
書
　
　
三

田
村
実
造
編

　
　
明
代
満
蒙
史
研
究

山
　
田
　
信
　
夫

　
本
書
ぽ
、
先
年
完
成
さ
れ
た
明
実
録
抄
「
怪
童
満
蒙
史
料
」
（
一
八
巻
）
の

研
究
職
に
相
当
す
る
が
、
右
史
料
集
の
編
纂
刊
行
に
た
ず
さ
わ
っ
て
こ
ら
れ

た
諸
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
テ
ー
マ
を
か
か
げ
て
も
の
さ
れ
た
論
文

集
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
共
逓
テ
ー
マ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
代

蓑
者
・
編
者
の
田
村
教
授
が
、
「
も
と
も
と
史
料
篇
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
六

年
間
に
、
各
自
が
思
い
思
い
に
明
実
録
や
そ
の
他
の
史
料
か
ら
ぬ
き
が
き
し

て
お
い
た
資
料
カ
ー
ド
を
整
理
し
て
ま
と
め
た
研
究
の
う
ち
の
一
つ
の
成
果

で
あ
る
」
、
「
〈
明
代
満
蒙
史
料
〉
を
利
用
し
た
一
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
」
（
ま
．
凡

が
き
）
と
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
、
各
論
文
は
、
右
史
料
集
刊
行
に
と
り
く
ん

だ
蓄
積
が
あ
き
ら
か
に
そ
の
成
立
の
華
礎
に
な
っ
て
い
る
。
所
収
論
文
は
次
こ

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
明
実
録
の
研
究
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
：
・
間
野
　
憎
罷

　
明
代
の
北
辺
防
備
体
制
…
…
：
…
…
…
：
・
…
：
：
…
…
…
…
…
：
…
…
・
田
村
実
造

　
開
中
法
の
展
開
…
…
…
…
：
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
…
・
…
…
・
・
寺
田
　
隆
信

　
ダ
ヤ
ソ
・
カ
ソ
の
研
究
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
萩
原
淳
平

　
建
州
女
威
社
会
構
造
の
「
考
察
：
：
：
…
…
：
：
…
…
：
：
：
…
…
：
：
・
…
河
内
良
好

　
ム
ク
ソ
・
タ
タ
ソ
鰯
の
研
究
：
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
一
工
田
村
泰
助

　
　
－
満
州
社
会
の
基
礎
的
構
造
と
し
て
の
…
一

　
㎜
兀
末
明
初
の
チ
ベ
ッ
ト
状
納
〃
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
…
：
：
：
・
：
：
・
・
：
：
；
：
：
・
：
佐
藤
…
　
　
長

　
明
季
三
代
起
居
注
考
－
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
」
…
…
…
…
…
…
・
・
－
今
爾
春
秋

　
各
論
文
、
い
ず
れ
も
絹
当
の
力
作
で
あ
り
、
一
々
に
つ
い
て
十
分
な
論
評

を
加
え
る
こ
と
は
、
い
ま
の
私
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
た
だ
、
右
の
論
文
題

目
を
一
見
さ
れ
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
い
ろ
い
ろ
で

あ
る
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
明
代
満
蒙
史
研
究
と
い
う
大
テ
i
雫
と
し
て
は
、

肝
要
な
キ
ー
を
す
べ
て
、
分
担
し
て
お
さ
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な

わ
ち
、
基
本
的
史
料
た
る
起
居
注
・
実
録
の
二
手
学
的
研
究
に
は
じ
ま
り
、

囲
朝
側
の
問
題
、
そ
し
て
、
明
朝
に
対
し
て
、
満
洲
・
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ

ト
、
そ
れ
ら
が
欠
け
る
こ
と
な
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
明
代
満

蒙
史
研
究
の
、
い
わ
ば
蕪
本
的
体
制
、
姿
勢
と
い
う
も
の
に
注
甕
し
な
が
ら
、

各
論
文
で
扱
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
一
癒
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　
収
め
ら
れ
た
八
篇
の
う
ち
、
忌
屋
の
間
野
氏
と
今
西
春
秋
博
土
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ
、
囲
代
史
研
究
の
根
本
史
料
た
る
明
実
録
、
ま
た
そ
の
基
本
と
し
て

の
起
居
注
に
関
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
間
野
氏
の
研
究
は
、
ま

さ
に
本
書
冒
頭
に
収
め
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
先
年
発
表
さ
れ
た
「
皇
紀

実
録
私
考
」
（
『
神
田
博
士
還
暦
説
念
書
誌
学
論
集
』
「
九
五
七
）
に
続
き
、
こ
の

さ
い
、
明
実
録
の
研
究
史
を
ま
ず
述
べ
、
次
い
で
明
代
一
三
朝
、
そ
の
歴
朝

実
録
に
つ
い
て
、
　
一
々
そ
の
纂
修
の
時
幸
い
き
さ
つ
、
纂
修
の
体
制
・
各
担

当
宮
な
ど
を
詳
細
に
考
証
さ
れ
、
明
ら
か
に
な
る
か
ぎ
り
の
こ
と
を
ま
と
め

ら
れ
た
。
そ
の
間
に
は
、
従
来
の
諸
研
究
の
誤
謬
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る

し
、
伝
鈴
本
の
多
い
明
実
録
を
利
用
す
る
に
は
、
そ
の
書
誌
学
約
考
察
は
い

よ
い
よ
求
め
ら
れ
る
こ
と
多
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
今
後
、
ま
ず
手
が
か
り

と
す
べ
き
研
究
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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詳欝

　
な
お
、
最
近
、
中
華
民
国
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
欝
研
究
所
で
、
国
立
北

平
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
た
紅
格
本
明
実
録
の
影
印
に
校
勘
記
を
附
し
た
も
の

が
掘
方
さ
れ
は
じ
め
、
定
本
的
判
行
庫
と
し
て
江
湖
の
評
判
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
対
校
の
さ
い
、
わ
が
國
の
内
閣
文
庫
、
宮
内
庁
書
陵
部
そ
の
他
に

蔵
せ
・
一
2
れ
て
い
る
伝
鋤
本
が
漏
れ
て
い
る
こ
と
は
、
間
野
氏
も
云
わ
れ
た
と

お
り
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
荒
野
氏
が
、
巻
末
に
、
わ
が
園
に

伝
わ
る
主
な
諸
書
に
つ
い
て
、
そ
の
窺
存
の
実
状
を
一
覧
で
き
る
表
を
作
製

し
て
附
載
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
が
た
い
。

　
今
西
春
秋
氏
の
「
明
黍
三
代
起
居
注
考
」
。
同
氏
が
、
早
く
（
昭
和
九
年
）
、

わ
が
國
、
当
時
の
上
野
図
書
館
所
蔵
の
万
暦
・
泰
畠
・
天
啓
三
代
の
起
居
控

と
内
閣
文
庫
所
蔵
の
天
啓
起
居
注
を
見
出
し
、
報
告
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時

注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
「
明
の
起
居
注
に
つ
い
て
」
「
岡
補
正
」
『
史
林
』

一
九
ノ
四
、
二
〇
ノ
こ
。
本
論
文
の
表
題
と
さ
れ
た
明
季
三
興
起
罵
注
と
は
、

こ
の
席
代
の
も
の
で
あ
り
、
圃
氏
に
よ
れ
ば
、
明
で
は
逆
軍
に
起
愚
注
を
修

め
た
の
は
明
初
と
明
末
と
だ
け
の
由
で
、
そ
の
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、

北
京
に
万
熊
掌
屡
注
の
あ
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
以
外
は
、
麟
本
に
あ

る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
、
同
氏
前
腕
に
あ
ら
た
に
補
正
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
歴
朝
の
起
［
謄
注
を
概
観
さ
れ
、
こ
の
貴
重
な
、
わ
が
閃
所
蔵
の

三
代
起
居
注
に
つ
い
て
、
そ
の
体
裁
・
内
容
を
詳
し
く
紹
介
し
、
｝
毅
に
明

趨
居
注
纂
修
の
い
き
さ
つ
、
と
く
に
、
洪
武
以
降
絶
え
て
い
た
と
見
え
る
起

居
注
を
愚
意
す
べ
く
、
万
暦
三
年
、
欝
欝
正
の
建
議
す
る
と
こ
ろ
に
詳
摘
出
を

加
え
ら
れ
、
一
般
的
に
起
屠
牛
と
実
録
と
の
踊
躍
に
つ
い
て
、
内
容
の
具
体

的
比
較
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
や
は
り
、
起
居
注
一
般
、
と
く
に
明
代
史
研

究
鱒
根
本
史
料
と
し
て
の
明
起
動
涯
を
考
え
る
は
あ
い
、
ま
ず
参
照
す
べ
き

一
篇
で
あ
る
、

　
他
の
六
篇
は
、
す
な
わ
ち
歴
史
研
甕
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
田
村
・
寺

田
両
氏
は
、
明
朝
の
北
方
民
族
に
対
す
る
方
策
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
。
田

村
輝
輝
に
よ
る
と
、
明
と
エ
、
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
は
、
正
統
ご
ろ
ま
で
の
約
八

○
年
間
を
第
一
期
、
太
祖
・
成
下
に
代
表
さ
れ
る
明
の
優
勢
期
と
し
、
そ
れ

に
次
ぐ
｛
二
〇
余
年
間
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
優
勢
期
と
し
て
第
二
期
に
、
あ
と

第
三
期
が
双
方
の
和
平
期
に
、
と
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
第
二
期
、
土
木
の
変

の
こ
ろ
以
降
、
明
が
北
辺
防
備
に
腐
心
し
整
え
た
防
備
体
制
を
中
心
に
、
明

の
北
辺
策
を
考
察
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
田
村
教
授
の
論
文
で
あ
る
。

第
一
一
期
の
防
備
の
枢
軸
を
な
し
た
九
辺
鎮
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
前
の
防
備
体

制
か
ら
説
き
お
こ
し
、
ま
ず
、
そ
の
成
立
の
過
程
、
次
い
で
そ
の
組
織
に
詳

察
を
加
え
ら
れ
た
。
従
来
、
各
毬
史
書
に
願
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
記
事
に
異

同
も
少
く
な
く
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
九
十
鎮
の
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
明
の
北
辺
防
備
の
一
重
点
で
あ
っ
た
オ
ル

ド
ス
地
区
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
ダ
ヤ
ン
・
カ
ン
出
現
以
前
の
天
頴
か
ら
成

化
時
代
に
わ
た
る
モ
ン
．
コ
ル
族
の
オ
ル
ド
ス
占
拠
の
い
き
さ
っ
と
明
豊
の
防

衛
体
制
が
、
別
章
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
北
辺
防
備
の
防
衛
軍
士
へ
の
物
資
補
給
は
、
政
府
に
と
｛
、
て
も
人
民

に
と
っ
て
も
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
田
村
騒
擾
も
指
摘
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
補
給
の
．
聞
題
を
考
察
し
た
の
が
、
寺
瞬
氏
の
論
文
で

あ
る
。

　
寺
詣
氏
は
、
先
年
来
、
明
代
の
辺
館
聞
題
の
研
究
を
す
す
め
て
お
ら
れ
・
す

で
に
、
「
明
代
に
お
け
る
辺
餉
問
題
の
｝
側
面
　
　
京
運
年
例
銀
に
つ
い
て
e

　
　
」
（
『
清
水
泰
次
樽
士
追
悼
記
念
、
明
代
史
論
叢
』
葉
京
、
一
九
六
二
）
、
「
民
油

糧
と
屯
眼
糧
　
　
明
代
に
お
け
る
辺
齢
間
題
の
一
側
薗
ω
　
　
」
　
（
『
東
洋
史
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研
究
臨
二
一
ノ
エ
）
の
両
篇
…
を
発
表
し
て
お
ら
れ
、
・
本
論
文
は
そ
れ
に
続
く
も

の
で
、
、
三
部
作
の
完
成
と
い
え
よ
う
。
辺
餉
確
保
の
た
め
の
四
方
策
と
さ
れ

る
屯
田
糧
・
民
運
糧
・
難
中
法
・
京
運
年
例
銀
の
す
べ
て
が
、
こ
れ
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
本
論
文
で
は
明
朝
経
済
史
・
塩
政
史
の

一
環
と
し
て
は
、
今
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
い
た
開
三
法
の
問
題
を
、
あ
ら
た

め
て
北
辺
防
備
に
関
す
る
経
済
闇
題
と
し
て
、
そ
の
実
際
的
役
調
を
焦
点
ず

け
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
北
辺
の
軍
手
的
消
費
地
帯
に
お
け
る
流

通
機
構
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
申
国
王
朝
の
対
北
方
民
族
政
策
は
、
歴
代
、
そ
の
王
朝
史
の
な
か
で
も
大

き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
多
く
の
研
究
者
の

開
心
を
ひ
い
て
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
通
史
的
に
把
握
さ

れ
る
こ
と
は
、
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
史
全
体
の
把
握
に
も
、
　
一
つ
の
キ
ー
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
類
似
の
歴
史
現
象
は
東

ア
ジ
ア
糠
界
以
外
に
も
や
は
り
重
大
な
闇
題
と
し
て
存
在
し
、
史
料
豊
富
な

中
院
史
に
つ
い
て
の
童
児
は
、
そ
れ
ら
の
闇
題
を
考
え
る
ば
あ
い
、
と
く
に

わ
れ
わ
れ
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
有
効
な
、
あ
る
い
は
ま
ず

求
む
べ
き
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
各
時
代
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
、
そ
の
防
備
体
制
一
つ
に
し
て
も
、
各
種
史
籍
に
一
応
書
か
れ
て

あ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
態
が
不
分
明
の
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
点
は
ま
だ
多
く
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
開
代
に
つ
い
て
は
、
根
本

史
料
、
と
く
に
実
録
を
最
高
に
消
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
三
州
の
研
究
は
、

い
ず
れ
も
大
い
に
具
体
的
で
あ
り
、
詳
細
な
実
態
が
、
そ
の
動
態
も
見
の
が

す
こ
と
な
く
朗
ら
か
に
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
冶
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
寄
与

す
る
と
こ
ろ
少
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
清
朝
前
史
と
し
て
の
明
代
の
満
洲
に
関
し
て
、
三
田
村
・
河
内
両
氏
の
二

蘂
収
め
ら
れ
て
い
・
Q
。
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

　
早
く
か
ら
今
西
氏
な
ど
と
共
に
満
洲
語
文
献
を
用
い
る
こ
と
を
開
拓
さ
れ
　
（

た
三
田
村
氏
は
、
一
方
式
は
、
マ
ン
ヂ
深
・
グ
ル
ン
の
構
成
の
分
析
に
も
　
雌

そ
の
先
駆
的
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
た
（
「
満
珠
国
成
立
過
程
の
一
考
察
」
『
東
洋

史
研
究
』
ニ
ノ
ニ
）
。
今
圃
の
三
田
村
氏
の
雄
篇
は
、
そ
の
よ
う
な
、
早
く
か
ら

同
氏
の
関
心
す
る
と
こ
ろ
を
、
改
め
て
詳
細
に
、
大
成
し
よ
う
と
さ
れ
た
も

の
と
云
え
よ
う
。
副
題
に
、
1
満
洲
縫
会
の
基
礎
的
構
造
と
し
て
の
一
1

と
あ
る
と
お
り
、
そ
の
意
図
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
全
篇
一

三
章
に
分
か
た
れ
て
い
る
う
ち
、
第
一
～
八
章
だ
け
が
、
今
回
発
表
さ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
雄
篇
の
全
貌
は
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、

目
的
と
さ
れ
た
満
洲
社
会
の
基
礎
的
構
造
と
し
て
の
ム
ク
ン
・
タ
タ
ン
制
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
贋
論
は
、
む
し
ろ
未
発
表
の
後
半
都
に
詳
説
さ
れ
る
も

の
と
患
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
発
表
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
と
読

み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ム
ク
ン
及
び
タ
タ
ン
と
は
、
女
直
社
会
の
構
造
を
考
察
す
る
と
き
、
ま
ず

当
面
す
る
社
会
集
団
で
あ
り
、
そ
れ
が
又
、
所
、
ン
ヂ
ュ
・
グ
ル
ン
の
構
成
に

も
、
あ
る
い
は
清
朝
八
幽
幽
の
成
立
に
も
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も

明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
三
爾
村
氏
は
、

今
ま
で
此
の
問
題
に
ふ
れ
た
鴛
淵
一
・
戸
田
茂
世
「
ジ
ュ
セ
ソ
の
一
考
察
」

（『

圏
m
史
研
究
』
五
ノ
一
）
、
安
都
健
夫
「
八
二
満
洲
ニ
ル
の
研
究
」
（
『
東
亜
人

文
学
報
』
一
ノ
四
、
エ
ノ
ニ
、
東
方
学
報
京
都
二
〇
）
　
の
批
判
か
ら
出
発
さ
れ
、

満
文
翌
翌
太
祖
巻
七
十
九
以
降
に
著
録
さ
れ
て
い
る
、
明
廷
か
ら
女
直
に
与

え
ら
れ
た
勅
書
の
表
、
い
わ
ゆ
る
「
族
籍
表
」
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
史
料
と

し
て
の
性
格
ず
け
、
解
釈
に
飛
躍
的
な
成
果
を
示
さ
れ
た
。
満
文
老
橿
の
正

当
な
読
み
、
相
応
す
る
中
国
文
献
の
駆
使
－
…
こ
こ
で
、
　
〈
満
蒙
史
料
〉
編



書

纂
時
の
蓄
積
が
や
は
り
も
の
を
云
う
一
は
容
易
に
余
人
の
追
随
を
許
し
そ

う
に
も
な
い
。

　
満
洲
史
に
関
す
る
い
ま
一
つ
の
論
文
、
河
内
良
弘
民
の
も
の
は
、
三
田
村

氏
の
も
の
と
、
そ
の
社
会
史
的
考
察
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
視

点
は
、
ま
た
別
方
向
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
社
会
関
係
の
う
ち
、

生
産
関
係
と
関
連
す
る
奴
隷
の
問
題
を
と
く
に
扱
わ
れ
た
。

　
従
来
、
永
楽
・
定
置
の
交
替
期
を
境
界
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
顕
著
な
変
化

が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
見
解
が
や
や
一
般
化
し
、
と
く
に
漢
人
奴
隷
が
急
速

に
増
え
、
女
真
社
会
の
生
塵
関
係
の
変
化
に
ま
で
議
論
は
発
展
し
て
い
た
が
、

そ
れ
を
批
判
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
時
期
の

朝
鮮
へ
の
逃
亡
者
の
増
加
と
い
う
事
実
の
再
検
討
で
あ
り
、
従
来
の
諸
論
が
、

主
と
し
て
李
朝
実
録
の
記
述
に
も
と
ず
き
被
虜
奴
隷
と
規
定
し
た
の
に
対
し
、

中
国
側
、
特
に
明
実
録
の
記
載
を
対
比
さ
せ
、
そ
れ
は
逃
亡
軍
士
に
ほ
か
な

ら
ぬ
と
し
た
。
そ
れ
ら
逃
亡
漢
人
た
ち
を
掠
奪
し
た
と
い
う
事
実
の
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
一
般
的
に
は
奴
隷
売
買
・
奴
隷
労
働
は
ご
く
一
都
に

認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
決
し
て
普
．
遍
化
し
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。

　．

ｱ
の
両
氏
の
論
文
を
通
読
し
、
満
洲
史
あ
る
い
は
満
洲
史
研
究
の
面
白
さ

と
い
う
も
の
を
改
め
て
感
じ
た
、
と
い
う
の
が
、
私
の
い
つ
わ
ら
ぬ
第
一
印

象
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
明
代
に
つ
い
て
は
、
李
朝
実
録
、
明
実
録
と
い
う

根
本
史
料
の
集
大
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
戯
文
老
身
と
い
う
民
族
語

文
献
と
し
て
は
や
は
り
屈
指
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
存
分
に
用

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
隅
時
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
河
内

氏
の
ば
あ
い
、
李
朝
実
録
と
明
実
録
と
の
記
寮
の
相
異
が
同
氏
の
論
点
の
　

つ
で
あ
り
、
従
来
朝
鮮
語
の
記
述
に
も
と
ず
い
て
立
論
さ
れ
た
こ
と
を
、
開

側
の
衰
現
に
よ
れ
ば
正
し
く
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ

い
、
両
者
の
相
異
を
揃
摘
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
い

ず
れ
を
正
し
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
相
異
す
る
と
こ
ろ
に
何
か
裏
実

を
見
出
す
か
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
河
内
氏

の
ば
あ
い
も
、
そ
れ
だ
け
が
論
拠
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
の
諸
現
象
を
濁
め

て
い
っ
て
の
立
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
民
族
語
文
献
、
と
く
に
祉
会
史
的
考
察
の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
最

終
的
に
は
も
っ
と
も
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
河
内
氏
の

こ
の
テ
ー
マ
、
社
会
関
係
、
生
産
関
係
の
分
析
　
に
、
満
洲
語
文
献
が
ど
の
程

度
用
い
得
る
か
、
い
ま
私
は
知
ら
な
い
が
、
今
後
の
問
題
だ
と
思
う
。
三
田

村
氏
は
、
ま
さ
に
そ
の
線
で
進
め
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
萩
原
氏
の
「
ダ
ヤ
ン
・
カ
ン
の
研
究
」
。
　
近
批
モ
ン
ゴ
ル
史
に
お
い
て
、

　
「
二
人
の
ダ
ヤ
ソ
・
カ
ン
」
と
か
「
な
ぞ
の
ダ
ヤ
ン
・
カ
ン
」
と
か
い
わ
れ

る
ダ
ヤ
ソ
・
カ
ン
問
題
は
、
た
し
か
に
不
思
議
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

モ
ン
ゴ
ル
史
料
と
中
国
史
料
、
そ
れ
ぞ
れ
に
混
乱
が
あ
り
、
さ
ら
に
両
者
に

大
ぎ
な
不
一
致
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
と
ず
く
。
萩
原
氏
は
、
下
和
田
清
博

土
の
研
究
の
批
判
か
ら
出
発
し
、
そ
の
治
世
年
代
や
事
業
に
つ
い
て
大
い
に

新
説
を
唱
え
ら
れ
た
。
実
は
、
こ
の
和
田
説
批
判
の
新
説
に
対
し
、
松
村
旧

恩
が
早
く
も
反
批
判
を
行
っ
て
い
て
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
三
の
一
、
「
批
評
．
紹

介
」
）
、
双
方
の
論
証
の
経
過
を
辿
る
こ
と
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

私
が
、
こ
の
よ
う
な
論
争
を
通
じ
て
思
い
お
こ
す
こ
と
は
、
や
は
り
、
さ
き

「
に
も
ふ
れ
た
民
族
史
料
と
中
川
史
料
と
の
関
係
、
中
国
周
辺
民
族
史
研
究
の

基
本
的
操
作
の
問
題
で
あ
る
。
萩
原
・
松
村
両
氏
と
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

当
初
和
田
博
士
が
と
ら
れ
た
方
法
、
モ
ン
ゴ
ル
史
料
を
中
心
に
中
国
史
料
を

対
照
し
、
三
飯
の
記
述
の
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
を
解
き
補
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、

そ
れ
は
た
し
か
に
原
則
で
あ
る
。
萩
原
氏
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
承
知
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の
上
で
、
敢
て
、
ま
ず
中
騒
史
書
の
各
種
所
伝
を
幅
出
的
に
考
察
し
な
お
し

た
、
と
い
う
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
朝
貢
記
購
の
解
釈
な
ど
、
〈
満
蒙
史
料
〉

編
纂
の
突
風
は
そ
こ
に
も
た
し
か
に
現
れ
て
い
て
、
ダ
ヤ
ン
・
カ
ン
閣
題
に

関
す
る
中
国
側
史
料
は
大
い
に
整
理
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
筑
の
東
園

さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
果
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
上
は
、
松
村
氏

が
整
理
し
て
示
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
史
料
を
あ
ら
た
め
て
根
本
的
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
松
村
氏
も
ふ
れ
ら
れ
た
が
、
ご
く
最
近
発
刊
さ
れ
た
ア
ル
タ

ン
の
伝
記
な
ど
の
新
史
料
も
併
せ
、
個
々
の
モ
ン
ゴ
ル
文
献
に
つ
い
て
、
中

毒
文
献
に
対
す
る
と
圓
じ
ほ
ど
の
高
度
の
史
料
批
判
の
余
地
は
多
分
に
あ
る

と
、
私
は
予
想
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
萩
原
氏
霞
身
も
今
後
の
問
題
と

し
て
、
本
論
文
の
終
章
「
ダ
あ
パ
ン
・
カ
ン
に
関
す
る
蒙
古
資
料
批
判
」
で
ふ

れ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
き
に
、
史
料
篇
で
「
明
代
西
蔵
史
料
」
　
（
蒙
古
篇
＋
所
収
）
を
編
纂
さ
れ

た
佐
藤
長
氏
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
本
論
文
集
中
で
も
一
研
究
を
発
表
し

て
お
ら
れ
る
。
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
な
ど
に
と
っ
て
は
、
佐
藤
氏

近
年
の
労
作
は
最
初
か
ら
無
批
判
に
受
け
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
思
い
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
黒
垂
史
料
を
精
力
的
に
こ
な
し
な
が
ら
、
一
方
、
歴
史
的
に
樒
接
な

関
連
に
あ
る
明
朝
側
記
録
も
駆
使
七
て
ゆ
く
以
上
、
少
く
と
も
諸
事
実
を
明

ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
行
論
に
対
し
、
容
糊
す
る
余
地
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
本
諭
文
で
対
象
と
さ
れ
た
元
末
・
明
初
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
、
チ
ベ

ヅ
ト
記
録
と
中
国
文
京
と
の
あ
い
だ
に
と
く
に
大
き
な
不
一
致
、
す
な
わ
ち
、

チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
よ
れ
ば
一
7
6
卜
い
ら
い
拾
頭
し
明
中
期
ま
で
中
央
・
西
チ
ベ

ッ
｝
を
統
ご
的
に
支
配
し
た
と
さ
れ
る
パ
グ
モ
ド
ゥ
パ
王
朝
の
権
威
が
、
中

国
文
献
の
記
述
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ

た
。
中
編
文
献
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
、
チ
ベ
ッ
ト
中
世
史
上
ま
れ
な
英
雄

と
さ
れ
る
ジ
ャ
ソ
チ
ュ
ブ
ギ
ェ
ソ
ツ
ユ
ン
以
下
、
歴
代
の
事
蹟
を
跡
ず
け
る

こ
と
が
策
一
段
階
。
次
い
で
、
太
祖
以
降
の
明
の
対
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
考
え
、

チ
ベ
ッ
ト
の
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
パ
グ
モ
ド
ゥ
パ
こ
そ
あ
く
ま
で
第
一
等
に

逼
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
明
朝
で
は
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

明
史
籍
に
パ
グ
モ
ド
ゥ
パ
の
現
実
の
姿
が
満
［
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、

明
朝
の
政
策
の
反
映
、
ま
た
関
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
諸
勢
力
と
の
そ
も
そ
も
の
接

触
の
あ
り
方
の
反
映
で
あ
る
こ
と
の
論
証
。
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
聖
餐
を

考
涛
ん
一
〇
し
し
き
、
　
再
転
ー
レ
！
k
ム
ー
度
は
チ
ベ
　
ッ
ト
・
†
入
獣
ψ
を
・
も
・
り
　
一
度
自
湘
な
お
ふ
ヲ
。

す
る
と
、
そ
の
記
載
の
も
う
一
つ
奥
に
あ
る
事
実
、
呉
下
的
に
は
、
パ
グ
モ

ド
ゥ
パ
の
統
一
と
い
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
支
配
力
の
実
情
が
う
か
が
え
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
双
方
の
記
録
の
比
較
考
察
に
あ
た
り
、
矛
饗
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
き
、
そ
の
矛
盾
そ
の
も
の
に
一
つ
の
史
実
を
解
明
す
る
手
が
か

り
を
得
る
、
そ
の
よ
う
な
、
歴
史
研
究
法
の
基
本
の
一
つ
が
み
ご
と
に
生
か

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
は
じ
め
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
嫡
々
の
論
文
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
扱
わ
れ

た
歴
史
上
の
問
題
そ
の
他
に
つ
い
て
の
立
論
・
結
論
を
批
判
す
る
こ
と
は
、

こ
の
小
文
で
は
は
じ
め
か
ら
あ
き
ら
め
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
内
で
、
捲
、
れ
そ
れ
の
専
門
家
が
十
分
に
批
判
も
さ
れ
、
学
史
的
位
羅

ず
け
も
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
正
霞
な
と
こ
ろ
、
編
集
委
員
よ
り
本
論
文
集
の

霧
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ま
こ
と
に
当
惑
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
は
、
本
書
に
つ
い
て
発
言
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
を
、
別
の
観
点
か
ら
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
ず
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
集
は
、
た
し
か
に
、
明
実
録
抄
「
明
代
満
蒙
史
料
」
編
纂
事
業
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の
帰
結
て
あ
っ
た
。
執
築
各
氏
は
、
テ
…
マ
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
て
も
、
共

瞬
作
業
の
問
に
、
闘
実
録
を
中
心
と
す
る
中
麟
文
献
に
つ
い
て
、
確
実
な
扱

い
方
を
典
通
の
基
盤
で
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
第
一
に
目
に
つ
く
。

鍵
二
に
、
こ
の
よ
う
に
テ
…
マ
を
揃
え
ら
れ
、
顔
ぶ
れ
を
揃
え
ら
れ
る
と
、

曾
て
の
共
嗣
作
業
グ
ル
ー
プ
が
、
単
な
る
共
圃
作
業
の
域
を
こ
え
、
一
つ
の

研
究
集
団
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
混
ず
く
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
東
西
を
通
じ
て
よ
そ
に
は
見
ら
れ
ぬ
強
力
な
も
の
で
あ
る
。
集

団
形
成
と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
御
当
人
た
ち
は
、
お
そ

ら
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て
は
お
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
各

霞
の
指
向
は
、
期
せ
ず
し
て
、
そ
の
方
法
・
問
題
の
基
盤
を
共
通
に
し
、
各

豫
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
互
い
に
報
補
っ
て
、
究
極
的
に
は
、

明
代
満
蒙
史
研
究
と
い
う
大
テ
ー
マ
の
も
と
、
研
究
を
分
担
し
あ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
ら
か
に
一
つ
の
研
究
体
制
の
形
成
で
あ
る
。
し
か
も
、
今
ま

で
の
、
明
実
録
を
中
心
と
す
る
と
い
う
段
階
で
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
明
代

満
蒙
史
研
究
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
も
う
一
つ
不
足
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
モ
ン
。
コ
ル
史
料
の
十
分
な
利
用
研
究
の
面
も
、
既
に
田
村
鍵
盤
の
下
で

充
足
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
よ
り
若
手
の
研
究
潜
が
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
加

わ
り
つ
つ
あ
る
。
三
田
村
・
佐
藤
両
氏
自
身
に
よ
り
す
で
に
到
達
さ
れ
て
い

る
満
洲
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
利
掲
の
層
が
、
い
ま
一
つ
厚
く
な
る
と
と
も

に
戸
こ
の
よ
う
な
期
待
が
実
現
し
て
ゆ
く
と
き
、
い
ま
、
私
の
指
摘
し
た
よ
う

な
研
究
集
団
に
よ
る
第
二
・
第
三
の
論
文
集
を
見
る
日
も
遠
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
本
論
文
錐
は
、
帰
結
な
ら
ぬ
発
足
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。
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