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試
金
石
と
し
て
の

「
満
州
」

1

民
藝
運
動
の
社
会
認
識
の
臨
界
点
1

〈要
旨

〉

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
を
誇

る
民
藝
運
動

に
と

っ
て
、
戦

時
下

の

「満
洲
」

で

の
活
動
は

い
ま

だ
に
解
決

さ
れ
な

い
難
問

で
あ

る
。
そ
れ
は

や
は
り
植
民
地
主

義
的
だ

っ
た
と

い

わ
ざ

る
を
え
な

い
の
だ

ろ
う

か
。
本
稿

で
は
、
当
時
書

か
れ
た

二

つ
の
文

章

の
読
解
を

通

し
て
、
民
藝

的
な
視
点

に
と

っ
て

「満

洲
」

が
ど

の
よ
う

な
意
義
を
持

っ
て
い
た

の

か
、
そ
し

て
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
危
険
性
を
は
ら
ん
で

い
た
の
か
、

に
つ
い
て
論
じ
る
。

失

わ
れ

つ

つ
あ

る
文
化
を
支
援

し
よ
う
と

い
う

の
が
、
民
藝

運
動

の
基
本
的
な
姿

勢

な

の
だ
が
、

そ
の
基
本
的

に
は
賞
賛
す

べ
き
姿
勢

が
、
「
満
洲
」
と

い
う
特
異
な
場

に
お

い
て
、
他

で
は
見

ら
れ
な

い
よ
う

な
危
う

い
展
開
を
遂
げ
た

か
も
し
れ
な

か

っ
た
。
少

数
民
族
と

し

て
の
満

洲
族

の
文
化

を
中
国

・
日
本
と

の
関
わ

り
で
ど

の
よ
う

に
捉
え

る

か
1

民
藝

運
動

が
直

面
し
た

の
は
こ

の
問
題

だ

っ
た
。
そ

の
際
に
、
医
療
的

メ
タ

フ

ァ
ー
と

で
も

い
う

べ
き

も

の
が
重

要
な
役
割
を

果
た
し
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
精
神
障

害
と

「満
洲
」
と

の
ダ
ブ
ル

・
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ

で
あ
る
。

日
本

の
敗

戦
に
よ

っ
て

「
満
洲
」
民
藝

運
動
は
未
完

に
終

わ

っ
た
た

め
、
今

と
な

っ

て
は
そ

の
全
貌
を

想
像
す

る

の
は
難
し

い
。
し

か
し

一
つ
だ
け
確

か
な

の
は
、
現
在
、

竹

中

.

均

民
藝
運
動
を
評
価
す
る
上

で
、

「満
洲
」
と

い
う
地
が
試
金
石

の
役
割

を
果
た
し

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

民
藝
、

「満
洲
」
、
植
民
地
主
義
、
少
数
民
族
、
健
康
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1

は

じ
め
に

日
本
の
近
代
に
幻
滅
し
た
人
々
に
と

っ
て

「満
洲
」
と
は

い
か
な
る
場
所
だ

っ
た
の
か
。
川
崎
賢
子
の

「満
洲
国
に
わ
た

っ
た
女
性
た
ち
l
l
文
芸
運
動
を

手
が
か
り
に
」
は
、
こ
の
問
い
を

め
ぐ
る
苦

い
現
実
を
取
り
扱

っ
た
論
文
で
あ

る
。
「満
洲
」
が
、
日
本
の
近
代
が
生
み
出
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
帰
結
で
あ

っ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
だ
が
、
そ
の
同
じ

「満
洲
国
」
が
、
日
本
の
近
代

を
批
判
す
る
が
ゆ
え
に
国
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
い
た
人
々
1

あ
る
者
は

マ
ル
キ
ス
ト
で
あ
り
、
他
の
者
は

ア
ナ
キ
ス
ト
だ

っ
た
ー

に
と

っ
て
、
生
き

延
び
う
る
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
新
た
な

ユ
ー
ト
ピ

ア
を
構
想
す
る
場
所

と
し
て
機
能
し
て
七
ま

っ
た
、
と

い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
川
崎
に
よ
れ
ば
、

こ
の
現
実
は
必
ず
し
も
、
植
民
地

で
は
思
想
弾
圧
が
比
較
的
少
な
か

っ
た
と
い

う
よ
う
な
消
極
的
理
由
だ
け
で
は
説
明
で
き
な

い
。
む
し
ろ

「満
洲
」
自
体
に
、

そ
の
よ
う
な
人
々
を
惹
き
つ
け
る
積
極
的
な
モ
メ
ン
ト
が
あ

っ
た
は
ず
だ
と

い

う
。
た
と
え
ば
、

マ
ル
キ
シ
ズ

ム
に
内
包
さ
れ
た

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
が
、
ひ
そ

か
に
こ
の
傀
儡

「国
家
」

の
建
国

の
理
念
と
共
鳴
し
あ
う
と
い
う
よ
う
な
か
か

わ
り
方
で
あ
る

[川
崎
賢
子
、
一㊤
霧

二

一。。]。

「満
洲
」
と
ど
う
向
き
合

っ
た
か
と

い
う
問
題
は
、
日
本
に
お
け
る
他
者
認

識
に
と

っ
て
の
試
金
石
で
あ
る
。
民
藝
運
動
を
日
本
の
近
代
に
対
す
る
批
判
の

試
み
と
し
て
肯
定
的
に
理
解
し
よ
う

と
い
う

の
が
筆
者
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
の

だ
が
、
そ
の
民
藝
運
動
も
ま
た
、
「
満
洲
」
に
お
い
て
そ
の
実
力
を
シ
ビ
ア
に
試

さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
運
動

は
、
日
本
全
国
そ
し
て
沖
縄
と
、
広
範
囲

に
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
広
が
り
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
な
す
の
が
、

拠2

戦
争
末
期
に
お
け
る

「満
洲
」

へ
の
進
出
だ

っ
た
。
そ
れ
は
地
理
的
な
臨
界
点

で
あ
る
と
同
時
に
、
理
論
的
な
臨
界
点
で
も
あ

っ
た
。
近
代
批
判
と
し
て
の
民

藝
が

「満
洲
」
と
い
う
問
題
と
出
会

っ
た
時
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
社
会
イ
メ

ー
ジ
が
生
ま
れ
た
の
か
、
以
下
で
考
え
て
み
た
い
。

2

統
合
と
危
機
の
年

も
ち
ろ
ん
民
藝
は
、
他
の
多
く
の
文
化
運
動
に
比
べ
て
戦
時
中
の
後
ろ
め
た

い
過
去
が
少
な
い
こ
と
を
誇

っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
水
尾
比
呂
志
の
浩
瀚
な

『評
伝

柳
宗
悦
」
に
お
い
て
は
、
「第
二
章

美
と
工
藝
」
の

「十
二

戦
時

の
民
藝
運
動
」
の
中
で
、
い
か
に
彼
ら
の
運
動
が
時
局
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く

一
貫
し
た
主
張
を
展
開
し
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。

太
平
洋
戦
争
開
戦
の
翌
年
一
㊤お
年

(昭
和
十
七
年
)
i

そ
れ
は
、
『現
在
の

日
本
民
窯
』
刊
行
の
年
で
あ
る
と
と
も
に
、
総
合
的
な
工
芸
論
と
し
て
の
代
表

作

『工
藝
文
化
』
が
上
梓
さ
れ
た
年
で
も
あ
る

[水
尾
、
一
り㊤
卜。
"
b。
一〇]
。
こ
の

年
に
は
ま
た
、
検
閲
に
は
ば
ま
れ
戦
後
に
な

っ
て
は
じ
め
て
出
版
が
可
能
と
な

っ
た

『手
仕
事
の
日
本
』
が
執
筆
さ
れ
て
も
い
る
。
緊
迫
し
た
情
勢
の
な
か
で
、

そ
れ
に
抗
い
つ
つ
、
柳
の
著
述
活
動
は
生
涯
を
通
じ
て
の

一
頂
点
を
き
わ
め
て

い
た
。

だ
が
そ
の

一
方
で
、
こ
の
時
期
は
ま
た
、
ア
イ
ヌ

・
台
湾

・
満
洲
な
ど
日
本

の

(そ
し
て
柳
自
身

の
)
他
者
認
識
に
と

っ
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル

・
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
べ
き
地
域
に
柳
が
向
き
合
う
日
々
で
も
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
年
に



発
行
さ
れ
た
雑
誌

『工
藝
』
百
七
号

は
、
前
年

の
末

の
百
六
号
に
つ
づ
き
、
ア

イ
ヌ
文
化
に
つ
い
て
の
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
だ
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
対
す
る

柳
の
姿
勢
に
対
し
て
は
、
熊
倉
功
夫
が
厳
し
い
評
価
を
与
え

て
い
る

[熊
倉
、

一
り刈
。。
口
ω
O
]。
さ
ら
に
翌
一
逡
ω年

(昭
和
十
八
年
)
三
月
、
柳
は
、
生
活
工
芸

調
査
の
た
め
台
湾
を
訪
問
す
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
持
ち
帰

っ
た

「『蕃
布
ヒ

は
、
同
年
六
月
、
日
本
民
藝
館
で
の

「南
方
各
地
の
布
の
展
覧
会
」
で
特
別
展

覧
さ
れ
た

[水
尾
、
お
り
N
"
卜。
卜。出

。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
か
ら

「満
洲
」
に
お
け

る
民
藝
調
査
の
準
備
が
始
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

彼
に
と
っ
て

一
九
四
二
、
三
年
は
ま
さ
に
総
合
と
危
機
の
年
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「満
洲
」
調
査
に
つ
い
て
は
、
残

さ
れ
て
い
る
資
料
そ
の
も
の
が
少
な
い
の

だ
が
、
そ
の
な
か
で
も
外
村
吉
之
介

の

『満
洲

・
北
京
民
藝
紀
行
』
が
注
目
に

値
す
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
本
の
内

容
を
手
が
か
り
に
、
民
藝
に
と

っ
て

「満

洲
」
と
は
何
だ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

3

「
満
洲
」

へ
の
道

調
査

の
前
年
、
一〇
お
年

(昭
和

十
七
年
)
か
ら
話
は
始
ま
る
。
こ
の
年
は

「満
洲
国
」
建
国
十
周
年
に
あ
た

っ
て
お
り
、
四
月
に
は

「満
洲
移
住
協
会
」
が

中
心
と
な

っ
て
日
本
橋
三
越
百
貨
店

で

「開
拓
地
の
民
藝
展
」
が
開
催
さ
れ
て

い
た
。
日
本
民
藝
協
会
か
ら
は
村
岡
景
夫
が
こ
れ
に
協
力
し
、
『月
刊
民
藝
』
五

月
号
に
特
集
が
組
ま
れ
た
。
水
尾
の
評
伝
に
よ
れ
ば
、
「宗
悦
は
と
く
に
こ
れ
に

マ

マ

触
れ
た
文
は
残
し
て
い
な

い
が
、
満
洲
や
支
那
の
民
藝
に
も
強
い
関
心
を
抱

い

て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
い
る

[水
尾
、
一㊤㊤
b。
"
b。N
巳
。

マ

マ

「満
洲
や
支
那
の
民
藝
」
に
対
す
る
柳
の

「強
い
関
心
」
を
示
唆
す
る
数
少

な
い
文
章
の
ひ
と

つ
が
、
『東
京
朝
日
新
聞
』
一
㊤ω
。。年

(昭
和
十
三
年
)
八
月

六

・
七

・
入
日
紙
面
に
連
載
さ
れ
た

「民
藝
と
國
民
性
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か

で
柳
は
、
当
時
や
か
ま
し
か

っ
た

「国
産
の
問
題
」
[柳
、
一㊤
ω
Q。
"
恥
q◎。]
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

柳
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「国
民
の
生
活
の
為
に
、
国
民
か
ら
生
れ
、
国
民
に
よ
っ

て
使
用
さ
れ
る
」
[柳
、
一㊤ω
。。
一
δ
⑩
]
民
藝
こ
そ
が

「国
産
の
最
も
純
粋
な
相
」

[柳
、
一Φ
ω
Q。
"
麟
⑩]
な
の
だ
。
し
か
し
、
各
県
が
主
導
す
る
工
業
試
験
所
や
商

品
陳
列
所
が
現
実
に
押
し
進
め
て
い
る
の
は
、
地
方
性
を
豊
か
に
示
す
民
藝

の

破
壊
に
す
ぎ
な
い
。
「国
産
の
繁
栄
を
計
る
為
に
は
、
地
方
的
な
る
も
の
を
発
展

せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
を
殺
す
凡
て
の
施
設
は
中
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
本
的
な
る
も
の
・
単
位
は
地
方
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

[柳
、

一〇。。◎。
区

①O
]。

こ
の
点
に
関
し
て
は

「日
本
よ
り
も
朝
鮮
は

一
層
切
実
な
問
題
を
投
げ
る
」

[柳
、
一
〇ω
◎。
U
ま

巳

と
彼
は
言
う
。
「朝
鮮
で
出
来
る
も
の
を
日
本
風
に
指
導

し
た
と
て
意
味
が
な
い
。
日
本
的
な
る
も
の
は
日
本
で
生
め
ば
よ
い
。
驚
く
べ

き
朝
鮮
で
の
事
情
を
、
十
分
に
の
み
こ
め
た
ら
、
素
敵
な
産
業
が
生
れ
る
で
あ

ら
う
」

[柳
、
お
ω
。。
"
ま

巳
。
こ
う
述
べ
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
付
け

加
え
て
い
る
。
「日
支
事
変
に
つ
れ
て
民
藝
の
問
題
も
朝
鮮
を
越
え
、
満
洲
に
北

支
に
、
又
南
支
に
も
当
然
拡
げ
ら
れ
る
」
[柳
、
一Φ
ω
Q。
"
心
2
]
。
「様
々
な
視
察

団
が
流
れ
る
や
う
に
出
掛
け
る
が
、
支
那
の
農
村
の
手
工
芸

の
現
状
を
調
べ
に

行
く
人
が
未
だ
に
な
い
の
は
如
何
に
も
残
念
で
あ
る
」
[柳
、
一㊤ω
。。
"
心O
b。]
と
。
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だ
が

一
般
的
に
言

っ
て
、
柳
本
人
は
中
国
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
強

い
関
心
を

示
さ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
国

(と
り
わ
け
華
北
)
の
民
藝
に
つ
い

て
は
、
吉
田
璋
也
の
活
動
を
こ
そ
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う

[牧
野
、
お
㊤O
"
。・
己
。

『白
樺
』
以
来
柳
に
傾
倒
し
て
い
た
吉
田
は
、
一〇ω
○年
代
前
半
、
鳥
取
に
お
け
る

「新
民
藝
運
動
」

の

「プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
i
兼
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
[水
尾
、
一
㊤
O
b。
"

一〇
昌

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
だ
が
、
柳
の

「民
藝
と
國
民
性
」
が
新
聞
紙
上

に
掲
載
さ
れ
た

「
昭
和
十
三
年

(
一
九
三
八
)
六
月
応
召
し
て
第
百
師
団
に
編

入
さ
れ
、
軍
医
少
尉
と
し
て
華
北

に
勤
務
し
、
軍
務

の
合
間
に
現
地
人

の
生

活

.
料
理

・
調
度

・
民
具
等
に
つ
い
て
観
察
考
察
し
て
郷
土
の
新
聞
に
送
り
続

け
、
昭
和
十
五
年
三
月

『有
輪
担
架
』
(牧
野
書
店
)
と
し
て
出
版
」
す
る

一
方

で
、
「華
北
に
お
け
る
文
化
工
作

の
ひ
と

つ
」
と
し
て

「手
工
藝
新
作
運
動
」
を

試
み
て
も

い
た
。
彼
の
努
力
に
よ

っ
て
、
一逡
ω年

(昭
和
十
八
年
V
に
は
、
北

京
に

「華
北
生
活
工
藝
店
」
が
開
店
し
て
い
る
。
「民
藝
を
愛
し
、
企
画
力
実
行

力
に
富
む
吉
田
の
、
中
国
に
お
け
る
活
動
は
目
覚
し
く
、
宀示
悦
も
高
く
評
価
し

て
い
た
」
と

い
う

[水
尾
、
一⑩
り
b。
"
卜。卜。
①
]
。
『有
輪
担
架
』
の

「序
」
に
お

い

マ

マ

て
柳
は
、
「支
那
は
こ
の
著
者
に
よ

い
友
達
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
不
思
議
に
も

マ

マ

マ

マ

支
那
と
戦
う
軍
人
で
あ
る
と

い
う

よ
り
、
支
那
を
求
め
愛
す
る
味
方
だ
と
い
う

感
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
記
し
て
い
る

[吉
田
、
一
㊤刈
一
"
O]。

そ
の
吉
田
も
関
わ

っ
て
い
た
の
が

「満
洲
」
で
の
活
動
で
あ
る
。
一⑩
ω
b。年

(昭
和
七
年
)
の

「満
洲
国
」
建
国
以
来
、
日
本
各
地
か
ら
の
開
拓
民
団
は

「新

し
い
植
民
地
の
国
造
り
に
励
ん
だ
」
が
、
そ
の

「強
い
意
志
の
み
で
は
ど
う
に

も
な
ら
ぬ
問
題
」
に
さ

い
な
ま
れ

て
い
元

[外
村
、
一㊤
。。
ω
冖
巳
。
「乾
燥
し
き

っ
た
潤
い
の
な

い
日
々
、
広
漠
、
荒
涼
と
し
た
天
地
。
現
実
の
経
済
や
保
健
、

教
育

の
問
題
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
、
官
民
合

同
の
組
織

「満
洲
移
住
協
会
」
は
彼
の
地
に
た
び
た
び
調
査
団
を
送
り
込
ん
だ
。

だ
が
、
湿
潤
で
穏
和
な
日
本
国
内
と
は
う

っ
て
か
わ

っ
た
大
陸
の
風
土
の
な
か

で
の
生
活
の
潤
い
の
な
さ
と

い
う
難
問
に
対
し
て
、

一
体
ど
の
よ
う
な

ア
プ

ロ

ー
チ
で
取
り
組
め
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
年
の
調
査
団
の

一
員
と
し
て
、

日
本
民
藝
協
会

の
杉
岡
泰
に
参
加
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ね
ら
い
は

「生
活

の
中
に
潤

い
や
喜
び
を
求
め
、
家
屋
や
日
用
の
道
具
の

美
し
さ
や
質

の
選
び
を
強
く
す
る
た
め
」

の
調
査
研
究

に
あ

っ
た

[外
村
、

一〇〇。ω
茜
]。

翌
一
逡
ω年

(昭
和
十
入
年
)
日
本
民
藝
協
会
は
、
日
満
企
業
株
式
会
社
な
ど

が
組
織
す
る

「満
州
軽
工
業
団
」
(中
心
と
な
っ
た
の
は
、
満
州
の

「若
素
製
薬

株
式
会
社
」
[外
村
、
一〇。。G。
n
凸
)
か
ら
、
「移
住
者
の
潤
い
の
あ
る
良
き
生
活

に
供
す
る
生
活
用
品
の
現
地
の
生
産
状
況
と
そ
の
流
通
」
に
関
し
て
調
査

・
指

導
し
て
ほ
し
い
と
い
う
本
格
的
な
要
請
を
受
け
る

[外
村
、
一
㊤。。ω
"
b。]
。
協
会

は
こ
の
要
請
に

「使
命
感
を
以
て
応
ず
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
「真
の
生
活
用
品

の
美
の
標
準
を
、
満
州
の
物
品
に
よ
っ
て
示
す

『満
州
民
藝
館
』
」
の
建
設
を
積

極
的
に
申
し
出
て
、
了
承
を
う
け
て
い
る

[外
村
、
一Φ。。ω
"
N
]。

早
く
も
同
年
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
柳
宗
悦
会
長
の
下
で
調
査
団
が

結
成

・
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
濱
田
庄
司
、
式
場
隆
三

郎
、
上
野
訓
治
、
河
井
武

一
、
上
田
恒
次
、
外
村
吉
之
介
で
あ
り
、
北
京
駐
在

中
の
吉
田
璋
也
と
村
岡
景
夫
も
随
時
加
わ

っ
た
。
つ
ま
り
、
柳
自
身
は
参
加
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
行
は

「吉
林

・
缸
窯
鎮

・
興
逢
山

・
ハ
ル
ビ
ン

・
孫
呉

・
黒
河

・
チ
チ
ハ
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ル

.
安
農
口

.
新
京

・
奉
天

・
赤
峰

・
承
徳
」
な
ど
を
訪
れ
、
大
き
な
収
穫
を

得
る
。
そ
し
て
九
月
九
日
か
ら
、
新
京
で

『満
洲
民
藝
展
』
を
開
催
す
る
に
至

る

[水
尾
、
一
りO
卜。
"
旨
O
]。
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
満
州
軽
工
業
団
へ
提
出

し
た
報
告
書
や

「満
州
民
藝
館
」
の
た
め
の
蒐
集
品
な
ど
す
べ
て
が
敗
戦
時
に

行
方
不
明
と
な

っ
た
た
め
、
今
と
な

っ
て
は
知
る
す
べ
が
な
い
。
結
果
と
し
て
、

調
査
団
の

一
員
外
村
吉
之
介

(一。。
⑩
。。年
生
ま
れ
、
一
露
q
年
関
西
学
院
大
学
神
学

部
卒
業
、
一譲
㎝
年
ま
で
日
本
基
督

教
団
教
師
の
か
た
わ
ら
民
藝
運
動
に
参
画
。

一逡
。。年
倉
敷
民
藝
館
を
創
設
し
館
長
と
な
る

[外
村
一Φ
㊤
刈
n
奥
付
]
。)
が
記
し

た
調
査
行
の
日
記

『満
州

・
北
京
民
藝
紀
行
』
が
、
重
要
な
資
料
的
価
値
を
も

つ
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
著
作
の
主
要
部
分
は
、
月
刊

『民
藝
』
誌
上
の
連
載

(昭
和
十
入
年
十

月
号
～
)
を
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
問
に
は
さ
む
形
で
、
単
行

本
刊
行
時

(一
り。。ω
年
)
に
書
か
れ
た

「序
」
と

「あ
と
が
き
」
が
配
置
さ
れ
て

い
る
。
上
記
の
活
動
総
括
は
、
現
在

の
視
点
か
ら
半
世
紀
前
の
自
分
た
ち
の
行

動
を
回
顧
す
る

「序
」
に
従

っ
た
も

の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、

著
者
外
村
が
、
満
州
調
査
を
一Φ
ω
り年

(昭
和
十
四
年
)
の
沖
縄
行

(こ
れ
に
は

柳
夫
妻
も
参
加
し
て
い
る
)
と
並
ぶ
形
で
位
置
づ
け
、
「輝
か
し
い
思
い
出
で
あ

り
、
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る

[外
村
、
お
。。
ω
…

。。
]。
外
村
は
両
方
の
旅
に
同
行
し
た
こ
と
を
誇
り
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ

の
旅
を
並
列
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
外
村
の
現
在
の
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る

も

の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
日
記
の
部
分
を
見
て
ゆ
き
な
が
ら
、
「序
」
に

あ
ら
わ
れ
た
現
在

の
視
点
と
一
逡
ω
年
当
時
の
外
村
の
眼
と
が
ど
う
重
な
り
合
う

の
か
、
ど
う
違

っ
て
い
る
の
か
を
追
体
験
し
て
み
た
い
。

4

清
朝

へ
の
嫌
悪

一逡

。。年

(昭
和
十
八
年
)
入
月
十
四
日
、
外
村
は
奉
天
に
到
着
し
、
早
速

「満
州
民
藝
館
」
[外
村
、
一
㊤。。
も。
"
凸
]
設
立
の
た
め
の
蒐
集
を
開
始
す
る
。
そ

の
活
動
の
場
は
主
に
市
場
や
荒
物
屋
だ

っ
た
が

[外
村
、
一Φ
。。
ω
"
卜。
N
b。
①
]、
そ

れ
以
外
に

「国
立
博
物
館
」
を
見
学
し
た
り
も
し
て
い
る
。
博
物
館
で
の
目
当

て
は
、
古
い
時
代
の

「鶏
冠
壷
」
を
見
る
こ
と
だ

っ
た

[外
村
、
一
⑩。。ω
"
合
]。

そ
の
美
し
さ
に
彼
は
立
ち
去
り
が
た
い
思
い
を
抱
く
が
、
他
方
、
館
内
の
広
い

面
積
を
占
め
る
清
朝
工
芸
の

「無
類
に
巧
緻
な
手
法
の
た
め
に
硬
直
し
た
形
」

に
対
し
て
は
、
露
骨
に
嫌
悪
感
を
吐
露
し
て
い
る
。
「例
に
よ
っ
て
」
清
朝
工
芸

は
見
る
者
の
心
を
硬
く
さ
せ
る
と
。
「例
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言

い
方
が
示
唆
す

る
よ
う
に
、
清
朝
に
対
す
る
美
的
断
罪
は
、
博
物
館
訪
問
の
前
か
ら
決
ま

っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

清
朝
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
外
村
が
嫌
悪
し
た
の
が
、
乾
隆
帝

の
時
代
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
熱
河
で
ラ
マ
教
寺
院
を
見
物
し
た
際
の
文
章
に
如
実
に
示

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
嫌
悪
感
は
、
必
ず
し
も

「満
洲
」

の
日
本
人
す
べ
て

に
共
有
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
外
村
の
旅
行

の
四
年
前

「満
洲

帝
国
協
和
会
」
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
小
森
丈
夫
の

「康
煕
大
帝

の
民
族
協
和

工
作
l
l
協
和
思
想
風
土
記
よ
り
ー

⊥

に
よ
れ
ば
、
乾
隆
帝
の
時
代
は
次

の

よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。

当
時

「満
洲
国
」
熱
河
省
の
首
都
だ

っ
た
承
徳
ー

こ
の
地
は
、
外
村
が
日

記

に

「憧

れ

の
熱

河
」

[外
村

一
り
。。
ω
"
一
α
㊤
]

と

記

し

た

こ
と

か

ら
も

伺

え

る
よ
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う
に
、
熱
河
離
宮
の
所
在
地
と
し

て
日
本
人
に
知
ら
れ
て
い
た
。
遡
る
こ
と
二

百
年
前
、
清
朝
の
康
煕
帝
に
よ

っ
て
造
営
さ
れ
、
康
煕

・
乾
隆
両
皇
帝
が
ほ
と

ん
ど
毎
年
の
よ
う
に
巡
幸
し
た
こ
の
離
宮
に
対
し
て
小
森
は
、
「恰
度
雲
の
彼
方

に
浮
び
出
た
虹
を
眺
め
る
や
う
な
恋
し

い
気
持
ち
」
を
抱

い
て
い
た

[小
森
、

一
Φω
O
U
霸
O]
。
彼
に
と

っ
て
こ
の
二
人
の
皇
帝
こ
そ
、
「対
蒙
古
民
族
協
和
工

作
」

の
大

い
な
る
先
達
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

「民
族
協
和
思
想
立
国
論
」

は
、
単
に
帝
国
周
辺
部
に
位
置
す
る

「蒙
古
民
族
」
対
策
だ
け
で
は
な
く
、
少

数
派
の
民
族
が
数
億
の
漢
民
族
を
統
治
す
る
と
い
う
清
朝
に
と

っ
て
の
核
心
的

難
問
に
対
す
る
巧
妙
な
解
答
で
も
あ

っ
た
。
熱
河
離
宮
は

「民
族
協
和
の
会
館
」

と
し
て
の
役
割
を
担

っ
て
い
た
の
で
あ
る

[小
森
、
一⑩
ω
⑩
"
嵩
ρ
一
器
]。

一

離
宮
を
中
心
と
し
て
こ
の
地

一
帯
に
は
ラ
マ
教
寺
院
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。

康
煕

・乾
隆
の
時
代
、
「信
仰
の
念
が
熱
烈
な
蒙
古
族
」
に
対
す
る
協
和
工
作
の

一
環
と
し
て
、
と
り
わ
け
乾
隆
帝
に
と

っ
て
は

「荒
涼
た
る
砂
漠

の
国
生
れ
の

蒙
古
族
の
目
を
眩
惑
」
す
る
た
め

の
思
想
戦
の
手
段
と
し
て
建
立
さ
れ

つ
づ
け

た
た
め
で
あ
る

[小
森
、
一㊤
ω
㊤
"
一q
ρ
一
αω
]。

動
員
さ
れ
た
の
は
宗
教
だ
け
で
は
な

い
。
康
煕
帝
は
離
宮
に
モ
ン
ゴ
ル
族
の

王
侯
貴
族
を
招
き

い
れ
、
彼
ら
の
眼
を
慰
め
る
べ
く

「断
然
豪
華
な
支
那
芝
居
」

を
催
し
た
り
も
し
た
。
「当
時
の
御
芝
居
に
用
し
た
衣
裳

・
冠

・
そ
の
他
舞
の
道

具
は
、
現
在
、
離
宮
博
物
館

の
人
気
も

の
と
し
て
、
同
館
に
陳
列
さ
れ
、
観
覧

者
を
し
て
昔
を
懐
し
が
ら
せ
て
居

る
」
と
小
森
は
紹
介
し
て
い
る

[小
森
、

一
りω
リ
ロ

㎝Q。
]。

し
か
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
外
村

の
嫌
悪
感
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な

っ
た
。

最
初
に
訪
れ
た
普
寧
寺
で
ま
ず
、
堂
塔
伽
藍
の
姿
に
強
い
威
圧
感
を
か
ぎ
と

っ

て
し
ま
う
。
「
日
本
の
江
戸
期
の
威
し
の
寺
院
建
築
に
は
も
う
慣
れ
て
い
る
け
れ

㎎2

ど
も
、
こ
こ
の
威
し
は
全
く
堪
え
切
れ
る
も
の
で
は
な

い
」

[外
村
、
這
。。
ω
"

一
覊
]
。
さ
ら
に
内
部
に
入

っ
て
見
る
と

「全
く
乾
隆
の
巧
緻
と
豪
華
で
貼
り

つ

め
ら
れ
て
い
て
、
心
を
潤
す
何
物
も
な
く
、
む
し
ろ
軽
侮
の
感
を
お
ぼ
え
る
ば

か
り
で
、
悲
し
く
な
る
」。
「屋
根
瓦
の

一
枚
毎
の
素
晴
ら
し
い
美
し
さ
、
そ
の

完
璧
な
焼
成
、
部
分
的
に
は
優
れ
た
工
藝
を
有
ち
な
が
ら
、
全
体
が
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
に
窮
屈
に
な
り
、
美
し
さ
に
欠
け
、
品
位
が
下
る
の
で
あ
ろ
う
か
」。

「離
宮
の
正
門
前
に
来
て
宝
物
館
に
入
っ
た
が
、
こ
こ
も
足
を
止
め
さ
せ
る
何
物

も
な
い
。
乾
隆
の
こ
ち
こ
ち
の
横
溢
で
あ
る
」
[外
村
、
一
り。。
。。
"
一ざ
]。

彼
は
こ
の
美
的
問
題
を
清
朝
に
よ
る
支
配
の
問
題
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。

す
な
わ
ち

「清
朝
は
チ
ベ
ッ
ト
で
民
力
を
弱
め
さ
せ
た
喇
嘛
教
を
こ
こ
で
も
利

用
し
て
蒙
古
を
征
服
し
よ
う
と
し
、
建
造
物
や
仏
像
を
威
し
に
使

っ
た
の
で
あ

る
」
と

[外
村
、
一Φ
◎。ω
"
一〇
刈]
。

『協
和
運
動
』
の
記
事
と
の
対
比
で
考
え
れ
ば
、
外
村
の
姿
勢
は
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
乾
隆
年
間
に
代

表
さ
れ
る
清
朝

へ
の
嫌
悪
は
、
民
藝
の
公
式
見
解
や
外
村
個
人
の
美
的
趣
味
だ

け
に
は
還
元
で
き
な

い
側
面
を
も
持

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

5

「
手
足
を
吸
盤
の
よ
う
に
し
て
」
北
上
す
る
民

満
洲
民
藝
館
を
飾
る
べ
き

「蒙
古
系
」
の
典
型
的
工
芸
を
捜
し
求
め
る
外
村

は
、
調
査
行
の
お
わ
り
に

一
行
と
別
れ
て
単
身
、
赤
峰

へ
向
か
う
。
そ
の
地
で

彼
は
、
ま
る
で
洗
濯
石
鹸
の
よ
う
に
か
ち
か
ち
に
乾
燥
し
た
チ
ー
ズ
を
眼
に
し
、



自
分
は
今
大
陸
乾
燥
圏
に
い
る
の
だ
と

い
う
実
感
を
深
く
す
る
。
そ
の
チ
ー
ズ

は
ま
る
で

「喇
嘛
教
を
伴

い
つ
つ
、
手
足
を
吸
盤
の
よ
う
に
し
て

一
鍬
毎
に
北

上
し
て
来
る
農
耕
の
民
を
、
こ
こ
で
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
牧
畜
の
民
の
意
志

を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
」
し
ば
ら
く
そ
の
場
に
立
ち
尽
く
し
た

と

い
う

[外
村
、
一⑩
。。ω
"
一Φ
一
]。

「満
洲
」
を
席
巻
す
べ
く
北
上
す

る

「農
耕
の
民
」
が
も
た
ら
し
た
の
は
、

北
京
を
首
都
と
す
る
清
朝

の

(武
器
と
し
て
の
ラ
マ
教
を
伴

っ
た
)
漢
文
化
で

あ
り
、
そ
の
攻
撃
に
晒
さ
れ
る
の
が

「満
洲
」
土
着
の
牧
畜
文
化
で
あ
る
。
「満

洲
民
藝
館
」

の
使
命
と
は
、
危
機
に
瀕
す
る
後
者
を
支
援
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト

・
蒙
古
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の

「満
洲
」

で
展
開
し

つ
つ
あ
る
文
化
問
の
闘
争
を

「農
耕

の
民
」
と

「牧
畜
の
民
」
の
対

立
構
図
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

赤
峰
訪
問
に
よ

っ
て

「満
洲
」
調
査
を
終
え
た
外
村
は
北
京

へ
と
向
か
う
。

そ
の
列
車
の
窓
外
に
は
、

い
か
に
も

「満
洲
」
を
思
わ
せ
る
怪
異
な
山
な
み
が

続
く
。
し
か
し
、
列
車
が

「満
洲
」

と
中
国
の
く
国
境
V
近
く
に
さ
し
か
か
る

と
、
急
峻
な
谷
間
に
畑
、
水
田
、
民
家
が
集

っ
て
い
る
姿
が
見
え
る
。
「牧
畜
の

民
で
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
手
足
を
吸
盤
の
よ
う
に
し
て
、
北
上
し
て
き
た
民

族
の
驚
く
べ
き
生
態
で
あ
る
」

[外
村
、
一㊤
。。ω
"
b。O
b。]
。
こ
の
時

「満
洲
」
と

中
国
の
く
国
境
V
は
、
「牧
畜
の
民
」
と

「農
耕
分
民
」

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
最
前

線
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
「満
洲
」

は
、
文
化
闘
争
に
お

い
て
〈
土
着
〉
文
化
の

側
に
立

つ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

「手
足
を
吸
盤
の
よ
う
に
し
て
」
と

い
う
言
い
回
し
を
外
村
は
好
ん
で
用
い

マ

マ

て

い
る
が

、

こ
れ

は

染

木

煦

[外

村

、

一
り
。。
ω

"
卜。
巳

の

「支

那

の
手

足

に
は

吸

盤
が
あ
る
」
と

い
う
表
現
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
ら
し
い
。
染
木
の

『北
満
民
具

採
訪
手
記
』
の
な
か
に
実
際
、
こ
の
表
現
が
見
い
だ
せ
る

[染
木
、
お
凸

"
霸
]。

外
村
が
こ
の
箇
所
か
ら
引
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
染
木

の
本
の
こ
の
頁
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
満
鉄
弘
報
課
撮
影
の

「セ
ン
ベ
イ
蒲
団
を
背
負

っ
た
山
東
移

民
の
群
」
と

い
う
写
真
が
、
そ
の
ま
ま
、
外
村
の
本
の
当
該
頁
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
外
村
は
こ
の
表
現
を
、
山
東
省
方
面
か
ら
流

入
し
て
く
る
中
国
人

「苦
力
た
ち
」
の

「風
雨
に
じ
か
に
晒
さ
れ
て
い
る
生
物

の
よ
う
な
猛
々
し
い
形
相
」
か
ら
の
連
想
と
し
て
用

い
て
い
る
が
、
そ
の
際
引

用
さ
れ
る
漢
代

の
王
充
の
こ
と
ば
!

「人
が
生
れ
て
天
地
の
問
に
在
る
は
、

尚
ノ
ミ
シ
ラ
ミ
の
衣
服
に
在
る
が
ご
と
し
」
1

は
、
染
木
の
本
か
ら
そ
の
ま

ま
転
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
外
村
は
、
こ
の
箇
所
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
素
材
を
染
木
に
全

面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
章
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
る

ニ
ュ
ア
ン
ス

に
は
、
両
者
の
問
で
、
若
干
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
染
木
本
人
は
ど
の
よ

う
な
文
脈
で
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

染
木
が
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
は
、
大
連
の
中
国
人
街

「
西
崗
子
」

の
描
写

に
お
い
て
で
あ
る
。
「満
洲
」
経
済
活
発
化
に
と
も
な
う
労
働
力
需
要
を
満
た
す

形
で
、
山
東
省
方
面
か
ら
移
民
が
数
多
く
流
入
し
、
そ
の
結
果
、
大
連
の
人
口

構
成
で
は
中
国
人
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る

[西
澤
、
一〇
〇
『

Φ
り
]
。一Φ

ω
り年

(昭
和
十
四
年
)
大
連
を
訪
れ
た
染
木
は
、
こ
の
都
市
の
現
状
を
ふ

マ

マ

ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「支
那
人
は
恐
る
べ
き
民
族
だ
。
漢
の
王

充
と
云
ふ
男
は
-「人
の
生
れ
て
天
地
の
問
に
在
る
は
、
猶
蚤
蝨
の
衣
裳
に
在
る

試金石 としての 「満州」279



マ

マ

が
如
し
」
と
云

っ
た
さ
う
だ
。
又
さ
る
欧
人
は

「支
那
人
は
地
球
の
だ
に
だ
」

マ

マ

と
云

っ
た
。
彼
此
倶
に
評
し
得
て
妙
で
あ
る
。
支
那
人

の
手
足
に
は
吸
盤
が
あ

る
」

[染
木
、
一〇
自

"
一
巴

と
。

彼
は
大
連
や
ハ
ル
ビ
ン
の
状
況
を
、
昆
虫
の
生
態
の
た
と
え
で
語
ろ
う
と
す

る
。
「諸
君
は
寄
生
蜂
と
云
ふ
も
の
を
見
し
こ
と
あ
り
や
。
其
の
成
虫
は
好
ん
で

鱗
翅
類

の
仔
虫
尚
幼
な
る
時
を
選

ん
で
其
の
体
中
に
産
卵
す
る
。
卵
は
幼
虫

の

体
内
に
て
孵
化
し
幼
虫
の
肉
を
食

っ
て
生
育
し
て
行
く
が
外
見
幼
虫
の
体
に
何

の
異
状
も
認
め
ら
れ
な
い
。
仔
虫

の
当
に
老
熟
し
て
蛹
化
せ
ん
と
す
る
や
体
内

の
寄
生
幼
虫
も
又
老
熟
し
て

一
度

に
宿
主
の
体
皮
を
破

っ
て
出
で
其
の
ま

・
小

さ

い
繭
を
造

っ
て
蛹
化
す
る
。
宿
主
は
も
ぬ
け
の
殻
と
な

っ
て
死
に
も
や
ら
ず

寄
生
虫
の
羽
化
し
て
去
る
ま
で
樹
幹

に
固
着
し
て
醜
骸
を
さ
ら
す
」

[染
木
、

一り
自

口

①]
。
大
連
で
展
開
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
事
態
は
ま
さ
に
こ
れ
で
あ

っ
た
。

「支
那
人
の
外
国
人
都
市
に
寄
生
す
る
往
々
に
し
て
こ
の
寄
生
蜂
に
似
た
る
も
の

が
あ
る
。
都
市
未
だ
成
ら
ざ
る
の
B
に
来

っ
て
産
卵
し
、
老
熟
す
る
を
待

っ
て

一
度
に
出
で
来

っ
て
其

の
都
市
の
経
済
機
能
を
把
握
し
て
了
ふ
」
と

[染
木
、

一
逡
一
二

昌
。

彼
ら
中
国
人
移
民
の

「怖
る
べ
き
潜
勢
力
」
[染
木
、
一
逡
一
"
嵩
]
1

染

木
を

「満
洲
」

へ
と
引
き

つ
け
た
動
因
の
少
な
く
と
も

一
つ
は
こ
れ
だ

っ
た
。

「
旅
行
者
は
必
ず
斯
う
云
ふ
寄
生

都
市
を
具
さ
に
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

[染
木
、
一
り凸

"
ミ
]
と
断
じ
、
「
西
崗
子
を
具
さ
に
視
察
す
る
こ
と
は
自
分
の

今
回
の
旅
行
の
大
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

一
つ
だ

っ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
そ
れ
が
伺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
覚
悟
を
い
だ
く
染
木

に
と

っ
て
、
「予
の
直
接
見
聞
し
た
以
外
の

事
物
は
参
考
引
用
の
他
に
は
極
力
こ
れ
を
避
け
た
」

[染
木
、
一
り凸

"
α]
と

い

う
透
徹
し
た
観
察
眼
は
い
わ
ば
必
須
の
武
器
で
あ
ろ
う
。
彼
が

「民
旦
ハ」
と

い

う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
「序
」
の
中

で
彼
は
、
自
分
の
観
察
対
象
が

「近
時
盛

に
喧
伝
せ
ら
る

・
民
藝
」

[染
木
、

一㊤自

"
凸

と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
「民
藝
は
鑑
賞
を
前
提
と
す
る
。

民
具
の
内
、
鑑
賞
に
適
す
る
物
を
取
捨
選
択
し
て
民
藝
品
と
称

へ
、
近
時
、
好

事
家
の
玩
ぶ
と
こ
ろ
、
結
句
玩
弄
物
と
な
る
に
過
ぎ
ず
。
民
旦
ハは
然
ら
ず
、
其

の
物
の
美
醜
と
新
旧
を
問
は
ず
、
又
健
康
的
な
る
と
不
健
康
的
な
る
と
を
訊
ね

ず
、
凡
そ
生
活
に
必
需
の
物
は
す

べ
て
こ
れ
を
民
旦
ハと
す
る
」
と

[染
木
、

一㊤
凸

"
心
]。

染
木
の
姿
勢
は
、
川
村
湊
が

『「大
東
亜
民
俗
学
」
の
虚
実
』
で
賞
賛
し
た
よ

う
に
、
美
醜
を
越
え
て
現
実
を
し

っ
か
り
と
見
据
え
る
点
で
、
客
観
的
だ

っ
た

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い

[川
村
、
一
㊤
8

"
b。
b。
己
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

客
観
性
と
、
先
に
見
た
中
国
人
移
民
観
と
が
、
彼
に
と

っ
て
は
何
ら
矛
盾
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
気
を
留
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
染
木
自
身
に
よ
る
文
脈
を
外
村
は
知
ら
な
か

っ
た
は
ず
は
あ
る

ま

い
。
染
木
の
中
国
人
観
を
外
村
が
ど
う
評
価
し
て
い
た
に
せ
よ
、
外
村
が

「我
々
も
大
陸
へ
の
吸
盤
が
ほ
し
い
も
の
だ
と
思
わ
さ
れ
る
」

[外
村
、
一⑩
。。ω
H

b。
昌

と
書
き
記
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
あ
る
時
は
吸
盤
を
も
つ
人
々
の

文
化
的
威
力
に
懼
れ
を
い
だ
き
、
あ
る
時
は
自
ら
の
吸
盤
を
欲
す
る
と
い
う
よ

う
に
、
手
足
に
吸
盤
を
も
つ
人
々
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
外
村

の

「満
洲
」
文

化
体
験
の
上
で
ひ
と

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
し
て
い
る
。

現
在
か
ら
見
て
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
政
治
的
に
危
う

い
こ
と
は
言
う
ま
で
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も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
本
の
な

か
で
外
村
が

「満
洲
国
」
の
く
意
義
V
に
つ

い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
語

っ
て
い
る
箇
所
は
な

い
し
、
戦
後
永
く
た

っ
て
か
ら
戦

争
中

の
日
記
を
公
刊
す
る
の
も
、
そ

の
内
容
に
自
信
が
あ
れ
ば
こ
そ
だ

っ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
「手
足
を
吸
盤
の
よ
う
に
し
て
」
北
上
し
て
き
た
人
々
の
位
置
づ

け
が
微
妙
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
は
、
著
者
外
村
自
身
、
無
関
心
で
は

な
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
一Φ
。。
。。
年
に
新
た
に
書
か
れ
た

「序
」
に
お
い
て
、
二
つ
の
民
の
対
立
構
図
に
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

「序
」
に
お
い
て
彼
は
、
「短
時
間
の
問
に
、
漢
民
族
の
測
り
知
れ
ぬ
意
志
力

を
犇
犇
と
身
に
感
じ
て
驚
嘆
し
た
が
、
そ
れ
が
満
洲
に
及
ぼ
し
た
も
の
は
、
強

大
な
宮
殿
や
墓
陵
や
貴
族
工
藝
等
の
造
営
で
は
な
く
、
無
数
の
民
衆
が
手
足
を

吸
盤
の
よ
う
に
し
て
荒
地
を
拓
き
つ

つ
、
そ
こ
に
遺
し
た
諸
多
の
生
活
造
営
で

あ
る
こ
と
を
思
い
返
し
て
」
無
量
の
感
慨
を
抱
い
て
い
る

[外
村
、
一〇Q。ω
"
巴
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
日
録
本
文
に
お
い
て
は
、
「手
足
を
吸
盤
の
よ
う

に
し
て
」
北
上
し
て
き
た
人
々
は

「強
大
な
宮
殿
や
墓
陵
や
貴
族
工
藝
等
の
造

営
」
の
担

い
手
と
同
じ
側
に
、
す
な
わ
ち
漢
文
化
を
押
し
つ
け
る
清
朝
の
側
に

立

つ
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
日
録
本
文
に
お
け
る
対
立
は
、

手
足
を
吸
盤

の
よ
う
に
し
た
人
々
と

宮
殿
の
権
力
者
と

の
あ
い
だ
で
は
な
く
、

牧
畜
の
民

(満
洲
族
)
と
農
耕
の
民

(漢
民
族
)
と
の
あ

い
だ
に
あ

っ
た
は
ず

で
あ
り
、
そ
の
地
理
的
表
現
が

「満
洲
」
と
中
国
の
く
国
境
V
だ

っ
た
は
ず
だ
。

こ
の
対
立
を
構
成
し
直
し
、
民
衆

・
対

・
権
力
者
の
構
図
と
し
て

「思
い
返
し

て
」
い
る
の
が
、
這
。。ω
年
の

「序
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
諸
文
化
の
せ
め
ぎ
あ

い
の
場
と
し
て
の

「満
洲
」
に
と

っ
て
、

民
藝
運
動
の
目
的
と
は
い
っ
た

い
何
か
。
外
村
は
農
安
に
お
い
て
、
日
本
人
が

建
て
た
神
社
が
寂
れ
き

っ
て
い
る
さ
ま
を
描
写
し
た
後
、
開
拓
と
増
産
に
汲
々

と
し

「情
操
の
こ
と
と
言
え
ば
、
直
ち
に
享
楽
と
し
て
誤
解
し
排
撃
す
る
」
風

潮
に
対
抗
す
る
こ
と
こ
そ
、
「満
洲
」
民
藝
運
動
が
解
決
す
べ
き
課
題
だ
と

い
う

[外
村
、
一㊤
。。
。。
"
辰
ω]
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
視
線
は
、
こ
れ
ら

一
連
の
事
態

が

「土
地
の
人
々
」
に
と

っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
と

い
う
点
に
ま
で
は
及
ん

で
い
な
い
。
農
安
神
社
の
寒

々
と
し
た
あ
り
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
彼

は

「寒
心
に
堪
え
な
い
思
い
に
閉
ざ
さ
れ
な
が
ら
過
ぎ
よ
う
と
し
て
顧
る
と
手

洗
の
石
槽
に
土
地
の
老
人
が
煙
管
を
咬

へ
つ
つ
腰
掛
け
、
社
殿
に
背
を
向
け
て

辺
り
を
見
廻
し
て
い
る
。
反
抗
し
て
い
る
の
か
、
無
関
心
で
い
る
の
か
、
知
る

由
も
な
い
」

の
で
あ
る

[外
村
、
一り
。。ω
"
這
α]
。

6

「
赤
十
字
の
看
護
卒
の
任
務
」

「東
洋
全
域
に
亘
る
侵
略
戦
争
」
と
そ
の

「敗
戦
」
を
経
て
四
十
年
後
に
書

か
れ
た

「あ
と
が
き
」

で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
調
査
行
の
意
義
が
手
放
し
で

肯
定
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
日
本

の
農
村
の
疲
弊
、
そ
れ
を
問
題
と
し
た
青
年

将
校
た
ち
・
:
・そ
し
て

「満
洲
」

へ
の
道
。
「そ
れ
は
悲
劇
で
あ

っ
た
が
、
当
時

の
国
民
は
、
有
識
の
人
々
ま
で
強

い
た
批
判
も
な
し
に
同
調
し
て
行

っ
た
。
私

も
そ
の

一
人
で
な
か

っ
た
と
は
云
え
な
い
」
[外
村
、
一
〇。。ω
U
N
ω
呂
。
だ
が
、

著
者
が
敢
え
て
こ
の
紀
行
を
四
十
年
後
に
出
版
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
次
の
点

に
あ
る
。
「私
共
が
満
洲
に
行

っ
た
の
は
敵
味
方
な
く
庶
民
生
活
の
病
め
る
を
診

断
し
傷

つ
け
る
を
治
療
す
る
、
い
わ
ば
赤
十
字
の
看
護
卒

の
任
務
を
背
負

っ
て
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い
た
の
で
あ
る
」
[外
村
、
一り
。。ω
…
Nω
。。
]
と
。
外
村
は
こ
の
よ
う
に
医
療
メ
タ

フ
ァ
ー
を
用
い
る
こ
と
で
、
運
動
の
正
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。

水
尾
比
呂
志
は

『評
伝

柳
宗
悦
』
の
な
か
で
、
柳
と

の
個
人
的
な
交
友
関

係
に
お
け
る

「同
志
的
結
合
の
磁
場
」
が
民
藝
運
動
展
開
の
う
え
で
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

[水
尾
、
一り
露

"
一
〇〇
]。
な
に
よ
り
も

濱
田
や
河
井
の
例
が
そ
の
こ
と
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
二
人

以
外
に
も
、
と
り
わ
け
重
要
な
五
人
の
友
人
の
名
前
を
挙
げ
う
る
の
だ
が
、
そ

の
う
ち
の
二
人
が
医
師
、
他
の
二
人

が
神
学
科
出
身
な
の
だ

[水
尾
、
一㊤
露

"

一
①
Σ
。
す
な
わ
ち

「民
藝
協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
柳
の
不
得
意
な
実
務

を
援
け
た
」
吉
田
璋
也
と
式
場
隆
三
郎
が
新
潟
医
学
専
門
学
校
の
同
期
生
で
あ

り
、
吉
田
は
耳
鼻
咽
喉
科
の
医
師

に
、
そ
し
て
式
場
は
精
神
神
経
科
医
と
な

っ

た
の
で
あ
る

[水
尾
、
一㊤
縮

"
一①
己
。
対
し
て
、
神
学
を
修
め
た
の
は
村
岡
景

夫
と
外
村
だ

っ
た
。

医
療
と
キ
リ
ス
ト
教
1

こ
の
二
つ
の
出
自
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
自
分
た

ち
の
セ
ル
フ

・
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

「赤
十
字
の
看
護
卒
」
が
選
ば
れ
た
の
は
自

然
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
医
療
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
(柳
に
と

っ

て
ど
う
だ

っ
た
か
は
別
と
し
て
)
彼

ら
民
藝
協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
自

己
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
と

っ
て
本
質
的

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

一
つ
の
例
と
し

て
、
式
場
隆
三
郎
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

7

狂
気
と
健
康
-

式
場
隆
三
郎
の
戦
略
ー

式
場
隆
三
郎
と
は
何
者
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
答
え
る
に
は
、
民
藝
運
動

の
担
い
手
と
し
て
で
は
な
く
、
「裸
の
大
将
」
山
下
清
の
〈
発
見
〉
者
と
し
て
紹

介
す
る
こ
と
の
方
が
分
か
り
や
す

い
か
も
知
れ
な

い
。
民
藝
は
式
場
に
と

っ
て

確
か
に
重
要
で
は
あ

っ
た
が
、
.彼
の
多
彩
な
活
躍
の
す
べ
て
で
は
な
か

っ
た
。

服
部
正

・
藤
原
貞
朗

「
「日
本
の
ゴ
ッ
ホ
」
か
ら

「裸
の
大
将
」
へ
」
に
よ
れ
ば
、

一霧
O
年
代
、
特
異
な
画
家
山
下
清
が

「
日
本
の
ゴ
ッ
ホ
」
と
し
て
仕
立
て
上
げ

ら
れ
て
ゆ
く
過
程
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
「山
下
が
在
籍
し
て
い

た
入
幡
学
園
の
顧
問
医
師
で
あ
り
、
か

つ
当
時
も

つ
と
も
有
名
な

「ゴ

ッ
ホ
研

究
家
」
で
あ
っ
た
」
式
場
だ

っ
た

[若
山
、
一り
㊤①
"
曽
O]
。

山
下
は
す
で
に

「
「特
異
児
童
」
と
し
て
昭
和
十
三
年
に
東
京
銀
座
の
画
廊
で

作
品
を
展
示
し
、
「画
壇
の
絶
賛
を
浴
び
た
」
こ
と
が
あ
り
、
戦
前
で
も
か
な
り

「名
の
し
れ
た
」
人
物
で
は
あ

っ
た
」
[若
山
、
一〇
〇
『

NO
㊤
]。
し
か
し
式
場
が

仕
掛
け
る
ま
で
は
、
山
下
が

「
日
本
の
ゴ
ッ
ホ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う

[若
山
、
一8
0
"
卜。O
㊤
]。
式
場
が
山
下
と
ゴ
ッ
ホ
を
重
ね
合
わ

せ
た
際
に
鍵
と
な

っ
た
の
は
、
〈
こ
こ
ろ
の
病
と
創
造
性
〉
と

い
う
視
点

の
導

入
で
あ
る
。

、式
場
は
、
戦
争
中
の
著
作

『宿
命
の
芸
術
』
所
収
の

「
フ
ァ
ン

・
ホ
ッ
ホ
の

人
と
作
品
」
の
な
か
で
既
に
、
「病
理
学
的
な
因
子
」
と
ゴ
ッ
ホ
絵
画
の

「個
別

的
な
特
性
」
と
の
間
に
何
ら
か
の

「相
互
関
係
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
主
張
し
て

い
た

[式
場
、
一逡
ω
"
α
巳
。
こ
れ
は
、
式
場
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
ア

プ
ロ
ー
チ
だ

っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
精
神
病
理
学
が
心
を
病
ん
だ
芸
術

家
を
扱
う
際
に
は
、
そ
.の
芸
術
家
の
精
神
病
そ
の
も
の
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
は

あ

っ
て
も
、
そ
の
病
と
創
造
性
と
の
関
わ
り
は
研
究
対
象
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
病
気
に
な
る
前
の
創
造
力
曲豆
か
な
時
期
と
、
病
気
に
な

っ
て
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か
ら
の

「退
化
と
破
壊
」

の
時
期
と
を
切
り
離
し
、
精
神
病
を
単
に
創
造
性
を

破
壊
す
る
外
在
的
因
子
と
の
み
見
な
し
が
ち
だ

っ
た
。

つ
ま
り
、
「病
理
学
的
な

因
子
」
が
芸
術
作
品

の

「個
別
的
な
特
性
」
に
何
ら
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
働
き

か
け
を
す
る
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
が
普
通
だ

っ
た
と

い
う
。
式
場
が
目
指
し

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
や
り
方
と
は
違

っ
て
、
ゴ
ッ
ホ
と

い
う
ひ
と
り

の
個
性
的
な
芸
術
家

の

「生
活
と
作

品
と
そ
の
精
神
病
と
を
、
不
可
分
な

一
つ

の
全
体

の
中
に
包
含
せ
し
め
よ
う
」
と
い
う
試
み
だ

っ
た
の
で
あ
る

[式
場
、

一㊤お

届
◎。
]。

こ
こ
ろ
の
病
を
日
常
生
活
と
切
り
離
さ
ず
に
、
両
者
を
相
互
作
用
の
相
に
お

い
て
見
る
べ
き
だ
と

い
う
彼
の
発
想
は
、
「狂
人
と
常
人
が
全
く
別
世
界
の
住
民

で
な
く
、
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
主
張
」
で
も
あ
る
。
「病
的
心
理
は
狂
人
に

だ
け
発
生
す
る
も
の
で
な
く
、
常
人
に
も
現
れ
る
こ
と
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

狂
人
を
天
国
や
地
獄
に
住
む
別
世
界

の
人
種
と
み
な

い
で
、
同
じ
く
地
上
に
あ

っ
て
、
常
人
と

つ
な
が
る
心
理
を
も

つ
が
、
常
人
に
も
あ
り
が
ち
な
病
的
心
理

の
激
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
い
」。
と
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る

「病
的
絵

画
」
も
決
し
て

「健
康
な
絵
画
」
と

別
も
の
で
は
な
く
、
両
者
を
隔
て
る
の
は

程
度

の
差
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

[式
場
、
一逡
ω
口

O己
。

こ
れ
こ
そ
が

『宿
命
の
芸
術
』
全
巻
を
貫
く
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、

ヘ

へ

本
書
の

「序
」
の
冒
頭
を
飾
る
、
「偉
大
な
芸
術
活
動
か
ら
、
病
的
と

い
ふ
言
葉

を
抹
殺
す
る
た
め
に
、
私
は
こ
の
本
を
ま
と
め
た
」
と
い
う

一
文
か
ら
も
伺
わ

れ
る

[式
場
、
一
逡
ω
"
b。
]。
「病
的
絵
画
」
も
含
め
て

「本
当

の
美

の
顕
現
と

い
ふ
も
の
が
、
あ
く
ま
で
も
健
康
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
」

の
だ

[式
場
、
一逡
ω
"
N]
。

「健
康
な
美
」
を
追
求
す
る
民
藝
の
式
場
と
、
「病
的
絵
画
」
に
注
目
す
る
精

神
科
医
と
し
て
の
式
場
と
は
、

一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、

本
人
に
と

っ
て
は
整
合
的
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
、
「棟
方
志
功
の
性

格
」
と
い
う
同
書
所
収

の
文
章
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
人
の

「日
本

の
ゴ

ッ
ホ
」
1

棟
方
志
功
は
、
.民
藝
ゆ
か
り
の
重
要
人
物
で
あ
る
。
し
か
し

当
時
彼
は
、
世
間
か
ら
は
奇
矯
と
見
ら
れ
が
ち
だ

っ
た
。
そ
の
棟
方
に
心
理
テ

ス
ト
を
行

っ
た
結
果
を

「健
康
」
と

い
う
視
点
か
ら
解
釈
し
よ
う
と

い
う
の
が

式
場
の
ね
ら
い
で
あ

っ
た
。

論
文
ら
し
い
形
式
を
踏
襲
し
て
、
棟
方
の

「遺
伝
」

・

「環
境
」

の
検
討
か

ら
は
じ
め
る
こ
の
文
章
は
、
「向
性
検
査
法
」

(「外
向
性
」

「内
向
性
」
を
測

る
)

・

「ブ
ー
ル
ド
ン
氏
抹
消
試
験
」
な
ど
の
実
施
結
果
の
解
釈
で
ク
ラ
イ

マ

ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
検
査
結
果
に
関
し
て
式
場
が
強
調
す
る
の
は
、
世
間
か
ら

奇
矯
と
見
ら
れ
る
棟
方
が
実
は
、
数
値
上
は
正
常
域
に
留
ま

っ
て
い
る
と
い
う

点
だ
。
「棟
方
を
奇
矯
な
逸
脱
者
の
や
う
に
み
る
の
は
皮
相
な
結
論
で
、
彼
は
平

常
な
面
も
広
く
、
そ
の
範
囲
内
で
の
最
高
の
活
動
を
示
し
て
ゐ
る
と
み
て
よ
い
」

[式
場
、
一逡
ω
"
b。
宅
]
。
「健
者
と
病
者
と
の
間
に
は
、
変
質
性

の
中
間
者
が
存

在
」
し
て
お
り
、
「棟
方
の
性
格
な
ど
は
、
誰
で
も
こ
の
中
間
的
な
病
性
者
と
よ

び
た
い
だ
ら
う
。
し
か
し
、
私
は
健
康
人
で
病
性
者
と
境
を
接
し
て
ゐ
る
程
度

に
過
ぎ
な

い
と
思
ふ
。
ブ
レ
イ
ク
の
幻
想
が
病
的
で
な
く
、
健
者
の
最
高
の
も

の
で
あ
り
、
従

っ
て
彼
が
狂
人
で
な
い
と
い
ふ
診
定
が
下
さ
れ
る
や
う
に
、
棟

方
の
場
合
で
も
健
者
に
於
け
る
変
性
の
最
高
の
も
の
と
み
て
よ
か
ら
う
」
[式
場
、

一逡
。。
"
謡
◎。恥
紹
]
。

若
き
日
の
柳
宗
悦
が
熱
中
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ブ
レ
イ
ク
を
引
き
合

い
に
出
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し
な
が
ら
、
式
場
は
、
棟
方
が

「
健
康
な
美
」
の
体
現
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て

「物
指

で
測
れ
な

い
や
う
な
逸
脱
者
や
奇
人
で
な

い
こ
と
」
を
主
張
す
る

[式
場
、
一逡
ω
"
叙
O]
。

い
く
ら

「狂
人
と
常
人
が
全
く
別
世
界

の
住
民
で
な

く
、

つ
な
が

っ
て
ゐ
る
」
と
は
言

っ
て
も
、
や
は
り

「物
指
で
測
れ
な
い
や
う

な
逸
脱
者
」
は
式
場
の
基
準
か
ら
見
て
も
排
除
さ
れ
ざ
る
を
え
な

い
。
結
局
、

棟
方
の
素
晴
ら
し
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
作
品
が

「異
常
児
や
病
的

人
が
発
病
の
直
前
に
示
す
精
神
昂
揚
や
病
的
思
考
の
偶
発
的
な
作
品
と
は
大

い

に
違
ふ
」
と

い
う
主
張
が
戦
略
と
し

て
利
用
さ
れ
る

[式
場
、
一逡
ω
"
b。
㎝
。。]。

そ
れ
ゆ
え
に
、
棟
方

の
場
合
と

は
違

っ
て

「異
常
児
」
の
作
品
は
そ
の
ま
ま

で
す
ん
な
り
と
芸
術
と
し
て
認
め
ら
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
潜
在
的
価
値
を

発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
し
か
る

べ
き
人
に
よ
る
指
導
育
成
が
不
可
欠
な
の
で

あ
る
。

同
書
に
収
録
さ
れ
た

「異
常
児

の
絵
に
つ
い
て
」
と

い
う
文
章

の
な
か
で
、

「入
幡
学
園
」
の

「異
常
児
清
少
年
」
す
な
わ
ち
山
下
清
の
貼
り
紙
絵
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る

[式
場
、
一
逡
ω
"
b。
一
〇
]。
そ
こ
で
は
未
だ
、
「清
少
年
」
を
ゴ

ッ
ホ
と
結
び

つ
け
る
作
業
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「な
ん
と
か
し
て
そ
の

美
し
い
芽
を
傷

つ
け
ず
、
発
展
さ
せ
た

い
」
と

い
う
式
場
の
姿
勢
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る

[式
場
、
一
逡
。。
"
曽

呂
。

一
般
の
児
童
画
の
場
合
と
同
様
、
「異

常
児
」

へ
の

「指
導

の
善
悪
は
、
彼

の
将
来
に
大
き
な
問
題
に
な
る
」
の
だ

[式
場
、
一逡
ω
"
N
一①
]。

後
年

の
こ
と
に
な
る
が
、
一〇
α
①
年

(昭
和
三

一
年
)
東
京
大
丸
で
催
さ
れ
た

「山
下
清
展
」
で
は
、
「特
殊
児
童

の
た
め
の
相
談
所
」
が
併
せ
て
開
設
さ
れ
、

「式
場
隆
三
郎
を
は
じ
め
と
す
る
六
～
七
〇
人
の

『精
神
医
学
、
教
育
、
心
理
の

専
門
家
』
が

『日
夜
テ
ス
ト
や
指
導
』
を
お
こ
な

っ
て
い
た
」
と
い
う

[若
山
、

一⑩
㊤
O
"
b。
一出
。
式
場
は

『文
藝
春
秋
』
に
寄
せ
た
文
章
に
お
い
て
、
展
覧
会
入

場
者
数
が
八
十
万
人
を
越
え
た
こ
と
と
と
も
に

「相
談
所
」

の
盛
況
を
強
調
し

て
い
る
。
全
国
各
地
を
巡
回
す
る
こ
の
展
覧
会
に
よ

っ
て

「二
百
数
十
万
人
も

い
る
精
神
薄
弱
児

へ
の
世
人
の
関
心
が
た
か
ま
り
、
そ
の
保
護
育
成
に
役
立

つ
」

こ
と
を
彼
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る

[若
山
、
一Φ
㊤O
"
N
冨
]
。

展
覧
会
と
相
談
所
が
相
並

ぶ
と

い
う
こ
の
構
図
こ
そ
、
先
に
見
た
外
村
の

「あ
と
が
き
」
で
用
い
ら
れ
て
い
た
構
図
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
場
に
と

っ
て

「清
少
年
」
は
、
外
村
に
と

っ
て
の

「満
洲
」
と
同
様
、
そ
こ
に
お
い
て
未
聞
の

創
造
美
が
発
見
さ
れ
る
べ
き
〈
場
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
「精
神
薄
弱
児
」

([若

山
、
一Φ
Φ
費

b。
一己

の
注
参
照
)
の
よ
う
に

「保
護
育
成
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
対
象
で
も
あ
っ
た
、
と
言
え
ば
奇
矯
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
か
。

8

「
特
異
児
童
」
と
し
て
の

「
満
洲
」

「満
洲
」
と

「特
異
児
童
」
1

こ
の
組
み
合
わ
せ
は
突
拍
子
も
な
く
見
え

る
か
も
し
れ
な

い
が
、
筆
者
の
勝
手
な
思

い
つ
き
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
一逡
ω

年
に
刊
行
さ
れ
た

『満
洲
の
民
藝
』
と
い
う
書
物
に
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
見

い

だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
著
者
本
山
桂
川
は
そ
の
な
か
で
、
「俗
悪
低
級
な
る
内
地

の
安
玩
具
」

[本
山
、
一
逡
ω
H
α。。]
と
は
全
く
異
な
る

「満
洲
」
玩
具
の
図
柄

の
美
し
さ
を
誉
め
称
え
る
に
際
し
て
、
「
一
体
何
の
形
象
を
描
い
た
も
の
か
、
描

い
た
本
人
に
聞

い
て
も
判
然
と
し
な
い
や
う
な
、
丁
度
特
異
児
童
の
作
品
に
見

る
や
う
な
意
想
天
外
の
も
の
が
描
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
う

っ
と
り
と
ほ
ほ
ゑ

284



ま
せ
る
」
と

い
っ
た
た
ぐ
い
の
表
現
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る

[本
山
、

一
逡
ω
"
㎝
c。]
。

こ
の
本
の
な
か
で
、
同
じ
年
に
上
梓
さ
れ
た

『宿
命
の
芸
術
』
の
著
者
式
場

隆
三
郎
や
、
山
下
清
に
つ
い
て
、
何
も
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
に
も
関
わ
ら

ず
、
「満
洲
」

の
人
々
が
作
り
出
す

「民
藝
品
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
構
図
や
色
彩

は

「そ
の
大
ま
か
さ
と
、
そ
の
茫
漠
さ
と
、
悪
く
い
へ
ば
そ
の
無
神
経
さ
と
に

お

い
て
、
到
底
こ
れ
を
再
現
し
得
る
だ
け
の
能
力
は
、
日
本
の
専
門
画
家
と

い

へ
ど
も
持
合
せ
が
な

い
か
も
知
れ
な

い
」
と
本
山
が
言
う
時
、
そ
こ
に
は
何
か

式
場
た
ち
と
通
底
し
あ
う
も
の
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

[本
山
、
一逡
ω
"
α
Φ]
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
照
応
関
係
に
つ
い
て
式
場
に
責
任
が
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
本
山
自
身
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
思
考
回
路
が
作
動
し
て
い
た

可
能
性
は
あ

っ
た
と
思
う
。
少
な
く
と
も
本
山
に
と

っ
て
は
、
「豊
か
な
趣
味
性

を
、
殆
ど
先
天
的
に
享
け

つ
い
で
ゐ
る
彼
等
」
の
生
み
出
す
美
を
く
発
見
V
し

誉
め
称
え
る
こ
と
ー

そ
こ
に
こ
そ
自
ら
の

「使
命
」
が
あ
る
と
感
得
さ
れ
て

い
た

の

で
あ

る

[本

山

、

一
逡

○。
"
㎝
Q。
]
。

こ

の
ま

な
ざ

し

の

下

に

「
特
異

児

童

」

と

し

て

の

「
満

洲
」

は

位

置

づ

け

ら
れ

る

。

9

博
物
館
か
ら
の
眼

本
山
と
い
う
人
物
は
も
と
よ
り
正
式
な
民
藝
運
動
に
連
な
る
人
物
で
は
な
い
。

月
刊

『民
藝
』
に
投
稿
も
行

っ
て
い
た
、
運
動
か
ら
や
や
距
離
を
置

い
た
民
藝

支
持
者

の
ひ
と
り
で
あ
る

[本
山
、
一逡
ω
"
這
ω
]。
彼
の
著
書

『満
洲
の
民
藝
』

(一逡
ω年

(昭
和
十
八
年
)
、
昭
和
書
房
刊
)
は
、
外
村
の
著
書
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
民
藝
協
会
公
認
の
活
動
以
外
に
存
在
し
た

「満
洲
」
の
民
藝
〈
運
動
〉

の

一
端
を
知
る
上
で
格
好
の
素
材
で
あ
る
。

本
山
桂
川
は
、
一。。。。。。年
生
ま
れ
、
『満
洲

・
北
支
民
藝
図
選
』、
『南
方
民
藝
図

選
』
(東
亜
民
俗
研
究
所
刊
)、
『日
本
民
俗
図
誌
』

(東
京
堂
刊
)
な
ど
の
著
書

を
も

つ
。
近
畿
民
旦
ハ学
会
会
長
小
谷
方
明
に
よ
れ
ば
、
本
山
は
昭
和
九
年
ご
ろ
、

後
年

の
民
俗
学
が
ま
だ

「土
俗
と
か
、
民
間
伝
承
と
い
う
言
葉
」
で
呼
ば
れ
て

い
た
時
代
、
す
な
わ
ち

「民
俗
学
を
大
成
す
る
の
は
、
誰
れ
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
、
予
言
出
来
な
か

っ
た
」
時
代
に

[本
山
、
一
Φ
。。
ω
"
尸
卜。
]
、
柳
田
國
男
、

中
山
太
郎
、
折
口
信
夫
、
澁
澤
敬
三
ら
と
相
並
ん
で
活
動
し
て
い
た
と
い
う
。

彼
の
著
書

『満
洲
の
民
藝
』
は
、
初
め
て

「満
洲
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
旅

行
者

で
も
比
較
的
容
易
に
眼
に
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
手
に
入
れ
や
す

い

品
々
を
対
象
と
し
た
、
「満
洲
」
民
藝
の
啓
些奎

目で
あ
る

[本
山
、
一豫
ω
"
b。
レ
①
]。

だ
が
、
何
も
知
ら
な
い
旅
行
者
が
た
だ
む
や
み
や
た
ら
と
歩
き
回

っ
て
も
、
民

藝
は
見
つ
か
る
も
の
で
は
な

い
。
か
と
い
っ
て
、
彼
の
地
に
永
く
住
ん
で
い
る

日
本
人
に
尋
ね
た
と
し
て
も
、
こ
の
方
面
に
関
心
が
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の

は
な
い
と
返
事
が
返

っ
て
く
る
の
が
お
ち
だ
。
そ
の
在
り
か
を
探
し
出
す
の
に

は
、
「或
る
程
度
の
予
備
知
識
の
上
に
、
更
に
加
へ
て
第
六
感
の
鋭
敏
な
る
活
動
」

を
発
揮
し
て
、
自
力

で
探
索
を
す
す
め
る
他
な

い
と
本
山
は
言
う

[本
山
、

一㊤
お

凪
]。

そ
の
準
備
の
た
め
に
彼
が
読
者
に
薦
め
る
の
は
、
博
物
館
見
学
で
あ
る
。
「新

京
で
は
国
立
中
央
博
物
館
、
奉
天
で
は
そ
の
分
館
、
大
連

で
は
満
鉄
資
源
館
、

旅
順
で
は
旅
順
博
物
館
、
哈
爾
濱
で
は
そ
こ
の
博
物
館
を

一
と
わ
た
り
参
看
し
、

現
地
に
お
け
る
物

の
あ
り
か
を
探
し
出
す
手
引
と
す
る
が
よ

い
」

[本
山
、

試金石 としての 「満州」285



一逡
ω
"
O
]。
も
ち
ろ
ん
、
民
藝
す
な
わ
ち

「市
井

の
下
手
物
」
そ
の
も

の
が
博

物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「何
ら
か
の
示
唆
」
は
得
ら
れ
る

は
ず
だ

[本
山
、
一潔
ω
"
呂
。
そ

の

「示
唆
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
そ
の
次
の
章

「満
洲
の
玩
具
」
に
お
け

る
蒐
集
論
を
見
て
み
よ
う
。
「滅
び
行
く
も
の
」
と
題
さ
れ
た
最
初
の
節
で
本
山

は
、
彼
が
偏
愛
す
る

「満
洲
」

の
郷
土
玩
旦
ハが
、
満
洲
事
変
を
境
に
し
て
、
急

速
に
変
質
し
、
あ
る
い
は

「内
地
製
品
に
と

っ
て
替

へ
ら
れ
」

つ
つ
あ
る
現
況

を
憂
え
て
い
る

[本
山
、
一逡
ω
"
N
ρ
b。ω
]。
彼
は
言
う
。
「た
か
が
玩
旦
ハだ
、
と

一
口
に
け
な
し
つ
け
て
は
い
け
な

い
。
そ
れ
ら
の

一
つ

一
つ
の
中
に
も
、
民
族

の
持

つ
伝
統
と
感
情
と
、
こ
れ
に

つ
な
が
る
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
も
の
の
色
彩

や
構
造
に
対
す
る
嗜
好
、
愛
着
が
あ
り
、
い
は
ば
そ
れ
ら
の

一
つ
一
つ
に
よ

っ

て
、
単
調
な
生
活

の
彩
ど
り
を
見

出
し
、
慰
安
を
求
め
、
彼
等
土
着
民
族
の
、

は
か
な
い
生
き
甲
斐
を
さ

へ
、
自
ら
身
に
し
み
て
感
得
し
来

っ
た
も
の
で
あ
る
」

[本
山
、
一逡
Q。
"
N
ω]
と
。

だ
が
、
在
来
の
玩
具
の
す
べ
て
が
民
藝
と
し
て
素
晴
ら
し
い
わ
け
で
は
な

い
。

そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
取
捨
選
択
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「そ
の
点
、
わ
た
く
し

は
世
の
常
の
玩
具
蒐
集
家
た
ち
の
低
俗
な
る
自
己
満
足
的
な
鑑
賞
に
、
無
条
件

な
雷
同
を
す
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
は
な
し
得
な
い
」
[本
山
、
一
逡
曾

b。心
]。

た
と
え
ば
、
「大
連
の
友
人
S
君
の
蒐
集
」
は
二
十
年
の
歳
月
を
か
け
た
四
千
点

に
の
ぼ
る
大

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら

「真
に
民
族
特
有
の

芸
術
的
精
神
を
伝

へ
、
民
藝
的
価
値

に
富
む
も
の
を
選
び
出
す
と
な
る
と
」
、
選

ぶ
に
た
る
も
の
は
そ
の

一
割
に
満
た
な
い
だ
ろ
う

[本
山
、
一濾
ω
"
b。
巴
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
厳
し
い
選
択

の
基
準
は
何
な
の
か
。
本
山
は

「S
君
の
蒐

集
」
対
象
の
く
古
さ
V
の
程
度
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
ら
は

「古

い
と

い
っ
た

862

と
こ
ろ
で
、
三
百
年
こ
の
方
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
旅
順
博
物
館
あ
た
り
に
陳
列

さ
れ
て
ゐ
る
古
代
諸
民
族
の
製
作
、
愛
玩
に
か
か
る
出
土
品
な
ど
に
比
す
れ
ば
、

迫
力
と
い
ふ
か
、
魅
力
と
い
ふ
か
、
純
乎
た
る
民
藝
品
と
し
て
、
強
く
わ
れ
わ

れ
に
迫
る
力
は
、
甚
だ
し
く
稀
薄
で
あ
る
」
[本
山
、
一
逡
ω
"
N
α]。

こ
こ
で
、
な
ぜ
民
藝
探
求
者
が
あ
ら
か
じ
め
博
物
館
を
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
か
、
そ
の
意
味
と

「示
唆
」
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
博
物
館
に
あ
る

三
百
年
以
前
の
品
々
こ
そ
、
民
藝
と
し
て
の
価
値
を
計
る
基
準
な
の
だ
。
本
山

の
主
張
は
、
民
藝
の
本
家
本
元
柳
宗
悦
の
説
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見

え
る
。

一
見
す
る
と
も

っ
と
も
な
説
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ひ
と

つ
の

疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
。

10
.

三
百
年

と

い
う
基
準

本
稿
で
は
論
じ
な
か

っ
た
が
、
柳
に
と

っ
て
の
民
藝
と
は
、
主
と
し
て
江
戸

時
代
の
幕
藩
体
制
下
で
作
ら
れ
た
品
々
の
こ
と
だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
き
ら
か

に

コ
ニ
百
年
こ
の
方
の
も
の
に
過
ぎ
」
な
い
。
た
と
え
ば
、
『現
在
の
日
本
民
窯
』

で
は

「
歴
史
は
古
く

二
百
余
年
」
と

い
う
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る

[柳
、

一〇
島

"
鼬
O]
。
国

・
地
域
が
ち
が
う
と
は
い
え
、
な
ぜ
本
山
は
敢
え
て
三
百
年

以
前
に
ま
で
遡
ろ
う
と
す
る
の
か
。

『満
洲
の
民
藝
』
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
一
逡
ω年
。
そ
の
三
百
年
前
1

一①
念

年
と
は
、
北
京
が
清
の
首
都
と
な
り
、
清
に
よ
る
中
国
支
配
が
確
立
し
た
年
だ

っ
た

[京
大
東
洋
史
辞
典
編
纂
会
、
一
㊤。。O
"
心
b。
㊤]
。
つ
ま
り
本
山
は
、
清
朝
以



前
の

「満
洲
」
の
古
層
に
、
自
ら
の
民
藝

の
基
盤
を
置
こ
う
と
し
た
の
だ
。
こ

れ
を
彼
は

「満
洲
本
地
の
淳
樸
の
古
風
」
と
呼
ぶ

[本
山
、
一逡
ω
口
ω
]
。
彼

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
古
層
が
清
建
国
以
来
三
百
年
の
あ
い
だ
、
危
機
に
さ

ら
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
清
が
、
満
洲
族
に
よ
る
漢
民
族
の
支
配
だ
と

い
う

こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
判
断
は

一
見
奇
妙
に
思
え
る
。
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
漢
文

化
の
方
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
再
び
、
博
物
館
の
展
示
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。旅

順
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
石
器

・
土
器

・
陶
磁
器

・
金
属
器
を

㎝
日
見
て

回
り
さ
え
す
れ
ば
、
「漢
民
族

の
文
化
の
跡
が
、
歴
然
と
し
て
瞥
見
さ
れ
、
そ
の

文
化
の
伝
統
が
、
如
何
に
永
く
久
し
き
伝
承
に
よ

っ
て
、
現
代
に
ま
で
著
し
い

影
響
と
感
化
と
を
与
え
て
ゐ
る
か
」
を
、
如
実
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
重
要

な
の
は
、
ま
ず
歴
史
を
知
る
こ
と
だ
。
各
時
代

の
数
々
の
遺
物

・
文
化
財
を
頭

に
入
れ
て
か
ら
で
な
く
て
は
、
も
の
が
言
え
な

い
気
が
す
る
、
と
彼
は
記
し
て

い
る

[本
山
、
一逡
ω
"
①
]。

本
山
は
こ
こ
で
矢
野
仁

一
の

『満
洲
近
代
史
』
を
援
用
し
つ
つ
、
「満
洲
」
の

〈
歴
史
〉
を
繙

い
て
ゆ
く

[本
山
、
一
逡
ω
…
㊤
]。
か
の
地
は
、
古
来
幾
多

の
民

族
が
征
服
者
の
座
を
争

っ
て
き
た
が
、
た
と
え
彼
ら
征
服
民
族
が
武
力
の
面
で

マ

マ

い
か
に
優
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
し

ょ
せ
ん

「文
に
お
い
て
は
、
支
那
本
土
の

中
原
に
根
を
お
ろ
し
た
漢
民
族
の
敵

で
は
な
か
っ
た
」

[本
山
、
一
逡
ω
"
。。
]
。

「満
洲
」

の
地
か
ら
発
し
て
中
国
全
土
を
支
配
す
る
に
至

っ
た
清
も
ま
た
例
外
で

は
な
い
。
「文
化
の
諸
様
式
に
お
い
て
は
、
結
局
被
征
服
者
た
る
漢
民
族
の
文
化

を
吸
収
し
、
こ
れ
に
同
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
」
。
清
の
建
国
と
は
、
政

治
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
満
洲
族
に
よ
る
漢
民
族
支
配
な
の
だ
が
、
文
化
的
に

は
、
漢
民
族
に
よ
る
満
洲
族
支
配
を
意
味
し
て
い
た
。
「武
ば

っ
た
満
洲
の
民
族

は
、
こ
の
美
し
い
漢
文
化
に
心
酔
し
、
悉
く
こ
れ
を
あ
り
が
た
が
り
、
悉
く
こ

れ
を
摂
取
し
た
」

[本
山
、
一逡
ω
"
㊤]
。
こ
の
よ
う
に
し
て

「満
洲
本
地
の
淳

樸
の
古
風
」
は

「満
洲
に
お
け
る
漢
人
の
勢
力
と
、
そ
の
文
化
的
同
化
力
」

の

前
に
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る

[本
山
、
一逡
ω
"
置

]
。

危
機
は
さ
ら
に
、
文
化
的
な
面
だ
け
で
は
な
く
人
口
の
面
で
も
生
じ
た
。
「満

洲
旗
人
」
た
ち
は
官
吏
や
兵
士
に
な
る
ば
か
り
で
、
農

・
工

・
商
に
従
事
し
よ

う
と
は
し
な
か

っ
た
た
め
、
「満
洲
」
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
分
野
は
新
た
に
流
入

し
た
漢
民
族
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

[本
山
、
一濾
ω
二

〇
]
。
結
果
的
に
満
洲

族
は
、
支
配
民
族
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
ル
ー
ツ
た
る

「満
洲
」
の
地
に
お

い

て
さ
え
、
少
数
派
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
様
々
な
紆
余
曲
折
を

経
て
、
「今
や
満
洲
国
は
、
五
族
協
和
せ
る
安
居
楽
業
の
新
帝
国
と
し
て
建
国
十

年
の
歴
史
を
け
み
し
た
と
は
い
へ
、
そ
の
国
民
お
よ
び
住
民
の
九
〇
%
ま
で
は

漢
民
族
乃
至
そ
の
血
統
を
承
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
」

[本
山
、
一逡
ω
口
㎝
]。

と
こ
ろ
が
、
本
山
に
言
わ
せ
れ
ば
、
漢
民
族
は
既
に
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「そ
の
数
に
お

い
て
斯
く
の
如
く
夥
し
い
率
を
占
め
て
は

ゐ
る
が
、
既
に
今
日
こ
の
民
族
は
、
新
し
い
満
洲
国
民
衆
に
与
ふ
べ
き
何
ら
の

新
文
化
財
を
持
ち
き
た
す
こ
と
は
な
い
」

[本
山
、
一Φ蒔
q。
"
霸

]。
だ
か
ら
こ
そ

「満
洲
国
」
は
く
建
国
V
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
「こ
こ
に
お

い
て
新
興
満

洲
国
民
衆
は
、
既
往
伝
承
の
漢
文
化
を
消
化
吸
収
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
独
自

の
新
文
化
を
創
造
す
べ
き
重
大
な
る
任
務
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
だ

[本
山
、

一逡
ω
口

呂
。
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本
山
桂
川
に
と

っ
て
民
藝
の
主
張
と
は
、
漢
民
族
に
よ
る
文
化
的
影
響
を
被

る
以
前
I
I
す
な
わ
ち
、
三
百
年
以
前
の
満
洲
族
文
化
の
再
興
を
意
味
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
清
朝
時
代
に
押
し
寄
せ
た
漢

(中
国
)
文
化
を
拭

い
去
り
、
そ

の
上
で
、
「満
洲
本
地

の
淳
樸
の
古
風
」
を
基
盤
と
し
て
新
た
な

「満
洲
」
文
化
を
創
造
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際

「日
本
お
よ
び
日
本
国

民
は
、
か
の
国
お
よ
び
か
の
国
人

の
親
邦
と
し
て
、
且
盟
主
と
し
て
、
彼
等
を

導
き
噛
よ
り
よ
き
国
家
的
進
展
と

和
衷
共
存
の
理
念

の
も
と
に
、
堅
く
永
く
、

よ
り
高
き
文
化
の
中
に
相
結
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
責
を
わ
か
つ
も
の
で

あ
る
以
上
、
今

一
応
、
彼
等

の
国
土
に
祖
先
以
来
永
く
彼
等
が
伝
承
し
来

っ
た

民
藝
と
民
俗
の
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
は
、
決
し
て
好
事
家
の

一
私
事
で
も
な

け
れ
ば
、
有
閑
人
の
閑
事
業
で
も
な

い
の
で
あ
る
」

[本
山
、
一
逡
ω
二
〇]
。
か

く
し
て
、
本
山
桂
川
に
と

っ
て
の

「満
洲
」
民
藝
の
く
意
義
V
は
明
ら
か
に
さ

れ
た
。

11
.

「
理

想
を
実
現
す

る
舞

台
」

の
未
完

漢
文
化
に
よ
る
支
配
と
い
う

「満

洲
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
山
だ
け
に
特
異
な

も
の
で
は
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
た

『満
洲

・
北
京
民
藝
紀
行
』
で
は
、
「満
洲
」

の
歴
史
に
つ
い
て
あ
ま
り
書
き
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
し
か
し
、
は
っ

き
り
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
ひ
と
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
出
発
以
前
、
上
京

の
車
中
で
小
学
校
の
歴
史
の
時
間
を

思
い
出
し
た
時
で
あ
る
。
「元
々
清
国
は
支

那
の
明
の
時
代
に
、
武
力
に
強

い
満

洲
族
が
、
漢
民
族
の
支
那
全
国
に
攻
め
入

っ
て
建
て
た
国
だ
け
れ
ど
も
、
兵
隊

の
力
の
外
に
は
徳
の
な

い
満
洲
族
は
、
古

く
か
ら
の
立
派
な
道
路
や
文
学
や
建
築
を
有

っ
て
い
た
漢
民
族
に
日
に
月
に
同

882

化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
」。
結
果
と
し
て

「今
日
で
も
満
洲
人
口
の
九
割
位
を
漢
民

族
が
占
め
て
い
て
、
漢
の
生
活
様
式
が
到
ら
ぬ
隅
は
な
い
」
と
教
わ

っ
た
こ
と

を
彼
は
記
し
て
い
る

[外
村
、
一㊤
。。も。
"
這
レ
ω]
。
も
ち
ろ
ん
外
村
は
、
本
山
の

よ
う
に

「独
自
の
新
文
化
を
創
造
す
べ
き
重
大
な
る
任
務
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
」

な
ど
と
考
え
は
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
外
村
の
乾
隆
嫌

い
は
、
民
藝
思
想

へ

の
忠
誠
で
あ
る
と
同
時
に
、

へ
た
を
す
れ
ば

「あ
る
理
想
を
実
現
す
る
舞
台
」

[村
田
、
一〇
霧

"
紹
O
]
と
し
て
の

「満
洲
国
」
の

「重
大
な
る
任
務
」

へ
と
転

化
し
か
ね
な
い
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
程
な
く
し
て

「満
洲
」
国
は
崩
壊
し
、
外
村
た
ち
が

「満
洲
民
藝
館
」

設
立
の
た
め
に
集
め
た
蒐
集
品
も
混
乱
の
う
ち
に
失
わ
れ
た
。
民
藝
運
動
の
試

金
石
と
し
て
の

「満
洲
」
1

こ
の
難
問
に
対
し
て
、
解
答
は
出
さ
れ
ず
仕
舞

い
に
お
わ

っ
た
。
公
的
私
的
に
展
開
さ
れ
は
じ
め
て
い
た

「満
洲
」
民
藝
運
動

が
も
し
も
継
続
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど

っ
て
い
た
の
か
、

今
と
な

っ
て
は
想
像
す
る
他
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
村
は
沖
縄
行
と

「満
洲
」
行
と
を
並
列
的
に
位
置

づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
民
藝
に
と

っ
て
沖
縄
経
験
が

(た
と
え
そ
の
限
界
が

甚
だ
し
か

っ
た
に
せ
よ
)
輝
か
し
い
も
の
だ

っ
た
の
に
対
し
、
「満
洲
」
経
験
は

現
在
の
我
々
に
、
あ
る
種

の
陰
翳
を
投
げ
か
け
て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ

ら
二
つ
の
地
域
に
対
す
る
柳
の
言
及
の
量
の
多
寡
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
数

少
な
い
文
章
か
ら
柳
の

「満
洲
」
観
を
再
構
成
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
同
時

に
危
険
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
現
在
の
我
々
に
残
さ
れ
た
苦

い
宿
題
と

し
て
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。



(表

記

に

つ

い
て

は

一
部

、

た
。
)

仮
名
つ
か

い
を
改
め
、
漢
字
を
仮
名
に
書
き
改
め

引
用
文

献

川
崎
賢

子
、

一
九
九

五
、
「
満
洲
国

に
わ
た

っ
た
女
性
た
ち
I
I
文
芸
運
動
を
手

が
か
り

に
」
、
奥

田
暁
子
編

『女
と

男
の
時
尢
干
ー

日
本
女
性
史
再
考

5

鬩
ぎ
合
う
女
と

男
ー

近
代
』
藤
原
書
店

(
一
Φ
り
㎝
年
)
所
収
。

川
村
湊
、

一
九
九

六
、

『
「大
東
亜
民
俗
学
」

の
虚
実
』
講
談
社
。

京
大
東
洋
史
辞
典
編
纂
会
編
、

一
九
八

○
、
『
新
編
東
洋
史
辞

典
』
東
京
創
元
社
。

熊
倉
功
央
、

一
九
七
八
、

『季
刊
論
叢

日
本
文
化
一
〇

民
芸

の
発
見
』
角
川
書
店
。

小
森
丈
夫
、

一
九
三
九
、
「康
煕
大
帝
の
民
族
協
和
工
作
ー
1
協
和
思
想
風
土
記
よ
7

1

」

(『協
和

運
動
』
第

一
巻

三
号
初
出
)
、

『
日
本
植

民
地
文
化
運

動
資
料

刈

満
洲

帝
国
協
和
会
機
関
誌

協
和
運
動

第
1
巻

』
緑
蔭
書
房

(
一
り
逡
年
)
所
収
。

式
場
隆
三
郎
、

一
九
四
三
、

『宿
命

の
藝
術
篇
昭
和
刊
行
會
。

染
木
煦
、

一
九
四

一
、

『北
満
民
具
採
訪
手
記
』
座
右
寶

刊
行
會
。

外
村
吉
之
介
、

一
九
八
三
、

『満
洲

・
北
京
民
藝

紀
行
』
花
曜
社
。

外
村
吉
之
介
、

一
九
九
七
、
『
少
年
民
藝
館
』

用
美
社
。

長

田
謙

一
、

一
九

九
八
、

「
「新

日
本
美
」

の
創
生
-

戦

時
下
日
本

に
お

け
る
民
藝
運

動
」
、
『
批
評
空
間
』
第
H
期
第
一
⑩
号
太
田
出
版

(一
り
㊤
◎。
)
所
収
。

西
澤
泰
彦
、

一
九

九
六
、

『図
説

「満
洲
」
都
市
物

語
I

ー

ハ
ル
ビ

ン

・
大
連

・
瀋
陽

・

長
春
』
河
出
室
旦
房
新
社
。

服
部
正

・
藤
原
貞
朗

、

皿
九
九
六
、

「
「
日
本

の
ゴ

ッ
ホ
」

か
ら

「
裸

の
大
将
」

へ
」
、
若

山
映
子

『美
術
史
の
ス
.ペ
ク
ト
ル
ム
ー

作
品

言
説

制
度
1

』
光
琳
社

(一
Φ
Φ
Φ
年
)
所
収
。

牧

野
和
春

、

一
九

九
〇
、
『吉

田
璋
也
と
鳥
取
県

の
手
仕
事
』
牧
野
出
版
。

水
尾
比
呂
志
、

一
九
九

二
、

『評
伝

柳
宗
悦
』
筑
摩
書
房
q

村

田
祐

子
、

一
九
九

五
、

「
「
満
洲
国
」
文
学

の

一
側
面
I
l
文
芸

盛
京
賞
を

中
心
と
し

て
⊥

、
山
本
有
造
編

『
「
満
洲
国
」

の
研
究
』
緑
蔭
書
房

(一
㊤
り
㎝年

)
所
収

。

本
山
桂
川
、

一
九

四
三
、

『満
洲
の
民
藝
』

昭
和
書
房
。

柳
宗
悦
、

一
九
三
八
、

「民
藝
と
國
民
性
」
、

『柳
宗
悦
全
集
著
作
篇
第

十
巻
』
筑
摩
書
房

(一
Φ
Q。
卜。年
)
所
収
。

柳
宗
悦
編

、

一
九

四
二
、

『現
在
の
日
本
民
窯
』

(民
藝
叢
書
第
三
篇
)
昭
和
書
房
。

吉
田
璋
也

、

一
九
七

一
、

『有
輪
担
架
』
牧
野
出
版

(一
逡

Q
年
牧

野
書
店

刊
本

の
再
版
)
。
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       Manchuria as a touchstone: a critical moment of 

               Mingei movement in wartime 

                      Hitoshi TAKENAKA 

   Mingei movement faced a difficult problem when it launched upon a development in Manchuria in 

1943. The movement in Manchuria is now severely criticized for its colonialistic character, because it 
is said that the movement unintendedly backed up ideology of the Puppet State of Manchukuo. I seek to 
examine this claim by bringing focus into two contemporary documents, and want to show the 
significance of Manchuria for the movement. 

    From pre-war, the central idea of this movement has been to salvage and revitalize moribund 
cultures. Generally speaking, this idea is right. However, in the case of Manchurian minority culture at 

that period, the idea was politically dangerous. In Manchuria, praise of minority culture implied 
support of the Puppet State. How should it be dealt in relation with Manchurian, Chinese and Japanese 
cultures? The Mingei movement had to face this kind of delicate problem. 

     The movement used various cultural strategies to solve it. For example, certain author used a 
striking metaphor of medical treatment: the beauty of Manchurian handicrafts is like the beauty of arts 

made by the mentally handicapped. The metaphor implied that Manchuria was a mentally handicapped 

person and had to be patronized by someone. It is an extreme example, but it is true that medical 
metaphors played a part in the movement. 

   When the Japanese surrendered, the movement in that area was unfinished. We can hardly clarify 
the whole picture of it now. However, it is certain that Manchuria has been and will be an important 

touchstone for the study of Mingei movement. 
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