
中
国
か
ら
兵
力
を
引
-
べ
き
だ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
｡
柳
川
さ
ん
は
こ
の
考
え
を
意

見
具
申
も
し
た
｡
柳
川
さ
ん
は
あ
れ
ほ
ど
の
功
績
を
あ
げ
な
が
ら
､
中
央
部
の
指
示
に
基
き
､
終
始
顔
写

真
が
出
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
｡
ま
た
､
入
城
式
を
撮
っ
た
写
真
も
､
柳
川
将
軍
の
顔
面
を
引
掻
い
て
発
表

さ
れ
た
｡
こ
れ
を
見
た
皇
道
派
の
連
中
は
汚
な
い
報
復
だ
と
憤
慨
し
た
も
の
で
あ
る
｣

1

そ
の
よ
う
に
す
る
の
は
誰
が
決
め
た
の
で
す
か
､
杉
山

(元
大
将
)
陸
相
で
す
か
､
梅
津

(美
治
郎
中
将
)

次
官
で
す
か
｡

｢こ
ん
な
こ
と
は

一
番
上
の
者
が
発
議
す
る
も
の
で
は
な
い
｣

-

そ
う
す
る
と
陸
軍
省
の
報
道
班
長
な
ど
が
発
議
し
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢ま
あ
､
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
｣

1

河
辺
虎
四
郎
中
将

(当
時
参
謀
本
部
作
戦
狭
長
)
6P,回
顧
録
に
松
井
大
将
と
柳
川
中
将
と
は
仲
が
悪
か
っ

た
と

あ
-
ま
す
が
-
-
0

｢先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
､
二
人
は
統
制
派
と
皇
道
派
で
あ
る
か
ら
伸
が
良
い
と
は
言
わ
れ
な
い
で
し
ょ

ぅ
｡
し
か
し
ー
作
戦
中
は
上
司
の
命
令
通
-
動
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
特
別
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
｣

-

第
十
軍
の
憲
兵
隊
長
だ
っ
た
上
砂
勝
七
氏
の

『憲
兵
三
十

一
年
』
に
､
食
糧
な
ど
の
揚
陸
作
戦
が
捗

ら
ず
､
そ
の
た
め
無
断
徴
発
が
多
-
な
っ
た
､
こ
れ
を
見
て
い
た
経
理
部
長
が
､
こ
ん
な
無
茶
な
計
画
で

は
質
任
が
持
て
な
い
か
ら
辞
任
す
る
と
い
き
-
立
ち
､
田
辺

(盛
武
少
将
)
参
謀
長
の
口
添
え
で
納
ま
っ
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た
-
と
巻
い
て
あ
-
ま
す
が
-
･‥
｡

｢補
給
に
関
し
て
は
第
三
課
の
責
任
で
､
私
が
課
長
を
し
て
い
ま
し
た
｡
経
理
部
で
そ
う
い
う
の
な
ら
当

然
私
の
耳
に
入
る
べ
き
で
す
｡
各
レ
ベ
ル
間
で
話
し
合
い
が
あ
-
､
も
し
そ
う
な
ら
､
経
理
部
の
高
級
部

員
が
私
に
言
う
べ
き
で
す
｡
し
か
し
､
私
に
そ
ん
な
話
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

第
十
軍
の
各
部
長
は
予
備
役
少
将
が
多
-
､
経
理
部
長
も
予
備
役
だ
っ
た
｡
経
理
部
長
自
身
が
蕗
る
相

手
は
参
謀
長
で
あ
る
が
､
私
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
話
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
｣

-

補
給
計
画
が
無
理
と
い
う
こ
と
は
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
か
｡

｢当
初
の
杭
州
湾
上
陸
作
戦
は
ス
ム
ー
ズ
に
成
功
し
た
が
､
そ
の
後
の
上
陸
は
四
､
吾

た
っ
て
も
陸
揚

げ
が
進
ま
な
か
っ
た
｡
杭
州
湾
は
遠
浅
で
潮
の
千
滴
が
激
し
-
､
砲
車
や
車
両
の
陸
揚
げ
は
と
て
も
篭

だ
｡
十
l
月
十
日
頃
だ

と思
う
が
､
こ
れ
で
は
た
と
え
1
陸
し
て
も
道
路
が
惑
-
､
葦

両
は
藍

で
き

そ
J去

な
い
｡
船
を
上
海
に
廻
し
て
上
海
に
1
陸
す
る
の
は
ど
う
か
､
上
海
な
ら
道
路
も
よ
-
､
ク
リ
ー

ク
で
運
ぶ
こ
と
も
で
き
る
と
考

え
た
｡

上
陸
地
や
補
給
基
地
を
移
す
の
は
､
重
大
な
問
題
で
は
あ
る
が
､
軍
司
令
部
と
は
連
絡
が
つ
か
な
い
の

で
私
の
独
断
で
決
心
し
､
す
ぐ
に
小
畑

(侶
良
中
佐
)
参
謀
を
1
海
に
や
っ
た
｡
上
海
派
遣
軍
は
す
ぐ
了

解
し
て
､
上
海
の
南
市
を
-

軍
に
譲
っ
て
-
れ
た
｡
私
も
1
陸
し
て
い
た
が
､

い
っ
た
ん
船
に
戻
り
上

海
に
向

っ
た
｡
上
海
か
ら
上
陸
し
て
-

令
部
に
追
及
し
,
嘉
興
で
追
い
つ
き
､
そ
こ
で
必
要
な
補

給
は

つ

い

た

｡

そ

の

後
､
湖
州
で
し
ば
ら
-
南
京
攻
略
の
命

令を待
っ
て
い
た
の
で
､
そ
こ
で
補
給
は
も
と
よ
り
相
当
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の
植
林
弾
薬
を
集
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
し
た
が
っ
て
上
陸
当
初
は
別
と
し
て
全
般
的
に
補
給
が
困
難

と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
｣

-

『憲
兵
三
十

一
年
』
に
は

｢第
十
軍
の
軍
紀
が
乱
れ
て
い
る
｣
と
も
あ
り
ま
す
が
=
････｡

｢日
本
の
軍
隊
だ
け
で
は
な
-
世
界
共
通
だ
が
､
強
い
軍
隊
は
軍
紀
も
よ
い
し
､
逆
に
弱
い
軍
隊
に
限
っ

て
問
題
を
起
こ
す
｡
こ
れ
は
人
間
の
心
理
で
ね
o
弱
い
か
ら
報
復
的
に

窟

弱
い
人
民
に
当
た
る
ん
だ
ろ

ぅ
｡
日
本
陸
軍
で
い
え
ば
､
東
北
､
九
州
の
兵
は
強
-
､
京
都
-
大
阪
の
兵
は
弱
か
っ
た
｡
東
北
は
服
従

心
が
強
く

九
州
は
自
負
心
が
強
い
と
い
う
特
色
を
持

っ
て
い
た
｡
第
十
軍
は
強
い
九
州
の
第
六
､
第
十

八
師
団
が
主
体
で
あ
っ
た
の
で
､
軍
紀
が
乱
れ
て
い
る
と
い
う
話
は
開
い
て
い
な
い
｣

-
-

遠
藤
三
郎
中
将

(当
時
参
謀
本
部
第
7
課
長
)
が
著
書
の
中
で

壁

ハ
師
団
は
そ
れ
ま
で
戦

っ
た
北
文
で

感
状
を
も
ら
っ
て
な
い
し
ー
作
戦
主
任
が
佐
藤
幸
徳
大
佐
だ
か
ら
､
と
虐
殺
を
や
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い

ま
す
が
-
-
0

｢遠
藤
中
将
は
第
十
軍
の
こ
と
は
直
接
知
ら
な
い
は
ず
で
す
よ
｡
第
十
軍
司
令
部
は
湖
州
以
後
第
六
師
団

の
進
路
を
追
随
し
て
い
っ
た
が
､
そ
ん
な
形
跡
は
少
し
も
見
え
な
か
っ
た
｡
死
体
は
あ
っ
た
が
-
皆
中
国

兵
の
死
体
で
あ

っ
た
｡
ま
た
佐
藤
大
佐
は
こ
の
頃
第
六
師
団
か
ら
か
わ
っ
て
い
る
｡
第
六
師
団
に
関
し
て

虐
殺
と
い
う
こ
と
は
な
い
｣

-

第
百
十
四
師
団
魔
下
の
部
隊
の
戦
闘
詳
報
に
､
捕
虜
を
処
刑
せ
よ
､
と
い
う
旅
団
命
令
が
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
ま
す
が
-
-
･｡

｢と
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
｡
旅
団
長
の
秋
山

(雪

面
)
少
将
は
ど
ん
な
人
か
知
ら
な
い
が
､
師
団
長
の
末
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秩

(請

)
中
将
は
予
備
役
召
集
で
極
め
て
温
厚
な
人
柄
-
そ
ん
な
命

令を出
す
は
ず
は
な
い
｣

-
･･嘉

三
課
は
捕
虜
の
担
当
で
も
あ
る
の
で
す
が
-
ど
の
よ
う
な
考
え

を持
っ
て
い
ま
し
た
か
｡

｢特
別
虐
待
す
る
と
か
優
遇
す
る
こ
と
も
な
-
､
た
だ
国
際
法
規
に
従

っ
て
処
理
t
て
い
-
べ
き
だ
と
考

え
て
い
た
｡
事
実
､
作
戦
間
､
捕
虜
に
関
し
て
問
題
は
な
-
､
戦
後
､
重
畳

件
が
発
生
す
る
と
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
｡
南
京
の
時
､
捕
虜
は
い
た
が
､
武
漢
作
戦
の
時
､
敵
は
ど
ん
ど
ん
奥
地
に
逃
げ
込
ん

で
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
｣

--
⊥
岡
京
城
内
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
?

｢軍
司
令
部
が
南
京
城
内
に
入
っ
た
の
は
十
四
日
の
お
昼
重
刑
､
十

一
時
三
十
分
で
し
た
｡

中
華
門
か
ら

入
っ
た
が
､
付
近
に
死
体
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡

三

時
頃
に
な
り
-
私
は
後
方
課
長
と
し
て
占
領
地
が
ど
ん
な
状
態
か
見
て
お
-
必
要
を
感
じ
､
司
令
部

衛
兵

一
個
分
隊
を
伴
い
乗
用
車
で
城
内

嘉

を
廻
っ
た
｡
↑
閑
に
行
っ
た
時
､
揚
子
江
に
は
軍
艦
も
碇
泊

し
て
お
り
艦
長
と
会
見
し
た
｡
こ
の
埠
頭
の
岸
辺
に
は
相
当
数
の
死
体
が
あ
っ
た
｡
千
人
と
い
っ

たが､

正
確
に
数
え
れ
ば
千
人
以
1
あ
っ
た
と
思
う
｡
二
千
人
か
三
千
八
位
か
｡
軍
服
を
着
た
の
が
半
分
以
上
で
､

普
通
の
住
民
も
あ
っ
た
｣

1

戦
死
体
と
は
違
い
ま
す
か
｡

｢城
内
か
ら
逃
げ
た
の
を
第
十
六
師
団
が
追
い
つ
め
て
射

っ
た
も
の
と
思
う
｡

こ
れ
が
後
日
虐
警

称
さ

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
｣

こ
う
言
い
な
が
ら
谷
田
氏
は
ア
ル
バ
ム
を
取
-
出
し
た
｡

当
時
谷
田
氏
は
カ
メ
ラ
狂
で
､
出
征
中
も
戦
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場
や
身
辺
の
状
況
を
よ
-
撮
っ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
現
在
貴
重
な
ス
ナ
ッ
プ
が
何
枚
も
あ
る
｡
ア
ル
バ
ム

の
写
真
に
は

一
枚

一
枚
撮
っ
た
月
日
と
､
そ
の
時
の
状
況
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
｡

十
二
月
十
四
日
の
写
真
に
は
､
今
述
べ
た
入
城
と
視
察
の
際
の
写
真
が
あ
る
｡
下
関
を
撮
っ
た
も
の
も

あ
-
､
そ
の
写
真
は
､
遠
-
に
建
物
が
炎
上
し
手
前
に
二
､
三
十
人
の
死
体
が
倒
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
｡

｢下
関
に
着
い
た
の
は
午
後
四
時
頃
で
､
建
物
が
ま
だ
燃
え
て
い
ま
し
て
､
こ
の
写
真
に
見
え
る
よ
う
な

死
体
が
二
千
人
位
は
あ
り
ま
し
た
｣

と
語
る
｡
ま
た
､
ア
ル
バ
ム
に
は
十
二
月
八
日
､
採
水
で
の
第
十
軍
司
令
部
の
写
真
も
あ
る
｡
南
京
攻

略
を
前
に
軍
と
隷
下
師
団
の
作
戦
会
議
の
写
真
で
あ
っ
て
､
柳
川
軍
司
令
官
や
谷
寿
夫
第
六
師
団
長
な
ど

が
映
っ
て
い
る
｡

｢こ
の
時
､
柳
川
中
将
は
-
れ
ぐ
れ
も
軍
紀
に
は
気
を
つ
け
る
よ
う
に
と
谷
中
将
に
言
っ
て
ま
し
た
｡
柳

川
さ
ん
は
そ
う
い
う
人
で
す
｡

十
六
日
に
は
城
壁

一
番
乗
-
し
た
大
分
の
歩
兵
第
四
十
七
連
隊
の
三
明
中
隊
が
そ
の
時
の
模
様
を
軍
司

令
官
の
前
で
報
告
し
､
そ
の
後
､
軍
司
令
官
以
下
が
現
場
の
城
壁
に
登
り
ま
し
た
｡
そ
の
時
､
城
壁
の
内

側
に
中
国
兵
の
死
体
が
数
体
あ
-
ま
し

た
｡

南
京
城
城
壁
を
占
領
し
た
の
は
第
六
師
団
が

一
番
早
か
っ
た
が
､
光
華
門
を
攻
め
た
第
九
師
団
に
は
新

聞
記
者
が
つ
い
て
い
て
､
い
ち
早
く
報
道
し
た
の
で
脇
坂
連
隊
が
有
名
に
な
っ
た
｡
脇
坂
次
郎
大
佐
は
私

が
陸
大
兵
学
教
官
の
時
､
高
級
副
官
を
つ
と
め
て
人
柄
を
よ
-
知

っ
て
い
ま
す
｡

私
は
十
七
日
の
嚢

が
終
っ
て
ー
十
九
日
に
は
横
川
平
定
の
た
め
南
京
を
離
れ
て
い
ま
す
か
ら
そ
れ
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以
後
は
存
じ
ま
せ
ん
が
-
十
九
日
ま
で
な
ら
広
-
南
京
周
辺
を
加
え
て
も
､
死
体
数
は
数
千
な
い
し

一
万

程
度
で
-
ま
し
て
集
団
虐
殺
の
跡
な
ど
は
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
し
た
が
っ
て
､
中
国
側
が
終
戦
後

の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
で
主
張
し
た
数
十
万
と
い
う
数
字
は
誇
大
意
図
的
な
誇
張
で
あ
る
と
確
信
い
た
し

て
お
り
ま
す
｣

-
1
南
京
城
内
に
約
八
千
の
兵
し
か
入
ら
な
か
っ
た
と

『僧
行
』
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
-
･･･｡

｢中支
那
方
面
軍
が
上
海
派
遣
軍
と
第
十
軍
に
あ
ら
た
め
て
城
内
に
入
れ
る
部
隊
数
を
制
限
す
る
指
示
を

下
し
て
お
っ
た
か
ら
で
す
｡
方
面
軍
も
城
内
の
混
乱
を
避
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
､
充
分
理
解

で
き
ま
す
｣

-

下
関
以
外
の
南
京
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
?

｢莫
愁
湖
に
も
十
人
以
上
の
死
体
が
あ
っ
た
｡
私
が
南
京
で
発
見
し
た
死
体
は
あ
わ
せ
て
三
カ
所
で
し
た
｣

-
1
莫
愁
湖
の
死
体
は
軍
人
で
す
か
､
市
民
で
す
か
｡

｢今
に
な
っ
て
考
え
る
と
軍
人
だ
っ
た
か
市
民
だ
っ
た
か
は
っ
き
-
し
な
い
｡
半
分
ず
つ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
｡
下
関
と
英
愁
湖
の
二
カ
所
は
虐
殺
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
｣

ゆう
こうも
ん

-
抱
江
門
に
も
死
体
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
が
'
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
｡

｢も
の
の
本
に
は
抱
江
門
に
も
だ
い
ぶ
あ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
よ
う
だ
｡
十
四
日
の
午
後
通
っ
た
が
､

そ
の
時
は
な
か
っ
た
｣

こ
う
言
い
な
が
ら
ま
た
ア
ル
バ
ム
を
開
-
｡
十
四
日
の
拒
江
門
の
写
真
で
あ
る
｡
写
真
に
は
三
つ
の
ア

ー
チ
を
持

っ
た
掲
江
門
全
体
が
映
っ
て
い
る
が
､
周
辺

一
帯
に
死
体
ら
し
き
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
｡
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｢雨
花
台
で
も
や
っ
た
と
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
が
､
そ
う
い
う
死
体
は
全
然
な
か
っ
た
｣

I

田
中
隆
吉
少
将
が

『裁
か
れ
る
歴
史
』
に
､
上
海
派
遣
軍
の
長
参
謀
が
虐
殺
を
命
じ
た
と
告
白
し
た
､

と

書
い
て
い
ま
す
｡
田
中
氏
と
親
し
い
谷
田
さ
ん
は
こ
れ
を
ど
う
思
い
ま
す
か
｡

｢長
勇
は
私
よ
-

一
期
後
輩
の
二
十
八
期
､
陸
大
も
よ
い
成
績
で
卒
業
し
て
い
ま
す
が
ー
性
憤
慨
義
憤
己

れ
の
正
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
直
往
週
進
身
を
挺
し
て
や
-
遂
げ
よ
う
と
す
る
男
で
し
た
｡
昭
和
の
横
断

的
派
閥
の
三
番
目
で
あ
る
桜
会
で
は
､
橋
本
欣
五
郎
中
佐
と
共
に
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
｡
昭
和
六
年

の
十
月
事
件
が
未
然
に
発
覚
し
て
失
敗
に
帰
し
た
の
も
､
長
大
尉
の
不
軌
独
行
が
原
因
の
l
つ
に
凍
っ
て

い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
友
と
交
わ
る
に
は
意
外
に
謙
譲
で
礼
儀
正
し
-
､
私
に
対
し
て
も
同
名
の
故
か
､

は
な
は
だ
親
切
で
あ
-
ま
し
た
｡

長
の
性
格
を
み
て
ー
話
の
よ
う
な
こ
と
は
や
-
か
ね
な
い
｡
し
か
し
成
文
と
し
て
軍
命
令
を
下
達
す
る

に
は
軍
司
令
官
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
､
い
-
ら
長
で
も
独
断
で
成
文
を
出
し
た
と
も
思

わ
れ
ま
せ
ん
｡
軍
に
命
令
受
領
に
来
た
隷
下
団
隊
の
参
謀
に
口
頭
で
伝
達
し
た
の
で
し
ょ
う
｡
そ
ん
な
噂

は
長
-
中
文
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
耳
に
し
ま
し
た
｡
現
に
捕
虜
を
斬
殺
し
た
者
の
あ
っ
た
こ
と
は
承

知
し
て
お
-
ま
す
｣

!

甲
島

(今
朝
吾
中
将
)
第
十
六
師
団
長
は
ど
ん
な
方
で
す
か
｡

｢第
十
六
師

団
も
よ
-
噂
に
の
ぼ
っ
た
｡
第
十
六
師
団
は
京
都
師
団
で
弱
い
部
隊
だ
か
ら
､
前
に
述
べ
た

よ
う
に
何
か
問
題
を
起
こ
す
可
能
性
は
あ
る
｡
中
島
中
将
は
長
-
フ
ラ
ン
ス
に
駐
在
し
､
ハ
イ
カ
ラ
な
軍

<
で
あ
つ
た
か
ら
ー
噂
の
よ
-
な
処
置
を
と
る
と
は
思
え
な
い
が
､
他
面
こ
れ
を
抑
え
る
カ
も
強
く
な
か
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っ
た
で
あ
ろ
う
｡
現
に
私
が
見
た
下
関
の
死
体
は
第
十
六
師
団
に
よ
-
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｣

-
-
広
田
豊
大
佐
が
､
昭
和
十
三
年

1
月
末
に
本
間
雅
晴
参
謀
本
部
第
二
部
長
に
同
行
し
て
上
海
､
南
京
､

杭
州
に
行

っ
て
い
ま
す
｡
外
国
権
益
問
題
処
理
の
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
-
-
0

｢広
田
は
私
と
陸
士
の
同
期
生
で
ね
｡
陸
士
の
成
績
は
優
等
で
は
な
か
っ
た
が
､
陸
大
で
は
大
い
に
勉
強

し
た
ら
し
く
､
軍
刀
組
に
入
っ
て
い
た
｡

視
察
終
了
後
ー
本
間
さ
ん
は
そ
の
ま
ま
重
点
に
帰
ら
れ
た
が
､
広
田
は
中
支
那
派
遣
軍
司
令
部
付
と
な

り
上
海
に
事
務
所
を
開
設
し
､
外
国
権
益
に
関
す
る
業
務
を
執

っ
て
い
た
｡
私
も
中
支
那
最
高
司
令
部
の

後
方
課
長
で
あ
る
か
ら
､
度
々
在
留
外
国
人
と
折
衝
し
た
が
､
広
田
の
業
務
も
後
年
の
如
-
困
難
苦
心
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

昭
和
十
三
年
十

一
月
､
武
供

一
帯
を
攻
略
し
た
中
支
那
派
遣
軍
は
､
そ
の
後
中
国
軍
に
反
攻
の
気
配
も

な
く
､
作
戦
の
後
任
未
も
終
わ
っ
た
の
で
浜
口
の
戦
闘
司
令
所
を
撤
し
､
南
京
に
帰
還
､
三
た
び
持
久
態

勢
に
転
移
し
た
｡

こ
の
間
ー
日
本
政
府
は
上
海
に
中
支
那
振
興
株
式
会
社
を
設
置
し
､
経
済
開
発
の
最
高
機
関
と
す
る
と

共
に
ー
各
種
目
支
合
弁
の
国
策
会
社
を
設
立
し
て
鉄
道
､
船
舶
､
通
信
､
国
土
開
発
､
は
て
は
電
気
､
水

道
事
業
な
ど
の
経
常
に
ま
で
あ
た
ら
せ
た
｡
そ
し
て
中
支
那
派
遣
軍
司
令
部
は
こ
れ
ら
業
務
の
現
地
指
導

を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
､
南
京
帰
還
後
は
軍
事
業
務
の
ほ
か
､
政
治
経
済
機
関
の
性
格
を
帯
び
る

に
い
た
っ
た
｡
こ
と
に
後
方
担
当
の
第
三
課
は
経
済
指
導
を
行
な
う
の
で
寸
暇
も
な
い
ほ
ど
多
忙
で
あ
っ

し
んし
ゃ

た
｡
従

っ
て
課
長
以
下
日
中
官
民
と
接
触
し
て
､
こ
れ
を
理
解
し
か
つ
中
支
那
の
風
物
に

親

奥

す

る
機
会
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が
は
な
は
だ
多
-
な
っ
て
い
っ
た
｡

こ
の
時
､
中
国
官
民
と
親
交
を
垂
ね
た
が
､
た
と
え
酒
食
の
席
に
お
い
て
も
南
京
虐
殺
に
関
す
る
話
を

聞
-
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
絶
対
､
後
年
中
国
が
主
張
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
侶
ず
る
も
の
で
あ
る
｣

以
上
が
谷
田
大
佐
の
証
言
で
あ
る
｡

｣

第
十
軍
参
謀

･
金
子
倫
介
大
尉
の
評
言

金
子
倫
介
大
尉
は
､
陸
軍
省
整
備
局
に
勤
め
て
い
た
昭
和
十
二
年
十
月
中
旬
､
第
十
軍
の
後
方
担
当
参

謀
を
命
ぜ
ら
れ
南
京
攻
略
戦
に
参
加
し
た
｡
第
十
軍
に
は
十
四
人
の
参
謀
が
い
た
が
､
そ
の
中
で
も
最
も

若
い
参
謀
で
､
当
時
三
十
二
歳
で
あ
る
｡
後
方
担
当
の
第
三
課
は
､
課
長
の
谷
田
勇
大
佐
と
小
畑
借
良
中

佐
ー
金
子
大
尉
の
三
人
で
あ
っ
た
｡

金
子
大
尉
は
翌
年
二
月
下
旬
に
再
び
元
の
陸
軍
省
整
備
局
に
戻
っ
た
｡
ち
ょ
う
ど
第
十
軍
が
編
成
さ
れ

る
と
共
に
参
謀
に
な
-
､
解
散
す
る
と
共
に
戻
っ
た
訳
で
あ
る
｡

東
京
に
戻

っ
て
か
ら
､
整
備
局
ー
参
謀
本
部
第
三
課
に
勤
め
た
の
ち
､
昭
和
十
六
年
の
初
夏
に
ア
メ
リ

カ
駐
在
員
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
交
換
船
で
日
本
に
戻
っ
て
き
た
の
は
昭
和
十
七
年
夏
で
あ
る
｡
そ
の
後
､

第
八
方
面
軍
参
謀
､
第
四
航
空
軍
高
級
参
謀
な
ど
を
つ
と
め
､
終
戦
時
に
は
軍
需
省
軍
需
官
を
つ
と
め
て

い
た
｡
そ
の
時
､
四
十
歳
'
大
佐
で
あ
っ
た
｡
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当
時
-
最
も
若
い
参
謀
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
ー
既
に
八
十
歳
で
あ
る
｡
金
子
氏
自
身
は
健
康
で
あ
る

が
-
奥
様
の
健
康
が
お
も
わ
し
-
な
い
の
で
､
三
年
前
か
ら
､
食
事
付
き
で
医
師
の
い
る
有
料
老
人
ホ
ー

ム
に
移
っ
た
｡
金
子
氏
は
週
二
回
会
社
に
出
勤
し
､
休
み
の
日
は
奥
様
の
看
護
と
い
う
毎
日
で
あ
る
｡

話
を
う
か
が
っ
た
の
は
､
昭
和
六
十
年
十
二
月
､
こ
の
老
人
ホ
ー
ム
の
ロ
ビ
ー
で
あ
っ
た
｡

-

南
京
に
入
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
｡

｢補
給
と
か
後
方
の
警
備
と
か
で
忙
し
-
て
､
南
京
に
入
っ
た
時
の
印
象
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
｡
た

ぶ
ん
､
下
っ
端
だ
っ
た
の
で
南
京
に
入
る
時
も
別
の
仕
事
を
や
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

ど
う
い
う
理
由
で
軍
司
令
部
に
行

っ
た
の
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
､
南
京
突
入
の
前
に
雨
花
台
の
軍
司

令
部
に
行

っ
て
い
る
時
､
城
壁
に
日
の
丸
が
あ
が
っ
た
の
で
シ
ャ
ン
ペ
ン
を
抜
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
｡

南
京
で
は
､
こ
の
雨
花
台
の
軍
司
令
部
に
い
た
時
の
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
南
京
の
軍
司
令
官
の
部
屋
で
､
第
六
師
団
の
伍
長
が
､
は
じ
め
て
城
壁
に
日
の
丸
を
立
て
た
時

の
梯
子
を
柳
川

(平
助
中
将)
軍
司
令
官
に
報
告
し
た
席
に
も
列
席
し
て
い
ま
し
た
｡

釣
を
つ
け
た
綱
を
引
っ
掛
け
て

登り
､
途
中
､
綱
を
ゆ
す
ら
れ
た
､
と
伍
長
は
言
っ
て
ま
し
た
｡
最
初

に
日
の
丸
を
あ
げ
た
の
で
軍
司
令
官
が
呼
ん
で
､
そ
の
時
の
様
子
を
聞
い
た
の
だ
と
恩
い
ま
す
｡
伍
長
が

城
壁
に
日
の
丸
を
掲
げ
た
の
は

十
二
月
十
二
日
十
二
時
で
す
か
ら
､
こ
の
報
告
は
十
三
日
か
十
四
日
の
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
｣

-
-
南
京
城
内
に
入
っ
た
時
､
南
京
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
か
-
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｢南
京
に
入
っ
た
の
は
十
三
日
か
十
四
日
だ
と
思
い
ま
す
｡
城
内
で
は
l
人
の
死
体
も
見
て
ま
せ
ん
し
､

一
発
の
銃
声
も
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
南
京
に
入
っ
て
も
､
私
は
杭
州
転
進
業
務
が
あ
-
ま
し
た
の
で
､

一
晩
泊
っ
て
､
も
し
か
す
る
と
二
晩
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
す
ぐ
南
京
を
出
ま
し
た
｡
ど
う
も
南
京
の
城

内
の
印
象
は
薄
い
の
で
す
｡
印
象
に
残
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
'
特
別
何
も
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
｣

I

十
七
日
の
松
井

(石
板
)
大
将
や
柳
川
中
将
の
入
城
式
は
ご
覧
に
な
っ
て
ま
す
か
｡

｢全
然
記
憶
に
あ
-
ま
せ
ん
｡
そ
の
頃
は
杭
州
に
向
っ
て
い
た
と
患
い
ま
す
｣

.
⊥
岡
京
で
は
虐
殺
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
何
か
見
て
ま
せ
ん
か
｡

｢私
が
杭
州
湾
か
ら
南
京
ま
で
の
間
に
見
た
死
体
は
､
は
っ
き
-
覚
え
て
い
ま
す
｡
最
初
に
見
た
の
は
杭

州
湾
上
陸
点
で
ー
そ
こ
に
は
新
し
い
軍
服
を
着
た
日
本
兵
の
戦
死
体
が
き
ち
ん
と
並
べ
て
寝
か
せ
て
あ
り

ま
し
た
｡
新
し
い
軍
服
が
い
や
に
目
に
つ
き
ま
し
た
｡
こ
こ
で
は
､
た
こ
つ
ぼ
の
中
の
中
国
兵
の
死
体
も

見
て
い
ま
す
｡

そ
の
後
､
南
京
へ
の
途
中
で
は
､
自
動
車
に
嘆
か
れ
て
内
臓
が
出
て
い
た
中
国
兵
の
死
体
､
地
蔵
さ
ん

の
よ
う
な
形
で
道
路
際
に
座
っ
て
死
ん
で
い
た
中
国
兵
ー
そ
れ
と
雨
花
台
の
十
キ
ロ
ほ
ど
手
前
で
､
ふ
く
-

ら
ん
だ
死
体
を
見
て
い
る
だ
け
で
す
｡
こ
れ
ら
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
｡
あ
と
は
死
体
を
全
然
見
て

い
ま
せ
ん
｣

ト
ー
廉
‖十
軍
は
上
陸
直
後
の
金
山
や
､
南
京
城
外
の
雨
花
台
で
激
戦
を
や
っ
た
と
思
い
ま
す
が
･･-
･｡

T
私
は
常
に
後
方
に
い
ま
し
た
L
t
兵
端
線
し
か
適
っ
て
ま
せ
ん
の
で
､
い
ま
言
っ
た
死
体
し
か
見
て
い
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ま
せ
ん
O
戦
闘
が
あ
っ
て
-
死
体
は
出
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
-
私
が
行
っ
た
時
は
始
末
し
た
後
だ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
｣

-

そ
れ
で
は
ー
そ
の
頃
南
京
事
件
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
か
｡

｢え
え
O
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
戦
後
､
重
用
裁
判
で
聞
い
て
ぴ
っ
-
り
し
ま
し
た
｡
何

か
隠
し
て
い
る
と
か
､
言
い
渋
っ
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
は
な
-
1
本
当
に
南
京
で
は
何
も
見
て
ま
せ
ん
｡

南
京
で
は
印
象
に
残
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
｣

･･･⊥
岡
京
を
出
た
後
は
､
ま
っ
す
ぐ
杭
州
に
行
っ
た
の
で
す
か
｡

｢そ
う
で
す
｡
最
初
は
杭
州
攻
撃
と
い
う
命
令
は
出
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
と
に
か
-
杭
州
転
進
と

い
う
こ
と
で
､
兵
弗
線
の
こ
と
も
あ
-
､
ま
ず
私
が
向
っ
た
訳
で
す
｡

杭
州
転
進
中
に
特
別
戦
闘
は
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
｣

-

杭
州
で
は
軍
司
令
部
と
一
緒
に
な
る
の
で
す
ね
｡

｢
ええ
｡
西
湖
と
い
い
ー
真
ん
中
に
島
の
あ
る
湖
の
そ
ば
に
軍
司
令
部
が
あ
-
ま
し
て
､
こ
こ
で
正
月
を

迎
え
ま
し
た
｡
杭
州
に
来
て
か
ら
､
後
方
担
当
で
す
か
ら
慰
安
婦
の
手
配
も
し
ま
し
た
｡
請
負
人
が
お
り
､

こ
れ
と
金
額
の
上
限
を
決
め
ま
し
た
D
た
し
か
五
十
銭
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
士
気
低
下
を
防
ぐ
た
め
と

い
う
名
目
で
し
た
｡
兵
隊
同
士
の
喧
嘩
な
ど
は
少
-
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｣

-

二
月
上
旬
に
本
間

(雅
噌
少
将
)
参
謀
本
部
第
二
部
長
が
外
国
権
益
問
題
で
杭
州
に
行
っ
て
ま
す
が
､

お
会
い
に
な
っ
て
ま
す
か
｡

｢さ
あ
ー
全
然
知
-
ま
せ
ん
｣

ーr

r

.､~∫
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以
上
が
金
子
大
尉
の
証
言
で
あ
る
｡

企
画
院
事
務
官

･
岡
田
芳
政
氏
の
証
言

当
時
､
企
画
院
事
務
官
で
あ
っ
た
岡
田
芳
政
氏
の
身
分
は
文
官
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
正
確
に
言
え
ば

も
と
も
と
軍
人
で
､
陸
軍
省
か
ら
企
画
院
に
出
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

岡
田
氏
は
陸
士
三
十
六
期
､
山
本
景
蔵
著

『陸
軍
贋
幣
作
戦
』
で
は
岡
田
氏
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て

い
る
｡

｢辻
政
信
氏
と
陸
士
､
陸
大
と
も
同
期
で
､
辻
と
並
ぶ
俊
秀
と
称
せ
ら
れ
た
明
朗
閥
連
な
人
物
で
あ
っ
た
｣

岡
田
氏
は
陸
軍
大
学
校
を
卒
業
後
ー
参
謀
本
部
支
那
課
に
配
属
に
な
-
､
二
年
間
勤
務
の
の
ち
､
駐
在

員
と
し
て
中
国
に
渡
っ
た
｡
昭
和
十
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
は
北
京
に
､
五
月
か
ら
翌
十
一
年
二
月
ま
で

は
南
京
に
ー
二
月
か
ら
暮
ま
で
は
広
東
に
駐
在
し
た
｡
南
京
に
い
た
昭
和
十
年
の
秋
に
は
蒋
介
石
の
五
十

歳
の
誕
生
日
の
お
祝
い
が
盛
大
に
南
京
で
行
わ
れ
て
い
る
｡
昭
和
十
二
年
一
月
に
日
本
に
帰
-
､
四
月
か

ら
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
に
入
学
し
た
｡
当
時
､
陸
軍
か
ら
毎
年
､
二
､
三
人
が
陸
軍
省
軍
務
課
付
と

し
て
東
京
帝
国
大
学
に
派
遣
さ
れ
て
三
年
間
聴
講
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
岡
田
大
尉
も
三
年
の
予
定

で
入
学
し
た
｡
し
か
し
､
入
学
早
々
支
那
事
変
が
起
き
た
た
め
､
東
京
帝
国
大
学
で
の
勉
強
は
打
ち
切
-

に
な
り
'
そ
の
ま
ま
軍
務
課
付
と
し
て
企
画
院
出
向
を
命
ぜ
ら
れ
た
｡
当
時
､
企
画
院
は
重
要
な
国
策
の

企
哩

立
案
を
次
々
と
行
い
､
そ
の
た
め
各
省
の
エ
リ
1
-
が
出
向
し
て
い
た
｡
企
画
院
で
は
中
国
経
済
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開
発
の
研
究
ー
立
案
の
た
め
籍
三
重
貝
を
日
比
谷
公
園
の
旧
国
会
議
事
堂
の
廼
物
の
中
に
設
け
ー
こ
こ
に

陸
軍
省
ー
海
軍
省
､
外
務
省
な
ど
か
ら
1
名
ず
つ
出
向
し
た
が
､
こ
の
時
､
陸
軍
省
か
ら
出
向
し
た
の
が

岡
田
氏
で
あ
る
｡
岡
田
氏
が
南
京
に
行
っ
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
､
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
｡

一
年
数
カ
月
の
企
画
院
出
向
の
の
ち
､
昭
和
十
四
年
三
月
､
参
謀
本
部
第
八
課
に
戻
-
､
中
国
に
対
す

る
謀
略
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
昭
和
十
四
年
九
月
に
は
支
那
派
遣
軍
参
謀
に
な
-
､
情

報
参
謀
と
し
て
､
ひ
き
つ
づ
き
謀
略
工
作
に
従
事
し
た
｡
終
戦
時
は
大
佐
､
第
六
方
面
軍

(漢
口
)
の
第

二

(情
報
)
課
長
で
あ
っ
た
｡

岡
田
氏
は
明
治
三
十
六
年
生
れ
で
､
お
話
を
お
聞
き
し
た
時
は
八
十
二
歳
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
き
わ

め
て
元
気
で
､
ほ
と
ん
ど
毎
日
外
を
か
け
ず
り
ま
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
何
度
か
お
話
を
お
聞
き
し

た
が
ー
場
所
は
い
つ
も
虎
ノ
門
の
霞
山
ク
ラ
ブ
で
あ
る
｡
こ
こ
は
東
亜
同
文
書
院
出
身
者
の
ク
ラ
ブ
で
､

そ
の
名
を
東
亜
同
文
書
院
を
作
っ
た
近
衛
霞
山
公
か
ら
と
っ
て
お
-
､
中
国
と
縁
の
深
い
場
所
で
あ
る
｡

･-⊥又
那
事
変
前
､
南
京
に
一
年
間
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
訳
で
す
が
､
そ
の
時
の
南
京
の
様
子
は
ど
う

でした
か
｡

｢私
が
い
た
昭
和
十
年
か
ら
十
1
年
頃
の
南
京
は
､
城
内
の
北
半
分
に
新
し
-
政
府
の
建
物
な
ど
が
建
て

ら
れ
た
ば
か
-
で
､
ほ
と
ん
ど
の
住
民
は
南
半
分
に
住
ん
で
い
ま
し
た
｡
国
民
政
府
の
首
都
と
い
っ
て
も
､

中
国
の
中
心
地
は
上
海
で
し
た
の
で
､
政
府
の
部
長
ク
ラ
ス
は
週
末
に
な
る
と
､
み
ん
な
上
海
に
行
き
､

誰
も
い
な
-
な
っ
て
し
ま
う
状
態
で
し
た
｡
上
海
は
華
や
か
で
､
一
方
南
京
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら


