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１

　

建
国
大
学
と
言
�
て
も
戦
後
世
代
で
知
る
人
は
少
な
い
�
私
は
あ

る
国
立
大
学
の
中
国
史
専
攻
の
助
教
授
に
尋
ね
て
み
た
��―
―

あ
�
�
中
華
人
民
共
和
国
が
誕
生
し
た
時
に
北
京
に
作
ら
れ
た
大
学

で
す
ね
�
と
い
う
答
え
で
あ
�
た
�

　

私
は
唖
然
と
し
た
の
で
あ
る
が
�
そ
う
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い

と
感
じ
た
の
は
�
建
国
大
学
に
つ
い
て
客
観
的
に
記
述
さ
れ
た
書
物

が
余
り
に
も
少
な
い
こ
と
�
現
代
中
国
辞
典
・
東
洋
史
辞
典
に
は
項

目
す
ら
な
く
�
各
種
辞
書
・
百
科
辞
典
に
も
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
な
か
�
た
か
ら
で
あ
る
�
こ
れ
は
と
思
う
記
載
が
あ
�
た
の

は
�
一
九
六
〇
年
三
月
初
版
の
平
凡
社
�
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
�
だ
け

で
あ
�
た
�
こ
の
事
典
は
�
そ
の
第
三
巻
に
こ
う
記
し
て
い
る
�

　

��
満
州
国
�
の
最
高
学
府
�
一
九
三
八
年
長
春
�
新
京
�
の
南
嶺

に
創
設
さ
れ
�
第
二
次
世
界
大
戦
後
閉
鎖
さ
れ
た
�
将
来
こ
の
国
の

指
導
者
た
る
べ
き
�
建
国
精
神
を
体
得
し
実
践
す
る
�
人
材
を
養
成

す
る
た
め
に
特
設
さ
れ
た
大
学
で
�
�
法
文
経
系
統
だ
け
で
理
科
系

統
は
な
く
�
日
�
朝
�
漢
�
蒙
�
露
の
諸
民
族
を
学
生
と
し
た
�
学

生
全
員
が
塾
生
活
を
し
�
軍
事
訓
練
�
武
道
な
ど
を
重
視
し
た
点
�

学
費
が
全
額
支
給
で
あ
�
た
点
�
退
役
の
日
本
の
将
軍
が
指
導
的
役

割
を
果
た
し
て
い
た
点
な
ど
�
日
本
の
軍
学
校
を
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
�
た
�
�
�

　

簡
に
し
て
要
を
得
た
記
述
で
あ
る
�
こ
れ
で
お
よ
そ
の
こ
と
が
分

▼

一

▲

か
る
の
は
�
こ
の
項
の
担
当
者
の
能
力
で
あ
ろ
う
か
�
執
筆
者
は
吉

田
金
一
氏
で
執
筆
者
一
覧
に
よ
る
と
氏
は
一
九
〇
九
年
生
で
当
時
の

所
属
は
浦
和
第
一
女
子
高
校
で
あ
る
�

　

し
か
し
�
簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
な
だ
け
に
�
主
語
と
な
る
べ

き
こ
の
大
学
の
設
立
主
体
が
誰
な
の
か
��
満
州
国
�
か
日
本
な
の
か

判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
�
し
か
も
本
来
�
こ
の
種
の
記
述
に
あ
る

べ
き
必
修
の
出
典
・
参
考
文
献
が
�
こ
の
項
目
に
は
載
せ
ら
れ
て
い

な
か
�
た
�
こ
れ
で
は
詳
細
を
調
べ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
�
さ
ら

に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
の
は
�
以
後
四
十
数
年
間
も
�
こ
の
記
述

が
場
所
は
ど
こ
で
あ
れ
�
誰
の
手
で
あ
れ
�
補
正
充
実
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
�
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�
こ
の
こ
と
は
�
こ
の
国
の
東
洋

史
学
が
い
か
に
�
満
州
�
問
題
を
含
む
植
民
地
研
究
に
無
関
心
で

あ
�
た
か
を
示
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
�
建
国
大
学
は
幻
の

ま
ま
歴
史
の
狭
間
に
放
置
さ
れ
て
き
た
�

　

そ
れ
だ
け
に
�
山
根
幸
夫
教
授
が
こ
の
た
び
�
建
国
大
学
の
研

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

山
根
幸
夫
著

�
建
国
大
学
の
研
究―

―

日
本
帝
国
主
義
の
一
断
面
�

Ａ
５
判
・
四
七
〇
頁
・
汲
古
書
院
・
八
�
四
〇
〇
円

『東方』278 号より

日本「満州」植民地研究の金字塔
小林 文男



◀

▶

▶

◀

トップページにもどる▶

▲東方書店

▶

▶

究
�
を
完
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
殊
の
外
大
き
く
�
著
者
は
前
言

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
�

　

�
建
国
大
学
の
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
は
�
私
の
長
い
間
の
念
願

で
あ
�
た
�
�
�
日
本
の
敗
戦
と
同
時
に
崩
壊
し
た
か
ら
�
僅
か
七

年
半
し
か
存
在
し
な
か
�
た
学
校
で
あ
る
�
日
本
帝
国
主
義
の
東
北

植
民
地
支
配
の
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
�
当
然
�
建
国

大
学
を
操
縦
し
た
の
は
関
東
軍
で
あ
�
た
が
�
多
く
の
日
本
人
は
こ

の
事
実
を
見
落
し
て
き
た
�

　

本
書
の
副
題
が
�
日
本
帝
国
主
義
の
一
断
面
�
と
し
て
い
る
こ
と

に
�
著
者
の
意
図
が
よ
く
表
れ
て
い
る
�
本
書
の
構
成
は
�
序
章
を

除
き
つ
ぎ
の
六
章
か
ら
成
り
�
附
篇
と
し
て
�
建
国
大
学
学
生
名

簿
�
等
四
篇
の
貴
重
な
資
料
を
収
め
て
い
る
�

　

第
一
章　

建
国
大
学
の
創
設

　

第
二
章　

建
国
大
学
の
開
学

　

第
三
章　

建
大
の
学
生
た
ち

　

第
四
章　

民
族
協
和
の
虚
構

　
　
　
　
　

―
―

副
総
長
作
田
の
退
任

　

第
五
章　

建
国
大
学
の
末
期

　

第
六
章　

建
国
大
学
の
崩
壊

　

２

　

で
は
�
本
書
に
よ
�
て
明
ら
か
に
な
�
た
建
国
大
学
の
真
の
姿
を

再
現
し
て
み
よ
う
�

　

�
満
州
国
�
が
五
族
協
和
を
標
榜
し
て
成
立
し
た
日
本
の
傀
儡
国

家
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
が
�
�
建
国
大
学
を
操
縦
し
た

の
は
関
東
軍
で
あ
�
た
�
と
い
う
の
は
驚
き
で
あ
る
�
し
か
し
�
著

者
に
よ
る
と
�
建
国
大
学
を
構
想
し
た
の
は
一
九
三
六
年
夏
�
当
時

参
謀
本
部
に
あ
�
た
石
原
莞
爾
で
あ
り
�
そ
れ
を
具
体
化
し
設
立
に

当
�
た
の
は
�
東
条
英
機
・
辻
政
信
・
片
倉
衷
ら
参
謀
本
部
・
関
東

軍
の
軍
人
た
ち
で
あ
�
た
と
い
う
�
彼
ら
は
�
満
州
建
国
に
役
立
つ

人
材
の
育
成
�
を
掲
げ
�
�
満
州
国
�
の
大
学
と
い
う
体
裁
を
繕
う

た
め
�
満
州
国
�
国
務
総
理
張
景
恵
を
総
長
と
し
た
が
�
実
質
的
な

大
学
管
理
者
た
る
副
総
長
以
下
枢
要
の
人
材
・
教
員
は
軍
人
を
含
む

日
本
人
で
占
め
る
と
い
う
植
民
地
主
義
を
ス
ト
レ
�
ト
に
実
行
し
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
る
�

　

と
は
い
え
�
い
か
に
関
東
軍
と
い
え
ど
も
軍
人
だ
け
で
大
学
を
運

営
・
管
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
�
た
た
め
�
東
条
の
統
率
の
下

に
東
大
教
授
平
泉
澄
�
同
名
誉
教
授
筧
克
彦
�
京
大
教
授
作
田
荘

一
�
広
島
文
理
大
教
授
西
晋
一
郎
の
四
人
を
創
立
委
員
に
委
嘱
し
て

事
を
進
め
て
い
る
��
建
大
四
博
士
�
と
総
称
��
教
員
の
選
考
も
彼

ら
の
権
限
で
行
な
わ
れ
た
�
い
ず
れ
も
神
道
主
義
・
国
家
主
義
の
信

奉
者
た
ち
で
あ
り
�
作
田
は
副
総
長
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な

る
�
こ
れ
だ
け
で
も
こ
の
大
学
の
性
格
が
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
�
開
学
式
に
は
皇
帝
溥
儀
が
出
席
し
�
開
学
勅
書
を
下
賜
し
て
い

る
が
�
以
後
�
�
満
州
�
国
立
大
学
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
満

州
国
�
が
こ
の
大
学
に
介
在
す
る
こ
と
は
な
か
�
た
�

　

加
え
て
�
学
生
の
構
成
で
あ
る
が
�
一
学
年
定
員
百
五
十
名
の
う

ち
半
数
は
日
系
人
�
朝
鮮
人
�
台
湾
人
を
含
む
��
三
分
の
一
は
漢

族
�
満
州
族
・
回
族
・
そ
の
他
少
数
民
族
��
残
り
の
六
分
の
一
が

蒙
古
人
・
白
系
ロ
シ
ア
人
と
い
う
割
り
振
り
で
�
日
本
人
を
除
く
各

民
族
は
い
ず
れ
も
�
満
州
国
�
民
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
�
日
本
人
だ

け
は
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
�
日
系
人
に
は
中
国
語
が
�
非
日
系

人
に
は
日
本
語
の
学
習
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
�
学
内
に
お
け

る
公
用
語
は
日
本
語
で
あ
�
た
こ
と
�
授
業
も
ほ
と
ん
ど
が
日
本
語

で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
か
ら
�
当
初
か
ら
日
本
人
優
位
の
矛
盾
を
孕

ん
だ
差
別
構
造
の
上
に
教
育
体
制
が
成
り
立
�
て
い
た
と
い
え
よ
う
�

　

し
か
も
�
開
学
三
年
目
の
教
員
構
成
を
見
る
と
教
授
・
助
教
授
・

講
師
ら
専
任
八
十
名
の
う
ち
�
日
本
人
が
九
割
に
当
る
七
十
一
名
�

▼

二

▲
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�
満
州
国
�
人
五
名
�
中
国
人
二
名
�
朝
鮮
人
一
名
�
ド
イ
ツ
人
一

名
と
あ
り
��
五
族
協
和
�
が
い
か
に
ま
や
か
し
で
あ
�
た
か
が
分
か

る
�
軍
事
・
武
道
訓
練
に
重
き
が
置
か
れ
�
学
生
た
ち
は
六
年
間
の

在
学
期
間
中
�
塾
で
の
集
団
生
活
を
強
制
さ
れ
た
�
塾
と
は
旧
制
高

校
な
ど
に
あ
�
た
寮
の
こ
と
で
あ
る
が
�
寮
と
呼
ば
ず
に
塾
と
し
た

の
は
吉
田
松
蔭
の
�
松
下
村
塾
�
が
イ
メ
�
ジ
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ

と
い
う
�

　

こ
の
よ
う
に
最
初
の
三
章
を
読
み
進
む
だ
け
で
も
�
今
ま
で
歴
史

の
狭
間
に
置
き
捨
て
ら
れ
て
い
た
真
実
が
次
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
�

改
め
て
著
者
の
絶
妙
な
資
料
操
作
と
透
徹
し
た
鋭
い
史
眼
に
敬
服
さ

せ
ら
れ
る
�
な
お
�
塾
生
活
で
は
各
民
族
に
よ
�
て
異
な
る
主
食
を

同
一
に
し
�
毎
朝
の
�
皇
居
遥
拝
�
が
日
課
で
あ
�
た
�

　

か
つ
て
日
本
の
旧
植
民
地
の
朝
鮮
と
台
湾
に
も
日
本
の
作
�
た
帝

国
大
学
が
あ
�
た
�
こ
れ
ら
に
も
も
ち
ろ
ん
民
族
差
別
と
�
同
化
�

の
強
制
が
厳
然
と
存
在
し
た
�
だ
が
�
建
国
大
学
の
そ
れ
は
朝
鮮
・

台
湾
と
違
�
て
建
前
上
�
満
州
国
�
の
創
設
し
た
学
校
で
あ
り
��
満

州
国
�
人
の
も
の
で
あ
る
�
し
か
る
に
�
以
上
の
よ
う
な
公
然
た
る

日
本
軍
部
の
介
入
は
朝
鮮
・
台
湾
に
比
し
て
よ
り
陰
惨
な
支
配
が
貫

徹
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
�

　

３

　

一
九
四
五
年
八
月
�
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
建
国
大
学
は
崩
壊
し

た
�
だ
が
�
最
後
の
日
を
迎
え
た
時
�
大
学
当
局
お
よ
び
日
系
学
生

と
行
を
共
に
し
よ
う
と
す
る
他
民
族
の
学
生
は
皆
無
で
あ
�
た
�
彼

ら
は
�
民
族
協
和
�
が
欺
瞞
に
満
ち
た
虚
構
で
あ
り
�
建
国
大
学
が

日
本
帝
国
主
義
の
傀
儡
で
あ
る
こ
と
を
学
校
生
活
を
通
し
て
は
�
き

り
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
�
中
に
は
�
反
満
抗
日
�
運
動
に

走
�
た
者
も
多
数
い
た
と
い
う
�
し
た
が
�
て
�
彼
ら
の
多
く
が
建

大
崩
壊
後
�
民
族
自
立
の
途
に
参
画
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
�
著
者
は
こ
の
こ
と
に
も
触
れ
�
そ
の
後
の
彼
ら
の
運

命
に
も
目
を
逸
ら
し
て
い
な
い
�
彼
ら
の
�
そ
の
後
�
は
決
し
て
平

坦
で
な
か
�
た
か
ら
で
あ
る
�

　

そ
れ
は
ち
�
う
ど
�
満
州
国
�
か
ら
国
策
に
よ
�
て
日
本
に
派
遣

さ
れ
た
漢
族
留
学
生
が
そ
う
で
あ
�
た
よ
う
に
�
�
建
大
に
在
学
し

た
�
と
の
理
由
で
後
々
ま
で
偏
見
の
目
で
見
ら
れ
差
別
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
�
日
本
留
学
生
た
ち
も
�
な
ぜ
敵
国
に
留
学
し
た
の
か
�
と

い
う
こ
と
で
差
別
さ
れ
�
文
革
期
に
は
ひ
ど
い
迫
害
を
受
け
て
い
る

�
ち
な
み
に
敗
戦
時
�
広
島
大
学
の
前
身
広
島
高
師
・
文
理
大
に
は
十

二
名
の
留
学
生
が
い
た
が
�
う
ち
女
性
二
名
を
含
む
六
名
が
原
爆
死

し
て
お
り
�
生
存
帰
国
者
も
悲
惨
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
��
日

本
は
彼
ら
を
二
重
三
重
に
苦
し
め
た
の
で
あ
�
た
��
日
本
人
の
建

大
生
に
と
�
て
は
�
建
大
は
懐
か
し
い
思
い
出
の
処
で
も
あ
�
た
か

も
知
れ
な
い
が
�
漢
族
の
学
生
に
と
�
て
は
�
建
大
に
在
学
し
た
こ

と
が
後
々
ま
で
非
難
さ
れ
�
批
判
さ
れ
る
口
実
に
な
�
た
�
と
著
者

は
書
い
て
い
る
が
�
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
�

　

と
も
あ
れ
�
本
書
は
建
国
大
学
の
興
亡
を
通
し
て
日
本
帝
国
主
義

の
�
満
州
�
支
配
の
苛
酷
な
断
面
を
直
視
し
�
そ
の
歴
史
に
お
け
る

意
義
を
明
白
に
し
た
�
そ
の
業
績
は
比
類
な
く
大
き
く
�
日
本
植
民

地
研
究
に
新
た
な
地
平
を
付
加
し
た
と
言
�
て
過
言
で
は
な
い
�
私

ど
も
は
貴
重
な
財
産
を
得
た
わ
け
で
あ
る
�

　

我
が
国
東
洋
史
研
究
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