
日
系
ア
メ
リ
カ
移
民
一
世
の
新
聞
と
文
学

日
比
嘉
高
　

（『
日
本
文
学
』
第
53
巻
第
11
号
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

は
じ
め
に

　
「
文
学
」
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
環
境
が
必
要
だ
ろ
う
か
？

　
そ
の
答
え
は
、「
文
学
」
と
い
う
言
葉
の
指
す
内
容
い
か
ん
に
よ
る
だ
ろ
う
し
、
時
代
に
も
よ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
は
ず

で
、
簡
単
に
導
き
出
せ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
答
え
が
可
能
だ
ろ
う

か
ら
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
い
そ
の
も
の
が
意
味
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
る
い
は
良
識
的
な
判
断
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
メ
デ
ィ
ア
や
出
版
、
読
者
な
ど
こ
れ
ま
で
な
ら
必
ず
し
も
「
文
学
研
究
」
の
範
囲
内
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
領
域

の
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
い
ま
、
こ
う
し
た
問
い
を
考
え
て
み
た
く
な
る
研
究
者
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、「
文
学
」
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
環
境
が
必
要
か
と
い
う
問
い
に
、
日
本
の
現
実
の
社
会
を
例
に
し
て

考
え
る
の
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
文
学
」
に
ま
つ
わ
る
領
域
が
、
時
間
軸
の
方
向
で
も
、
空
間
軸
の
方
向
で
も
、
あ

ま
り
に
深
く
複
雑
に
広
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
こ
の
複
雑
さ
を
、
あ
る
程
度
縮
減
で
き
る
例
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？

私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
移
民
文
学
で

あ
る
。
移
民
と
は
、
人
々
が
み
ず
か
ら
生
ま
れ
た
土
地
を
離
れ
て
異
境
に
移
り
住
む
行
為
で
あ
る
。
完
全
に
現
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
溶
け
込
ん
で
行
く
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
集
団
的
継
続
的
に
行
わ
れ
る
移
民
は
、
多
く
の
場
合
母
国
の
文
化
を
強
く
引
き
ず
っ
た
小

社
会
＝
移
民
地
の
形
成
を
伴
う
。
面
白
い
の
は
、
こ
の
移
民
地
と
い
う
空
間
で
あ
る
。
な
に
も
な
か
っ
た
異
国
の
土
地
に
、
母
国
の

文
化
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
模
し
つ
つ
小
さ
な
社
会
を
作
っ
て
い
く
。
こ
の
ゼ
ロ
か
ら
建
設
さ
れ
る
〈
母
国
の
レ
プ
リ
カ
〉
の
姿
を

観
察
す
る
こ
と
は
、
母
国
の
社
会
の
形
成
要
素
を
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
た
ど
り
直
す
と
い
う
、
本
来
な
ら
不
可
能
な
観
察
の
あ
り

方
を
可
能
に
す
る
。
文
学
の
場
合
で
い
え
ば
、
移
民
地
で
は
人
々
が
ゼ
ロ
か
ら
「
文
学
」
を
作
り
出
そ
う
と
試
み
る
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
む
ろ
ん
ゼ
ロ
か
ら
と
い
う
の
は
や
や
誇
張
し
た
比
喩
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
故
国
に
あ
っ
た
「
文
学
」
と
い
う
文
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化
を
、
手
に
入
る
在
り
合
わ
せ
の
も
の
を
用
い
な
が
ら
異
郷
の
土
地
に
移
植
す
る
と
い
う
作
業
と
な
る
。
母
国
で
享
受
し
て
い
た
の

と
同
じ
よ
う
に
新
し
い
土
地
で
も
「
文
学
」
を
楽
し
み
た
い
と
考
え
た
と
き
、
移
民
た
ち
は
そ
こ
に
い
っ
た
い
何
を
建
設
し
て
い
く

だ
ろ
う
か
。
こ
の
視
点
を
も
っ
て
眺
め
た
と
き
、〈
母
国
の
レ
プ
リ
カ
〉
で
あ
る
移
民
地
と
い
う
空
間
は
、「
文
学
」
を
可
能
に
す
る

環
境
を
検
証
す
る
た
め
の
小
さ
な
、
し
か
し
限
り
な
く
興
味
深
い
実
験
場
と
な
る
。

　
こ
の
論
文
で
は
移
民
地
に
立
ち
上
が
る
文
学
空
間
を
考
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
足
が
か
り
と
し
て
、
新
聞
と
い
う
媒
体
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
明
治
期
の
ア
メ
リ
カ
移
民
た
ち
が
発
行
し
た
日
本
語
新
聞
│
│
と
り
わ
け
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
発
行

さ
れ
た
一
紙
を
扱
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
単
行
図
書
や
雑
誌
が
さ
ほ
ど
発
展
し
な
か
っ
た
北
米
の
日
本
人
移
民
地
に
お
い
て
は
、

継
続
的
に
刊
行
さ
れ
、
か
つ
廉
価
で
手
に
入
っ
た
新
聞
の
役
割
が
大
き
い
。
日
本
内
地
の
日
刊
紙
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
移
民

新
聞
は
、
短
篇
小
説
の
単
独
掲
載
、
長
篇
小
説
の
連
載
、
詩
歌
・
小
説
の
投
稿
、
批
評
や
読
者
の
声
の
反
映
な
ど
、
お
よ
そ
思
い
つ

く
す
べ
て
の
方
法
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
新
聞
と
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
文
学
作
品
の
姿
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
移
民
地
に
お
け
る
文

学
の
誕
生
と
維
持
に
、
新
聞
と
い
う
媒
体
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
い
か
な
る
場
を
提
供
し
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
本
特
集
の
課
題
で
あ
る
〈
連
載
〉
の
機
能
を
考
え
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
〈
場
〉
の
形
成
を
分
析
す
る
た
め
に
は
資
す
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

１
．
日
系
ア
メ
リ
カ
移
民
と
日
本
語
新
聞

　
ま
ず
は
簡
単
に
日
系
ア
メ
リ
カ
移
民
と
彼
ら
の
日
本
語
新
聞
の
歴
史
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
合
州
国
へ
移
民
し
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
で
あ
る
。
当
初
は
私
費
留
学
生
な
ど
働
き
な
が
ら
勉
強
す

る
苦
学
生
の
割
合
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
労
働
者
が
増
え
て
い
く
。
彼
ら
が
従
事
し
た
の
は
、
農
園
の
下
働
き
、
鉄
道
敷

設
、
鉱
山
労
働
、
林
業
、
漁
業
な
ど
だ
っ
た
。
米
国
国
勢
調
査(U

.S.C
ensus

）
の
数
字
で
は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
人
口
は
一
九

〇
〇
年
で
八
五
、
四
三
七
人
、
一
九
一
〇
年
で
一
五
一
、
八
三
二
人
、
一
九
二
〇
年
で
二
二
〇
、
二
八
四
人
と
な
っ
て
い
る（

1
）

。

　
本
論
が
主
と
し
て
扱
う
移
民
の
第
一
世
代
、
す
な
わ
ち
一
世
た
ち
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
定
住
を
目
指
し
た
も
の
た
ち
が
少
な

く
、
多
く
の
者
が
一
時
的
な
出
稼
ぎ
の
つ
も
り
で
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
一
〇
年
代
以
降
、
故
国
か
ら
妻
を
迎

え
、
定
住
を
目
指
す
人
々
が
増
加
す
る
。
南
米
や
満
州
な
ど
、
の
ち
に
日
本
人
移
民
た
ち
が
数
多
く
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
地
域
と
異
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な
り
、
勉
学
を
志
す
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
北
米
移
民
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
書
生
た
ち
の
文
化
が
早
い
時
期
か

ら
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
田
村
紀
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
日
本
語
新
聞
』
（
新
潮
社
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
移
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
彼

ら
の
母
語
で
書
か
れ
た

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
プ
レ
ス

移
民
新
聞
が
不
可
欠
で
あ
る
。
社
会
慣
習
、
言
語
、
出
身
地
へ
の
関
心
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
故
国
の
文
化

を
引
き
継
ぐ
移
民
た
ち
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
持
と
い
う
積
極
面
、
ま
た
言
語
的
不
自
由
さ
と
い
う
消
極
面
の
双
方
に
お
い

て
、
彼
ら
の
第
一
言
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
情
報
を
伝
達
し
共
有
す
る
装
置
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
移
民
た
ち
も
こ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
在
米
日
本
人
会
著
作
・
発
行
の
『
在
米
日
本
人
史
』
（
一
九
四
〇
年
）
は
、

移
民
た
ち
の
新
聞
に
接
触
す
る
割
合
の
高
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
る
。

即
ち
在
米
邦
人
は
米
人
社
会
に
介
在
し
つ
ゝ
も
、
英
語
力
の
不
十
分
そ
の
他
の
理
由
よ
り
そ
の
通
信
界
よ
り
隔
絶
さ
れ
た
特

殊
立
場
に
あ
り
、
且
つ
居
住
地
は
各
地
に
散
在
し
、
新
聞
を
除
い
て
は
依
る
べ
き
報
道
機
関
甚
だ
乏
し
く
、
ま
た
在
米
同
胞
は

故
国
の
事
情
を
知
ら
ん
と
す
る
念
頗
る
強
く
、
〔
…
〕
生
活
は
概
ね
余
裕
あ
つ
て
新
聞
購
読
の
如
き
は
介
意
せ
ざ
る
経
済
力
を

持
つ
に
も
起
因
し
て
い
る
。
　
（
506
頁
）

　
こ
の
ま
と
め
は
一
九
四
〇
年
時
点
の
も
の
だ
が
、
英
語
力
や
居
住
地
域
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の
接
触
状
況
、
望
郷
の
念
な
ど
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
一
九
〇
〇
年
代
、
一
九
一
〇
年
代
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
し
か
も
北
米
に
お
け
る
日
本
語
新
聞
の
歴
史
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
傾
向
に
加
え
て
、
固
有
の

事
情
が
あ
っ
た
。
北
米
の
邦
字
紙
は
、
最
初
期
の
移
民
到
着
と
ほ
と
ん
ど
同
時
│
│
一
八
八
〇
年
代
に
誕
生
し
て
い
る
。
最
初
の
新

聞
『

し
の
の
め

東
雲
新
聞
』
の
創
刊
は
一
八
八
六
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
は
じ
め
の
移
民
た
ち
が
、
明
治
政
府
に
よ
り
弾
圧
さ
れ
一
時
的

に
米
国
に
身
を
寄
せ
た
自
由
民
権
運
動
の
活
動
家
た
ち
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
滞
在
し
な
が
ら
、
日

本
に
向
け
て
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
目
的
で
新
聞
を
発
行
し
た
。
北
米
の
日
本
語
新
聞
の
出
発
は
、
政
治
的
亡
命
者
た
ち
が
亡

命
地
よ
り
故
国
へ
発
し
た
言
論
機
関
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る（

2
）

。

　
こ
れ
を
第
一
段
階
と
す
れ
ば
、
日
本
語
新
聞
の
第
二
段
階
は
こ
の
後
に
来
る
商
業
新
聞
の
時
代
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
の
行
き

詰
ま
り
と
、
日
本
人
の
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拡
大
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
故
国
日
本
へ
で
は
な
く
、
移
民
地
の
住
人
た
ち
に
向
け
た
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日
本
語
新
聞
が
創
刊
さ
れ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
い
え
ば
、
初
期
の
い
く
つ
か
の
統
廃
合
の
あ
と
、
メ
ジ
ャ
ー
二
紙
体
制
と
し

て
確
立
し
た
『
新
世
界
』
と
『
日
米
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
一
部
の
政
治
的
結
社
に
よ
る
指
向
性
の
限
定
さ
れ
た
言
論
空
間
か
ら
、
一
般
の
移
民
た
ち
の
生
活
上
に
展
開
さ
れ
る
よ

り
幅
広
い
言
説
空
間
が
誕
生
し
た
。
内
地
の
新
聞
と
規
模
こ
そ
大
き
く
違
え
、
社
説
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ュ
ー
ス
、
故
国
日
本
の

ニ
ュ
ー
ス
、
国
際
情
勢
、
彙
報
、
文
芸
欄
、
広
告
な
ど
を
兼
ね
備
え
た
、
体
裁
と
し
て
遜
色
の
な
い
新
聞
が
流
通
を
始
め
る
。
紙
面

に
載
せ
ら
れ
た
数
々
の
情
報
は
、
新
し
い
知
ら
せ
や
日
々
の
読
み
物
を
読
者
に
運
ぶ
と
と
も
に
、
同
じ
言
説
空
間
に
生
き
る
と
い
う

一
体
感
を
も
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拡
大
が
新
聞
の
需
要
を
高
め
、
新
聞
の
提
示
す
る
言
説
空
間
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
共
通
認
識
と
連
帯
性
を
醸
成
し
て
い
く
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
始
ま
る
。

２
．
移
民
地
の
「
国
内
刊
行
物
」

　
さ
て
、
こ
う
し
た
言
説
空
間
の
誕
生
に
と
も
な
っ
て
、
移
民
地
に
お
け
る
文
学
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
前

に
以
降
の
展
開
の
前
提
と
な
る
事
実
を
補
足
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
移
民
地
に
お
い
て
流
通
し
て
い
た
新
聞
は
、
実

の
と
こ
ろ
移
民
地
で
出
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
移
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
比

較
的
進
ん
で
い
る
が
、
こ
の
面
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
不
思
議
と
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
資
料
１
（
小
野
五
車
堂
広
告
（
部
分
）『
日
米
』

一
九
一
三
年
一
一
月
一
二
日
、
二
面
）
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
れ
は
小
野
五
車
堂
と
い
う
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
本
書
店
の
広
告
で
あ
る
。
北
海
道
か
ら
宮
崎
、
鹿
児
島
さ
ら
に
は
朝
鮮
、

満
州
、
台
湾
の
新
聞
名
を
ず
ら
り
と
並
べ
た
リ
ス
ト
を
提
示
し
な
が
ら
、
小
野
五
車
堂
は
そ
れ
を
無
料
で
顧
客
の
縦
覧
に
供
す
る
と

言
う
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
猶
遠
方
の
顧
客
や
入
用
の
方
に
は
三
ヶ
月
以
上
の
ご
注
文
な
ら
ば
お
望
み
の
新
聞
紙
取
次
ぎ

い
た
し
ま
す
」。
つ
ま
り
そ
れ
を
望
め
ば
、
小
野
五
車
堂
の
顧
客
た
ち
は
植
民
地
帝
国
日
本
の
各
地
域
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
代
表
紙
を

、　定
、　期
、　購
、　読

で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
移
民
地
で
は
太
平
洋
を
結
ん
で
形
成
さ
れ
た
流
通
網
を
利
用

し
て
大
量
の
日
本
の
書
籍
や
雑
誌
も
ま
た
輸
送
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
た（

3
）

。
一
世
の
文
学
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
環
境
を

考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る（

4
）

。
新
聞
の
例
も
そ
う
だ
が
、
日
本
語
の
情
報
に
飢
え
た
移
民
た
ち
は
、
雑
誌
や
単
行

本
、
は
て
は
新
聞
の
切
り
抜
き
ま
で
、
貪
欲
に
輸
入
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
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読
み
耽
っ
た
雑
誌
類
は
、
太
陽
、
中
央
公
論
、
新
潮
、
早
稲
田
文
学
、
文
芸
倶
楽
部
、
文
章
世
界
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、

こ
れ
は
本
屋
か
ら
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
雑
誌
に
現
れ
た
日
本
の
思
想
界
は
明
け
て
も
く
れ
て
も
自
然
主

義
の
論
議
で
あ
っ
た
。
長
谷
川
天
渓
、
島
村
抱
月
、
田
山
花
袋
、
岩
野
泡
鳴
な
ど
と
言
っ
た
論
客
の
一
字
一
句
が
新
鮮
味
を
も
っ

て
味
わ
れ
た
。
島
崎
藤
村
の
「
春
」
が
読
売
新
聞
に
出
た
。
竹
島
君
の
妻
君
が
一
か
月
分
ず
つ
そ
れ
を
竹
島
君
に
送
っ
て
来
た
の

を
借
り
て
き
て
読
む
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
真
山
青
果
と
い
う
新
人
の
作
に
驚
き
、
正
宗
白
鳥
の
「
何
処
へ
」
と
か

「
泥
人
形
」
な
ど
を
読
み
つ
つ
祖
国
の
は
げ
し
い
変
遷
を
思
い
に
浮
か
べ
た
。
　

（
翁
久
允
「
わ
が
一
生
　
海
の
か
な
た
」（

5
）
）

　
引
用
は
、
太
平
洋
岸
の
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
積
極
的
な
文
学
活
動
を
行
い
、
帰
国
後
も
『
週
刊
朝
日
』
の
編
集
者
な
ど
と
し
て

活
躍
し
た
翁
久
允
の
自
伝
小
説
の
一
節
か
ら
で
あ
る
。
文
中
に
現
れ
る
作
家
名
や
作
品
名
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
翁
が
振
り
返
っ

て
い
る
の
は
明
治
末
の
よ
う
す
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ふ
た
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
彼
が
大
量
の
「
日
本
文
学
」
を
取
り
寄
せ
て

読
ん
で
い
た
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
祖
国
」
と
そ
の
文
学
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
彼
の
渇
望
で
あ
る
。
異
郷
の
文
学
青
年
た
ち

は
、
取
り
寄
せ
た
雑
誌
な
ど
の
情
報
を
も
と
に
、
海
の
彼
方
の
故
国
の
文
壇
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
。
一
世
の
文
学
は
、
隔
た
り
と

欠
乏
と
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
る
ふ
る
さ
と
の
文
化
へ
の
欲
望
と
、
そ
れ
を
癒
す
べ
く
大
量
に
運
び
込
ま
れ
る
日
本
の
文
物
、
そ

し
て
身
を
も
っ
て
経
験
し
つ
つ
あ
る
異
国
の
社
会
と
の
葛
藤
と
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

３
．
移
民
新
聞
と
日
本
語
文
学
│
│
『
新
世
界
』
の
場
合

　
本
論
文
で
言
及
で
き
る
一
世
の
文
学
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
新
聞
掲
載
作
品
を
中
心
に
分
析
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。

取
り
上
げ
る
の
は
『
新
世
界
』
と
い
う
邦
字
紙
で
あ
る
。『
新
世
界
』
は
『
日
米
』
と
並
ぶ
第
二
次
大
戦
前
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

有
力
紙
で
あ
る
。
創
刊
は
一
八
九
四
年
、
最
初
の
活
字
新
聞
で
あ
っ
た
。
以
後
一
時
的
な
廃
刊
や
合
併
を
経
な
が
ら
、
現
在
ま
で
続

く
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
本
語
日
刊
紙
二
紙
体
制
の
基
礎
を
作
っ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
い
う
日
系
移
民
社
会
の
中
心
地
の

ひ
と
つ
で
刊
行
さ
れ
た
有
力
紙
で
あ
り
、
比
較
的
初
期
か
ら
継
続
的
に
原
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
十
分
に
検
討
す
る

価
値
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
震
災
（
一
九
〇
六
年
）
や
第
二
次
大
戦
下
の
強
制
収
容
と

い
う
厳
し
い
経
験
を
経
た
結
果
、
や
は
り
欠
号
も
多
い
。
残
存
し
て
い
る
部
分
で
し
か
も
現
在
調
査
が
終
了
し
た
範
囲
（
一
八
九
六
│
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一
九
一
〇
）
と
い
う
限
定
的
な
報
告
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
日
系
一
世
の
文
学
の
出
発
期
の
よ
う
す
の
幾
分
か
は
見
え

て
く
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
詩
歌
と
小
説
に
分
け
て
概
観
す
る
。

詩
歌

　
日
本
国
内
の
新
聞
と
同
様
に
、『
新
世
界
』
に
も
数
多
く
の
詩
歌
が
掲
載
さ
れ
た
。
編
集
側
か
ら
す
れ
ば
欄
の
大
き
さ
も
小
さ
く
て

す
み
、
作
者
た
ち
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、
小
説
よ
り
は
気
軽
に
作
れ
、
ま
た
歌
会
、
句
会
と
い
っ
た
仲
間
が
集
ま
る
楽
し
み
と
も
結

び
つ
い
た
詩
作
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
文
芸
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、
一
世
た
ち
の
文
学
と
い
え
ば
詩
作
が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

6
）

。

　
ジ
ャ
ン
ル
の
交
代
も
近
代
詩
史
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
相
似
形
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
初
期
に
の
み
掲
載
が
み
ら
れ
る
漢
文
、
一
九
〇
〇
年

代
に
流
行
し
そ
の
後
次
第
に
衰
え
て
い
く
新
体
詩
、
継
続
的
に
欄
を
確
保
し
て
い
る
和
歌
、
俳
句
と
い
っ
た
構
成
だ
。

　
そ
の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
余
裕
は
な
い
が
、
移
民
文
学
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
数

点
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
内
容
的
な
変
遷
で
あ
る
。
古
典
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
ほ
ど
、
創
作
の
際
、
内
容
面
・
形
式
面
で
の
制

約
が
大
き
い
。
近
代
の
和
歌
や
俳
句
が
、
そ
れ
以
前
の
伝
習
や
固
定
化
し
た
修
辞
か
ら
い
か
に
離
陸
す
る
か
を
課
題
と
し
て
い
た
こ
と

は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
移
民
た
ち
の
詩
作
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
同
様
だ
っ
た
。
初
期
の
作
品
は
形
骸
化
し

た
紋
切
り
型
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
作
品
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
幻
想
の
日
本
│

│
し
か
も
古
典
的
な
│
│
を
詠
む
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
（
以
下
『
新
世
界
』
か
ら
の
引
用
は
日
付
の
み
記
す
。
／
は
原
文
改
行
）

　
春
雨
や
曙
近
う
桜
ち
る
　
　
　
　
　
　
　
　
村
井
非
物
　
　
（
一
九
〇
〇
・
四
・
三
）

　
あ
け
は
な
つ
座
敷
匂
ふ
や
土
用
干
　
　
　
　
葡
軒
　
　
　
　
（
一
九
〇
〇
・
九
・
八
）

　
む
ろ
ん
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
座
敷
は
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
徐
々
に
当
地
詠
が
増
え
て
い
く
。

　
テ
キ
サ
ス
の
大
平
原
や
稲
光
り
　
　
　
　
　
背
味
丸

　
な
そ
も
か
く
淋
し
さ
ま
さ
る
／
か
り
の
宿
／
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
の
／
秋
の
夕
暮
れ
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桑
港
　
な
か
む
ら
　
（
以
上
　
一
九
〇
六
・
一
一
・
三
）

　
伊
藤
一
男
『
北
米
百
年
桜
』『
続
・
北
米
百
年
桜
』（

7
）

が
数
多
く
紹
介
し
、
今
日
一
世
文
学
の
代
表
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る

│
│
普
通
の
生
活
者
で
あ
っ
た
人
々
の
生
の
声
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
│
│
和
歌
・
俳
句
は
、
こ
の
変
化
が
起
こ
っ
て
以
降
の
も
の
を

指
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
前
、
異
郷
に
お
い
て
日
本
の
風
物
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
い
ま
だ
眼
前
に
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
む

数
多
く
の
作
品
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
詩
歌
が
身
軽
に
反
応
し
て
み
せ
る
時
事
的
な
出
来
事
も
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
「
天
長
節
の
払
暁
金
門
公
園
の
苺
が
岡
に
登
り
晴

天
を
遙
拝
し
て
」
の
詞
書
を
持
つ
藤
原
正
之
の
歌
（
一
八
九
六
・
一
一
・
五
）。

　
大
君
の
ま
し
ま
す
か
た
を
ふ
し
拝
み
／
御
世
な
か
ゝヽ

れ
と
祈
る
今
日
か
な

　
う
ち
よ
り
て
声
か
る
ゝヽ

ま
で
君
か
代
を
／
う
た
ひ
こ
と

〔
マ
マ
〕

ふ
く
け
ふ
そ
う
れ
し
き

　
い
ず
れ
も
、
大
日
本
帝
国
国
民
の
重
要
な
祝
日
で
あ
っ
た
天
長
節
（
天
皇
誕
生
日
）
に
四
千
浬
先
の
天
皇
の
治
世
を
言
祝
い
だ
歌

で
あ
る
。
ま
た
公
的
な
歴
史
に
は
登
場
し
な
い
移
民
た
ち
の
生
活
の
裏
面
や
、
感
情
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
の
も
面
白
い
。

御
主
人
の
ひ
か
る
頭
に
お
さ
れ
て
か
／
行
燈
く
ら
き
翠
月
の
軒

喰
に
行
く
料
理
は
よ
し
や
ま
ず
く
と
も
／
お
ち
さ
の
世
辞
を
菊
水
の
客

排
斥
を
や
る
な
ら
今
の
う
ち
で
す
ぞ
／
や
が
て
は
国
を
貰
ひ
ま
す
か
ら

　
前
者
二
首
は
一
九
〇
〇
年
八
月
一
一
日
の
投
書
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
「
桑
港
の
五
料
理
店
」
と
題
す
る
狂
歌
。
署
名
は
珍
々
亭
と
あ

る
。
五
首
か
ら
な
り
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
二
首
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
店
名
（
翠
月
、
菊
水
な
ど
）
を
読
み
込
ん
で
い
る
。
後
者
は

松
嶺
子
「
狂
歌
七
首
　
排
斥
問
題
」
（
一
九
〇
八
・
二
・
一
一
）
。
太
平
洋
沿
岸
で
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
日
本
人
排
斥
運
動
に
対

す
る
、
感
情
的
な
反
発
の
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
截
的
な
反
応
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
現
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
で
協
調

し
て
生
き
る
道
を
選
択
し
て
い
っ
た
こ
の
あ
と
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
か
ら
は
消
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
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小
説

　
別
頁
資
料
２
は
『
新
世
界
』
掲
載
の
小
説
リ
ス
ト
で
あ
る
。
ま
ず
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
地
震
直
後
の
し

ば
ら
く
を
の
ぞ
き
、
現
存
す
る
号
か
ら
う
か
が
う
か
ぎ
り
、
紙
面
に
は
か
な
ら
ず
何
ら
か
の
小
説
か
講
談
、
あ
る
い
は
落
語
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
顔
ぶ
れ
が
興
味
深
い
。
長
短
篇
入
り
交
じ
り
、
リ
ス
ト
に
記
号

で
分
け
て
表
示
し
た
と
お
り
、
作
者
も
日
本
国
内
の
作
家
か
ら
北
米
在
住
の
移
民
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
移
民
地
の
日
本
語
文
学
空
間
を
構
成
し
た
こ
う
し
た
複
雑
な
あ
り
さ
ま
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
論
者
が
初
期
の
新
聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
の
存
在
を
指
摘
は
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の

具
体
的
な
あ
り
方
ま
で
取
り
上
げ
る
事
は
な
く
、
一
世
の
移
民
小
説
と
い
え
ば
、
こ
の
あ
と
一
九
一
〇
年
前
後
に
登
場
す
る
翁
久
允

ら
の
活
動
に
一
足
飛
び
に
飛
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

8
）

。

　
そ
の
特
徴
を
整
理
す
れ
ば
、
第
一
に
、
日
本
語
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
、
実
際
に
は
（
１
）
日
本
国
内
の
作
品
の
転
載
と
、

（
２
）
一
時
的
に
滞
在
し
た
内
地
の
文
学
者
の
作
品
、
お
よ
び
（
３
）
移
民
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
掲
載
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
を
ま
ず
は
挙
げ
て
お
き
た
い
。
リ
ス
ト
の
例
で
い
え
ば
、（
１
）
と
し
て
江
見
水
蔭
、
広
津
柳
浪
、
松
居
松
葉
、
真

山
青
果
、
伊
原
青
々
園
ら
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
２
）
と
し
て
は
佐
藤
迷
羊
、
田
村
松
魚
な
ど
主
に
日
本
で
活
動
し
た
が

米
国
に
も
足
跡
を
残
し
た
作
家
た
ち
の
名
前
が
登
場
す
る
。（
３
）
の
分
類
に
出
て
く
る
名
前
は
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
文
学
研
究
者
に

は
な
じ
み
の
な
い
名
前
ば
か
り
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
三
区
分
に
内
容
面
を
加
味
し
て
考
え
る
と
、
大
き
く
言
っ
て
転
載
さ
れ
る
日
本
の
作
品
は
通
俗
的
な
も
の
が

選
ば
れ
、
一
時
的
滞
在
者
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
は
や
や
芸
術
指
向
の
も
の
が
多
い
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。『
新
世
界
』
の
一
般
読

者
た
ち
に
受
け
が
よ
い
の
は
内
地
の
通
俗
小
説
や
歴
史
小
説
、
講
談
、
落
語
で
あ
り
、
一
方
、
自
分
た
ち
で
小
説
を
書
く
ほ
ど
に
文

学
趣
味
を
持
っ
て
い
た
移
民
た
ち
は
、
よ
り
高
踏
的
な
志
向
を
保
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
実
際
、「
桑
港
書
林
通
の
談
に
よ
れ

ば
、
売
行
最
も
宜
し
き
は
絵
画
入
り
の
人
情
小
説
」（

9
）

だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
文
学
空
間
の
構
成
員
た
ち
の
質
的
な
異
な
り
に

注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
移
民
た
ち
の
手
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
（
小
説
）
の
登
場
時
期
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上

に
早
く
、
か
つ
継
続
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
第
三
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
リ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
は
す
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で
に
天
外
居
士
、
せ
つ
け
い
生
、
浮
沈
木
ら
複
数
の
作
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
短
篇
を
寄
稿
し
て
い
る
。
三
〇
回
を
超
え
る
連
載
も

数
本
存
在
し
、

、　な
、　こ
、　そ

「
ふ
み
ほ
ご
」
な
ど
は
九
九
回
の
連
載
で
な
お
も
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
日
系
移
民
に
よ
る
最

初
の
長
篇
小
説
は
、
翁
久
允
の
「
悪
の
日
影
」
（『
日
米
』
一
九
一
五
年
六
月
三
日
～
九
月
一
五
日
）
と
さ
れ
て
き
た
か
ら（
10
）

、
こ
の
点
に

も
修
正
を
加
え
ね
ば
な
る
ま
い（
11
）

。

　
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
、〈
連
載
〉
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
直
し
て
み
よ
う
。
連
載
小
説
の
機
能
は
、
第
一
義
的
に
は
物
語
の
も
つ

魅
力
│
│
続
き
を
読
み
た
い
、
と
い
う
│
│
を
利
用
し
、
読
者
を
継
続
的
に
そ
の
新
聞
に
つ
な
ぎ
止
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点

に
お
い
て
は
移
民
新
聞
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
移
民
地
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
適
切
な
書
き
手
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

新
聞
連
載
、
し
か
も
長
篇
と
な
れ
ば
か
な
り
の
力
量
が
な
け
れ
ば
書
き
通
せ
な
い
。
そ
こ
で
移
民
新
聞
が
と
っ
た
戦
略
が
日
本
内
地

の
小
説
の
転
載
│
│
お
そ
ら
く
は
無
断
の（
12
）

│
│
で
あ
る
。
判
明
し
て
い
る
初
出
お
よ
び
単
行
本
の
刊
行
時
期
を
リ
ス
ト
に
注
記
し

た
が
、
い
ず
れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
発
表
か
ら
転
載
ま
で
の
時
間
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
松
居
松
葉
の
「
山
賊

芸
妓
」
に
い
た
っ
て
は
、『
万
朝
報
』
の
連
載
中
に
す
で
に
『
新
世
界
』
で
「
連
載
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。
松
葉
の
原
稿
が
北
米
ま
で

回
付
さ
れ
た
こ
と
は
想
定
し
に
く
く
、『
万
朝
報
』
か
ら
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。

　
田
村
松
魚
な
ど
（
２
）
の
タ
イ
プ
の
作
者
や
、（
３
）
の
移
民
地
の
作
者
の
作
品
が
手
に
入
っ
た
場
合
、
編
集
部
は
積
極
的
に
そ

れ
を
掲
載
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
読
者
の
反
応
が
あ
ら
か
じ
め

、　読
、　め
、　る

通
俗
も
の
の
転
載
と
、
よ
り
自
分
た
ち
に
身
近
な
作
者
に

よ
る
身
近
な
題
材
の
作
品
と
の
双
方
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
沈
木
が
連
載
し
た
「
教
育
小
説
　
只

つ
た
一
文
字
」
の
冒
頭
に
は
、「
最
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
臭
き
小
説
と
の
所
望
」
に
よ
る
と
い
う
作
者
の
弁
が
あ
る
（
一
八
九
九
年

一
一
月
七
日
、
3
面
）
。
移
民
地
の
読
者
に
よ
り
近
い
作
品
を
と
い
う
編
集
部
の
ね
ら
い
は
、
移
民
地
の
作
者
た
ち
に
継
続
的
な
発
表

の
〈
場
〉
を
提
供
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
北
米
の
移
民
社
会
に
お
い
て
は
単
行
本
や
雑
誌
は
さ
ほ
ど
発
達
し
な
か
っ
た

た
め
、
新
聞
が
移
民
地
の
第
一
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る（
13
）

。
一
世
文
学
の
生
成
と
維
持
に
、
新
聞
連
載
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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担
い
手
た
ち

　
文
学
の
担
い
手
た
ち
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。
先
に
移
民
地
の
文
学
空
間
を
占
め
た
作
品
を
三
種
類
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ

に
従
え
ば
「
書
き
手
」
に
も
三
種
類
が
存
在
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。（
１
）
日
本
国
内
の
作
家
、（
２
）
主
と
し
て
国
内
で
活
動
し
た

が
移
民
地
で
の
生
活
体
験
も
持
つ
作
家
、（
３
）
移
民
文
士
た
ち
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
移
民
地
の
文
学
空
間
を
創
造
し
、
維
持
し

て
い
く
た
め
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
（
３
）
の
人
々
で
あ
る
。
読
者
の
側
を
考
え
た
と
き
に
も
、
次
の
事
が
言
え
る
。（
Ａ
）
ま
っ
た

く
文
学
に
な
ど
興
味
を
も
た
な
か
っ
た
層
、（
Ｂ
）
読
む
と
し
て
も
軽
い
も
の
│
│
講
談
や
通
俗
小
説
程
度
だ
っ
た
層
、（
Ｃ
）
文
学

に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
層
が
あ
っ
た
と
想
定
す
れ
ば
、
最
後
の
層
こ
そ
が
文
学
空
間
の
核
と
な
っ
た
層
で
あ
る
。
そ
し
て
（
３
）

と
（
Ｃ
）
と
は
ほ
と
ん
ど
重
な
る
と
見
て
い
い
。
熱
心
な
文
学
読
者
た
ち
が
、
移
民
地
の
書
き
手
た
ち
で
も
あ
っ
た
。
文
学
作
品
の

書
き
手
と
し
て
、
ま
た
熱
心
な
読
者
と
し
て
、
批
評
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
新
聞
雑
誌
社
の
編
集
者
と
し
て
、
書
店
の
店
員
と
し
て
、

彼
ら
異
郷
の
文
学
青
年
た
ち
が
核
と
な
っ
て
移
民
地
文
壇
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
青
年
達
は
、
夢
を
抱
い
て
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
が
、
現
実
は
あ
ま
り
に
も
き
び
し
い
。〔
…
〕
や
は
り
、
精
神
的

な
は
け
口
は
文
学
に
む
け
ら
れ
た
。
と
い
っ
て
も
、
誰
か
大
家
に
師
事
し
て
本
格
的
に
勉
強
し
た
連
中
で
は
な
い
。
ヤ
キ
マ
の

平
原
で
藷
掘
り
を
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
レ
ス
ト
ラ
ン
で
皿
洗
い
を
し
な
が
ら
、
満
た
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
日
本
の
文
学
雑
誌
を
よ

ん
で
、
当
時
、
盛
ん
だ
っ
た
、
田
山
花
袋
、
岩
野
泡
鳴
ら
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
た
自
然
主
義
文
学
運
動
に
傾
倒
し
て
、
い
わ
ば

独
学
で
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
た
人
人
だ
っ
た
。
人
に
よ
っ
て
は
、
与
謝
野
晶
子
に
、
人
に
よ
っ
て
は
石
川
啄
木
に
、
あ
る
い
は

吉
井
勇
、
若
山
牧
水
、
北
原
白
秋
に
傾
倒
し
た
。
だ
か
ら
、
文
学
会
と
い
っ
て
も
、
特
定
の
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
気
の
合
っ
た
者
同
士
が
集
ま
っ
て
、
文
学
を
論
じ
、
互
い
の
作
品
を
批
評
し
あ
っ
た
。（
14
）

　
引
用
は
シ
ア
ト
ル
で
一
九
一
〇
年
前
後
に
「
文
学
会
」
な
ど
を
作
っ
て
活
動
し
て
い
た
西
方
長
平
（
更
風
）
の
回
想
で
あ
る
。
彼

ら
は
留
学
や
徴
兵
逃
れ
な
ど
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
日
本
で
相
応
の
教
育
を
受
け
、
勉
強
す
る
べ
く
ア
メ
リ
カ
へ
や
っ
て
き
た

書
生
た
ち
だ
っ
た
。
こ
の
回
想
を
紹
介
し
た
『
続
・
北
米
百
年
桜
』
に
は
、
西
方
ら
の
回
顧
に
も
と
づ
く
当
時
の
シ
ア
ト
ル
文
学
青

年
た
ち
二
二
人
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
101-

103
頁
）。
國
學
院
大
学
卒
、
早
稲
田
大
学
国
文
科
卒
、
東
京
美
術
学
校

卒
、
早
稲
田
大
学
哲
学
科
卒
、
京
都
大
学
哲
学
科
卒
と
い
う
日
本
で
の
学
歴
、
渡
米
以
後
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
在
学
、
ミ
シ
ガ
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ン
大
薬
学
科
卒
業
な
ど
の
経
歴
が
並
ぶ
。
同
書
で
富
田
清
万
（
緑
風
）
が
振
り
返
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
働
き
な
が
ら
勉
強
を
続

け
よ
う
と
し
て
や
っ
て
き
た
中
学
や
高
校
の
中
途
退
学
者
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
（
89
頁
）。
み
な
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
学
歴
で

あ
る
。
文
学
に
親
し
み
の
な
い
出
稼
ぎ
の
労
働
者
か
ら
、
通
俗
的
読
み
物
を
好
む
読
者
、
高
い
リ
テ
ラ
シ
ー
を
も
つ
移
民
文
学
の
中

核
的
支
持
層
、
日
本
か
ら
一
時
的
に
訪
問
す
る
作
家
、
そ
し
て
作
品
の
み
が
新
聞
紙
上
に
現
れ
る
日
本
在
住
の
作
家
│
│
一
口
に
移

民
の
文
学
と
言
っ
て
も
、
そ
の
構
成
は
複
層
的
で
あ
っ
た
。

ま
と
め
│
│
移
民
新
聞
の
役
割

　
こ
う
し
た
種
々
雑
多
な
構
成
の
作
品
を
載
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
読
者
の
要
求
を
引
き
受
け
な
が
ら
日
本
語
新
聞
は
発
行
さ

れ
つ
づ
け
た
。
移
民
地
で
文
学
の
た
め
の
〈
場
〉
を
創
り
だ
し
、
そ
れ
を
維
持
し
た
移
民
新
聞
の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
足
り

な
い
。
手
段
の
是
非
は
と
も
か
く
日
本
国
内
の
小
説
を
転
載
し
て
移
民
地
に
最
新
の
作
品
を
届
け
、
短
中
篇
の
掲
載
か
ら
百
回
近
く

の
長
篇
連
載
ま
で
で
き
う
る
限
り
移
民
地
起
源
の
作
品
も
載
せ
続
け
た
。
ま
た
個
人
的
な
執
筆
や
投
稿
だ
け
で
な
く
、
短
歌
会
や
俳

句
会
の
成
果
も
頻
繁
に
掲
載
し
、
新
聞
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
文
学
サ
ー
ク
ル
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
。
自
分
で
創
作
を
行
う
ま
で
に
は
至
ら
な
い
ま
で
も
、
掲
載
さ
れ
る
作
品
に
関
心
を
は
ら
っ
て
い
た
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
投

書
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
回
路
と
し
て
も
あ
っ
た
。

　
注
目
し
た
い
の
は
、
移
民
新
聞
が
果
た
し
た
役
割
は
単
な
る
〈
場
〉
の
提
供
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語

新
聞
は
、「
文
学
」
を
創
出
し
、
循
環
さ
せ
て
い
く
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
行
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
懸
賞
で
あ
る
。『
じ
や
ぱ

ん
へ
ら
る
ど
』
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
を
は
じ
め
日
本
語
新
聞
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
潜
在
的
な
作
者
に
向

け
て
、
詩
歌
や
小
説
な
ど
の
「
懸
賞
募
集
」
を
行
っ
て
い
た
。「
夏
期
懸
賞
募
集
」（『
じ
や
ぱ
ん
へ
ら
る
ど
』
一
八
九
七
年
四
月
一
九

日
、
1
面
）
は
、「
一
等
賞
　
写
真
（
キ
ヤ
ビ
ネ
ツ
ト
）
一
ダ
ー
ス
」
な
ど
を
懸
け
、「
狂
詩
、
狂
歌
、
狂
句
及
び
川
柳
桑
港
町
名
よ

み
こ
み
都
々
逸
」
を
募
集
し
て
い
る
。
一
八
九
九
年
一
〇
月
二
八
日
号
の
『
新
世
界
』
も
「
一
等
本
紙
一
ヶ
年
」
や
当
選
作
の
掲
載

な
ど
を
う
た
っ
て
「
懸
賞
短
篇
小
説
募
集
」
を
行
っ
て
い
る
。
紅
野
謙
介
に
よ
れ
ば
、『
読
売
新
聞
』
が
懸
賞
小
説
・
脚
本
募
集
を

行
っ
た
の
が
一
八
九
三
年
一
〇
月
、『
万
朝
報
』
が
「
毎
週
募
集
」
の
懸
賞
小
説
を
募
り
は
じ
め
た
の
が
一
八
九
七
年
一
月
と
い
う
か

ら（
15
）

、
移
民
紙
の
試
み
も
か
な
り
早
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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日
本
の
最
新
作
の
転
載
、
文
学
愛
好
者
へ
の
〈
場
〉
の
提
供
、
創
作
を
促
進
さ
せ
る
懸
賞
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
日
本
語
新
聞

は
果
た
し
て
い
た
。
新
聞
社
そ
の
も
の
が
文
士
の
た
ま
り
場
で
も
あ
っ
た
。
移
民
新
聞
は
、
移
民
地
に
お
い
て
「
文
学
」
を
可
能
に

し
た
環
境
の
、
ま
さ
に
一
つ
の
中
核
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注

（
1
）
北
米
日
系
移
民
一
世
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ユ
ウ
ジ
・
イ
チ
オ
カ
『
一
世
│
│
黎
明
期
ア
メ
リ
カ
移
民
の
物
語
り
│
│
』（
刀
水

書
房
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
）
や
充
実
し
た
辞
典
形
式
のB
rian

N
iiya

ed.
E
ncyclopedia

of
Japanese

A
m

erican
history

:
an

A
-to-Z

reference
from

1868
to

the
present.

N
ew

Y
ork:

Facts
on

F
ile,

U
pdated

ed.,2001.

が
あ
る
。

（
2
）
前
掲
田
村
『
ア
メ
リ
カ
の
日
本
語
新
聞
』
お
よ
び
田
村
紀
雄
・
白
水
繁
彦
編
『
米
国
初
期
の
日
本
語
新
聞
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
九

月
）
所
収
の
阪
田
安
雄
、
新
井
勝
紘
、
有
山
輝
雄
論
文
に
詳
し
い
。

（
3
）
こ
の
点
は
日
本
書
店
論
と
し
て
別
稿
を
用
意
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
4
）
こ
の
点
で
藤
沢
全
『
日
系
文
学
の
研
究
』（
大
学
教
育
社
、
一
九
八
五
年
四
月
）
の
示
し
た
次
の
立
場
は
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。「
一

世
の
文
学
は
、
こ
う
し
た
範
疇
の
作
品
〔
永
井
荷
風
、
田
村
松
魚
、
有
島
武
郎
、
正
宗
白
鳥
〕
を
排
除
し
、
現
に
ア
メ
リ
カ
側
に
存
在
す
る
条

件
に
お
い
て
の
み
把
握
し
う
る
文
学
の
世
界
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
人
（
一
世
）
の
移
住
史
、
彼
等
の
生
活
史
、
精
神
史
、

文
化
史
な
ど
と
密
着
。
む
し
ろ
現
地
で
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
即
応
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
」（
46
頁
）。

（
5
）
『
翁
久
允
全
集
』
第
二
巻
（
翁
久
允
全
集
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
二
月
）、
39
頁
。

（
6
）
た
と
え
ば
植
木
照
代
、
ゲ
イ
ル
・
Ｋ
・
佐
藤
他
著
『
日
系
ア
メ
リ
カ
文
学
　
三
世
代
の
軌
跡
を
読
む
』（
創
元
社
、
一
九
九
七
年
五
月
）
所
収

の
植
木
「
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
と
文
学
」
お
よ
びSato.

"IsseiV
oices

and
V

isions."

な
ど
。

（
7
）
伊
藤
一
男
『
北
米
百
年
桜
』（
北
米
百
年
桜
実
行
委
員
会
、
シ
ア
ト
ル
、
一
九
六
九
年
九
月
）、
同
『
続
・
北
米
百
年
桜
』（
北
米
百
年
桜
実
行

委
員
会
、
シ
ア
ト
ル
、
一
九
七
二
年
四
月
）。

（
8
）
一
世
文
学
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
前
掲
藤
沢
『
日
系
文
学
の
研
究
』、
前
掲
植
木
ほ
か
『
日
系
ア
メ
リ
カ
文
学
　
三
世
代
の
軌
跡
を
読

む
』、
エ
レ
イ
ン
・
Ｈ
・
キ
ム
著
、
植
木
照
代
他
訳
『
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
文
学
│
│
作
品
と
そ
の
社
会
的
枠
組
│
│
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇

〇
二
年
九
月
）、
篠
田
左
多
江
「
解
説
　
ア
メ
リ
カ
の
日
系
日
本
語
文
学
│
│
文
芸
雑
誌
を
中
心
に
│
│
」（
篠
田
左
多
江
・
山
本
岩
夫
『
日
系

ア
メ
リ
カ
文
学
雑
誌
研
究
』
不
二
出
版
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）。
翁
久
允
に
関
し
て
は
、
中
郷
芙
美
子
「「
移
民
地
文
芸
」
の
先
駆
者
翁
久
允

の
創
作
活
動
│
│
「
文
学
会
」
の
創
設
か
ら
『
移
植
樹
』
ま
で
」（『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
三
巻
六
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）、
同
「
翁
久
允

移
民
地
文
芸
の
特
徴
│
│
「
生
活
」
と
「
思
想
」
に
つ
い
て
│
│
」（『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
四
巻
六
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）、
山
本
岩
夫

「
翁
久
允
と
『
移
民
地
文
芸
』
論
」
ほ
か
が
収
録
さ
れ
た
『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』（
五
巻
五
│
六
号
、
一
九
九
四
年
二
月
）
の
「
翁
久
允
と
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移
民
地
文
芸
」
特
集
が
あ
る
。

（
9
）
肥
峰
「
絵
画
と
小
説
」（『
新
世
界
』
一
九
〇
七
年
一
月
二
九
日
）、
1
面
。

（
10
）
前
掲
中
郷
「
翁
久
允
移
民
地
文
芸
の
特
徴
」
は
「
日
本
語
新
聞
史
上
初
の
長
編
小
説
「
悪
の
日
影
」」（
50
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
11
）
移
民
地
在
住
の
作
者
に
よ
る
長
篇
小
説
と
し
て
は
、
保
坂
帰
一
『
吾
輩
の
見
た
る
亜
米
利
加
』（
上
編
：
有
文
堂
、
一
九
一
三
年
一
月
、
下

編
：
日
米
出
版
協
会
、
一
九
一
四
年
四
月
）
も
あ
る
。
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
続
編
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
日
比
「
漱
石
の

「
猫
」
の
見
た
ア
メ
リ
カ
│
│
日
系
移
民
一
世
の
日
本
語
文
学
│
│
」（
筑
波
大
学
文
化
批
評
研
究
会
編
集
・
刊
行
『〈
翻
訳
〉
の
圏
域
』
二
〇

〇
四
年
二
月
）
を
参
照
。

（
12
）
稗
田
菫
平
『
筆
魂
・
翁
久
允
の
生
涯
』（
桂
書
房
、
一
九
九
四
年
九
月
）
も
、
一
九
一
六
年
頃
を
指
し
つ
つ
「
当
時
の
在
米
邦
字
新
聞
の
文
芸
面

の
実
情
は
と
い
う
と
、
日
本
で
の
知
名
な
新
聞
が
連
載
し
て
い
る
小
説
を
勝
手
に
盗
載
し
て
い
る
と
い
っ
た

〔
マ
マ
〕

結
末
で
あ
っ
た
よ
う
だ
」（
87
頁
）

と
し
て
い
る
。

（
13
）
「
今
日
〔
一
九
四
〇
年
ご
ろ
〕
に
於
て
も
在
米
邦
人
社
会
の
刊
行
物
は
、
そ
の
大
半
い
な
そ
の
殆
ん
ど
は
新
聞
と
云
つ
て
差
支
へ
な
く
、
他

は
寥
々
た
る
単
行
本
、
雑
誌
乃
至
団
体
に
所
属
す
る
機
関
誌
的
刊
行
物
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
前
掲
『
在
米
日
本
人
史
』
505
頁
）
。

（
14
）
前
掲
『
続
・
北
米
百
年
桜
』、
88
頁
。

（
15
）
紅
野
謙
介
「
懸
賞
小
説
の
時
代
」（『
投
機
と
し
て
の
文
学
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）。

※
　
本
論
文
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
に
お
い
て
客
員
研
究
員
（
文
部
科
学
省
在
外
研
究
員
）
と
し
て
行
っ
た

研
究
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
本
研
究
は
、
明
治
期
の
文
学
青
年
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
に

関
し
て
は
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
金
（
課
題
番
号15720031

）
の
助
成
を
う
け
て
い
る
。
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資料２ 『新世界』掲載小説、講談、落語リスト

リストに掲載したのは ～ に掲載されてすべての小説、講談、落語。1896.11.4 1910.5.24
1906.4.18 1900.12.29 1906.5.6ただし欠号も多く 特にサンフランシスコ大地震 を挟む ～、 （ ）

は大きく欠けている。参照したのはカリフォルニア大学ロサンゼルス校図書館および立
命館大学図書館所蔵のマイクロフィルム版である。

無印 日本国内で発表された作品の転載、◎ 移民地在住者による作品、▲ 一時的に滞在
した内地の文学者による作品、□ 翻訳、？ 不明

江見水蔭「泥水、清水 泥水之巻」二回分確認、 ( )1896.11.4 - 5 *1
広津柳浪「非国民 （五） ( )」 1897.2.10 *2

1897.3.11？長田〓〔艸＋恵〕香女史「初恋 （三 、」 ）
1899.10.28◎天外居士「短編小説 去年の今日」全一回

思軒居士訳「無名氏 （五）～（九の三 、 ( )」 ） 1899.10.28 - 11.20 *3
1899.11.1 - 2◎せつけい生「船長」全二回

1899.11.4,6◎エツチ、ユウ生「多作のうらみ」全二回
1899.11.7-11◎浮沈木「教育小説 只つた一文字」全四回

1899.11.14-21◎田原豊水「懸賞小説 つり舟」全六回
松居松葉「山賊芸妓」八四回未完 ～ ( )1899.11.21 1900.3.15 *4

1899.11.22 - 27◎川島天涯「短篇 色むすめ」全四回
1899.11.28 1900.4.2講談、桃川燕林講談、速記法研究会々員速記「永井義勇伝」全九七回 ～

1899.12.6 - 7◎幻夢庵「きりひと葉」全二回
1900.1.4◎浮沈生「鞍馬山騒動 未来の博士」全一回

1900.1.4◎尺魔「歌かるた」全一回
1900.4.2 - 5.14◎川上天涯「なみだ」全三三回

1900.6.13 - 10.26無署名「探偵小説 軍人仇討 川上行義」全一〇八回
1900.10.27 - 28▲佐藤迷羊「日本士官」全二七回
1900.11.30 - 12.8◎かふろぎ「をんな下宿」全八回
1906.9.15 - 10.8▲田村松魚「罪の手」二五回未完

1907.1.1◎新作小説、霄洋生「有縁無縁」全一回
1907.1.1 - 9□翻訳小説、トルストイ原作、生重訳「小説 祈祷者」全七回

1907.1.4? - 9▲田村松魚「大成功」全六回 （欠号）
1907.1.14 - 20▲田村松魚「新作 罪の手（後編 」七回未完）

講談、桃川実述「台湾彩票 当り運」 (欠号)1907.2.1 - 2.?
1907.2.? - 13◎石田月下「新作 身の運」 全八回 (欠号)

1907.2.14 - 17◎ひろ史「変わり者」全四回
1907.2.18 - 21□翻訳小説、呑宙生「鸚鵡の一声」全四回

1907.2.22 - 2 8□翻訳小説、プーシキン、明星訳「エカテリナ皇后とミロノフ将軍の娘」全七回
1907.3.2 - 3◎羅府 沈鷹「追憶」全二回

1907.3.6 - 30講談、石川一口講演「侠骨 日本男子」全二三回
1907.3.18 - 25◎明星子「小説 鉄腸」全七回

1907.4.? - 5.4講談、島田一郎「梅雨日記」全三〇回 (欠号)
1907.5.5 - 7.2探偵講談、山崎琴書講演「双児美人」全五四回

1907.7.3 - 12落語、橘屋円喬口演「三軒長屋」全一〇回
1907.7.17.- 20落語、橘屋円喬口演「強情」全四回

1907.7.21 - 11.26◎なこそ「ふみほご」九九回未完
1907.9.30 - 10.6講談、桃川実講演「水戸光圀 犬の御意見」全六回
1907.10.26 - 11.7講談、桃川実講演「平賀源内 知恵の袋」全一二回

1907.11.27 - 12.26▲在紐育 田村松魚「新作小説 出世間」全三〇回
1908.1.1◎懸賞小説一等賞、一瓢若人「待つ春」全一回

1908.1.4 - 5◎懸賞小説二等当選、白蘭子「光明」全二回
1908.1.6 - 7◎応募小説 賞外、渡辺渓月「卒業前」全二回

1908.1.8 - 9◎応募小説賞外 在羅府 吉田和水「新年の東京」全二回
1908.1.10 - 3.4講談、神田伯龍講演「毒婦 野晒お駒」全五五回

1908.3.5 - 6◎菘村「弾下の夢」全二回
1908.3.7 - 9◎天風「片思ひ」全二回

1908.3.10 - 11◎社末象牙庵「みなは」全二回



1908.3.12 - 18講談、喋喃齋嚶鳴講演「曽呂利奇談」全七回
1908.3.20 - 26落語、禽語楼小さん口演「猫久」全七回

1908.3.27 - 5.31講談、神田伯龍講演「檜山実記 伊達三次」全六三回
1908.4.21 - 22史談、無署名「桶狭間」全二回

1908.6.1 - 5□翻訳小説、トルストイ、秋田明星訳「アイリヤフ村に於ける参謀会議」全五回
1908.6.13 - 7.9一瓢若人「変人の行衛」全二七回

1908.7.10 - 8.31講談、桃川如燕「侠客 腕の喜三郎」全五三回
1908.9.1 - 10.13新講談、渡邊霞亭「悪美人」全四三回

1908.10.14 - 1909.1.18講談、柳々舍玉山講演「義士銘々伝」全九一回
1909.1.19 - 3.18講談、三遊亭円朝校閲、司馬龍生口演「義侠の惣七」全四九回

1909.1.24 - 2.4□流川訳「軍事小説 万歳」全一〇回
1909.3.24 - 4.28新講談、省軒居士「探偵奇談 電信線」全三五回

1909.4.4 - 6◎早川水歩「恋の神」全三回
1909.4.15 - 17◎逢嬉楼「短編小説 文雄君」全三回

1909.4.18 - 19◎早川水歩「鬼あざみ」全二回
The MaidenHair 1909.4.29-5.29◎早川水歩「過壇龍草 （ルビ上下：くじゃくそう／ ）全三一回」

1909.5.30 - 6.10◎梅本露花「油谷の月」全一二回
1909.6.11 - 12◎逢喜楼「小鳶の喜六」全二回

塚原澁柿 長篠合戦 ( )「 」1909.6.13 - 9.4 *5
1909.7.6 - 9◎帆里「不得要領」全四回

1909.7.14 - 17◎帆里「自覚」全二回
1909.7.15◎胡蝶子「火の車」全一回

1909.8.1 - 2◎帆里「波瀾」全二回
1909.9.5 - 1 0◎武村九華「写生 稲葉」全六回

1909.9.11 - 14◎帆里「過去」全四回
1909.915 - 16◎早川水歩「続 夢の女」全二回

1909.9.16 - 10.5◎鈴木北川「瞑想家」一七回未完
1909.10.8 - 25◎鈴木秀峯「野花」全一七回

史談 愛山生 四十七士伝 全一三回 ( )、 「 」 1909.10.13 - 3 0 *6
1909.11.5 - 6◎早川水歩「堕落」全二回
1909.11.21◎早川水歩「落葉」全一回

1909.11.22 - 12.11◎武村九華「暮秋」全一〇回
1909.12.6 - 7◎早川水歩「雪代」全二回

伊原青々園「新かつら川」 ( )1909.12.18 - 1910.2.19 *7a
1909.12.23 - 24◎千雲居士「我が友」全二回
1909.12.24◎鈴木北川「誕生日」全一回

1910.1.1◎懸賞小説 第一等当選、梅本露花「日曜日」全一回
1910.1.1◎早川水歩「泡雪」全一回

1910.1.4 - 6◎明石帆里「船」全三回
1910.2.19 - 21◎明石帆里「二人」全三回

1910.2.22 - 26◎岡蘆丘「並木」全五回
1910.2.? - 3.1◎浅野露葉「離別」全五回 (欠号)

1910.3.2 - 11◎武骨浪人「双蝶」全一〇回
1910.3.12 - 18◎平井桜川「そのまゝ」全六回

真山青果「幕」全二回 ( )1910.3.17 - 18 *8
1910.3.21 - 23◎明石帆里「お菊」全三回

伊原青々園「新桂川」後編 ( )1910.4.5 - 5.24 *7b

判明している日本国内での初出、単行本
*1 1896.4( )『文芸倶楽部』
*2 1897.1( )『文芸倶楽部』
*3 1894.1-8 1898.9( )初出『国会新聞』 、のち春陽堂
*4 1899.10.16 1900.2.2( )『万朝報』 ～
( )初出『東京日日新聞』 、のち佐久良書房 (澁柿叢書巻第十)*5 1894.10.1 - 12.27 1909.1.17
*6 1909.4.15, 6.1( )『独立評論』
*7a,b 1909.4.20 8.25 1909.7.24 1911.8.23( ) 都新聞 ～ のち画報社より刊行 前編 後編『 』 、 、 、
*8 1910.1.1( )『大阪毎日新聞』


