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一
九

満
洲
は
元
来
支
那
の
本
士
で
な
く
て
、
滴
洲
人
或
は
正
確
に
言
へ
ば
滴
蒙
人
の
本
土
で
あ
っ
た
こ
ご
は
、
史
記
燕
召

公
世
家
り
太
史
公
論
賛
に
、
戦
國
時
代
の
燕
の
國
は
北
方
は
螢
絡
に
追
つ
て
を
る
こ
見
ね
て
を
る
に
て
も
畑
ら
れ
る
。

燕
り
将
軍
秦
開
が
東
胡
の
人
質
<
J

な
り
そ
の
信
用
セ
得
た
の
に
乗
じ
、
蹄
つ
て
か
ら
東
胡
を
襲
破
し
、
東
胡
の
退
却
し

だ
千
餘
里
の
地
の
外
邊
に
お
い
て
長
城
を
築
い
た
こ
マ
J

は
史
記
匈
奴
偲
に
見
．
ね
て
を
る
が
、
こ
の
長
城
は
造
陽
よ
り
襄

造
陽
は
今
の
懐
末
近
傍
で
襄
平
は
遼
陽
だ
か
ら
、
熱
河
省
の
南
部
、
遼
河
下
流
の
流
域
な
ざ
は
東
胡
の
土
地
で
あ
っ
た

マJ
見
わ
る
°
漠
の
高
司
の
時
燕
人
衛
滴
が
魃
結
螢
夷
の
服
装
を
な
し
て
胡
地
セ
通
り
、
朝
鮮
に
走
り
、
燕
脊
の
亡
命
者

を
役
局
し
て
、
古
朝
鮮
王
セ
逐
ひ
、
獨
立
し
て
自
ら
朝
鮮
王
こ
稲
し
た
こ
ご
は
魏
志
、
東
夷
傭
所
引
魏
略
に
見
ね
て
を

る
0

常
地
北
朝
鮮
は
古
朝
鮮
で
、
こ
れ
は
箕
子
の
封
せ
ら
れ
た
國
こ
い
ふ
こ
マ
J

に
な
っ
て
を
り
、
嘗
時
箕
子
か
ら
敷
ヘ

て
四
十
一
代

H
の
子
孫
が
王
ぐ
J

な
っ
て
ゐ
た
'yJ

い
ふ
こ
マ
J

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
せ
ら
れ
ぬ
事
で
も
、
支
那
人
の
亡
命

者
、
移
住
民
な
ご
の
建
て
た
國
で
あ
る
こ
こ
は
明
か
で
、
既
に
支
那
人
が
比
較
的
多
く
居
住
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。

平
に
逹
し
た
マ
J

い
ふ
こ
マ
J

で
あ
る
。

矢

野

歴

史

上

よ

り

見

t
る

満

洲

仁



遼
河
の
流
域
は
却
つ
て
支
那
人
は
少
な
く
依
然
螢
夷
の
國
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
魏
略
の
記
事
に
依
つ
て
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
今
日
滴
洲
三
千
萬
の
人
日
の
大
部
分
は
支
那
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
昔
か
ら
漸
次
に
増
大
し
て
さ
う
な
っ

た
の
で
は
な
く
、
清
朝
時
代
に
な
っ
て
急
に
さ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
0

清
朝
で
も
初
め
は
支
那
人
は
極
め
て
少
な
か
つ

た
3

乾
隆
、
嘉
慶
頃
か
ら
漸
次
多
く
な

b
、
道
光
、
咸
豊
を
艇
、
光
緒
末
に
な
っ
て
盆
々
壻
加
し
た
の
で
あ
る
°
極
め

て
急
激
に
さ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
°
悠
久
な
る
歴
史
か
ら
眺
む
れ
ば
極
め
て
近
時
の
現
象
に
過
ぎ
な
い
°
消
朝
以
前
に

お
い
て
も
支
那
の
勢
力
は
属
々
涌
洲
に
進
出
し
た
。
し
か
し
ま
た
腿
々
駆
逐
さ
れ
、
糊
績
的
に
被
逹
し
て
今
日
に
至
っ

た
繹
で
は
な
い
0

進
出
し
て
は
謳
逐
さ
れ
、
ま
た
進
出
し
て
は
謳
逐
さ
る
A

こ
い
ふ
の
が
、
蔽
洲
に
お
け
る
支
那
人
の

歴
史
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
繹
で
満
洲
に
お
け
る
支
那
人
の
敷
は
昔
は
ざ
少
な
く
し
て
時
代
を
下
る
に
随
つ
て
多
く
な
っ

た
0

漢
よ

b
唐
の
時
は
多
く
、
唐
よ
り
明
の
時
は
多
か
っ
た
こ
い
ふ
こ
マ
J

は
な
い
や
う
で
あ
る
0

敷
ば
か

b
で
な
く
支

那
の
勢
力
の
及
ん
だ
範
園
で
も
昔
は
ざ
狭
く
後
は
ざ
廣
（
な
っ
た
ご
い
ふ
こ
こ
も
な
い
。
昔
か
ら
支
那
の
勢
力
の
及
ん

だ
範
園
は
遼
河
の
流
域
を
出
で
な
い
0

今
日
我
々
は
滴
洲
の
名
に
依
つ
て
理
解
す
る
東
三
省
、
奉
天
省
、
吉
林
省
、
黒

龍
江
省
を
包
合
す
る
廣
大
な
る
地
域
か
ら
言
へ
ば
、
賓
に
そ
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
0

却
つ
て
戦
國
時
代
の

燕
か
ら
秦
漢
に
か
け
た
時
代
に
於
て
は
長
城
な
ざ
も
遼
陽
及
び
北
朝
鮮
ま
で
も
そ
の
支
配
に
蹄
し
た
程
で
、
遥
か
に
唐

代
よ
り
も
廣
か
っ
た
。
長
城
が
山
海
闊
の
今
の
地
位
に
設
け
ら
れ
て
華
夷
の
界
を
な
す
に
至
っ
た
の
も
漢
魏
の
際
だ
こ

い
は
れ
、
唐
の
領
土
は
南
北
は
漢
に
劣
ら
な
い
が
、
東
は
到
底
及
ば
な
か
っ
た
こ
新
唐
高
地
理
志
に
も
言
っ
て
め
る
。
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さ
う
い
ふ
繹
だ
か
ら
渦
洲
の
歴
史
は
滴
洲
に
お
い
て
支
那
の
勢
力
は
漸
吹
壻
大
俊
展
し
て
A
9
日
に
至
り
た
る
歴
史
と
考

へ
る
よ
り
も
、
滴
洲
人
域
は
滴
蒙
人
が
、
そ
の
支
那
に
封
す
る
侵
寇
セ
防
禦
す
る
た
め
、
属
々
そ
の
故
士
た
る
滴
洲
の

一
部
、
遼
河
の
流
域
に
進
出
し
た
る
支
那
人
の
勢
力
を
謳
逐
し
て
そ
の
故
士
を
恢
復
す
る
が
た
め
に
努
力
し
た
る
歴
史

漢
の
武
帝
は
衛
滴
朝
鮮
を
滅
ば
し
、
築
浪
等
四
郡
を
置
い
た
。
築
浪
は
平
填
を
中
心
マ
J

せ
る
郡
で
、
古
朝
鮮
以
来
支

那
人
亡
命
者
移
住
民
な
ざ
の
多
く
楽
屯
せ
る
地
方
で
あ
る
が
、
臨
屯
郡
や
異
蕃
郡
は
業
浪
の
東
或
は
南
に
あ
る
夷
縮
の

部
落
に
就
い
て
置
い
た
郡
で
め
る
か
ら
ょ
維
持
が
で
き
す
間
も
な
く
展
止
さ
れ
、
玄
菟
郡
も
展
止
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
郡
治
は
咸
鏡
南
逍
oJ
沃
浪
城
か
ら
遼
東
の
高
句
麗
縣
に
移
さ
ゞ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
前
漢
の
時
＋
入
も
あ
っ

た
こ
い
ふ
遼
東
郡
の
縣
令
、
十
四
も
あ
っ
た
ご
い
ふ
遼
西
郡
の
縣
令
な
ざ
は
皆
支
那
人
の
任
命
さ
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ

な
い
0

唐
の
時
で
す
ら
高
句
麗
を
滅
ば
し
て
、
安
東
都
護
府
を
置
い
た
時
に
も
、
そ
の
下
の
都
督
や
州
の
剌
史
や
、
縣
の

令
な
ざ
は
皆
高
句
麗
人
を
任
用
し
た
こ
い
ふ
こ
こ
で
あ
る
。
遼
東
二
十
七
萬
餘
人
、
遼
西
三
十
五
萬
餘
人
の
人
口
な
ざ

も
ざ
れ
ほ
ざ
ま
で
支
那
人
で
あ
っ
た
か
疑
は
れ
る
0

後
漢
の
時
に
な
る
ビ
、
遼
東
の
縣
は
八
九
縣
に
減
じ
人
口
は
入
萬

人
に
減
じ
、
遼
西
の
縣
は
五
縣
に
減
じ
、
人
日
ま
た
入
萬
餘
人
に
減
じ
た
。
前
漢
時
代
敷
十
萬
の
人
口
が
大
部
分
支
那

人
で
あ
り
、
敷
十
の
縣
に
一
々
支
那
人
が
任
命
さ
れ
し
程
支
那
の
政
治
が
及
ん
だ
な
ら
ば
、
後
漢
時
代
に
な
っ
て
滴
洲

人
の
高
句
麗
や
、
準
蒙
古
人
の
烏
丸
、
鮮
卑
な
ざ
の
侵
逼
が
あ
っ
た
と
し
て
も
か
う
も
俄
か
に
減
退
す
る
こ
こ
は
考
へ

を
考
へ
る
方
が
自
然
で
あ
る
。



麗
偲
な
ざ
を
讀
ん
で
見
る
マ
J

、
そ
の
侵
寇
は
甚
だ
し
か
っ
た
。

ら
れ
ぬ
こ
y
J

で
め
る
。
後
漠
時
代
に
な
っ
て
縣
敷
戸
日
が
減
じ
た
の
み
で
な
く
、
最
も
高
旬
麗
の
衝
に
嘗
つ
た
空
菟
郡

の
郡
治
女
菟
城
は
高
句
麗
縣
よ

b
涎
に
今
の
奉
天
近
傍
に
移
さ
る
A

に
至
っ
た
0

後
漠
の
初
め
遼
東
郡
を
山
東
に
隷
腸

せ
し
め
し
こ
マ
J

は
晉
蕃
地
理
志
に
見
ね
て
セ
る
が
、
遼
西
、
熱
河
地
方
に
烏
九
、
鮮
卑
の
勃
興
し
た
A

め
、
直
隷
の
幽

州
よ
り
支
配
す
る
こ
ご
は
で
き
な
く
な
っ
た
>
め
で
あ
ら
う
0

そ
の
後
遼
東
郡
を
再
び
幽
州
に
馬
せ
し
む
る
こ
こ
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
光
武
帝
が
烏
九
を
招
撫
懐
柔
し
て
、
烏
丸
を
中
心
マ
J

し
て
遼
東
屈
國
マ
J

い
ふ
謳
廉
屈
國
を
置
い
た
結

果
で
あ
る
が
、
遠
東
馬
凪
は
既
に
支
那
の
勢
力
が
直
接
に
遼
西
地
方
に
行
は
れ
な
く
な
っ
た
>
め
‘
恩
賞
利
盆
セ
以
て

縦
か
に
羅
麿
す
る

Jゞ

い
ふ
方
針
に
よ
り
、
そ
の
自
治
自
主
を
認
め
た
る
も
の
で
、
支
那
の
勢
力
の
減
退
↓
竺
語
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
ぐ
ピ
れ
程
遼
東
に
お
い
て
支
那
の
勢
力
が
恢
復
さ
れ
た
か
は
疑
は
れ
る
。
常
時
祭
彫
マ
J

い
ふ
名
太
守
が
あ

b
、
磐
名
北
方
に
暢
り
、
西
は
武
威
よ
b
東
は
女
苑
、
栗
浪
に
及
び
、
胡
夷
皆
末
り
内
附
し
、
野
に
風
塵
な
く
、
悉
く

緑
邊
の
屯
兵
を
罷
め
た
マ
J

か
、
淡
栢
佐
韓
萬
里
朝
獣
し
た

Jゞ

か
い
ふ
記
事
は
歴
史
に
見
ね
て
を
る
が
、
後
漢
害
の
高
句

後
漢
末
の
張
作
諜
'
y
J

も
い
ふ
べ
き
公
孫
度
が
裏
平
郎
ち
遼
陽
に
披
り
、
空
菟
、
築
浪
―
一
郡
を
併
領
し
、
子
公
孫
康
の

時
、
築
浪
の
南
界
を
拓
き
、
帯
方
郡
を
骰
き
、
父
子
孫
三
代
に
一
旦
り
、
四
十
餘
年
間
南
悩
北
鮮
の
雄
國
マ
J

稲
せ
ら
れ
た

が
、
公
孫
氏
の
國
は
恐
ら
く
滴
漢
民
族
の
浪
合
國
家
で
、
さ
う
い
ふ
獨
立
國
家
が
遼
河
流
域
に
起
っ
た
ゞ
ー
い
ふ
こ
'
y
J

は、

支
那
の
勢
力
が
遼
西
、
熱
訓
に
お
け
る
烏
丸
、
鮮
卑
の
勢
力
に
よ
っ
て
遮
斯
さ
れ
十
分
に
行
は
れ
ざ
る
に
至
り
し
結
果



三
國
時
代
魏
の
司
馬
認
は
公
孫
氏
の
國
を
滅
ば
し
痛
軍
母
丘
倹
は
高
句
腿
を
破
り
、
そ
の
時
の
都
丸
都
城
を
陥
れ
支

那
の
勢
力
は
一
時
遼
東
か
ら
朝
鮮
に
振
ひ
、
そ
れ
か
ら
西
晉
に
か
け
、
南
滴
北
鮮
は
支
那
の
郡
縣
ご
な
っ
た
諄
で
あ
る
が
會

そ
の
内
容
は
ざ
れ
程
支
那
の
勢
力
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
疑
は
れ
る
。
長
城
が
今
の
地
位
に
引
込
ん
だ
の
は
既
に

漢
魏
の
際
だ
マ
J

い
ふ
こ
こ
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
高
句
麗
は
魏
軍
に
國
都
セ
陥
れ
ら
れ
し
も
、
魏
軍
の
引
き
上
げ
し

後
間
も
な
く
こ
れ
を
恢
復
し
、
西
晉
に
な
っ
て
盆
々
強
盛
ご
な
り
、
西
晉
末
に
は
漢
以
末
北
鮮
支
那
文
化
の
淵
藪
で
あ

っ
た
築
浪
郡
を
滅
ぽ
し
、
ま
た
空
菟
郡
を
併
せ
、
そ
の
西
塩
は
今
の
奉
天
に
接
し
た
0

鮮
卑
の
慕
容
氏
も
後
漢
よ
り
一
―
―

國
を
経
、
西
晉
に
入
っ
て
盆
々
強
盛
こ
な
り
、
追
東
郡
を
佼
し
、
東
晉
勿
々
遼
東
郡
を
滅
ぱ
し
、
西
晉
末
以
来
支
那
の

消
鮮
に
お
け
る
唯
一
の
根
披
地
遼
陽
以
南
遼
東
半
島
も
奪
は
れ
、
支
那
の
勢
力
は
一
た
び
全
く
滴
洲
よ
り
一
掃
せ
ら
る

A
に
至
っ
た
°
支
那
の
勢
力
が
一
掃
せ
ら
れ
し
後
、
高
句
麗
の
勢
力
ご
鮮
卑
総
容
氏
の
勢
力
ご
は
満
洲
に
お
い
て
相
封

峙
抗
争
す
る
こ
こ
A

な
b
、
遼
東
、
空
菟
の
領
有
樅
を
争
っ
た
。
森
容
氏
の
勢
が
盛
ん
で
あ
っ
た
前
燕
の
時
、
高
句
麗

は
空
菟
城
を
取
ら
れ
、
そ
の
都
丸
都
城
を
陥
れ
ら
れ
、
都
を
國
内
城
に
湿
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
高
句
麗
は

そ
の
後
途
に
平
填
に
遥
都
す
る
に
至
っ
た
0

高
句
麗

Jゞ

同
種
族
で
長
春
の
農
安
に
あ
っ
た
夫
餘
國
も
前
燕
に
滅
ぽ
さ
れ

た
Q

そ
の
後
鮮
卑
の
勢
哀
へ
、
後
燕
の
時
、
高
句
麗
は
女
菟
城
、
遼
東
城
を
恢
復
し
、
そ
の
西
境
は
遼
河
に
及
ぷ
こ
こ

A
な
っ
た
°
南
北
朝
の
時
、
高
句
脱
は
南
滴
よ
り
朝
鮮
に
跨
が
る
大
國
こ
な
り
、
西
は
遼
河
で
北
朝
の
領
土
ご
接
壊
し

で
あ
ら
う
。



隋
の
南
北
鞘
セ
統
一
せ
し
頃
は
高
句
麗
の
最
も
強
盛
な
時
で
、
そ
の
西
境
は
遼
河
で
、
隋
の
遼
西
粛
に
接
し
た
c
隋
の

高
祖
の
時
か
ら
燭
帝
の
時
に
か
け
前
後
四
回
の
高
句
麗
征
伐
は
全
（
大
失
敗
に
終
っ
た

Q

唐
の
太
宗
の
高
句
麗
征
伐
も

同
様
失
敗
に
蹄
し
た
0

高
宗
の
時
、
新
羅
y
J

連
合
し
、
百
清
を
滅
ぽ
し
、
つ
い
で
高
句
麗
を
滅
ぽ
し
た
。
二
た
び
支
那

の
勢
力
は
遼
河
流
域
に
進
出
し
一
時
朝
鮮
に
及
ん
だ
3

然
し
滴
洲
民
族
の
渤
海
は
牡
丹
江
の
流
域
か
ら
勃
興
し
て
松
花

江
流
域
よ
り
鴨
緑
江
に
及
ぷ
一
大
強
國
こ
な
り
、
笑
、
契
丹
の
準
蒙
古
種
族
遼
河
上
流
ジ
ラ
ム
レ
ン
、
ラ
オ
＾
雨
河
の

流
域
よ
り
大
凌
河
の
上
流
に
及
ぶ
地
方
に
占
披
し
て
勢
漸
く
盛
ん
こ
な
っ
た
。
崩
の
満
洲
に
お
け
る
領
土
は
遼
河
流
域

に
止
ま
り
、
鴨
緑
江
下
流
池
方
よ
り
典
京
を
経
、
開
原
に
至
る
線
は
渤
海
こ
の
撹
界
線
で
あ
っ
た
。
遼
西
に
は
柳
州
を

置
き
、
笑
の
地
に
饒
築
都
督
府
．
哭
丹
の
地
に
松
漠
都
督
府
を
置
き
し
も
都
督
に
は
笑
奮
喫
丹
の
首
渠
を
任
用
し
、
姓

名
、
官
爵
を
賜
ひ
て
慰
撫
に
務
め
し
こ
こ
は
新
蛋
唐
書
契
丹
博
に
見
．
ね
て
を
る
0

安
藤
山
が
大
軍
を
李
ゐ
て
契
丹
を
征

伐
し
大
敗
し
て
か
ら
は
殆
ん
ざ
南
滴
洲
遼
河
流
域
に
は
支
那
の
勢
力
は
及
ば
ぬ
や
う
に
な
っ
た
0

唐
は
高
句
麗
を
滅
ほ

し
安
東
都
護
府
セ
骰
い
て
そ
の
地
を
統
轄
せ
し
め
た
が

2

そ
の
府
治
は
最
初
の
平
壌
よ
り
遼
東
故
郡
城
今
の
遼
陽
に
、
遼

東
新
城
今
の
新
民
縣
近
傍
に
、
平
州
今
の
山
海
闊
内
の
永
平
即
ち
厳
龍
縣
近
傍
に
、
遼
西
故
郡
城
今
の
義
縣
近
傍
に
轄

々
と
し
て
移
轄
し
、
遂
に
至
穏
年
間
に
至
っ
て
隕
止
さ
る
A

に
至
り
し
こ
こ
は
、
そ
の
間
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る

安
東
都
謹
は
支
那
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
下
の
九
人
の
都
督
、
四
十
二
人
の
州
刺
史
、
百
人
の
縣
令
な
ざ
は
皆
高
句
麗

こ。
↑
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二
五

人
で
あ
っ
た
こ
こ
は
新
租
唐
書
に
見
ね
て
を
る
。
遼
河
流
域
既
に
然
b
で
あ
る
か
ら
黒
龍
江
流
域
や
松
花
江
流
域
な

ざ
に
支
那
の
勢
力
の
及
ば
な
か
つ
た
の
は
営
然
で
、
常
時
崩
が
黒
龍
江
地
方
に
操
れ
る
黙
水
部
誅
輯
の
大
部
落
に
つ
い

て
黒
水
府
を
設
け
、
そ
の
頭
目
を
黒
水
続
略
使
ご
な
し
‘
姓
名
を
李
猷
誠
ご
賜
ひ
し
こ
さ
は
新
祖
唐
書
に
見
わ
て
を
る

が
、
そ
い
は
も
ご
よ

b
覇
廉
の
闊
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
°
松
花
江
の
粟
末
誅
謁
部
か
ら
起
つ
た
渤
海
の
勢
力
を
牽
制
す

る
た
め
で
、
支
那
の
勢
力
が
賞
際
に
及
ん
だ
證
檬
に
は
な
ら
な
い
0

唐
末
に
は
支
那
の
勢
力
は
再
び
満
洲
よ
り
一
掃
せ

ら
れ
た
支
那
の
勢
力
が
一
掃
せ
ら
る
A

マJ
渤
海
の
勢
カ
マ
J

契
丹
の
努
力
ご
は
梢
洲
に
於
て
相
判
峙
抗
季
し
た
こ
さ
は

T

度
東
晉
初
め
の
形
勢
マ
J

同
様
で
あ
っ
た
。
喫
丹
の
努
力
強
く
濁
誨
は
滅
ぽ
さ
れ
た
が
、
黙
水
昧
輻
部
か
ら
女
其
種
族
が

勃
興
し
、
契
丹
を
滅
ば
し
て
一
時
北
支
那
を
併
呑
し
た
が
、
炭
古
の
勃
興
に
依
つ
て
滅
ば
さ
れ
、
満
洲
は
蒙
古
の
勢
力

下
に
立
ち
、
明
の
栄
古
ヤ
J

討
伐
し
て
こ
れ
に
代
る
に
及
び
、
支
那
の
勢
力
は
一
―
―
た
び
遼
河
の
流
域
に
進
出
し
た
Q

明
は

こ
の
遼
河
流
域
を
遼
東
都
指
揮
使
司
セ
置
い
て
支
配
し
た
0

漢
唐
時
代
同
様
軍
事
殖
民
地
或
は
軍
事
策
源
地
こ
も
い
ふ

べ
き
地
方
で
邊
腺
外
に
占
披
し
た
る
梢
洲
民
族
或
は
滴
栄
民
族
の
勢
力
の
消
長
に
随
っ
て
、
そ
の
境
域
は
伸
縮
常
な
ら

ざ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
支
那
内
地
マ
」
は
全
然
異
る
特
殊
の
地
域
で
あ
っ
た
°
邊
腺
の
地
位
は
明
の
一
代
に
お
い
て
厘
々

襲
つ
て
を
る
0

如
何
に
明
は
滴
洲
に
お
い
て
そ
の
地
位
セ
維
持
す
る
に
苦
心
せ
る
か
は
分
か
る
。
人
口
も
全
遼
志
マ
J

い

ふ
明
末
の
書
に
披
る
こ
、
三
十
入
萬
餘
人
あ
っ
た
こ
い
ふ
が
、
そ
の
中
ざ
れ
程
ま
で
支
那
人
で
あ
っ
た
か
分
か
ら
ぬ
が
、

前
漢
代
に
遼
東
遼
西
合
せ
て
六
十
餘
萬
人
め
っ
た
こ
い
ふ
の
に
、
却
て
少
な
い
の
は
ざ
う
い
ふ
こ
マ
J

だ
ら
う
か
0

満
洲



に
お
け
る
明
の
唯
一
の
領
士
ご
も
い
ふ
べ
き
遼
河
流
域
は
此
の
如
き
有
様
で
あ
っ
た
が
、
邊
腺
以
外
の
滴
洲
の
大
部
分

は
如
何
で
あ
っ
た
か
ご
い
ふ
に
、
そ
れ
は
全
然
朋
の
勢
力
の
及
ば
ざ
る
所
で
め
っ
た
Q

永
栗
帝
の
時
松
花
江
の
流
域
に

建
州
衛
、
累
龍
江
の
流
域
に
奴
兒
干
衛
ゃ
奴
兒
干
都
司
，
因
樅
き
、
女
真
種
族
の
頭
目
阿
喩
出
セ
建
州
衛
指
揮
使
y
」
な
し

姓
名
を
李
思
誠
ご
賜
ひ
し
こ
マ
J

も
あ
る
が
、
肘
が
累
水
誅
靱
部
の
頭
目
を
黒
水
府
都
督
マ
J

な
し
李
獣
誠
Y

J

い
ふ
姓
名
を

賜
ひ
、
契
丹
の
頭
目
を
松
漠
府
都
督
ご
な
し
、
李
盛
誠
こ
い
ふ
姓
名
を
賜
ひ
し
故
智
を
襲
ひ
し
も
の
で
あ
る
こ
マ
」
は
疑

ふ
べ
く
も
な
い
0

唐
な
ら
ば
國
姓
は
李
で
あ
る
か
ら
、
李
獣
誠
、
李
盛
誠
y
J

い
ふ
姓
名
を
賜
ひ
し
こ
こ
は
分
か
る
が
、

明
は
國
姓
が
朱
で
あ
る
の
に
、
李
思
誠
こ
い
ふ
姓
名
を
賜
ひ
し
こ
ご
は
を
か
し
い
0

奴
兒
干
都
司
の
設
樅
も
そ
の
地
方
頭

目
の
恩
賞
目
営
て
の
意
見
に
よ
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
0

そ
の
長
官
た
る
都
指
揮
使
な
ざ
も
康
旺
マ
J

い
ふ
雛
靭
人
で
、
支

那
人
で
な
か
っ
た
。
さ
う
い
ふ
諄
が
羅
麿
の
闊
係
で
明
の
勢
力
が
宜
際
及
ん
だ
繹
で
は
な
い
0

永
築
帝
の
時
太
監
亦
尖

吟
等
が
巨
組
に
駕
し
て
奴
兒
千
地
方
に
至
り
、
各
部
酋
を
招
撫
し
た
マ
J

い
ふ
こ
マ
J

も
、
そ
の
後
も
宜
徳
の
時
に
か
け
艇

々
使
セ
遣
は
し
た
マ
J

い
ふ
こ
こ
も
、
永
柴
宜
徳
時
代
に
行
は
れ
た
太
監
鄭
和
の
南
洋
諸
國
招
撫
、
司
蔀
少
監
侯
顕
の
西

ネ

パ

ー

ル

ペ

ン

ガ

ル

番
、
尼
入
刺
、
榜
葛
刺
諸
國
の
招
撫
ご
同
様
、
兵
を
異
域
に
耀
か
し
、
中
圃
の
富
強
セ
示
す
ご
い
ふ
こ
ご
は
主
要
り
目
的

で
、
奴
兒
十
地
方
を
異
域
"
y
J

考
へ
、
こ
の
異
域
ま
で
も
兵
を
耀
か
す
"
y
J

い
ふ
永
築
帝
、
官
徳
帝
の
考
へ
を
示
す
も
の
に

過
き
ぬ
。
た
＜
J

へ
明
の
勢
力
が
宵
際
に
及
ん
だ
マ

J

し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
時
限
り
で
、
そ
の
後
は
宜
際
に
異
域
マ
こ
な
っ

て
仕
魏
っ
た
Q

異
域
マ
J

い
ふ
よ
り
は
敵
地
こ
い
ふ
方
が
適
常
な
位
L

な
っ
て
仕
舞
つ
た
。

二
六



明
の
建
州
衛
'tJ

稲
し
た
滴
洲
民
族
が
松
花
江
の
源
流
地
方
長
白
山
東
北
地
方
よ
り
勃
興
す
る
に
及
び
明
の
遼
河
流
域

に
お
け
る
勢
力
は
次
第
に
限
迫
ぜ
ら
れ
、
明
末
に
至
っ
て
途
に
謳
逐
せ
ら
る
＞
こ
'
t
J

に
な
っ
た
。
こ
れ
で
滸
洲
に
お
い

て
支
那
の
勢
力
は
最
後
に
一
掃
せ
ら
れ
た
繹
で
あ
る
、
遼
河
流
域
に
を
つ
た
支
那
人
は
或
は
朝
鮮
の
平
安
北
道
に
奔
窟

し
或
は
山
海
闊
内
に
逃
遁
し
た
。
消
朝
は
山
海
闊
の
磯
察
を
厳
に
し
、
遼
東
か
ら
吉
林
に
か
け
て
柳
城
邊
膳
を
造

b
、

邊
門
を
設
け
て
支
那
人
民
の
濫
入
を
禁
じ
た
。
長
城
や
、
明
代
の
邊
賄
は
支
那
人
が
満
洲
人
蒙
古
人
の
支
那
侵
入
を
防

ぐ
た
め
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
消
朝
の
柳
城
邊
膝
は
反
封
に
消
洲
人
が
支
那
人
の
滴
洲
濫
入
を
防
ぐ
た
め
に
設
け

た
も
の
で
あ
る
0

康
熙
時
代
の
初
め
の
奉
天
の
形
勢
セ
論
じ
た
張
尚
賢
<
J

い
ふ
も
の
の
論
文
に
、
遼
東
、
遼
西
は
流
城
、

磨
堡
、
敗
瓦
、
頬
垣
の
連
績
で
、
決
野
千
里
土
あ
っ
て
人
な
し
ご
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
こ
9

こ
を
叙
述
し
て
あ
る
0

奉
天

遼
陽
、
海
城
の
三
虞
の
み
は
梢
々
府
縣
の
規
模
を
な
す
も
、
蓋
州
、
鳳
凰
城
、
金
州
な
ぐ
」
は
住
民
敷
百
人
に
過
ぎ
す
、

鐵
嶺
、
撫
順
は
流
徒
諸
人
の
み
で
耕
種
も
で
き
な
い
"
J
J

言
っ
て
あ
る
。
消
洲
に
は
殆
ん
ざ
支
那
人
は
居
ら
な
か
っ
た
。

清
朝
は
滴
洲
を
以
て
周
宗
後
詳
、
肇
基
の
地
、
國
家
根
本
の
重
地
ぐ
J

な
し
、
滴
洲
旗
人
の
生
計
を
維
持
す
べ

m特
別
の

地
域
マ
J

な
し
、
特
別
の
官
制
を
設
け
て
支
配
し
た
0

支
那
の
各
省
は
絡
督
巡
撫
セ
設
け
て
支
配
し
た
が
、
満
洲
は
牌
軍

副
都
統
を
設
け
て
支
配
し
た
。
五
部
侍
郎
を
設
け
、
ま
た
満
洲
に
を
る
支
那
人
を
管
理
す
る
た
め
に
奉
天
府
府
手
セ
設

け
た
が
、

い
づ
れ
も
滴
訣
で
、
滴
洲
人
に
限
つ
て
任
命
せ
ら
る
A

官
職
で
あ
っ
た
。
段
々
消
洲
に
お
い
て
州
縣
官
も
任

命
せ
ら
る
＞
に
至
っ
た
が
、
乾
隆
二
十
七
年
の
上
諭
に
よ
る
ご
、
こ
れ
も
滴
跛
で
あ
っ
て
、
支
那
各
省
の
州
縣
官
マ
品
四

二
七



一
で
な
か
っ
た
0

消
朝
は
旗
民
不
交
産
章
程
'
y
J

い
つ
て
旗
人
の
土
地
こ
人
民
帥
ち
支
那
の
土
地
マ
J

は
互
ひ
に
賣
買
譲
渡

を
許
さ
す
こ
い
ふ
條
例
を
設
け
て
旗
人
の
土
地
を
保
護
し
た
0

旗
人
の
土
地
帥
ち
旗
地
は
消
朝
が
旗
人
の
生
計
を
保
誰

し
、
子
孫
を
養
贈
す
る
た
め
給
典
し
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
世
翡
財
産
た
ら
し
め
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
咸
敷
―
一
年

即
ち
西
暦
一
入
五
二
年
畿
輔
地
方
に
お
い
て
旗
民
不
交
産
章
程
セ
廣
止
し
た
が
、
東
三
省
郎
ち
涌
洲
に
お
い
て
は
依
然

こ
れ
を
保
存
し
た
。
さ
う
い
ふ
繹
で
消
朝
は
滴
洲
を
國
家
根
本
の
重
地
こ
な
し
て
滴
洲
人
の
生
計
セ
維
持
す
べ
き
特
別

の
地
マ
J

し
て
保
存
し
た
い
考
へ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
か

l
＼
六
か
し
か
っ
た
。
滴
洲
旗
人
は
後
に
は
非
常
に
多
く

な
っ
た
が
、
初
め
は
少
な
い
0

滴
洲
人
の
先
代
た
る
女
奥
人
も
初
め
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
契
丹
人
は
女
奥
は
萬
に

滴
た
す
、
萬
に
滴
つ
れ
ば
敵
す
べ
か
ら
す
こ
い
っ
た
話
が
遼
志
に
見
ね
て
を
る
°
清
の
太
祖
努
爾
喩
赤
の
時
、
既
に
入

一
旗
の
兵
敷
は
七
千
五
百
人
だ
か
ら
入
旗
六
萬
人
で
そ
れ
に
入
旗
に
編
制
さ
れ
な
か
つ

た
牡
丁
も
敷
萬
人
位
の
つ
た
こ
し
て
、
嘗
時
の
渦
洲
人
の
数
セ
想
像
し
て
見
れ
ば
精
々
四
五
十
萬
人
に
出
で
な
か
っ
た

で
な
い
か
0

さ
う
い
ふ
少
敷
で
ひ
こ
り
渦
洲
ば
か
り
で
な
く
支
那
の
各
地
に
轄
戦
し
、
支
那
統
一
の
大
業
セ
全
う
し
た

の
み
な
ら
す
、
禁
旅
入
旗
ご
し
て
北
京
の
守
備
に
任
じ
、
ま
た
駐
防
入
旗
こ
し
て
支
那
各
地
の
紡
禦
に
営
っ
た
0

滴
洲

に
残
っ
た
駐
防
入
旗
は
非
常
に
少
敷
で
あ
っ
た
こ
ご
は
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
に
こ
の
滴
洲
人
は
騎
射
を
専
業
こ
し
、
農

工
商
業
に
は
極
め
て
不
得
手
で
あ
っ
た
0

農
業
に
従
事
し
た
も
の
は
多
少
は
あ
っ
た
け
れ
ざ
も
、
ご
っ
ち
か
マ
」
い
へ
ば

餘
り
親
し
み
は
な
か
っ
た
。
そ
の
貼
℃
は
金
の
時
の
女
其
人
こ
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
戦
勝
繭
の
人
民
ご
し
て
自
か

旗
の
組
織
は
出
来
上
っ
た
が
、

二
入



二
九

ら
鋤
旅
を
手
に
す
る
よ
り
支
那
人
を
使
役
し
て
小
作
料
に
衣
食
す
る
を
好
ん
だ
。
商
工
業
に
は
全
然
従
事
し
な
か
っ
た

商
業
に
従
事
す
る
こ
マ
J

は
洞
朝
一
代
を
通
じ
て
禁
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
愛
瑯
地
方
の
描
洲
人
に
つ
い
て
研
究
し
た
露
西
亜

の
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
ク
氏
に
よ
れ
ば
極
め
て
料
末
な
毛
抵
製
造
や
緞
冶
な
ぐ
」
を
除
け
ば
滴
洲
人
の
間
に
は
こ
れ
マ
J

い
ふ
工
業

が
登
逹
し
な
か
っ
た
、
縄
を
栴
へ
た
り
多
少
の
皮
セ
椿
へ
た
り
す
る
こ
こ
は
知
つ
て
を
る
が
そ
れ
は
た
＞
家
庭
用
OJ
も

の
に
止
ま
っ
た
マ
J

い
つ
て
を
る
。
さ
う
い
ふ
繹
で
あ
る
か
ら
、
描
洲
人
だ
け
で
は
涌
洲
の
開
登
開
拓
は
思
ひ
も
よ
ら
な

か
っ
た
0

こ
れ
で
は
滴
洲
は
國
家
根
本
の
重
地
だ
の
、
旗
人
の
生
計
を
保
設
す
る
た
め
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
の

こ
い
っ
た
こ
こ
ろ
で
仕
方
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
消
朝
は
早
く
か
ら
遼
東
招
民
開
聖
條
例
を
務
布
し
、
支
那
人
の
農
業

勢
働
者
の
滴
洲
移
入
を
奨
腑
し
た
。
そ
れ
マ
J

共
に
商
人
も
入
込
む
や
う
に
な
っ
た
0

康
熙
帝
の
時
北
渦
洲
に
侵
入
し
た

露
西
亜
の
勢
力
を
撃
退
す
る
た
め
に
常
時
の
滴
洲
の
兵
力
、
経
演
力
を
動
員
し
て
露
西
亜
ご
戦
っ
た
が
~
そ
の
結
果
滴
洲

の
政
櫂
は
搬
充
し
、
滴
洲
は
今
日
め
る
が
如
き
滴
洲
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
滴
洲
に
お
け
る
政
治
組
織
は
大
き
く
な
る

に
随
ひ
商
工
に
従
事
す
る
支
那
人
も
必
要
マ
J

な
b
、
手
工
業
努
働
者
、
御
用
商
人
、
小
賣
商
人
、
従
者
奴
僕
こ
し
て
支

那
人
が
渦
洲
に
入
込
む
機
會
は
盆
々
多
く
な
っ
た
0

消
朝
は
旗
人
の
生
計
を
保
誰
す
る
た
め
支
那
人
を
利
用
す
る
こ
こ

を
欲
し
た
る
も
、
こ
れ
を
脅
か
す
に
至
る
や
う
に
支
那
人
セ
し
て
経
清
的
勢
力
を
満
洲
に
お
い
て
持
た
し
む
る
こ
こ
は

願
は
な
か
っ
た
Q

涌
洲
人
を
利
用
す
る
こ
こ
を
欲
し
、
利
用
せ
ら
る
A

こ
こ
を
欲
し
な
か
っ
た
°
然
し
そ
れ
は
無
理
な

願
ひ
で
あ
っ
た
。
消
朝
は
希
望
は
事
宜
こ
の
喰
逹
ひ
、
麒
顧
に
営
面
し
、
何
ご
か
禰
縫
し
た
い
調
節
し
た
い
と
考
へ
百



方
努
力
し
た
0

或
は
禁
令
を
繰
返
へ
し
た

b
或
は
官
制
を
改
革
し
た
り
随
分
努
力
し
た
°
然
し
凡
て
の
努
力
は
水
泡
に

蹄
し
、
支
那
人
の
移
住
は
盆
々
壻
加
し
、
滴
洲
に
お
け
る
支
那
の
色
彩
は
盆
々
濃
岸
に
な
っ
た
0

光
緒
元
年
即
ち
西
暦

了
八
七
五
年
の
官
制
改
革
も
そ
の
―
つ
の
努
力
で
あ
っ
た
0

盛
京
牌
軍
崇
宜
の
上
奏
に
基
づ
き
、
盛
京
豚
軍
は
こ
れ
ま
で

満
洲
旗
人
を
管
理
し
て
民
人
即
ち
支
那
人
を
管
理
し
な
か
っ
た
の
を
改
め
て
、
支
那
各
省
の
総
督
の
慨
制
に
倣
つ
て
、

盛
京
全
省
の
文
武
の
全
櫂
旗
人
民
人
統
治
の
全
櫂
を
掌
握
せ
し
む
る
こ
マ
J

に
な
っ
た
。
ま
だ
奉
天
府
府
ヂ
も
こ
れ
ま
で

民
人
即
ち
支
那
人
だ
け
，
ク
管
治
し
、
旗
人
を
管
治
し
な
か
っ
た
の
を
改
め
て
支
那
各
省
の
巡
撫
の
騰
制
に
倣
ひ
将
軍
同

様
、
旗
民
文
武
の
全
櫂
ぜ
管
掌
せ
し
む
る
こ
マ
J

に
な
っ
た
0

國
際
聯
盟
派
逍
調
査
委
員
唯
一
の
滴
洲
通
さ
し
て
活
躍
し

つ
ヽ
あ
る
米
國
の
ウ
ォ
JV

タ
ー
、

ャ
ン
グ
氏
は
そ
の
著
「
日
本
の
滴
洲
に
お
け
る
測
位
」
に
お
い
て
、
光
緒
元
年
即
ち

了
八
七
五
年
の
こ
の
改
革
を
非
常
に
煎
大
視
し
、
将
軍
は
支
那
各
省
の
総
督
ご
同
様
に
な
っ
た
、
満
洲
は
支
那
の
各
省

マJ
同
様
に
な
っ
た
、
満
洲
は
北
京
政
府

Jゞ

一
附
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
る
A

に
至
っ
た
、
滴
洲
は
支
那
の
完
全
な
る
領
土

に
な
っ
た
ご
論
じ
て
を
る
が
、
支
那
各
省
の
総
督
は
滴
洲
人
で
も
支
那
人
で
も
な
る
こ
ご
が
で
き
る
滴
漠
雨
鋏
で
あ
る

に
反
し
、
胸
軍
は
奉
天
府
府
ヂ
ご
共
に
滴
洲
人
で
な
け
れ
ば
な
る
こ
ご
が
で
き
な
い
滴
鋏
で
あ
っ
た
3

こ
れ
で
は
賂
軍

は
滴
洲
旗
人
だ
け
を
管
治
し
、
支
那
人
を
管
治
し
な
い
で
も
、
支
那
人
は
少
敷
で
あ

b
、

人
は
滸
洲
人
の
た
め
の
支
那
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
滴
洲
に
お
け
る
最
高
官
憲
ご
し
て
州
縣
官
に
到
し
て
も
十
分

お
さ
へ
が
き
い
た
の
で
め
る
が
、
支
那
人
は
多
く
な
り
そ
の
宜
勢
力
が
強
く
な
っ
た
営
時
に
お
い
て
は
最
早
昔
の
様
に

10 さ
う
し
て
そ
の
少
敷
な
支
那



支
那
人
を
管
治
で
き
な
い
制
度
で
は
そ
れ
は
で
き
な
い
や
う
に
な
っ
た
3

そ
れ
で
は
困
る
か
ら
胞
軍
の
樅
力
を
強
く
す

る
た
め
、
全
省
文
武
旗
民
に
論
な
く
凡
て
そ
の
管
掌
に
蹄
せ
し
む
る
こ
こ
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
時
の
改
革
で
あ
る
。

そ
れ
で
ざ
う
し
て
滴
州
は
各
省
＜
J

同
様
に
な
っ
た
y
J

い
ふ
こ
y
J

が
で
き
よ
う
0

ヤ
ン
グ
氏
は
ま
た
光
緒
元
年
即
ち
了
八

七
五
年
の
や
う
な
早
い
時
期
に
お
い
て
既
に
満
洲
は
東
三
省
ご
言
は
る
＞
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
こ
'1J

を
指
摘
し
、
こ
れ

、
、
、

ま
だ
滴
洲
が
此
の
時
既
に
支
那
の
各
省
ご
同
様
支
那
の
完
全
な
る
領
士
ご
な
っ
て
ゐ
た
證
披
で
あ
る
や
う
に
述
べ
て
を

る
0

滴
洲
が
東
三
省
y
J

稲
せ
ら
る
A

に
至
っ
た
の
は
、

ヤ
ン
グ
氏
が
非
常
に
早
い
時
期
だ
こ
い
つ
て
を
る
了
八
七
五
年

よ
り
七
十
数
年
前
の
嘉
慶
入
年
か
ら
既
に
記
録
に
見
ね
て
を
る
。
即
ち
嘉
股
入
年
西
暦
一
入

0
1
―
一
年
の
上
論
に
山
海
脳

外
の
東
三
省
の
地
に
支
那
人
民
の
流
寓
維
居
し
て
土
地
を
私
墾
す
る
こ
こ
は
本
末
許
さ
れ
ざ
る
マ
J

こ
ろ
で
、
多
年
末
の

禁
例
で
あ
る
ご
見
わ
て
を
る
°
嘉
慶
十
六
年
西
暦
一
入
―
一
年
に
編
纂
さ
れ
た
大
消
會
典
闘
に
も
盛
京
、
吉
林
、
黒
龍

江
こ
れ
を
東
三
省
こ
な
す
こ
の
朋
文
が
見
え
て
を
る
0

ヤ
ン
グ
氏
は
も
し
こ
れ
を
知
っ
た
な
ら
ば
一
層
威
猛
高
に
な
っ

て
十
九
世
紀
初
め
か
ら
遅
く
も
滴
洲
は
支
那
の
完
全
な
る
領
土
ご
な
っ
た
マ
J

い
へ
る
ご
主
張
し
た
で
あ
ら
う
0

然
し
東

三
省
こ
い
ふ
名
稲
が
で
き
た
か
ら
ご
て
支
那
の
各
省
マ
J

同
様
に
な
っ
た
こ
い
へ
ぬ
こ
マ
J

は
、
そ
の
内
容
は
全
然
同
一
で

な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
支
那
マ
J

同
様
に
な
っ
た
ご
す
れ
ば
、
ざ
う
し
て
そ
の
支
那
の
地
に
支
那
人
の
流
寓
雑
居
を
禁

す
る
の
で
あ
る
か
°
繹
の
分
か
ら
ぬ
話
し
で
あ
る
0

ヤ
ン
グ
氏
は
栄
古
や
新
橿
は
支
那
の
外
滸
こ
し
て
取
扱
は
れ
た
が

滴
洲
は
曾
て
支
那
の
外
藩
こ
し
て
取
扱
は
れ
な
か
っ
た
こ
こ
を
以
て
そ
の
支
那
の
領
士
で
あ
っ
た
證
掟
マ
J

考
へ
て
を
る



や
う
だ
が
、
こ
れ
ま
た
外
藩
は
支
那
よ
り
軽
く
、
滴
洲
が
外
藩
で
は
な
か
っ
た
こ
こ
は
、
直
ち
に
そ
の
支
那
の
領
土
で

あ
っ
た
こ
マ
J

を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
支
那
よ
り
重
い
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
さ
を

紐
ら
ざ
る
も
の
マ
J

言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
°
殊
に
旗
民
不
交
産
例
が
咸
豊
二
年
以
末
畿
輔
地
方
に
磨
さ
れ
て
も
渦
洲
に

お
い
て
な
ほ
維
持
さ
れ
、
東
三
省
の
州
縣
官
が
な
は
満
映
た
り
し
こ
ご
は
、
満
洲
の
支
那
ご
同
一
地
域
ご
見
る
こ
マ
J

の

然
し
消
咽
は
滴
洲
に
お
け
る
支
那
人
の
数
は
壻
し
、
民
人
旗
人
よ
り
多
し
こ
い
ふ
有
様
こ
な
り
、
支
那
の
色
彩
は
盆

々
濃
厚
マ
J

な
っ
た
た
め
、
段
々
滴
洲
の
國
家
根
本
の
重
地
ご
し
て
涌
洲
人
の
生
計
を
保
護
す
る
た
め
特
別
に
保
留
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
特
殊
地
域
で
あ
る
こ
マ
J

の
自
信
力
を
失
う
や
う
に
な
っ
ー
た
。
そ
れ
ば
か

b
で
な
い
。
消
朝
以
前
ま
で
は

支
那
人
は
涌
洲
人
の
敵
で
あ
っ
た
3

滴
漢
は
敵
封
濶
係
で
あ
っ
た
が
、
消
朝
の
時
に
な
っ
て
支
那
人
は
滴
洲
人
マ
J

同
様

消
朝
の
天
子
の
赤
子
y
J

な
っ
た
°
消
朝
は
支
那
人
を
恐
る
ヽ
必
要
も
理
山
も
な
か
っ
た
。
滴
洲
人
の
生
計
を
保
誰
す
る

必
要
を
認
め
な
が
ら
、
支
那
人
を
排
斥
す
る
禁
例
を
動
行
す
る
こ
マ
こ
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
う
し
て
初
め
は
滴
洲
を
根

本
、
支
那
を
末
マ
J

考
へ
た
が
、

い
つ
の
ま
に
か
、
偏
僻
部
限
の
満
洲
よ
り
繁
華
富
庶
の
支
那
を
直
ん
す
る
や
う
に
な
っ

た
。
口
に
こ
そ
言
は
ぬ
が
、
心
の
中
で
は
支
那
を
根
本
マ
J

考
へ
、
滴
洲
セ
末
"tJ

考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
。
も
う
一
っ
重

大
な
こ
こ
．
は
日
露
戦
(
手
後
露
西
亜
の
績
け
さ
ま
の
帝
國
主
義
侵
略
主
義
の
滴
洲
侵
出
に
よ

b‘

ヰ
児
朝
は
=
面
E
ふ
ぜ
り
報

酬
こ
し
て
仕
方
が
な
い
運
命
で
あ
る
や
う
に
あ
さ
ら
め
の
心
理
こ
な
っ
た
°
欧
羅
巴
の
そ
の
営
時
の
歴
史
の
大
勢
か
ら

で
き
な
い
有
力
な
る
證
憐
セ
提
供
す
る
も
の
で
な
い
か
。



考
う
れ
ば
、
消
朝
の
懇
求
は
な
く
し
て
も
三
國
干
渉
が
起
っ
た
こ
ご
は
明
が
で
あ
る
が
、
清
朝
の
君
臣
か
ら
考
う
れ
ぱ

消
朝
は
懇
求
し
た
か
ら
、
三
國
干
渉
は
起
っ
た
も
の
ご
考
へ
た
の
で
あ
る
。
＿
二
國
は
報
酬
な
し
に
干
渉
の
如
き
大
事
を

決
行
す
る
筈
は
な
い
、
御
棘
は
到
底
仕
方
が
な
い
も
の
ご
覺
悟
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
消
朝
は
昔
の

如
く
滴
洲
は
國
家
根
本
の
重
地
で
あ
る
こ
い
ふ
闊
心
を
失
う
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
0

そ
の
結
果
日
本
は
日
露
戦
争
の

結
果
、
露
西
亜
に
代
つ
て
滴
洲
に
進
出
せ
ん
ご
す
る
勢
セ
示
す
に
至
つ
て
、
一
九

0
五
年
旗
民
不
交
産
章
程
の
腹
止
を

満
洲
に
お
い
て
も
適
用
し
、
越
ね
て
一
九

0
七
年
東
三
省
に
お
い
て
省
制
を
施
行
し
、
支
那
人
の
線
督
巡
撫
セ
任
命
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
0

滴
洲
が
満
洲
人
の
滴
洲
た
る
特
殊
性
は
こ
れ
で
椴
死
麻
痺
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
0

も
し

H
本
は
滴
洲
の
特
殊
性
に
闊
聯
し
て
登
生
し
た
る

H
本
の
特
殊
の
櫂
利
利
益
を
主
張
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
こ
の
瑕
死
麻

痺
は
途
に
覺
醒
せ
す
に
異
の
死
永
久
の
死
に
導
か
る
A

こ
ご
に
至
っ
た
で
あ
ら
う
0

日
本
の
満
洲
に
お
け
る
特
殊
の
櫂

利
利
盆
も
米
國
の
門
戸
開
放
、
支
那
の
領
士
保
全
セ
ニ
大
支
柱

Jゞ

す
る
極
東
外
交
に
引
す
ら
れ
ま
た
米
國
の
勢
力
を
後

援
こ
特
め
る
支
那
の
排
H
宜
博
に
乗
せ
ら
れ
て
一
時
外
観
上
殆
ん
ざ
泊
滅
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
有
様
で
あ
っ
た
が
、
日

本
の
特
殊
の
櫂
利
利
盆
は
日
消
H
露
戦
役
の
結
果
痰
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
こ
の
戦
役
の
事
賞
が
消
滅
せ
ざ
る
限
b
其

に
消
滅
す
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
、
支
那
の
排
日
は
盆
々
暴
慢
と
な

b
反
日
さ
な

b
侮
日
マ
J

な
り
、

日
本
の
特
殊
櫂
利

利
盆
セ
現
貨
的
に
代
表
し
、
具
盟
的
に
表
現
せ
る
結
品
ご
も
い
ふ
べ
き
鐵
道
の
櫂
利
を
侵
害
す
る
に
至
っ
て

H
本
は
武

力
を
以
て
こ
れ
を
擁
誰
せ
ん
さ
す
る
に
及
び
、
こ
A

に
涌
洲
事
襲
こ
な
り
、
涌
洲
の
特
殊
性
は
衝
動
的
の
刺
戟
を
受
け

遂
に
満
洲
獨
立
國
家
り
創
繕
ご
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
。


