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4
5
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序　満洲の「忘れ草」

1

序　

満
洲
の「
忘
れ
草
」☆

―
―

☆

農
業
、
学
問
、
戦
争
の
あ
い
だ

藤
原
辰
史

問
題
意
識
の
在
り
処

満ま
ん

洲し
ゅ

国う
こ
くは
、
一
九
三
二
年
三
月
一
日
に
現
在
の
中
国
東
北
部
に
「
建
国
」
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
関
東
軍
の
策
略
と
軍

事
行
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
権
益
圏
を
日
本
政
府
が
後
追
い
で
承
認
し
た
「
国
家
」
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
資
源
の

眠
る
開
発
地
帯
で
あ
り
、
軍
事
的
に
は
ソ
連
と
対
峙
す
る
防
波
堤
で
あ
り
、
文
化
的
に
は
日
本
で
は
や
り
に
く
い
こ
と

を
遂
行
で
き
る
実
験
場
で
あ
り
、
中
国
の
側
か
ら
す
れ
ば
傀か

い

儡ら
い

国
家
で
あ
り
ま
た
偽
の
国
家
、
つ
ま
り
「
偽ウ
ェ
イ
マ
ン満
」
で

あ
り
、
医
学
的
に
は
七
三
一
部
隊
に
よ
る
人
体
実
験
が
な
さ
れ
た
人
類
史
の
汚
点
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
の
が
、
農
業
の
歴
史
に
刻
ま
れ
た
満
洲
で
あ
る
。
満
洲
は
、
農
林
省
の
官
僚
た
ち
や
彼
ら

の
ブ
レ
イ
ン
で
あ
っ
た
農
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
た
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
農
村
の
「
過

剰
人
口
」
を
整
理
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
と
彼
ら
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
折
し
も
、
一
九
二
七
年
の
金

融
恐
慌
か
ら
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
を
経
て
深
刻
化
し
た
経
済
状
況
の
な
か
で
、
生
糸
の
価
格
が
下
落
し
、
養
蚕
に

頼
っ
て
い
た
農
村
の
暮
ら
し
は
、
生
命
活
動
に
支
障
が
出
る
ほ
ど
悪
化
す
る
。



2

一
九
三
四
年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
一
月
五
日
ま
で
二
一
回
に
わ
た
っ
て
『
秋
田
魁
さ
き
が
け

新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
に
は
、「
学
校
を
休
ん
で
「
草
の
根
」
を
掘
り
に
」「
紅
葉
の
み
あ
か
く
、
部
落
民
は
飢
る
」「
見
渡
す
か

ぎ
り
、
さ
な
が
ら
雑
草
園
」「
食
う
に
米
な
く
、
病
魔
は
び
こ
る
」「
青
稲
の
直
立
不
動
、
稔
れ
ば
イ
モ
チ
病
」「
蠟
燭

の
暗
い
灯
に
悲
痛
な
訴
え
続
く
」
な
ど
の
見
出
し
が
躍
っ
た
。
た
と
え
ば
、
繭
価
の
暴
落
で
大
打
撃
を
受
け
た
地
域
の

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、「
仙
北
で
最
も
酷
い
生
保
内
村
の
実
際

☆

―
―

☆

平
常
貧
迫
の
上
に
本
年
の
飯
米
も
危
し
」
と
い
う
記

事
で
は
こ
う
書
か
れ
て
あ
る
。

　

食
糧
の
対
策
と
し
て
の
代
用
品
も
山
か
ら
掘
り
採
つ
て
来
る
ネ
バ
ナ
粉
以
外
に
は
現
金
で
買
は
な
け
れ
ば
な
ら

ず
か
ん
じ
ん
の
ネ
バ
ナ
粉
採
取
も
泰
平
の
世
に
慣
れ
て
か
古
い
家
で
さ
へ
も
道
具
の
あ
る
家
は
少す

く
なく
況ま

し
て
や
新あ
た

ら
し
く
世
帯
を
持
つ
た
家
な
ど
に
あ
ら
う
筈は
ず

が
な
い
。
ネ
バ
ナ
粉
採
取
の
道
具
を
一
揃
え
揃
へ
る
と
ど
う
し
て
も

安
く
見み

積つ
も

つ
て
も
拾じ
ゅ

円う
え
んは
か
ゝ
る
か
ら
同
村
に
お
い
て
は
唯
一
の
代
用
食
た
る
ネ
バ
ナ
粉
さ
へ
も
ま
ゝ
に
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の
楢な

ら

の
実
、
栃
の
実
な
ど
も
少
く
他
村
の
如
く
に
自
由
に
拾
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
唯

一
の
頼
み
の
綱
と
す
る
山
の
幸
、
殊
に
秋
の
最
も
期
待
さ
れ
て
年
産
額
二
千
五
百
円
と
目
さ
れ
て
い
る
ナ
メ
コ
も

今
年
は
僅き

ん

ゝき
ん

一
割
か
二
割
ぐ
ら
い
の
収
穫
よ
り
見
ら
れ
ぬ
し
他
の
茸
類
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
山
へ
上
つ
て
過
度

の
労
働
の
結
果
大
飯
を
食
ふ
か
、
栄
養
不
良
に
な
る
か
結
局
骨
折
損
の
く
た
び
れ
儲
け
と
い
つ
た
情
け
な
い
形か

た

ち

で
あ
る
。
故
に
若も

し
最
後
の
頼
み
と
し
て
い
る
土
木
事
業
で
も
沢た
く

山さ
ん

施
行
し
て
く
れ
な
い
限
り
冬
分
は
餓
死
す
る

者
が
必
ず
無
い
と
は
断
言
出
来
な
い
有あ

り

様さ
ま

で
あ
る
（
1
）。
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ネ
バ
ナ
粉
と
は
、
秋
田
県
仙
北
地
方
の
救
荒
作
物
の
名
前
で
、
ワ
ラ
ビ
の
根
か
ら
作
ら
れ
た
食
べ
も
の
で
あ
る
。
コ

メ
が
実
ら
な
い
場
合
、
楢
の
実
、
栃
の
実
、
キ
ノ
コ
、
山
菜
を
頼
る
の
が
山
の
民
の
常
道
だ
が
、
そ
れ
さ
え
も
不
作
で
、

も
は
や
土
木
工
事
で
日
銭
を
か
せ
ぐ
し
か
餓
死
を
逃
れ
る
方
法
は
な
い
、
と
い
う
状
況
が
赤
裸
々
に
描
か
れ
て
あ
る
。

つ
ま
り
、
満
洲
国
と
は
、
こ
ん
な
記
事
が
書
か
れ
る
ほ
ど
追
い
詰
め
ら
れ
た
日
本
農
業
の
矛
盾
の
吐
き
出
し
口
で
あ

っ
た
。
日
本
か
ら
一
〇
〇
万
戸
の
農
家
を
送
り
出
し
、
ま
ず
日
本
国
内
の
農
家
の
経
営
面
積
を
広
げ
て
生
活
を
安
定
さ

せ
、
人
口
密
度
の
少
な
い
満
洲
国
に
日
本
人
の
人
口
を
増
や
し
、
ソ
連
と
の
国
境
を
防
衛
す
る
と
い
う
壮
大
な
実
験
が

実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
満
洲
移
民
と
呼
ぶ
。

本
書
の
主
題
も
ま
た
こ
う
し
た
農
業
史
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
一
九
四
四
年
四
月
、
満
洲
国
の
東
安
の
湖
北
に

創
設
さ
れ
た
東
京
農
業
大
学
の
「
満
洲
報
国
農
場
」
で
あ
る
。
満
洲
報
国
農
場
に
つ
い
て
は
第
一
章
以
降
で
詳
し
く
述

べ
て
い
く
の
で
、
こ
こ
で
は
本
書
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

本
書
は
、
満
洲
報
国
農
場
の
歴
史
を
通
し
て
、
農
学
者
が
ど
の
よ
う
に
満
洲
移
民
に
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
悲

劇
の
原
因
と
な
っ
た
の
か
を
問
う
。『
秋
田
魁
新
報
』
で
報
じ
ら
れ
た
よ
う
な
農
民
た
ち
の
貧
窮
状
況
に
心
を
痛
め
、

自
身
の
学
説
に
よ
っ
て
そ
れ
を
救
え
る
と
信
じ
た
農
学
者
た
ち
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
、
天
下
国
家
を
論
じ
、
未
来
を

語
る
だ
け
で
な
く
、
世
の
中
を
動
か
し
た
あ
の
時
代
は
、
食
と
農
に
関
心
が
高
ま
る
い
ま
の
時
代
の
住
人
に
と
っ
て
遠

い
過
去
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
し
い
過
去
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
食
糧
と
農
業
が
国
家
の
枢
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、

飽
食
と
貧
困
が
混
在
し
、
前
者
が
後
者
と
別
世
界
の
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
も
誰
に
も
咎
め
ら
れ
な
い
現
在
の
日
本
社

会
も
、
や
は
り
変
わ
り
な
い
。
農
業
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
、
東
京
農
業
大
学
で
の
満
洲
報

国
農
場
の
展
示
の
企
画
や
、
言
論
活
動
な
ど
を
通
じ
て
世
界
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
違
和
感
を
世
に
問
う
て
き
た
。
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た
だ
、
農
学
者
が
天
下
国
家
を
語
り
、
正
義
を
語
る
時
代
は
実
は
危
険
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
満
洲
移
民
の
歴
史
が

教
え
る
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
自
戒
と
し
て
も
、
日
本
の
農
学
者
が
、
そ
の
学
問
の
営
み
と
世
間
へ
の

発
信
に
よ
っ
て
、
国
内
外
の
多
く
の
若
い
人
々
を
死
に
追
い
や
っ
た
事
実
と
向
き
合
い
た
い
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
送
っ
た
側
で
は
な
く
、
送
ら
れ
た
側
で
あ
る
当
時
の
若
者
の
目
線
か
ら
、
あ
の
時
代
の
闇
を
見

つ
め
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
満
洲
移
民
を
推
進
し
た
学
者
は
自
己
を
真
摯
に
省
み
る
こ
と
か
ら
ず
っ
と
逃
げ
つ
づ

け
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
避
け
つ
づ
け
て
、
そ
れ
な
り
の
地
位
と
名
誉
を
獲
得
し
た
あ
と
死
ん
で
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

代
わ
り
に
自
己
凝
視
を
続
け
て
い
る
人
々
は
、
少
な
く
と
も
、
東
京
農
業
大
学
の
満
洲
報
国
農
場
で
は
、
学
者
で
は
な

く
、
学
者
た
ち
の
教
え
子
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
学
界
の
知
的
劣
化
と
民
間
の
知
の
営
み
の
迫
力
を
ま
ず

は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

体
験
者
の
俳
句
か
ら

本
書
に
登
場
す
る
村
尾
孝た
か
しさ
ん
は
、
東
京
農
大
満
洲
報
国
農
場
に
訪
れ
た
あ
と
、
ソ
連
が
侵
攻
す
る
な
か
命
か
ら
が

ら
日
本
に
た
ど
り
着
い
た
生
還
者
で
あ
る
。
村
尾
さ
ん
は
、
引
退
し
て
か
ら
執
筆
し
た
著
書
『
萱か

ん

草ぞ
う

の
花
野
の
果

て
に
（
2
）』
で
、
若
き
日
の
満
洲
体
験
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
自
分
で
詠
ん
だ
俳
句
を
あ
い
だ
に
挟
み
な
が
ら
執
筆
さ
れ

た
「
歌
物
語
」
で
あ
り
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
胸
中
か
ら
消
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
記
憶
を
あ
え
て
文
学
表
現
に
託
し

た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

村
尾
さ
ん
は
現
在
、
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ガ
イ
ド
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
今
回
こ
の
本
を
あ

ら
た
め
て
読
み
返
し
、
今
ま
で
満
洲
や
農
業
の
歴
史
研
究
を
し
て
き
た
筆
者
は
、
自
分
の
所
業
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
。
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自
分
自
身
、
こ
れ
ま
で
何
を
し
て
き
た
の
か
。
農
学
の
自
己
凝
視
が
不
十
分
で
は
な
い
の
か
、
そ
ん
な
叱
咤
激
励
を
受

け
た
本
で
も
あ
っ
た
。

報
国
農
場
が
一
九
四
四
年
四
月
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
一
年
と
四
カ
月
後
の
一
九
四
五
年
八
月
、
ソ
連
軍
が
満
洲
国
境

を
越
え
、
村
尾
さ
ん
た
ち
が
逃
げ
惑
う
時
期
が
ち
ょ
う
ど
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
季
語
と
し
て
は
夏

か
ら
秋
に
か
け
て
の
も
の
が
多
い
。
い
ろ
い
ろ
な
季
語
を
使
い
な
が
ら
、
村
尾
さ
ん
は
満
洲
の
記
憶
を
詠
む
。
そ
の
な

か
で
、
満
洲
の
貴
重
な
証
言
と
思
わ
れ
る
八
句
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
八
句
を
精
読
す
る
こ
と
で
、
満
洲
国
が
一
体

何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
一
体
何
を
若
い
人
に
、
村
尾
さ
ん
や
村
尾
さ
ん
と
と
も
に
体
験
を
語
り
継
い
で
こ
ら
れ
て
き

た
小
川
正ま

さ

勝か
つ

さ
ん
た
ち
に
ど
う
い
う
深
い
傷
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。

春
飢
え
て
遊
女
に
貰
う
握
り
飯

こ
れ
が
な
ぜ
満
洲
の
句
な
の
か
。
疑
問
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
村
尾
さ
ん
が
一
九
四
五
年
の
段
階
で
東
京
農
大

の
学
生
の
一
人
と
し
て
満
洲
に
渡
っ
た
と
き
、
花
街
に
ふ
ら
ふ
ら
と
友
達
と
一
緒
に
迷
う
よ
う
に
入
っ
て
い
く
と
、
そ

こ
で
若
い
女
性
か
ら
握
り
飯
を
貰
っ
た
。
後
で
そ
れ
が
遊
女
だ
っ
た
と
気
づ
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
も
、
若
い

女
性
た
ち
が
し
き
り
に
熊
本
の
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
を
村
尾
さ
ん
は
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
か
ら
ゆ

き
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
た
ち
が
、
天
草
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
向
か
い
、
そ
こ
で
自
分
の
体
を
売
っ
て
暮
ら
し
て
い

た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
満
洲
に
も
流
れ
着
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
底
辺
と
言
わ
れ
て
い
る
、
あ

る
い
は
日
本
の
近
代
化
の
な
か
で
、
そ
の
近
代
を
本
当
の
意
味
で
体
を
張
っ
て
生
き
抜
い
て
き
た
人
々
が
日
本
の
外
、

日
本
が
進
出
し
た
場
所
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
、「
握
り
飯
」
を
通
じ
て
、
近
代
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日
本
の
犠
牲
者
で
あ
る
若
者
と
は
か
な
く
接
し
て
い
る
稀
有
な
瞬
間
を
、
こ
の
句
は
活
写
し
て
い
る
。

夏
終
わ
る
苦
力
に
声
か
け
ぬ
ま
ま

広
大
な
平
原
で
農
業
を
営
む
。
当
時
、
農
民
教
育
者
で
満
洲
移
民
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
加
藤
完か
ん

治じ

や
東
京
大
学
の
那

須
皓し

ろ
しや

京
都
大
学
の
橋は
し

本も
と

傳で
ん

左ざ

衛え

門も
ん

た
ち
は
、
勤
勉
な
日
本
人
が
、
未
墾
の
土
地
を
協
力
し
て
耕
し
、
現
地
農
民
を
指

導
し
て
、
農
業
を
営
む
理
想
を
繰
り
返
し
喧
伝
し
た
。
現
実
に
は
し
か
し
、
村
尾
さ
ん
が
見
て
い
た
通
り
、
日
本
人
だ

け
で
は
と
て
も
無
理
だ
っ
た
。
日
本
人
だ
け
で
経
営
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
広
か
っ
た
し
、
日
本
か
ら
持
っ
て
き
た
農

法
も
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
。
学
者
た
ち
が
し
き
り
に
語
っ
て
い
た
「
指
導
」
な
ど
、
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
満
洲
に
住
ん
で
い
る
中
国
や
朝
鮮
の
農
民
の
土
地
を
安
く
購
入
し
て
分
配
さ
れ
た
土
地
も
多

く
、
そ
の
農
民
た
ち
の
労
働
力
を
借
り
な
い
と
農
業
経
営
な
ど
無
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
句
の
「
苦ク

ー

力リ
ー

」
と
い
う
中
国
語

に
、
そ
し
て
、
熊
本
出
身
の
遊
女
と
は
あ
っ
た
は
ず
の
対
話
が
苦
力
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
体
験
を
描
く
こ

と
で
、
理
想
郷
の
矛
盾
と
脆
い
地
盤
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

高
粱
飯
く
れ
た
る
爺
に
萬ペ

ン
年
筆
与
ふ

満
洲
に
住
ん
で
い
る
中
国
人
の
「
爺
」。
彼
は
、
ソ
連
軍
が
攻
め
て
来
て
、
村
尾
さ
ん
た
ち
が
逃
げ
て
い
る
間
に
立

ち
寄
っ
た
農
家
の
家
主
だ
が
、
本
来
な
ら
日
本
人
に
恨
み
を
ぶ
つ
け
て
も
不
思
議
で
は
な
い
立
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
高コ

ー

粱リ
ャ
ン

飯
を
く
れ
た
事
実
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
村
尾
さ
ん
は
自
分
の
持
っ
て
い
た
萬
年
筆
を
爺
に

渡
す
。
そ
う
い
う
短
い
交
流
を
描
い
た
句
で
あ
る
。
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逃
避
行
の
あ
い
だ
、
今
ま
で
支
配
の
側
に
立
っ
て
い
た
日
本
人
を
救
お
う
と
し
た
中
国
人
や
朝
鮮
人
が
か
な
り
存
在

し
た
こ
と
を
、
体
験
者
で
あ
る
村
尾
さ
ん
は
こ
の
本
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
。
満
洲
国
は
日
本
人
の
悲
劇

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
が
中
国
人
や
朝
鮮
人
に
も
た
ら
し
た
禍

わ
ざ
わ
いの
物
語
で
も
あ
る
。
そ
の
隙
間
に
垣
間
見
え
た

優
し
い
交
流
は
、
や
は
り
、
村
尾
さ
ん
の
立
場
で
な
け
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
の
具
体
性
を
も
っ
て
記
せ
な
い
も
の
だ
と
い
え

よ
う
。

土
払
い
こ
ぼ
れ
大
豆
を
拾
い
食
ふ

ソ
連
軍
の
侵
攻
と
と
も
に
、
ど
う
し
て
逃
げ
惑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
、
一
つ
の
理
由
は
周
知
の
通
り
満

洲
国
を
守
る
べ
き
軍
隊
が
先
に
逃
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
満
洲
国
創
立
の
立
役
者
で
あ
る
関
東
軍
で
あ
る
。
逃

げ
た
関
東
軍
の
あ
と
を
在
満
日
本
人
た
ち
は
飢
え
に
苦
し
み
な
が
ら
逃
げ
て
い
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
、
足
手
ま
と
い
に

な
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
し
い
話
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
、
収
穫
後
に
こ
ぼ
れ

て
い
た
大
豆
を
拾
っ
て
、
村
尾
さ
ん
が
食
べ
た
と
い
う
話
だ
が
、
大
豆
は
熱
を
加
え
る
か
発
酵
さ
せ
な
い
と
消
化
不
良

を
起
こ
す
の
で
、
こ
の
句
の
情
景
の
あ
と
も
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
い
句
で
あ
る
。

兵
の
屍
の
熱
く
な
り
た
る
銃
奪
ふ

逃
避
行
は
、
非
常
に
暑
い
季
節
だ
っ
た
。
途
中
で
見
か
け
た
兵
隊
は
亡
く
な
っ
て
冷
た
く
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
銃

は
鉄
だ
か
ら
太
陽
が
あ
た
っ
て
熱
く
な
っ
た
。
そ
の
銃
を
奪
っ
て
、
逃
避
行
を
続
け
て
行
く
。
満
洲
の
逃
避
行
の
惨
劇

の
な
か
に
満
洲
の
空
気
と
大
地
の
温
度
、
も
っ
と
い
え
ば
気
象
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。
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弾
五
発
斃
れ
ざ
る
馬
花
野
跳
ぶ

本
の
タ
イ
ト
ル
の
「
花
野
」
が
印
象
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
逃
避
行
の
な
か
で
食
糧
が
尽
き
て
い
く
。
し
か
し
、

ま
だ
馬
が
何
と
か
生
き
て
い
る
。
農
大
の
学
生
な
ら
馬
ぐ
ら
い
殺
せ
る
だ
ろ
う
、
捌さ

ば

け
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
と

も
に
逃
げ
て
い
る
軍
人
た
ち
は
村
尾
さ
ん
に
銃
を
わ
た
し
、
撃
た
せ
る
。
し
か
し
、
馬
は
生
命
力
が
強
い
。
五
発
撃
っ

た
が
、
ぴ
ん
ぴ
ん
跳
ね
て
い
る
。
そ
の
残
酷
な
情
景
を
恐
ろ
し
い
ほ
ど
ま
で
に
鮮
や
か
に
描
い
た
句
で
あ
る
。
馬
の
血

と
カ
ラ
フ
ル
な
花
の
色
が
混
交
す
る
。
当
時
の
記
憶
の
色
彩
が
蘇
る
句
で
あ
る
。

氷

つ

く

霜

が

死

化

粧

友

の

顔

一
緒
に
逃
げ
て
き
た
友
達
が
死
ん
で
い
く
。
こ
れ
は
、
ハ
ル
ビ
ン
で
収
容
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ル
ビ
ン

収
容
所
に
最
後
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、
そ
こ
で
み
ん
な
働
き
、
死
ん
で
い
く
。
ち
ょ
う
ど
顔
に
く
っ
つ
く
霜
が
死
に
化

粧
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
句
で
あ
る
。

舞
鶴
の
灯
か
漁
火
か
遙
か
な
灯

こ
の
句
は
、
や
っ
と
日
本
に
戻
っ
て
き
た
、
と
い
う
感
慨
を
詠
っ
た
句
で
あ
る
。
日
本
に
着
い
た
と
き
何
が
印
象
的

だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
伯ほ

う

耆き

大だ
い

山せ
ん

だ
っ
た
と
村
尾
さ
ん
は
振
り
返
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
日
本
列
島
の
緑
の
色

の
濃
さ
が
目
に
し
み
た
と
い
う
話
も
満
洲
の
「
花
野
」
と
対
比
構
造
に
な
っ
て
い
て
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
な
鮮
烈
な
体
験
の
数
々
を
、
一
六
、七
歳
の
少
年
に
体
験
さ
せ
た
、
こ
の
満
洲
国
と
は
一
体
何
だ
っ
た
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の
か
。
こ
れ
ら
の
八
句
を
も
た
ら
し
た
満
洲
国
の
為
政
者
と
、
そ
れ
を
支
え
た
学
問
の
責
任
は
、
今
ま
で
本
当
に
き
ち

ん
と
問
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
も
学
問
に
携
わ
る
一
人
の
人
間
と
し
て
顧
み
る
べ
き
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
、

繰
り
返
す
が
、
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

村
尾
さ
ん
は
、
満
洲
の
東
北
部
の
平
原
に
広
が
っ
て
い
る
「
萱
草
の
花
野
の
果
て
に
」
を
タ
イ
ト
ル
に
使
っ
た
。
あ

の
、
馬
が
暴
れ
る
シ
ー
ン
が
目
の
前
に
現
れ
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

実
は
、
萱
草
に
は
、
別
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
あ
る
。「
忘
れ
草
」
だ
。
一
日
で
咲
き
終
わ
っ
て
し
ま
う
忘
れ
草
の
こ
と

で
あ
る
。
村
尾
さ
ん
の
句
集
の
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
的ま

と

を
射
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
学
問
は
、
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
た
め
の
道
具
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
無
視
す
る
た
め
の

言
い
訳
で
も
な
い
。
忘
れ
易
い
こ
と
を
忘
れ
な
い
た
め
の
営
み
で
あ
る
。
忘
れ
易
い
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
見
落
と
し

易
い
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
農
学
が
戦
争
責
任
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
の
説
明
責
任
さ
え
放
棄
し
て
き
た
事
実
は
、
や
は

り
重
い
。
そ
し
て
、
村
尾
孝
さ
ん
の
自
己
凝
視
の
真
摯
さ
と
の
違
い
も
、
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
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第
一
章　

東
京
農
大
満
洲
農
場
の
記
憶 

☆

―
―

☆

国
家
は
学
生
を
盾
に
し
、
大
学
は
か
れ
ら
を
見
す
て
た

足
達
太
郎

満
洲
へ
の
夢
と
あ
こ
が
れ

そ
の
年
の
桜
は
、
四
月
一
〇
日
に
は
葉
桜
と
な
っ
て
い
た
。
山
本
正ま
さ

也や

は
こ
の
日
、
東
京
農
業
大
学（
以
下
、
東
京
農

大
も
し
く
は
農
大
と
す
る
）専
門
部
農
業
拓た
く

殖し
ょ
く

科
に
入
学
し
た
。

東
京
農
大
の
校
舎
は
そ
の
こ
ろ
、
渋
谷
区
常と

き
わ磐
松ま
つ

に
あ
っ
た
。
こ
こ
は
現
在
、
青
山
学
院
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

当
時
は
東
京
農
大
と
青
山
学
院
の
敷
地
が
塀
で
し
き
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
だ
っ
た
。
山
本
は
中
学

を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
一
七
歳
。
東
京
郊
外
の
私
鉄
沿
線
に
す
む
山
本
の
目
に
、
都
心
に
あ
る
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
風

景
は
、
ま
ぶ
し
く
う
つ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

午
後
か
ら
は
入
隊
式
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
、
中
学
校
以
上
の
学
校
で
は
軍
事
教
練
が
あ
り
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
東

京
農
大
で
は
学
生
を
部
隊
編
成
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
入
学
と
同
時
に
入
隊
と
な
る
の
だ
。
配
属
将
校
か
ら
農
業
拓
殖

科
の
新
入
生
に
む
け
て
訓
示
が
あ
っ
た

☆

―
―

☆

「
お
ま
え
た
ち
は
す
ぐ
に
満ま
ん

洲し
ゅ
うへ
行
く
の
で
あ
る
が
、
満
洲
ゆ
き
の
前
に
野
外
教
練
を
お
こ
な
う
」




