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０
　

　
清 朝 、 帝 政 ロ シ ア か ら 帝 国 近 代 日 本 へ 近 代 都 市 建 設 の 道 を 歩

ん だ 中 国 の 北 方 都 市 、 ハ ル ビ ン 。 近 代 列 強 が テ リ ト リ ー と し た鉄 道 と い う 植 民 地 イ ン フ ラ や ロ シ ア 革 命 と い っ た 世 界 の 衝 突と 交 流 、 ま た 新 た な 何 か の 発 生 … … と い う 背 景 の も と に 、 生 まれ た 場 所 で あ る 。 そ れ ら を め ぐ っ て 、 移 民 も 含 む 現 地 ネ イ テ ィヴ の 生 存 、 各 国 帝 国 主 義 軍 隊 ・ 警 察 ・ 監 獄 ・  「 保 護 と 治 安 」 の各 機 関 ・ 多 種 の 職 業 ・ 生 活 … … と い う 人 と 時 間 と 概 念 の 思 惑 ・葛 藤 が 反 復 さ れ る 場 所 で も あ っ た 。　
そ の よ う な 現 実 と 意 味 と が 与 え ら れ た こ の ハ ル ビ ン は 、 自 分

の 身 体 角 度 と 身 体 音 か ら 表 現 し よ う と し た 中 国 人 の 文 芸 作 品と 音 楽 に よ っ て 、 一 九 三 〇 年 代 か ら 一 九 四 〇 年 代 、 ど の よ う に体 験 さ れ 記 憶 さ れ た だ ろ う か 。　
植 民 地 の 夜 と 昼 ＝ あ ら ゆ る 場 所 、 に 関 心 を 寄 せ た 中 国 人 作 家

と 音 楽 グ ル ー プ に よ る 〝 眼 線 〟 と 〝 声 音 〟  。 そ れ ら を 読 み 聴 きな が ら 、 こ の 都 市 の 空 間 と 時 間 を ト レ ー ス し 、 考 え て み よ う 。近 代 植 民 地 と い う エ コ ノ ミ ー と 労 働 を 求 め て 、 多 様 多 層 の 人 間が 差 異 の 前 歴 を も っ て 集 合 し つ つ 、 帝 政 ロ シ ア ・ 中 華 民 国 ・ 帝国 日 本 に よ っ て 空 間 区 画 が 、 ま た 時 間 区 分 が 、 造 成 ・ 管 理 さ れ
〝 眼 線 〟 と 〝 声 音 〟 は ハ ル ビ ン を ど う 体 験 し た か︱
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た 場 所 が ハ ル ビ ン だ っ た 。 そ れ ら 各 時 期 ・ 各 ゾ ー ン は 、 常 に 現地 人 あ る い は 南 方 か ら の 移 民 と し て の 中 国 人 、 取 材 訪 問 な ど でや っ て 来 る 中 国 人 に よ っ て 、 使 用 さ れ 解 釈 さ れ た 。　
ま た 、 こ の 都 市 を ト レ ー ス し 考 え 記 憶 す る と は 、 清 朝 の 発 源

地 た る 瀋 陽 （

奉 天

）  、 近 代 日 本 が 行 な っ た 戦 争 と 植 民 地 管 理 の

扉 の 地 た る 大 連 、 そ し て 結 節 地 点 た る 長 春 （

「 新 京 」

）  、 を も 記

憶 し 考 え る こ と で も あ る 。１
　
東 ア ジ ア の 近 代 都 市 ＝ 植 民 地 都 市 へ の 眼 と 声　

こ う し た 夜 に こ そ 、 こ こ は 五 十 万 の 市 民 を 擁 す る 巨 大 都 市 だ
と い う の が 明 ら か に な る 。 今 目 の 前 の こ の 通 り に は う す 暗 い 明り と か す か な 人 声 し か な い が 、 二 百 歩 ほ ど 行 け ば キ タ イ ス カ ヤ通 り で あ り 、 火 事 で も 起 き た よ う な 騒 が し さ と 明 る さ な の だ 。血 の よ う な 明 り の 海 の 中 、 そ の 世 界 の 滅 ぶ 寸 前 に の み あ る 喧 騒が 伝 わ っ て く る 。 田 舎 の 人 な ら 驚 く だ ろ う こ の 景 色 に も 慣 れ てい る 私 た ち は 、 先 ほ ど の 安 酒 と あ り き た り の 肴 を 味 わ い 返 し なが ら 、 ゆ っ く り と キ タ イ ス カ ヤ 通 り の ほ う へ 歩 い て い っ た 。 ある 家 の 窓 の 淡 紅 色 の カ ー テ ン に 人 が 映 っ て い る 。 異 郷 の 地 で 台

本 稿 の 著 作 権 は 著 者 が 保 持 し 、 ク リ エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ 表 示 4. 0 国 際 ラ イ セ ン ス ( C C- B Y)  下 に 提 供 し ま す 。
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所
の
冷
蔵
庫
や
窓
の
明
り
を
眼
に
す
る
と
、
人
は
郷
愁
の
念
を
抱
く
と
い

う
が
、
私
に
そ
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
淡
紅
色
の
明
り
の
な
か
に
は
現

実
の
社
会
に
許
さ
れ
た
一
つ
の
場
面
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
夫
が

新
聞
と
お
茶
を
手
に
昼
の
仕
事
の
疲
れ
を
安
め
て
い
る
。
妻
は
妻
で
、
自

分
の
南
方
の
実
家
が
戦
火
の
洗
礼
を
こ
う
む
っ
て
い
な
い
か
、
大
学
で
文

学
を
専
攻
す
る
花
も
恥
じ
ら
う
年
頃
の
妹
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
い
か
、

と
ラ
ジ
オ
の
戦
況
ニ
ュ
ー
ス
に
聴
き
入
っ
て
い
る
。
床
で
は
幼
い
息
子
が

今
日
百
貨
店
で
買
っ
て
き
た
ば
か
り
の
戦
車
の
模
型
で
遊
ん
で
い
る
。
こ

の
よ
う
な
大
都
会
は
、
た
だ
買
弁
、
不
在
地
主
、
銀
行
長
、
高
利
貸
し
、

船
会
社
の
社
長
だ
け
で
は
な
く
、日
雇
い
労
働
者
、乞
食
、コ
ソ
泥
、淫
売
、

無
頼
漢
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
こ
の
淡
紅
色
の
明
り
の

な
か
に
住
ん
で
い
る
者
も
い
た
。
私
は
一
瞬
思
い
つ
か
な
か
っ
た
、
そ
の

よ
う
な
人
々
に
対
し
て
ど
ん
な
感
情
を
持
つ
べ
き
か
。
そ
れ
は
社
会
の
組

織
を
研
究
す
る
著
名
な
私
の
友
人
も
同
じ
こ
と
で
、
彼
が
今
夜
こ
こ
ま
で

や
っ
て
来
て
も
、
こ
の
人
々
の
存
在
を
消
し
て
し
ま
う
の
が
よ
い
の
か
、

保
っ
て
お
く
の
が
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
存
在
を
改
善
す
る
の
が

よ
い
の
か
、
す
ぐ
に
悟
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

爵
青
（
一
九
一
七
︱
六
二
年
。「
満
洲
国
」
下
に
創
作
活
動
し
た
中

国
人
作
家
）、
短
篇
小
説
《
某
夜
》（「
あ
る
夜
」。
一
九
三
八
年
）

原
文
は
中
国
語
、
日
本
語
訳
は
橋
本
（
語
感
な
ど
は
直
訳
）。
以
下

す
べ
て
同
じ
。

　
中
国
大
陸
い
や
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
近
代
都
市
と
は
、
近
代
世
界
史
と

中
国
（
東
ア
ジ
ア
）
近
代
史
と
の
結
節
点
で
あ
る
。
中
国
大
陸
全
国
の
主

要
大
都
市
は
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
自
己
体
験
し
て
い
る
。

ハ
ル
ビ
ン
も
そ
の
よ
う
な
都
市
の
起
源
と
そ
の
後
の
植
民
地
強
化
の
過

程
に
お
い
て
、
こ
の
自
己
体
験
か
ら
の
生
存
・
言
語
・
生
活
を
生
み
出
し

て
き
た
と
言
え
よ
う
。
な
か
で
も
中
国
人
作
家
は
こ
の
都
市
を
、
多
様
な

大
陸
ゾ
ー
ン
＝
広
大
な
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
（
中
国
語
と
い
う
言
語
域
と

中
国
人
と
い
う
空
間
域
）
へ
繋
ぎ
つ
つ
、
表
現
・
芸
術
の
作
業
の
対
象
と

し
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
が
、
広
大
な
圏
域
に
対
す
る
彼
・
彼
女
ら
の
言
語

表
現
＝
〈
現
地
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
〉
作
家
や
音
楽
家
の
生
命
で
あ
り
、
続
け
て

外
来
権
力
＝
外
言
語
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
植
民
地
環
境
に
あ
っ
て
、
深

く
沈
潜
し
て
い
く
〈
自
分
〉
自
身
で
あ
っ
た
。

　
中
国
人
作
家
や
音
楽
に
携
わ
っ
た
若
き
人
士
た
ち
は
、
創
作
テ
ク
ス
ト

の
内
部
に
、植
民
地
出
自
の
言
語（
各
種
方
言
）と
人
間（
多
様
な
各
地
方
人
）

と
を
時
に
生
々
し
く
出
現
さ
せ
、
時
に
生
き
生
き
と
描
述
し
、
そ
れ
ら
の

体
験
表
現
は
ま
た
こ
の
都
市
の
共
時
的
時
間
と
通
時
的
時
間
に
つ
い
て

の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
・
意
味
づ
け
・
眼
線
・
声
の

方
角
と
結
果
を
も
つ
人
間
が
往
来
し
、
都
市
を
作
り
／
都
市
を
使
用
し
／

都
市
（
の
細
部
と
全
体
）
を
自
分
で
意
味
づ
け
…
…
て
い
く
。

　
上
に
引
用
し
た
ハ
ル
ビ
ン
へ
の
俯
瞰
に
は
、
そ
の
よ
う
な
街
に
生
き
る

人
間
と
街
を
管
理
す
る
政
治
の
、
声
と
音
を
、
見
つ
め
る
眼
線
に
満
ち
て

い
る
。

２　
眼
線
と
声

　
眼
線
と
声
そ
の
も
の
あ
る
い
は
眼
線
的
感
覚
と
〝
声
音
〟
的
思
考
は
、

人
間
に
共
通
の
行
動
で
あ
り
知
覚
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
上
方
へ
の
、
下
方

へ
の
、
水
平
の
、
内
側
へ
の
、
外
側
へ
の
…
…
方
角
が
あ
り
、
そ
の
〈
場
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所
〉
に
生
き
る
者
が
、
そ
の
〈
場
所
〉
の
空
間
・
時
間
・
記
憶
を
、
自

分
や
自
分
た
ち
の
た
め
に
意
味
づ
け
る
た
め
に
行
う
、
身
体
生
存
の
方
角

で
あ
る
。
生
活
や
非
日
常
の
〈
場
所
〉
に
お
い
て
最
初
の
、
無
数
の
、
と

き
に
決
定
的
で
、
と
き
に
瞬
間
的
が
ゆ
え
に
空
虚
な
、
停
滞
と
凝
固
を
繰

り
返
す
よ
う
な
行
動
の
方
角
で
も
あ
る
。
植
民
地
社
会
あ
る
い
は
都
市
で

は
、
こ
れ
ら
の
方
角
が
力
に
よ
っ
て
分
断
と
分
散
を
繰
り
返
し
、
権
力
を

持
つ
者
と
持
た
ぬ
者
、
権
力
に
大
き
な
あ
る
い
は
微
細
な
偏
差
の
あ
る
異

言
語
ど
う
し
、ス
ト
リ
ー
ト
で
封
じ
ら
れ
た
区
画
の
「
こ
ち
ら
側
」
と
「
あ

ち
ら
側
」、「
政
治
」
と
そ
れ
に
監
視
さ
れ
る
者
・
事
と
…
…
と
い
う
ふ
う

に
切
り
分
け
ら
れ
、
双
方
や
多
様
な
そ
れ
ぞ
れ
が
、〈
方
角
〉
を
眼
と
声

で
追
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

３　
上
方
と
下
方
へ
の
眼
線

　
頭
を
あ
げ
、
塵
の
つ
も
っ
た
カ
ー
テ
ン
を
透
か
し
て
外
を
見
る
と
、
ソ

ー
セ
ー
ジ
の
形
や
か
く
ば
っ
た
形
の
ズ
ボ
ン
が
窓
の
外
を
い
く
つ
も
行
っ

た
り
来
た
り
す
る
の
が
眼
に
で
き
る
。
そ
う
し
た
風
景
は
私
た
ち
が
大
都

市
の
一
角
の
地
下
室
に
い
る
の
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

た
。
向
い
の
店
で
は
、
政
治
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
よ
り
も
は
る
か
に
人
の
心
理

を
刺
激
す
る
看
板
が
掲
げ
ら
れ
、店
内
か
ら
は
明
り
を
吐
き
出
し
て
い
る
。

　
同
じ
小
説
内
の
、
ハ
ル
ビ
ン
の
モ
ダ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
（
キ
タ
イ
ス
カ

ヤ
街
と
い
う
ス
ト
リ
ー
ト
一
帯
）
に
あ
る
地
下
酒
場
に
入
っ
た
語
り
手
「
私
」

を
通
し
た
、
街
の
通
り
の
表
情
で
あ
る
。
眼
線
は
地
下
の
窓
か
ら
上
方
の

世
界
を
目
指
す
。
そ
の
方
角
と
は
、
植
民
地
政
治
の
言
語
を
無
視
す
る
誰

か
の
街
の
方
角
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
た
る
中
国
語
ネ
イ
テ
ィ
ヴ

に
よ
る
街
の
方
角
で
も
あ
る
。

　
次
は
、
ス
ト
リ
ー
ト
の
人
間
を
直
接
に
視
る
下
方
へ
の
眼
線
と
声
で
あ

る
。

　
　

　
晩
春
の
あ
る
夜
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
初
め
て
夜
に
こ
こ
を
通
っ
た

私
は
病
気
の
友
人
を
見
舞
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
三
人
の
通
行
人
が
ハ
リ
ネ

ズ
ミ
の
よ
う
な
ひ
げ
を
は
や
し
た
一
人
の
ロ
シ
ア
老
人
を
囲
ん
で
い
た
。

老
人
は
故
国
の
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
大
広
場
の
そ
ば
の
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
と
か
い
う
製
菓
会
社
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
食
べ
た
い
な
ど
と
弱
々
し
く
唸

っ
て
い
る
。
三
人
の
う
ち
の
一
人
の
紳
士
ら
し
き
中
年
男
が
皮
肉
っ
ぽ
く

老
人
に
教
え
た
、
あ
そ
こ
は
も
う
五
月
一
日
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
赤
軍
の
閲

兵
場
に
な
っ
た
ん
だ
、
そ
う
言
う
と
さ
っ
さ
と
立
ち
去
っ
た
。
ど
う
し
た

の
か
と
私
が
そ
の
紳
士
に
た
ず
ね
る
と
、
彼
は
ま
た
皮
肉
を
言
う
よ
う
に

告
げ
た
、
知
ら
な
い
の
か
、
こ
こ
は
酔
っ
ぱ
ら
い
と
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
で
有

名
な
通
り
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
し
て
高
慢
に
大
き
な
家
の
な
か
に
入
っ
て
い

っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
夜
遭
遇
し
た
の
は
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
む
者
だ
っ
た
。
杏

の
よ
う
な
赤
い
色
の
天
空
は
反
射
し
て
彼
の
顔
を
照
ら
し
、
伸
び
放
題
の

髪
の
毛
と
角
膜
の
白
く
な
っ
た
眼
は
キ
リ
ス
ト
の
慈
愛
に
満
ち
た
表
情
を

思
わ
せ
た
。
悲
嘆
に
く
れ
咳
込
み
な
が
ら
、
彼
は
右
足
の
皮
下
に
で
き
た

「
蜂
窩
織
炎
」
が
痛
ん
で
し
か
た
が
な
い
、
も
し
施
し
を
受
け
て
治
す
こ

と
が
で
き
た
ら
、
の
ち
の
ち
も
決
し
て
恩
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
唸

っ
て
い
る
。
粗
野
で
聞
き
取
り
に
く
い
そ
の
声
の
は
し
ば
し
に
、
私
は
山

東
省
の
人
間
だ
な
と
す
ぐ
に
判
っ
た
。
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「
ハ
ン
（
同
行
の
語
り
手
の
友
人

︱
引
用
者
）
！

　
こ
い
つ
は
君
と
同

郷
だ
よ
！
」

以
上
三
箇
所
の
引
用
、
い
ず
れ
も
同
前
《
某
夜
》

　
帝
政
ロ
シ
ア
か
ら
ソ
連
へ
の
時
間
と
の
接
点
と
そ
こ
か
ら
始
ま
る
来

歴
と
を
延
長
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
こ
の
都
市
が
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間

を
通
し
て
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
り
外
界
に

亡
命
す
る
い
わ
ゆ
る
「
白
系
ロ
シ
ア
人
」
と
い
う
「
異
者
」、
そ
し
て
中

国
（
語
）
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
同
胞
、
と
い
う
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
山

東
省
の
人
間
」
と
は
、
東
北
植
民
地
に
肉
体
労
働
等
の
仕
事
を
求
め
て
出

稼
ぎ
に
来
る
あ
る
い
は
移
住
す
る
人
々
で
あ
り
、
当
時
山
東
省
は
そ
の
よ

う
な
人
間
の
代
表
的
な
原
籍
地
だ
っ
た
。

　
故
郷
が
外
部
の
異
地
で
あ
る
こ
う
し
た
「
異
者
」
や
「
同
胞
」
へ
の
描

き
方
に
は
、
中
国
中
央
の
作
家
た
ち
に
よ
る
い
わ
ば
ハ
ル
ビ
ン
近
代
文
学

史
が
あ
る
。
例
え
ば
章
靳
以
（
一
九
〇
九
︱
五
九
年
）
が
ハ
ル
ビ
ン
や
東

北
部
を
舞
台
と
し
て
描
く
一
連
の
小
説
も
そ
の
一
つ
だ
。
ハ
ル
ビ
ン
の
亡

命
ロ
シ
ア
人
を
描
写
し
国
際
都
市
を
表
象
す
る
《
聖
型
》（
一
九
三
三
年
）

や
、日
本
帝
国
主
義
の
東
北
占
領
を
告
発
す
る
《
去
路
》（
同
年
）
で
あ
る
。

ハ
ル
ビ
ン
や
瀋
陽
な
ど
が
体
験
す
る
日
本
発
動
の
「
満
洲
事
変
」
と
前
後

の
植
民
地
情
勢
は
、
そ
れ
を
告
発
で
き
る
言
論
空
間
と
し
て
の
中
国
「
中

央
」（
東
北
か
ら
す
れ
ば
異
次
元
の
南
方
）
で
こ
そ
、
文
学
的
に
も
い
ち
早

く
言
及
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
章
靳
以
の
前
者
小
説
に
あ
る
「
ロ
シ
ア
女
性

と
ハ
ル
ビ
ン
」
表
象
は
、「
満
洲
国
」
下
の
作
家
に
よ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と

し
て
、爵
青
の
エ
ッ
セ
イ《
異
国
情
調
》（
一
九
三
七
年
）な
ど
が
後
続
す
る
。

都
市
の
中
の
「
歴
史
的
弱
者
」
へ
の
寄
り
添
い
と
「
西
洋
（
女
性
）」
へ

の
憧
憬
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
、す
で
に
「
中
央
」
作
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

そ
の
後
、
植
民
地
作
家
へ
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
表
象
の
痕
跡
と
し
て
引
き

継
が
れ
る
。
こ
れ
も
眼
線
と
声
音
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
都
市
の
時
間
と
空

間
に
対
す
る
〈
時
間
差
〉
表
現
と
言
え
よ
う
。

４　
水
平
と
下
降
の
眼
線
と
声
音

４
︱
１　
ハ
ル
ビ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人

〜
植
民
地
で
交
わ
さ
れ
る
「
異
者
」
ど
う
し
の
声
と
視
線
〜

　
ハ
ル
ビ
ン
郊
外
の
一
軒
家
に
暮
ら
す
ユ
ダ
ヤ
系
民
族
の
男
性
に
出
会

う
「
私
」
と
そ
の
語
り
。
そ
れ
が
、
や
は
り
爵
青
に
よ
る
小
説
《
斯
賓
塞

拉
先
生
》（「
ス
ペ
ン
サ
ラ
ー
氏
」。
一
九
四
一
年
）
で
あ
る
。「
私
」
が
郊
外

の
そ
の
家
を
借
り
よ
う
と
訪
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
そ
こ
に
居
住
し
ま
も
な

く
出
て
ゆ
く
ユ
ダ
ヤ
人
「
ス
ペ
ン
サ
ラ
ー
氏
」
が
バ
ル
コ
ニ
ー
で
迎
え
る
。

彼
の
居
住
空
間
の
一
室
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
を
拷
問
す
る
各

種
の
刑
具
で
あ
る
。
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
小
説
「
黒
猫
」、詩
「
大

ガ
ラ
ス
」
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
祖
型
に
秘
め
ら
れ
た
「
怪
異
」

と
「
神
秘
」
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
彼
。
そ
の
彼
の
半
生
に
つ
い
て
詳
細
な

身
の
上
話
に
耳
傾
け
る
「
私
」。

 

　「
そ
う
で
す
！

　
私
は
上
海
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
私
や
ほ
か
の
ユ

ダ
ヤ
人
が
ど
ん
な
に
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
、
あ
な
た
に
お
教
え

す
る
の
は
忍
び
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
！

　
ユ
ダ
ヤ
人
は
二
千
年
来
、
自
分

の
情
熱
を
押
し
黙
ら
せ
て
世
界
に
生
き
な
い
日
は
、
あ
る
い
は
楽
し
く
も

ま
た
煩
わ
し
く
も
人
類
の
蔑
み
と
罵
り
を
受
け
な
い
日
は
、
一
日
と
し
て

あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
周
り
を
常
に
滅
亡
の
危
機
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
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て い ま す 。 し か し 祖 先 と 同 じ よ う に 私 た ち は 厳 し い 束 縛 と 苦 痛の な か に 生 を 求 め な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 残 酷 か つ 全 能 の 条件 の も と で 一 切 の 外 的 な 圧 迫 に 対 抗 し な け れ ば な り ま せ ん 。 だか ら さ ま ざ ま な 変 動 に 出 く わ し て も 、 昔 か ら の 自 制 を 保 っ て 衰え と 停 滞 を 免 れ 、 心 臓 が 破 れ て も 、 こ の 民 族 は 祖 先 が 残 し て きた す べ て の 完 璧 を 求 め て い ま す 。 こ こ に 来 た の は 四 年 前 、 私 が三 十 五 歳 の と き で し た 」　

 「 ス ペ ン サ ラ ー さ ん 、 あ な た の お 話 し を お 聴 き し て 、 自 分 は
ど の よ う に 同 情 し て よ い の か 分 り ま せ ん 。 も う 四 十 年 に も な ろう と し て い る の で す ね え ！ 」 こ こ で 私 は 少 し 感 傷 的 に な っ た 。受 難 者 の 末 裔 の 一 人 が 沈 痛 に 語 っ た 、 そ の 民 族 に 二 千 年 続 く 災い の 運 命 を 、 聴 い た か ら だ っ た 。 私 の こ の 重 い 気 持 ち を 見 て 取っ た 彼 は 、 煙 草 を 吸 う か ど う か 聞 い て き た が 、 私 は 頭 を 振 っ てう な だ れ た 。

以 上 い ず れ も 、 爵 青 、 短 篇 小 説 《 斯 賓 塞 拉 先 生 》

　 「 私 」 は 、  ハ ル ビ ン 郊 外 の 洋 館 に 生 活 し 今 は 上 海 を 目 指 す 「 異者 」 と 、  彼 の 体 験 の 背 景 に あ る ユ ダ ヤ 民 族 の 歴 史 を 知 っ て い く 。こ こ に も 、 前 節 で 見 た 「 白 系 ロ シ ア 人 」 に 対 す る 方 角 と 似 た 、し か し ま た 違 う 、  「 異 者 」 に 向 け た 方 角 の 複 雑 な 眼 線 と 声 の 交わ し 合 い が あ る 。 ハ ル ビ ン の 中 国 人 作 家 が 、 モ ダ ニ ズ ム 小 説 のス タ イ ル を 踏 襲 し な が ら 、 ハ ル ビ ン と い う 地 理 の 時 間 を 描 い た重 要 な 文 学 テ ク ス ト で あ る 。  「 モ ダ ニ ズ ム 小 説 」 と は 、 ミ ッ シェ ル  ・  フ ー コ ー や エ ド ワ ー ド  ・  サ イ ー ド が 検 証 し た よ う に 、  「 自分 た ち 」 と は 違 う と 認 識 さ れ た モ ノ ゴ ト と ヒ ト を 表 象 す る さ い

の 「 差 別 」 と 「 区 別 」 に よ っ て 起 動 さ れ 、 さ ら に そ の 二 つ を 訓練 し 反 復 す る 帝 国 主 義 的 言 論 ・ テ ク ス ト で あ る 。 植 民 地 ハ ル ビン の 歴 史 の な か で 、 ロ シ ア 側 ・ 日 本 側 に よ る 異 な る 者 に 対 す る権 力 表 象 と と も に 、 そ の よ う な 都 市 の 時 間 の 延 長 の な か で 、 権力 表 象 に よ っ て 視 ら れ る 側 の 対 象 の 側 の 者 た ち ど う し が 、 さ らに ま た そ の 内 側 で お 互 い に 相 手 を 眼 差 し 、 声 を 聴 き 合 う 。　
テ ク ス ト 内 部 の シ ン タ ッ ク ス に お い て 、 こ の よ う な 方 角 の 運

動 が 、 お そ ら く モ ダ ニ ズ ム 文 学 の 作 法 を 借 り つ つ 、 し か し 水 平に 絶 え る こ と な く 往 還 し て い る 。
４ ︱ ２

　
植 民 地 鉄 道 イ ン フ ラ に よ っ て つ な げ ら れ る す べ て

の 都 市 ＝ 外 部

　
都 市 を 水 平 に 眺 め る 眼 線 と は 、 ま ず は そ の 都 市 の 入 口 か ら 内

部 に 入 っ て い く 眼 線 に 他 な ら な い 。 都 市 と の 出 会 い 、 つ ま り その 場 所 を 知 り 、 体 験 し た こ と の あ る 他 の 場 所 と 見 比 べ 、 両 地 をつ な げ る 知 覚 で あ る 。 植 民 地 都 市 に あ っ て は 、 中 国 ネ イ テ ィ ヴが 見 比 べ 繋 げ る 視 点 を 手 助 け す る 一 つ が 、 歴 史 的 に 逆 手 に 取 った 列 強 由 来 の 植 民 地 鉄 道 （

ロ シ ア の 東 清 鉄 道 〜 日 本 の 南 満 洲 鉄 道

株 式 会 社 、 通 称 「 満 鉄 」

） と い う こ と に な る 。

　
こ の 物 語 は 天 国 に お こ っ た こ と で は な く 、 秘 境 に お こ っ た の

で も な い 。 わ れ わ れ が よ く 知 っ て い る ハ ル ビ ン に お こ っ た 。 普通 の 人 の 眼 に は 、 ハ ル ビ ン と い う 都 市 は 物 好 き と 罪 悪 に ま み れた と こ ろ だ が 、 じ つ は 毎 日 の よ う に 駅 と 埠 頭 か ら こ こ に 流 れ こん で く る 人 々 は 、 上 は お 役 人 、 大 商 人 か ら 、 下 は 売 り 子 、 肉 体
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労
働
者
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
夜
泊
ま
る
場
所
を
心
配
す
る
者

も
い
れ
ば
、
明
日
の
朝
食
を
計
算
す
る
者
も
い
る
。
こ
の
都
市
に
き
て
焦

燥
と
労
苦
の
人
生
を
体
験
し
な
い
者
は
い
な
い
。
そ
の
日
も
夕
闇
が
舞
い

お
り
る
と
、
南
か
ら
の
客
車
が
数
万
の
旅
客
を
満
載
し
て
到
着
し
た
。

爵
青
、
短
篇
小
説
《
恋
獄
》、
一
九
四
三
年

こ
の
都
市
に
入
り
込
む
人
々
を
眺
め
な
が
ら
、
眼
線
は
自
分
の
生
活
の
糧

を
得
よ
う
と
す
る
労
働
者
（
都
市
の
底
辺
を
支
え
る
者
た
ち
）
に
向
か
っ
て

い
る
。

　
さ
さ
や
か
に
言
及
さ
れ
た
植
民
地
鉄
道
の
「
客
車
」
に
よ
っ
て
つ
な
が

れ
た
ハ
ル
ビ
ン
と
い
う
現
実
は
、
史
実
の
一
つ
を
も
証
明
し
て
い
る
。
こ

の
都
市
の
入
り
口
た
る
、
ハ
ル
ビ
ン
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
起
き

た
、
朝
鮮
独
立
運
動
家
、
安
重
根
に
よ
る
伊
藤
博
文
の
暗
殺
。
そ
の
後
、

安
は
身
柄
を
日
露
戦
争
以
降
の
大
連
・
旅
順
と
い
う
日
本
側
統
治
ゾ
ー
ン

「
関
東
州
」
に
送
ら
れ
、
旅
順
の
監
獄
に
拘
禁
さ
れ
、
裁
判
を
経
て
そ
の

監
獄
の
敷
地
内
で
処
刑
さ
れ
る
。
そ
の
場
所
で
あ
る
旅
順
・
大
連
は
、
ハ

ル
ビ
ン
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
近
代
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
統

治
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
地
に
対
し
て
下
方
へ
向
か
う
眼
を
も
っ
て
し
た
統

治
側
と
、
水
平
の
地
平
を
遥
か
に
水
平
に
求
め
望
ん
だ
朝
鮮
人
。
東
清
鉄

道
敷
設
以
来
、
南
北
の
起
点
と
終
点
と
は
、
植
民
地
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
起

点
と
一
人
の
人
間
の
最
期
地
と
し
て
、
ハ
ル
ビ
ン
と
旅
順
・
大
連
と
を
結

び
、
近
代
史
の
経
緯
を
告
発
し
て
い
る
。

５　
す
べ
て
の
方
角
と
時
間
を
運
動
す
る
軌
跡

〜
デ
ィ
ー
プ
・
ハ
ル
ビ
ン
の
内
臓
へ
〜

　
語
り
手
と
友
人
は
二
人
で
酒
な
る
麗
水
を
飲
み
、
当
局
の
決
定
で
一
掃

さ
れ
る
社
会
的
弱
者
に
思
い
を
は
せ
、
酔
っ
た
ま
ま
松
花
江
沿
い
の
国
際

商
業
区
（
道
里
区
）
付
近
を
彷
徨
し
「
見
学
」
す
る
。
通
路
〜
道
路
〜
都

市
の
回
路
と
い
っ
た
空
間
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
、
植
民
地
の
政
治
的
時

間
に
よ
っ
て
切
り
分
け
ら
れ
分
断
さ
れ
た
社
会
層
と
文
化
層
、
世
界
史
的

〈
東
西
〉
の
時
間
、
政
治
暴
力
と
生
活
者
の
生
存
…
…
の
す
べ
て
を
、
語

り
手
は
歩
く
。
そ
の
緩
や
か
な
足
の
速
度
の
ま
ま
に
、
中
国
人
の
語
り
手

あ
る
い
は
作
家
そ
の
人
の
言
語
は
〈
自
分
〉
の
内
部
へ
と
衝
突
し
潜
り
込

む
よ
う
に
し
て
、
予
期
さ
れ
た
ハ
ル
ビ
ン
の
最
後
の
心
臓
の
ゾ
ー
ン
へ
と

行
き
着
く
の
だ
。
い
ま
以
下
に
、
こ
の
中
国
人
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
、
小

説
内
部
の
方
向
を
簡
易
的
に
言
語
地
図
化
し
て
み
よ
う
。

　
新
安
埠
（
＝
ナ
ハ
ロ
フ
カ
。「
煤
煙
と
湿
泥
の
」）
→

　
沙
曼
街
（
の
地

下
食
堂
。
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
物
乞
い
が
路
上
に
）
→

　
面
包
街
（
娼
婦
た

ち
が
路
上
に
）
→

　
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
（
＝
「
中
央
大
街
」。「
火
事
を
起

こ
し
た
よ
う
な
騒
が
し
さ
」、「
血
の
よ
う
な
明
り
の
海
」。
着
飾
っ
た
婦

人
や
紳
士
が
行
き
か
う
。
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、モ
デ
ル
ン
ホ
テ
ル
の
喫
茶
室
、

漂
う
音
楽
、
西
洋
調
の
酒
場
…
…
）
→

　
一
大
バ
ザ
ー
ル
（
か
つ
て
賑
わ

っ
た
が
、
官
憲
と
市
当
局
が
撤
去
を
進
め
る
古
物
市
場
、
野
菜
鮮
魚
市
場
）

の
廃
墟
（
ソ
フ
ィ
ス
カ
ヤ
寺
院
付
近
だ
ろ
う
か

︱
引
用
者
）
→  

狭
い

一
帯
に
小
屋
が
立
ち
並
ぶ
「
貧
民
窟
」（「
じ
め
じ
め
し
て
い
る
」、「
少
し

の
光
も
な
い
」）

同
前
《
某
夜
》

同
じ
よ
う
に
、
水
平
に
辿
っ
て
行
く
中
国
人
青
年
の
近
代
地
図
が
、
ハ
ル

ビ
ン
に
投
影
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
他
に
も
在
る
。
そ
こ
で
の
語
り
手
は
、
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中
国
近
代
の
問
題
（「
父
祖
」
と
自
分
た
ち
…
「
旧
習
と
伝
統
の
破
壊
と
は
果

た
し
て
新
生
な
の
か
？

　
廃
墟
か
ら
新
た
な
廃
墟
へ
と
い
う
だ
け
な
の
で
は
な

い
か
」
…
…
）
に
つ
い
て
想
念
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
馬
家
溝
〜
南
崗
〜

ハ
ル
ビ
ン
駅
〜
鉄
道
〜
道
里
区
（
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
が
中
心
）
と
、
ハ
ル

ビ
ン
市
街
に
あ
る
南
北
の
地
理
と
心
象
の
風
景
を
徒
歩
に
よ
っ
て
カ
ヴ

ァ
ー
し
て
い
く
。
こ
れ
も
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
展
開
に
沿
っ
て
、
ノ
ー
ド
ご

と
に
言
語
地
図
化
し
て
み
よ
う
。

　
教
堂
街（「
薄
暗
い
街
灯
が
夜
を
一
層
お
ぞ
ま
し
い
も
の
に
し
て
い
る
」、

「
木
立
と
寺
院
の
塔
」）
→

　
通
道
街

　
→

　
馬
家
溝
に
か
か
る
橋

　
→
白

壁
の
住
宅
区
（
南
崗
の
高
級
住
宅
区
だ
ろ
う

︱
引
用
者
）
→

　
喇
嘛
台

（「
明
り
に
飾
ら
れ
た
十
字
架
」）　
→

　
英
国
領
事
館

　
→

　
ハ
ル
ビ
ン
駅

　
→

　
鉄
道
に
か
か
る
霽
虹
橋
（「
黒
々
と
沈
ん
だ
工
業
区
と
大
水
害
で

も
生
き
残
っ
た
難
民
区
を
眺
め
る
」）　
→

　
透
籠
街
（「
ア
テ
ネ
の
古
代

建
築
の
絵
の
あ
る
穴
蔵
に
座
っ
て
音
楽
を
聴
く
」）　
→

　
買
売
街
（「
退

廃
の
ロ
シ
ア
人
娼
婦
を
見
る
」、「
書
店
や
酒
場
の
戸
を
押
し
開
け
て
適
度

の
知
識
と
気
晴
ら
し
の
安
息
を
」）　
→

　
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
（「
石
畳
の

道
」、「
全
満
洲
で
最
も
富
裕
な
る
こ
の
有
名
な
通
り
」、「（
夜
中
は
）
死

ん
で
時
間
の
た
っ
た
蛇
の
よ
う
」、「
鮮
や
か
に
紅
い
ネ
オ
ン
と
通
り
の
入

口
に
立
つ
酒
場
の
看
板
」
…
）　
→

　「
大
島
士
飯
店
」（
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ

街
沿
い
の
ロ
シ
ア
料
理
「
タ
ト
ス
」
レ
ス
ト
ラ
ン
の
こ
と
だ
ろ
う

︱
引

用
者
。「
タ
ト
ス
の
あ
る
地
下
へ
の
入
口
の
と
こ
ろ
で
、
煙
草
を
一
本
取

り
出
し
火
を
つ
け
」
か
つ
て
中
国
社
会
の
問
題
を
語
り
あ
っ
た
友
人
を
思

い
出
す
）

爵
青
、
短
篇
小
説
《
青
春
冒
瀆
之
二
》、
一
九
三
九
年

同
じ
よ
う
に
、
ハ
ル
ビ
ン
内
の
ノ
ー
ド
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
。
中
国
人
青

年
に
と
っ
て
中
国
近
代
化
の
迷
路
に
迷
い
込
む
と
は
、
近
代
植
民
地
都
市

の
各
ノ
ー
ド
を
代
表
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
た
ち
を
伝
っ
て
さ
ま
よ
い
歩

く
の
と
、
同
義
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
だ
。

　
こ
う
し
て
語
り
手
た
ち
は
、
中
国
と
ハ
ル
ビ
ン
の
歴
史
〜
自
分
の
心
象

風
景
〜
こ
の
た
っ
た
今
の
眼
の
前
の
ハ
ル
ビ
ン
現
実
社
会
、
と
い
う
地
図

の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
手
に
、
街
へ
眼
線
を
め
ぐ
ら
せ
街
の
声
と
音
を
聴

い
て
行
く
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
て
、
こ
の
都
市
が
宿
す
記
憶
の
地
層

を
自
分
だ
け
で
踏
査
す
る
こ
と
に
な
る
。

６　
方
角
の
果
て
に
聴
き
視
ら
れ
た
〈
最
後
の
ハ
ル
ビ
ン
〉

〜
植
民
地
「
同
胞
」
た
ち
の
光
景
〜

　
ハ
ル
ビ
ン
を
歩
く
語
り
手
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
彷
徨
地
図
に
は
、
最
後

に
何
が
記
さ
れ
て
い
る
か
。
小
説
の
最
後
を
視
て
み
よ
う
。

　
燈
の
尽
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
谷
底
の
よ
う
に
狭
い
路
地
に
な
っ
て
い

る
。
両
側
は
背
の
低
い
平
屋
な
の
だ
が
、
住
宅
難
の
せ
い
だ
ろ
う
、
ど
の

平
屋
の
屋
上
に
も
鉄
の
破
片
や
木
箱
の
た
ぐ
い
で
小
屋
が
つ
ぎ
足
し
て
あ

る
。
こ
の
部
分
が
長
い
時
間
を
へ
て
歪
み
、
下
へ
と
傾
い
て
い
る
。
鉄
線

や
木
の
棒
な
ど
で
真
っ
直
ぐ
に
保
と
う
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
に
日
に

歪
ん
で
し
ま
う
と
見
え
、
つ
い
に
両
側
の
建
物
の
て
っ
ぺ
ん
が
く
っ
つ
き

そ
う
な
く
ら
い
に
ま
で
傾
い
て
い
る
。
こ
れ
で
は
昼
間
は
太
陽
の
光
が
射

し
こ
ん
で
来
な
い
。
逆
に
夜
は
、
赤
々
と
あ
ん
ず
色
に
染
ま
っ
た
半
尺
ほ

ど
の
空
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
路
地
の
な
か
の
陰
湿
さ
は
、
私
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た
ち
が
歩
い
て
い
て
も
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
と
音
が
す
る
く
ら
い
だ
。
一
人
の

大
男
が
ふ
ら
ふ
ら
と
出
て
き
て
建
物
の
梯
子
を
上
っ
て
い
っ
た
。
私
た
ち

が
見
上
げ
る
と
、
男
は
も
う
、
先
に
上
に
い
た
し
ゃ
が
れ
声
の
女
を
抱
い

て
笑
い
声
を
あ
げ
て
い
る
。
道
の
両
側
は
梯
子
の
ほ
か
に
あ
る
の
は
小
窓

ば
か
り
で
、
そ
こ
に
は
濡
れ
て
乾
い
た
し
み
の
つ
い
た
新
聞
紙
が
貼
っ
て

あ
り
、
黄
色
い
光
を
吐
き
出
し
て
い
る
。
と
き
に
料
理
の
匂
い
と
賭
博
を

す
る
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
人
を
夢
想
へ
と
い
ざ
な

う
ア
ヘ
ン
の
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。

　
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
こ
の
路
地
を
ぬ
け
る
と
、
人
だ
か
り
に
ぶ
つ
か
っ

た
。
喧
嘩
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
私
た
ち
が
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
一
分
も

た
た
な
い
う
ち
に
、
騒
ぎ
の
原
因
は
予
測
が
つ
い
た
。

　「
よ
し
！

　
同
郷
の
よ
し
み
だ
、
祖
先
の
つ
き
あ
い
に
免
じ
て
お
ま
え

の
三
ヶ
月
の
飯
代
は
許
し
て
や
ら
あ
、
失
せ
ろ
！
」
こ
れ
は
痩
せ
て
背
の

低
い
素
面
の
男
の
声
だ
。
頭
を
垂
れ
て
恥
じ
入
っ
て
い
る
若
者
が
暗
が
り

に
消
え
て
い
く
ま
で
、
周
囲
の
皆
が
見
送
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
の
男
は
ぶ
つ

く
さ
言
い
な
が
ら
、
傍
ら
の
う
ど
ん
屋
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て

こ
の
騒
ぎ
の
原
因
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ど
す
黒
い
食
物
が
並
べ
ら
れ
た

う
ど
ん
屋
の
窓
か
ら
は
、
鬼
火
の
よ
う
な
光
が
漏
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

や
は
り
少
し
の
光
明
も
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
あ
ん
ず
色
の
明
々
と
し

た
天
空
（
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
の
ネ
オ
ン
の
明
か
り

︱
引
用
者
）
と
、
か

す
か
に
聴
こ
え
て
く
る
ゴ
ト
ン
ゴ
ト
ン
と
い
う
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
音
…
…

同
前
《
某
夜
》

　
空
間
の
底
を
歩
き
、
そ
の
底
に
あ
る
生
活
と
い
の
ち
に
寄
り
添
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
上
下
・
水
平
の
方
角
を
も
は
や
越
え
て
、
そ
こ
に
固
ま

っ
て
在
り
続
け
る
ひ
と
の
声
、
色
彩
、
何
か
の
水
、
と
構
造
物
、
と
い
う

モ
ノ
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
、
聴
き
視
る
眼
と
声
だ
け
は
や
は
り

テ
ク
ス
ト
に
残
り
続
け
る
。〈
方
角
〉
＝
き
ら
び
や
か
に
見
え
る
〈
方
角
〉

と
は
、
つ
い
に
、
物
語
の
導
入
部
で
し
か
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
物
語

の
終
わ
り
で
は
そ
れ
は
崩
壊
し
消
滅
し
て
い
る
。

　
こ
の
先
に
は
も
は
や
、
歩
い
て
行
く
場
所
は
、
ど
こ
に
も
無
い
。
植
民

地
都
市
ハ
ル
ビ
ン
を
め
ぐ
る
空
間
と
言
語
の
果
て
。
そ
れ
が
小
説
の
末
尾

で
あ
る
。
小
説
の
語
り
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
ナ
レ
ー
タ
ー
も
都
市
の
舞
台

も
、
つ
ま
り
こ
の
植
民
地
都
市
の
見
慣
れ
た
文
体
さ
え
も
、
こ
こ
で
失
わ

れ
る
の
だ
。
ハ
ル
ビ
ン
と
い
う
都
市
の
果
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
こ

の
果
て
こ
そ
が
ハ
ル
ビ
ン
。
そ
の
よ
う
に
中
国
人
作
家
は
視
た
。

　
そ
れ
は
、
同
時
期
の
日
本
人
作
家
に
よ
る
快
楽
的
あ
る
い
は
神
秘
的
そ

し
て
同
情
的
な
表
象
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
ハ
ル
ビ
ン
文
学
テ
ク
ス
ト
と
、

決
定
的
に
違
う
。
爵
青
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
、
い
や
数
学
の
数

式
が
も
つ
硬
い
骨
組
み
の
よ
う
に
、
ハ
ル
ビ
ン
の
最
期
を
同
胞
の
姿
に
見

て
、
開
陳
し
た
の
で
あ
る
。

７　
水
平
・
上
方
・
下
方
の
す
べ
て
を
「
視
て
話
す
」〈
声
〉

〜
ハ
ル
ビ
ン
に
響
い
た
ハ
ー
モ
ニ
カ
演
奏
の
〝
声
音
〟
〜

　
そ
の
よ
う
に
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
記
録
さ
れ
た
キ
タ
イ
ス
カ

ヤ
街
を
い
ま
歩
く
と
き
、
そ
こ
は
一
つ
の
異
質
な
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は

ハ
ル
ビ
ン
と
い
う
都
市
空
間
の
な
か
で
と
言
っ
て
も
、
お
よ
そ
「
都
市
」

な
る
空
間
の
な
か
で
と
言
っ
て
も
、
妥
当
す
る
。
植
民
地
期
か
ら
、
ハ
ル

ビ
ン
駅
の
正
面
玄
関
と
は
逆
側
の
道
理
区
を
北
に
つ
ら
ぬ
く
ス
ト
リ
ー

ト
で
あ
り
、
北
端
は
松
花
江
が
流
れ
、
河
面
か
ら
風
が
吹
き
わ
た
る
ロ
シ
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ア
期
か
ら
の
建
築
の
並
ぶ
近
代
的
な
商
業
区
で
あ
る
。

　
い
ま
も
白
昼
か
ら
観
光
客
が
絶
え
間
な
く
、
ま
た
夕
刻
に
は
美
し
い
自

然
の
ス
ケ
ー
プ
、
松
花
江
と
い
う
東
北
の
大
河
、
が
突
き
当
た
り
に
確
保

さ
れ
て
い
る
安
心
感
か
ら
、
そ
こ
に
向
か
う
市
民
に
よ
る
そ
ぞ
ろ
歩
き
が

絶
え
な
い
。
都
市
の
う
ち
の
始
ま
り
の
近
代
と
い
う
前
景
と
最
後
の
大
自

然
（
と
感
ぜ
ら
れ
る
）
と
い
う
後
景
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
、
ひ
と
す
じ
の

道
が
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
風
景
の
場
所
ゆ
え
に
、
近

代
中
国
人
の
音
楽
活
動
が
、
目
指
す
眼
と
声
＝
音
を
め
ぐ
ら
せ
発
し
た
時

が
あ
っ
た
。

　
十
五
道
街
は
そ
の
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
の
南
口
に
当
た
り
、
鉄
道
の
複
線

を
挟
ん
で
ち
ょ
う
ど
駅
の
真
裏
に
当
た
る
。
一
九
三
五
年
四
月
、
こ
の
地

に
〝
哈
爾
濱
口
琴
社
〟（
ハ
ル
ビ
ン
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
社
）
が
中
国
人
の
手
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
。

　
初
心
者
に
対
し
て
吹
奏
教
練
の
塾
も
開
催
、ハ
ー
モ
ニ
カ
（harm

onica

）

吹
奏
の
習
得
を
目
指
し
、「
民
族
伝
統
曲
」
と
近
代
中
国
人
の
歌
を
演
奏
、

コ
ン
サ
ー
ト
も
大
々
的
に
行
な
っ
た
。
庶
民
の
楽
器
か
ら
奏
出
さ
れ
る
透

明
な
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
、
植
民
地
ハ
ル
ビ
ン
の
都
市
空
間
に
あ
っ
て
何
か

を
言
お
う
と
し
た
団
体
だ
っ
た
。

　
口
琴
社
設
立
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
上
海
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
奏
者
、
袁

亜
成
だ
っ
た
。
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
に
接
続
す
る
炮
隊
街
に
〝
孔
氏
洋
行
〟

と
い
う
ド
イ
ツ
人
経
営
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
販
売
店
が
あ
り
、
こ
こ
が
ハ
ル

ビ
ン
に
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
い
う
楽
器
を
広
め
よ
う
と
、
上
海
か
ら
袁
を
招

い
た
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
ブ
ル
ー
ズ
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ハ
ー
モ
ニ
カ
＝
ブ
ル
ー
ズ
・
ハ
ー
プ
を
製
造
し
た

H
O

H
N

ER

社
な
ど
、
こ
の
楽
器
の
故
地
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
由
来
の

地
球
上
の
音
楽
が
、
ハ
ル
ビ
ン
中
国
人
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
始
め
た
。

　
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
街
沿
い
の
当
時
の
「
パ
レ
ス
映
画
館
」
で
開
催
さ
れ
た

第
二
回
コ
ン
サ
ー
ト
を
案
内
す
る
広
告
が
、
一
九
三
六
年
十
月
十
五
日
付

の
中
国
語
新
聞
《
哈
爾
濱
五
日
画
報
》
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き

の
吹
奏
曲
目
が
広
告
に
予
告
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
中
国
と
外
国
の
名

曲
」
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
民
謡
や
中
国
伝
統
歌
曲
で
あ
っ
た
。
中
国
レ
パ
ー

ト
リ
ー
と
し
て
は
実
際
の
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
は
《
大
路
歌
》、《
開
路
先

鋒
》
な
ど
、
中
国
中
央
の
文
芸
界
が
同
時
期
に
放
っ
た
あ
る
主
張
を
持
っ

た
楽
曲
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
歌
曲
は
、
上
海
で
制
作

さ
れ
た
モ
ダ
ン
映
画
で
あ
り
、
抗
日
戦
争
前
夜
の
抗
日
主
張
が
合
わ
さ
っ

た
《
大
路
》（
一
九
三
四
年
、
孫
瑜
監
督
・
脚
本
）
の
中
で
使
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
挿
入
歌
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
を
作
曲
し
た
聶

耳
（
一
九
一
二
︱
三
五
年
）
は
当
時
多
く
の
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
映
画
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
、「
主
張
」
し
て
い
く
近
代
歌
曲
を
作
り
だ
し
た
音
楽
家
だ

っ
た
。
の
ち
に
中
華
人
民
共
和
国
の
国
歌
と
な
る
《
義
勇
軍
進
行
曲
》（
歌

詞
は
田
漢
）
も
、聶
耳
が
映
画
《
風
雲
児
女
》（
一
九
三
五
年
、許
幸
之
監
督
・

田
漢
脚
本
）
の
た
め
に
作
曲
し
て
い
る
。
日
本
帝
国
主
義
を
始
め
と
す
る

外
来
の
侵
略
に
対
抗
す
る
中
国
人
に
よ
る
中
国
人
へ
の
訴
え
が
、
聶
耳
の

旋
律
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
ハ
ル
ビ
ン
に
運
ば
れ
、
そ
れ
が
ま
た
ハ
ル

ビ
ン
の
街
に
響
い
た
時
間
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
検
証
は
ま
た
稿
を
改
め

て
試
み
た
い
。

　
上
海
の
同
時
代
映
画
と
ハ
ル
ビ
ン
口
琴
社
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
つ
な

が
り
は
、
袁
亜
成
と
い
う
ひ
と
の
来
歴
も
含
め
て
、
文
芸
都
市
か
つ
植
民

地
都
市
と
し
て
よ
り
時
間
の
長
い
上
海
の
風
と
意
識
が
、
こ
の
ハ
ル
ビ
ン

に
持
ち
込
ま
れ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　《
大
路
》
の
よ
う
な
映
画
作
品
の
上
映
が
お
そ
ら
く
は
難
し
か
っ
た
植

民
地
「
満
洲
国
」
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
ハ
ル
ビ
ン
口
琴
社
の
コ
ン
サ
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ー
ト
は
、
奇
跡
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
開
催
さ
れ
、
し
か

も
口
琴
社
の
東
北
人
リ
ー
ダ
ー
は
日
本
当
局
に
逮
捕
さ
れ
殺
害
さ
れ
て

い
る
。

　
あ
か
ら
さ
ま
な
意
味
＝
内
容
を
自
然
に
ま
た
故
意
に
消
し
た
沈
黙
の

声
帯
た
る
ハ
ー
モ
ニ
カ
。
こ
の
手
の
ひ
ら
楽
器
が
よ
り
活
躍
し
た
ハ
ル
ビ

ン
。
こ
の
楽
器
へ
の
吹
奏
に
よ
っ
て
演
奏
者
は
、
近
代
中
国
の
音
楽
と
映

像
と
に
よ
る
南
北
交
流
＝
音
楽
と
精
神
の
発
展
交
流
の
一
シ
ー
ン
を
成

し
と
げ
た
。
そ
れ
は
と
て
つ
も
な
い
大
陸
の
空
中
に
お
け
る
証
言
記
録
で

あ
る
。
抗
日
の
意
味
を
持
っ
た
歌
曲
を
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
け
の
堅
固
な
カ
タ

チ
に
ま
で
削
り
な
お
し
、
し
か
し
モ
ノ
を
言
う
た
め
の
器
官
で
あ
る
口
と

喉
を
全
演
奏
者
が
使
っ
て
、
何
か
を
言
お
う
と
す
る
身
体
の
声
。
そ
れ
を

観
客
も
聴
き
と
ど
け
見
と
ど
け
た
と
い
う
。
口
琴
社
は
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
い

う
小
さ
な
し
か
し
無
数
の
窓
穴
を
通
し
て
、
植
民
地
都
市
ハ
ル
ビ
ン
に
あ

っ
て
、
対
日
本
言
説
と
し
て
の
よ
び
か
け
の
声
の
新
た
な
技
法
を
実
現
し

た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
と
き
、〈
声
音
〉
だ
け
で
な
く
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
い
う
楽
器
を
扱

う
時
の
演
奏
者
の
〈
眼
線
〉
も
あ
っ
た
。
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
吹
く
と
き
の
顔

の
動
き
と
眼
線
。
そ
れ
は
遠
い
遥
か
な
地
と
「
こ
こ
で
は
な
い
、ど
こ
か
」

「
今
で
は
な
い
、
い
つ
か
」
を
眼
差
す
眼
線
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
吹

奏
す
る
姿
態
は
ま
た
、
東
北
の
名
産
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
か
じ
る
姿

に
も
似
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝
わ
っ
た
楽
器
が
、
こ
の
東
北
の
都

市
と
地
方
に
根
ざ
す
日
常
品
と
重
な
っ
て
く
る
幻
視
。
声
に
な
ら
な
い
声

の
音
、
遥
か
を
目
指
し
て
彷
徨
う
眼
線
の
ゆ
く
え
。
そ
れ
ら
は
さ
ら
に
は

幻
視
を
超
え
て
、
こ
の
ハ
ル
ビ
ン
と
い
う
植
民
地
の
こ
と
を
、
教
え
て
く

れ
る
。
特
に
「
満
洲
国
」
期
に
至
っ
て
、
こ
の
土
地
が
誰
の
も
の
と
な
り

誰
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
近
代
東
北
と
「
近
代
中
国
」

へ
の
望
郷
と
、
楽
器
は
連
辞
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

８　
終
わ
り
に 

〜
植
民
地
都
市
の
〈
住
民
〉
と
い
う
眼
、
声
、
時
間
〜

　
国
際
商
業
街
（
道
里
区
＝
埠
頭
区
＝
プ
リ
ス
タ
ン
。
ハ
ル
ビ
ン
駅
北
西
側

の
松
花
江
と
で
挟
ま
れ
た
ゾ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
の
中
心
街
が
キ
タ
イ
ス
カ
ヤ
）。

そ
こ
に
対
し
て
、
政
治
権
力
機
関
と
高
級
住
宅
の
ゾ
ー
ン
（
南
崗
区
）、

中
国
人
商
業
と
労
働
者
居
住
の
ゾ
ー
ン
（
道
外
区
）。
こ
の
よ
う
に
植
民

地
都
市
は
切
り
分
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
道
外
区
＝
傅
家
甸
は
、

ハ
ル
ビ
ン
駅
北
東
側
、
鉄
道
の
北
上
線
と
や
は
り
松
花
江
の
水
と
に
囲
ま

れ
た
ゾ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
場
所
を
重
視
す
る
ナ
レ
イ
シ
ョ
ン
が
、
物
語

の
始
ま
り
と
な
る
爵
青
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。

　
そ
の
地
図
を
作
成
し
た
者
は
、
き
っ
と
観
光
局
か
ら
賄
賂
を
も
ら
っ
た

の
だ
と
私
は
思
う
。
で
な
け
れ
ば
、
大
は
松
花
江
の
鉄
橋
か
ら
、
小
は
顧

郷
屯
の
小
さ
な
路
地
ま
で
み
な
載
せ
て
あ
る
市
街
地
図
に
、
な
ぜ
腐
乱
し

て
も
な
お
大
都
会
に
在
り
つ
づ
け
る
こ
の
地
域
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
な
い

の
か
？

　
有
名
な
場
所
に
は
み
な
、
ロ
シ
ア
人
墓
地
、
ソ
フ
ィ
ス
カ
ヤ
寺

院
、
モ
ス
ク
ワ
兵
営
、
正
陽
大
街
、
太
陽
島
、
競
馬
場
…
…
と
い
う
ふ
う

に
美
し
い
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
市
街
地
図
の
上
を
く

ま
な
く
探
し
て
も
、
あ
の
「
大
観
園
」（
道
外
区
＝
傅
家
甸
に
あ
る
木
賃

宿
兼
ス
ラ
ム
の
集
合
体
の
場
所

︱
引
用
者
）
と
い
う
文
字
は
見
つ
か
ら

な
い
。
こ
れ
を
も
し
人
体
に
た
と
え
る
な
ら
、
こ
の
地
図
は
堕
落
し
た
医

者
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
麗
し
い
髪
の
毛
や
清
ら
か
な
瞳
、
均
整
の
と
れ
た

肢
体
…
…
な
ど
を
褒
め
た
た
え
る
の
み
で
、
実
は
す
で
に
腐
っ
て
死
に
そ
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う
に
な
っ
て
い
る
内
部
の
肺
の
こ
と
は
無
視
し
て
い
る
。
肺
は
弱
い
リ
ズ

ム
を
も
っ
て
ま
だ
人
体
の
な
か
で
息
を
し
て
い
る
と
い
う
の
に
。
大
観
園

も
弱
い
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
人
口
五
十
万
の
こ
の
大
都
会
の
な
か
で
息
を
し

て
い
る
と
い
う
の
に
。

爵
青
、
短
篇
小
説
《
大
観
園
》、
一
九
四
一
年

こ
の
視
線
が
、
本
論
に
引
用
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
《
某
夜
》
な
ど
に
あ
っ

た
、
語
り
手
た
ち
の
彷
徨
と
「
見
学
」
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
考
的
実
験
か
ら
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
近

代
都
市
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、「
ひ
と
は

不
健
康
的
な
空
間
と
健
康
的
な
空
間
と
を
考
え
る
。
都
市
計
画
家
は
、
病

め
る
空
間
を
、
精
神
的
・
社
会
的
健
康
に
結
び
つ
い
た
こ
の
健
康
の
産
出

者
た
る
空
間
か
ら
識
別
」
す
る
と
言
う
。
都
市
空
間
の
「
病
理
学
」
と
し

て
の
「
政
治
」
を
、
指
摘
し
て
い
る
（
原
著
一
九
六
七
年
。
日
本
語
訳
「
都

市
の
哲
学
と
都
市
計
画
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」、『
都
市
へ
の
権
利
』
森
本
和
夫
訳
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

　
そ
れ
に
な
ら
う
な
ら
、
ま
さ
に
空
間
偏
差
へ
の
「
識
別
」
を
こ
と
と
し

た
帝
政
ロ
シ
ア
・
ソ
連
そ
し
て
帝
国
日
本
の
「
満
洲
国
」
に
よ
る
「
都
市

計
画
」と
い
う
植
民
地
政
治
は
、ハ
ル
ビ
ン
に
あ
っ
て〝
漂
亮
的
字
様
〟（「
美

し
い
文
字
」。
上
記
、
爵
青
《
大
観
園
》）
に
憑
依
さ
れ
た
建
築
・
区
画
を
の

み
を
現
前
さ
せ
よ
う
と
す
る
。〝
微
弱
的
律
動
抽
動
着
〟（
そ
の
肺
は
「
弱

い
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
息
を
し
て
い
る
」。
同
前
）
と
い
う
都
市
の
器
官
「
肺
」

で
あ
る
中
国
人
区
を
、
そ
の
よ
う
な
政
治
は
制
御
し
隠
蔽
し
よ
う
と
し

た
。

　
そ
の
こ
と
を
中
国
人
の
側
か
ら
指
摘
す
る
文
学
や
音
楽
の
〝
眼
線

yan3xian4

〟
と
〝
声
音sheng1yin1

〟（
中
国
語
で
言
う
、
ひ
と
の
「
声
」

ま
た
物
の
「
音
」）
と
は
、
植
民
地
あ
る
い
は
都
市
の
政
治
マ
ッ
プ
の
な
か

で
、
人
間
に
共
通
の
思
考
・
行
動
・
現
象
を
基
点
に
発
せ
ら
れ
た
、
中
国
人
・

中
国
語
に
よ
る
都
市
論
で
あ
り
、
都
市
使
用
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る

側
か
ら
の
言
語
が
、
あ
る
側
の
力
に
対
し
て
〈
共
〉
の
言
論
と
な
り
、
現

実
に
対
す
る
違
和
感
と
し
て
、
そ
こ
に
結
晶
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ど
こ

か
へ
の
他
感
＝
多
感
な
望
見
と
な
っ
て
、
延
長
・
反
復
さ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
他
種
の
〝
眼
線
〟
と
〝
声
音
〟
に
導
か
れ
た
精
神
的
行
為
の
様
態
を
、

尊
重
し
た
い
。

　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
さ
ら
に
言
う
、

（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
都
市
計
画
に
あ
っ
て
は

︱
引
用
者
）、
社
会

的
に
は
、
前
面
に
出
る
の
は
空
間
で
あ
っ
て
、
時
間
や
生
成
は
影
の
な
か

に
追
い
や
ら
れ
る
。（
同
前
）

　
都
市
の
時
間
の
幅
の
た
め
に
（〝
中
国
人
〟
な
る
者
へ
の
自
己
遡
行
の
た

め
に
）、
眼
の
前
の
都
市
空
間
に
抗
し
て
（
帝
国
日
本
な
ど
の
「
政
治
」
に

抗
し
て
）、
都
市
を
利
用
し
つ
つ
（「
政
治
」
へ
の
自
分
の
振
る
舞
い
を
利
用

し
つ
つ
）…
…
植
民
地
都
市
の
源
流
を
語
っ
て
行
く
眼
と
声
と
音
の
人
間
。

そ
の
よ
う
な
作
家
や
音
楽
家
た
ち
は
、
植
民
地
都
市
の
な
か
の
切
り
分
け

＝
分
断（
空
間
偏
差
）に
対
抗
し
て
、さ
ら
に
時
間
と
空
間
の
重
層
化（
衝
突
・

共
存
）
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
、都
市
の
語
り
手
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

総
体
的
か
つ
多
様
な
意
味
で
の
帝
国
植
民
地
を
経
営
す
る
側
の
人
間
（
ロ

シ
ア
人
、
特
に
本
論
で
は
日
本
人
）
は
、「
都
市
計
画
」
と
い
う
政
治
と
文

化
の
方
法
に
よ
り
、
ハ
ル
ビ
ン
「
政
治
」、
ハ
ル
ビ
ン
「
文
化
」
さ
ら
に

は
「
満
洲
記
憶
」
に
従
事
し
た
。
た
と
え
ば
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
帝

国
日
本
か
ら
の
訪
問
作
家
、
室
生
犀
星
や
林
芙
美
子
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、



103

〝眼線〟と〝声音〟はハルビンをどう体験したか －中国人作家爵青あるいは音楽団体口琴（ハーモニカ）社の作法　橋本雄一 /
Eyes and Voices in Haerbin —The methodology of Chinese writer Jueqing and Haerbin Harmonica association—

自
分
が
見
た
い
「
異
者
」
へ
の
陶
酔
的
な
ま
で
の
身
の
委
ね
や
憧
憬
、
つ

ま
り
「
眼
線
」
と
「
声
」
の
現
実
運
動
の
無
さ
を
、
ひ
た
す
ら
綴
る
詩
や

小
説
が
中
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
空
間
」（
＝
「
現
時
」
と
い
う
エ
レ
メ

ン
ト
）
だ
け
が
あ
り
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
言
う
よ
う
な
、
な
ぜ
そ
の
都
市

が
生
ま
れ
、
今
日
ま
で
そ
の
よ
う
に
在
る
の
か
と
言
う
、〈
時
間
〉
と
〈
生

成
〉
へ
の
根
本
的
な
問
い
が
無
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
興
味
深
い
の
は
、
石
川
淳
と
い
う
ひ
と
で
あ
る
。「
日

中
戦
争
」（
中
国
側
か
ら
は
〝
抗
日
戦
争
〟）
の
当
時
、
自
分
が
所
属
す
る

帝
国
日
本
の
面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
が
し
か
し
暴
力
の
歌
（
軍
歌
）。

そ
れ
に
反
発
し
、
そ
れ
ら
顔
の
な
い
歌
詞
言
語
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
対
し
て

「
や
め
ろ
。」
と
抗
う
声
音
を
、
語
り
手
と
共
に
作
家
石
川
淳
は
奏
で
た
。

〈
奏
で
る
〉
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
中
発
禁
と
な
っ
た
小
説
「
マ

ル
ス
の
歌
」（
一
九
三
八
年
）
で
あ
る
。
他
者
の
土
地
と
い
の
ち
を
侵
す

自
分
の
側
の
音
楽
と
行
動
、
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の
礼
賛
集
団
、
に
対
し
て

日
常
感
覚
か
ら
抵
抗
す
る
日
本
語
。
そ
の
強
烈
な
象
徴
音
は
そ
の
小
説
の

ラ
ス
ト
に
奏
で
ら
れ
る
。
歌
の
な
か
で
沈
黙
し
歌
を
無
視
し
よ
う
と
し
た

日
本
語
。

 

　「
音
楽
」
を
拒
否
し
た
と
も
言
え
る
石
川
淳
と
そ
の
語
り
手
に
よ
る
蒼

き
呪
い
の
パ
ロ
ー
ル
は
、
ハ
ル
ビ
ン
に
生
ま
れ
書
か
れ
て
奏
で
ら
れ
た
中

国
人
た
ち
の
文
と
眼
と
声
音
に
、
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自

分
と
他
者
の
い
の
ち
を
頼
り
に
、
海
と
河
を
越
え
て
渡
る
高
き
風
の
な
か

に
、
違
う
よ
う
に
し
て
し
か
し
手
を
つ
な
ぎ
合
い
残
響
し
て
い
く
両
者
の

声
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
ハ
ル
ビ
ン
の
街
と
河
を
渡
る
風
と
水
の
な
か
に
戻
ろ
う
。
過
去
そ
の
も

の
と
過
去
か
ら
生
成
さ
れ
た
現
在
と
の
あ
い
だ
の
繋
が
り
（
＝
植
民
地
史
）

を
、
眼
の
前
の
現
実
と
し
て
／
し
か
も
現
実
の
真
っ
只
な
か
に
、
視
る
こ

と
。
奏
で
る
こ
と
。
そ
し
て
読
み
聴
く
こ
と
。
そ
れ
は
、
都
市
と
い
う
生

き
た
テ
ク
ス
ト
の
醍
醐
味
と
恐
ろ
し
さ
を
、
最
大
限
に
使
用
す
る
こ
と
で

あ
り
、
結
果
、〈
時
間
〉
と
〈
生
成
〉
と
い
う
植
民
地
の
眼
の
前
に
あ
る

底
部
に
立
ち
会
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
中
国
大
陸
東
北
の
日
本
植
民

地
の
な
か
で
実
践
し
た
の
は
、
中
国
人
だ
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
の
戦
後
日
本
人
に
よ
る
ハ
ル
ビ
ン
記

憶
と
は
、
往
々
に
し
て
、
帝
政
ロ
シ
ア
の
建
造
か
ら
す
る
と
「
第
二
期
」

に
あ
た
る
整
序
と
排
除
を
事
と
し
た
帝
国
日
本
の
ハ
ル
ビ
ン
「
都
市
計

画
」
に
、
ま
さ
に
似
て
い
る
。
そ
の
空
間
を
時
間
的
通
時
的
に
と
ら
え
る

こ
と
が
難
し
く
、
共
時
瞬
間
的
に
の
み
限
定
し
て
懐
か
し
む
よ
う
な
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
。（
こ
の
こ
と
は
ハ
ル
ビ
ン
へ
の
植
民
地
玄
関
で
あ
り
「
兄

弟
都
市
」で
も
あ
っ
た
大
連
記
憶
に
も
言
え
る
。
清
岡
卓
行「
ア
カ
シ
ヤ
の
大
連
」

な
ど
を
始
め
と
し
て
）

　
そ
の
よ
う
な
意
識
・
無
意
識
の
「
病
理
学
」
的
判
断
に
起
動
さ
れ
た
側

か
ら
の
政
治
と
記
憶
に
は
、
決
し
て
見
え
な
か
っ
た
光
景
。
決
し
て
聴
き

取
ら
れ
な
か
っ
た
声
と
音
。
そ
れ
ら
は
、
都
市
の
内
側
や
外
側
を
自
分
だ

け
で
動
き
な
が
ら
眺
め
、
常
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
政
治
の
場
の
な
か
で
、

政
治
の
場
に
対
し
て
、
何
か
新
た
な
関
係
を
生
み
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
自
分
と
自
分
の
側
に
お
け
る
快
楽
と
〈
共
〉
的
発
言
を
時
間
の

な
か
で
と
ら
え
、懸
命
に
紡
が
れ
た
中
国
語
に
よ
る
〝
眼
線
〟
と
〝
声
音
〟。

　
そ
れ
が
、
視
ら
れ
聴
か
れ
、
か
つ
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　




