
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
満
洲
移
民
（
国
策
）、
転
向
作
家
と
し
て
の
徳
永
直

―
―
「
先
遣
隊
」
の
同
時
代
受
容
分
析

松

本

和

也

Ⅰ

昭
和
一
四
年
、
か
つ
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
雄
に
し
て
転
向
作
家
で

も
あ
る
徳
永
直
は
、
満
洲
移
民
（
国
策
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
先
遣
隊
」

（『
改
造
』
昭
１４
・
２
）
を
発
表
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー‐

倫
理
的
な
観
点
か
ら
批
判
の
対
象
と
な
る
が
、
戦
後
、
本
人
は
こ
の
時
期
の

個
人
的
／
社
会
的
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

私
に
つ
い
て
い
え
ば
、
小
過
渡
期
は
べ
つ
と
し
て
、
も
う
小
説
か
き

な
ど
や
め
る
し
か
な
い
か
、
と
思
う
ほ
ど
の
難
関
は
、
作
家
同
盟
が
解

散
し
て
か
ら
の
四
、
五
年
間
で
あ
つ
た
。
昭
和
八
、
九
年
、
一
九
三
四
、

五
年
か
ら
三
八
、
九
年
で
あ
る
。
作
品
で
い
う
と
「
冬
枯
れ
」（
昭
九
）

か
ら
「
最
初
の
記
憶
」（
昭
十
四
）
の
間
で
あ
る
。
神
経
衰
弱
に
な
つ

て
齋
藤
茂
吉
の
病
院
に
通
つ
た
り
、式
場
隆
三
郎
に
診
て
も
ら
つ
た
り
、

東
大
神
経
科
で
狂
人
扱
い
に
さ
れ
た
り
し
た
。「
太
陽
の
な
い
街
」
絶

版
声
明
な
ど
し
た
の
も
そ
の
頃
で
あ（
１
）る。

こ
う
し
て
自
ら
《
難
関
》
と
位
置
づ
け
た
時
期
に
、徳
永
は
満
洲
を
旅
し
、

「
先
遣
隊
」
執
筆
し
た
こ
と
に
な
る
。
文
学
事
典
の
作
家
紹
介
に
お
い
て
徳

永
は
、
前
後
す
る
時
期
も
含
め
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

小
林
多
喜
二
が
虐
殺
さ
れ
、弾
圧
が
強
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
動
揺
し
、

八
年
九
月
『
創
作
方
法
上
の
新
転
換
』
を
「
中
央
公
論
」
に
発
表
し
、

蔵
原
惟
人
の
主
題
の
積
極
性
を
批
判
。
そ
し
て
転
向
文
学
『
冬
枯
れ
』

（「
中
央
公
論
」
昭
九
・
一
二
）
を
書
き
、
一
二
年
一
二
月
二
五
日
に

は
『
太
陽
の
な
い
街
』『
失
業
都
市
東
京
』
ほ
か
を
絶
版
宣
言
し
、
時

代
の
圧
力
に
屈
し
て
『
先
遣
隊
』（
昭
一
四
・
三

改
造
社
）
へ
と
進

ん
で
い
く
。
だ
が
、
そ
こ
で
と
ど
ま
り
、『
は
た
ら
く
一
家
』（
昭
一
三
・

一
一

三
和
書
房
）『
八
年
制
』（
昭
一
四
・
一
○

新
潮
社
）
な
ど
に

収
録
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
連
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
こ
の
時
期
に
残
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
私
小
説
的
な
方
法
で
、
し
っ
か
り
と
現
実
に
根
を
下

ろ
し
、
働
く
庶
民
の
実
生
活
と
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
労
働
の
問
題
、
そ

の
現
実
の
重
圧
に
苦
悶
す
る
庶
民
の
感
情
が
な
ん
ら
の
ケ
レ
ン
も
な
く

鋭
く
描
か
れ
て
い
る
。
戦
争
中
の
『
光
を
か
か
ぐ
る
人
々
』（
昭
一
八
・
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一

河
出
書
房
）
は
、
小
田
切
秀
雄
が
「
日
本
に
お
い
て
の
活
字
印
刷

の
労
苦
の
歴
史
を
人
間
中
心
に
淡
々
と
描
く
と
い
う
や
り
方
で
戦
争
と

軍
国
主
義
へ
の
じ
み
な
抵
抗
の
心
を
し
め
て
い
た
」
と
評
し
た
ご
と
く

の
秀
れ
た
業
績
で
あ（
２
）る。

こ
こ
で
も
、《
時
代
の
圧
力
に
屈
し
た
》
痕
跡
と
し
て
、
絶
版
声
明
と
『
先

遣
隊
』
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。頻
り
に
言
及
さ
れ
る
絶
版
声
明
に
つ
い
て
、

新
聞
記
事
「『
太
陽
の
な
い
街
』
其
他
著
作
／
絶
版
を
宣
言
／
徳
永
直
氏
が

大
転
回
」（『
読
売
新
聞
』
昭
１２
・
１２
・
２６
夕
）
を
次
に
引
い
て
お
く
。

日
無
一
派
の
左
翼
陣
営
総
検
挙
を
機
と
し
て
左
翼
系
代
表
的
新
劇
団

「
新
協
」
の
自
発
的
転
向
申
出
で
な
ど
時
代
の
大
き
な
転
回
が
文
化
面

に
最
も
赤
裸
に
現
は
れ
て
ゐ
る
折
か
ら
プ
ロ
文
学
一
方
の
雄
徳
永
直
氏

が
左
翼
物
華
か
な
り
し
頃
プ
ロ
小
説
の
代
表
作
と
し
て
洛
陽
の
紙
価
を

高
か
ら
し
め
た
「
太
陽
の
な
い
街
」「
失
業
都
市
東
京
」
他
数
種
の
著

作
に
つ
い
て
各
出
版
元
に
対
し
絶
版
を
申
し
渡
し
更
に
「
太
陽
の
な
い

街
」
は
英
、
仏
、
独
、
露
、
支
、
エ
ス
等
各
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
他

の
著
書
も
い
づ
れ
も
二
三
ケ
国
語
に
翻
訳
発
行
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
対
し

て
、
出
版
当
時
と
今
日
の
一
般
現
実
は
全
く
時
代
を
異
に
し
こ
れ
ら
著

書
の
内
容
が
今
日
の
日
本
の
一
般
現
実
で
あ
る
如
く
誤
解
さ
れ
る
こ
と

を
惧
れ
て
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
二
十
五
日
付
で
絶
版
の
宣
言
を

発
表
し
た
（
２
面
）

こ
う
し
て
み
れ
ば
、絶
版
声
明
か
ら
『
先
遣
隊
』
へ
と
至
る
徳
永
の
軌
跡
は
、

《
弱
さ
の
現
わ
れ
に
は
ち
が
い
な
い
》
と
批
判
す
る
岩
渕
剛
も
認
め
る
よ
う

に
、《
後
退
や
ゆ
ら
ぎ
》
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、《
常
に
戦
争

と
つ
な
が
っ
て
い
る
》
―
―
つ
ま
り
は
《
厳
し
い
時（
３
）代》
の
ゆ
え
に
、
歴
史

的
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

も
と
よ
り
、
右
の
よ
う
な
徳
永
批
判
は
今
な
お
成
り
立
つ
が
、
そ
れ
が
戦

後
、
外�

在�

的�

に�

可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
。
逆

に
い
え
ば
、
転
向
作
家
と
し
て
、
日
中
戦
争
開
戦
以
後
に
も
書
い
て
い
く
、

同�

時�

代�

を�

生�

き�

る�

文
学
者
の
立
場
や
環（
４
）境も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
ケ

ー
ス
は
、
徳
永
直
お
よ
び
「
先
遣
隊
」
に
関
わ
る
固
有
の
歴
史
的
問
題
で
あ

る
と
同
時
に
、
当
の
作
家
・
作
品
が
当
時
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
と
い

う
、
文
学
場
に
お
け
る
評
価
軸
の
問
題
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
こ
に
は
、
転
向
作
家
が
国
策
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
小
説
を
書
く
と
い

う
、
日
中
戦
争
開
戦
以
後
に
お
け
る
芸
術
性
と
社
会
性
と
の
交（
５
）錯が
、
満
洲

移
民
を
実
力
派
作
家
が
書
く
と
い
う
端
的
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
先
行
研
究
を
瞥
見
し
て
お
く
。

徳
永
直
「
先
遣
隊
」
は
掲
載
誌
の
無
署
名
「
編
輯
後
記
」（『
改
造
』
昭

１４
・
２
）
に
お
い
て
《
大
陸
の
先
駆
移
民
に
思
ひ
を
馳
ら
す
徳
永
直
氏
の

「
先
遣
隊
」（
百
枚
）
を
以
て
創
作
欄
の
ト
ツ
プ
を
切
り
》（
１１２
頁
）
と
紹
介

さ
れ
た
よ
う
に
、
満
洲
移
民
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

湯
浅
克
衛
「
先
駆
移
民
」（『
改
造
』
昭
１３
・
１２
）、新
田
潤
「
満
洲
行
」（『
改

造
』
昭
１３
・
１１
）
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
前
後
す
る
時
期
に
、
満
洲
（
移
民
）

を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
小
説
が
目
立
ち
は
じ
め
て
い
た
。

そ
う
し
た
中
、
徳
永
も
改
造
社
か
ら
派
遣
さ
れ
て
満
洲
視
察
（
昭
１３
・
９

〜
１０
）
の
旅
に
出
る
。
こ
の
成
果
と
し
て
、
徳
永
は
ま
ず
現
地
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
を
発
表
し
、
そ
の
後
、
小
説
と
し
て
「
先
遣
隊
」
を
発
表
す
る
。
こ
れ

ら
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
二
一
葉
の
現
地
写
真
が
そ
え
ら
れ
た
単
行
本
が
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『
先
遣
隊
』（
改
造
社
、
昭
１４
）
で
あ
る
。
以
下
、
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。

ま
へ
が
き
／
／
黒
い
土
と
茶
色
の
服
／
北
満
の
印
象
／
北
満
と
こ
ろ

〴
〵
／
満
洲
芝
居
／
新
京
所
見
／
ハ
ル
ビ
ン
の
二
泊
／
野
良
着
そ
の
他

／
ア
ジ
ア
の
感
情
／
／
先
遣
隊

徳
永
自
身
に
よ
る
「
ま
へ
が
き
」
に
よ
れ
ば
、《
こ
の
書
物
は
、
昭
和
十

三
年
九
月
か
ら
十
月
へ
か
け
て
、
満
洲
の
主
と
し
て
北
満
移
民
地
を
旅
行
し

て
き
た
見
聞
記
》、《
最
後
に
加
へ
た
小
説
「
先
遣
隊
」
は
、
い
は
ば
こ
れ
ら

の
見
聞
を
基
礎
に
し
て
、私
の
想
像
や
仮
定
に
も
と
づ
い
て
成
立
つ
た
も
の
》

だ
と
い（
６
）う。

そ
の
上
で
徳
永
は
、《
満
洲
事
情
に
明
る
い
読
者
か
ら
み
れ
ば
、

或
は
私
の
一
方
的
な
見
解
に
な
つ
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
、
多
分
の
不
安
も
あ

り
ま
す
が
、
私
は
私
な
り
の
、
わ
づ
か
な
が
ら
の
特
徴
も
あ
ら
う
か
と
、
大

胆
に
も
公
け
に
し
た
次
第
で
す
》（
２
頁
）
と
付
言
し
て
い
る
。

本
稿
で
注
目
す
る
小
説
の
「
先
遣
隊
」
は
、
文
字
通
り
満
州
移
民
の
先
遣

隊
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
に
み
ま
わ
れ
な
が
ら
も
、

山
梨
県
出
身
の
主
人
公
た
ち
―
―
「
同
じ
山
梨
在
か
ら
福
松
、
民
次
郎
、
雄

作
の
三
人
は
手
を
つ
な
い
で
こ
こ
ま
で
来
た
」（
６
頁
）
―
―
が
、
満
洲
で

の
生
活
を
築
い
て
い
く
ま
で
の
物
語
で
あ
る
。こ
こ
で
い
う
ト
ラ
ブ
ル
と
は
、

風
土
環
境
の
違
い
、
匪
賊
の
襲
来
、「
風
土
病
で
一
ケ
月
も
寝
込
む
と
、
弱

つ
た
神
経
に
喰
ひ
こ
む
も
の
は
懐
郷
病
で
あ
つ
た
」（
１０
頁
）
と
さ
れ
る
屯

墾（
７
）病、
そ
れ
か
ら
満
洲
に
移
民
し
た
男
性
陣
に
と
っ
て
の
結
婚
（
相
手
）
の

問
題
で
あ
る
。
開
墾
を
は
じ
め
と
し
た
先
遣
隊
員
業
務
は
、
主
に
は
雄
作
を

中
心
に
描
か
れ
、
屯
墾
病
に
か
か
っ
て
帰
郷
す
る
民
次
郎
は
、
主
に
ト
ラ
ブ

ル
と
そ
の
解
決
を
体
現
し
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
民
次
郎
が
帰
郷
し
た
故

郷
で
は
、
じ
き
満
洲
へ
の
分
村
移
民
が
決
ま
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
民
次
郎

の
結
婚
相
手
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
、
民
次
郎
は
再
び
満
洲
に
渡
る
こ
と

に
な
る
の
だ
。
こ
こ
に
二
つ
の
ト
ラ
ブ
ル
は
一
挙
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
五
十
数
名
の
花
嫁
が
佳
木
斯
に
到
着
す
る
と
こ
ろ
で
小
説
は
終
わ
る
。

昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
満
洲
移
民
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
小
説
群
を
検
討

す
る
若
松
伸
哉
は
、《
移
民
団
が
〈
満
洲
〉
の
地
に
お
い
て
「
匪
賊
」
や
「
屯

墾
病
」
な
ど
と
戦
い
な
が
ら
開
拓
し
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
先
駆
移
民
」

と
も
共
通
し
て
い
る
》
と
、湯
浅
克
衛
「
先
駆
移
民
」（『
改
造
』
昭
１２
・
１３
）

と
の
共
通
点
を
指
摘
し
た
上
で
、《
満
洲
開
拓
団
の
男
た
ち
の
〈
家
族
〉
の

獲
得
回
復
と
い
う
か
た
ち
で
物
語
が
結
ば
れ
る
》
点
に
注
目
し
、《
日
本
の

故
郷
へ
の
想
い
を
断
ち
な
が
ら
〈
満
洲
〉
の
地
で
建
設
さ
れ
る
「
新
ら
し
い

故
郷
」
の
核
と
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
〈
家
族
〉
の
存
在
を
提
示
す
る
》

の
だ
と
い
う
。
別
言
す
れ
ば
、《〈
故
郷
〉
概
念
の
根
幹
に
、
現
実
的
な
要
素

と
し
て
〈
家
族
〉
が
必
要
と
な
る
事
態
は
、
つ
ま
り
そ
も
そ
も
が
（
満
洲
〉

を
〈
故
郷
〉
と
す
る
こ
と
が
幻
想
で
あ
り
、
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
》
な
の
だ
と
指
摘
し
、
国
策
文
学
た
ら
ん
と
し
た
「
先
遣
隊
」
が
図
ら

ず
も
孕
む
こ
と
と
な
っ
た
矛
盾
／
批
評
性
を
剔
抉
し
て
い（
８
）る。

翻
っ
て
み
れ

ば
、
平
野
謙
も
《「
後
方
の
土
」
の
立
野
信
之
に
し
て
も
、「
先
遣
隊
」
の
徳

永
直
に
し
て
も
、「
先
駆
移
民
」
の
湯
浅
克
衛
に
し
て
も
、
大
陸
文
学
の
大

部
分
は
す
べ
て
旧
左
翼
作
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
》
と
し
て
、
モ
チ
ー

フ
に
く
わ
え
、
そ
の
書
き
手
の
出
自
に
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に

平
野
は
、《
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
包
蔵
す
る
一
種
の
非
文
学
性
と
、
当
時

の
国
策
文
学
の
露
呈
し
た
非
文
学
性
》
に
、《
一
脈
共
通
す
る
も
の
》
を
見

出
し
て
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
否
定
的
評
価
も
示
し
て
い（
９
）た。
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や
は
り
、「
先
遣
隊
」
に
つ
い
て
《
北
満
移
住
地
の
日
本
人
先
遣
隊
に
お

け
る
懐
郷
病
と
そ
の
解
消
が
テ
ー
マ
》
だ
と
捉
え
る
浦
田
義
和
は
、
そ
の
内

容
を
検
討
し
た
後
に
、《
徳
永
は
、「
文
学
」
を
ど
こ
か
に
封
印
し
、「
現
実

主
義
」
的
対
応
と
し
て
、
批
判
精
神
に
欠
け
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
を
も

の
し
た
》、《
い
ず
れ
に
し
て
も
、
徳
永
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
観
は
、
揺
れ
な

が
ら
も
国
策
文
学
に
近
づ
い（

１０
）た》
と
、
旧
来
の
評
価
パ
タ
ー
ン
を
な
ぞ
っ
て

い
く
。
岩
渕
剛
に
よ
る
次
の
指
摘
も
、
同
様
の
評
価
と
い
え
よ
う
。

開
拓
団
の
実
態
を
暗
示
さ
せ
る
表
現
は
そ
こ
か
し
こ
に
み
ら
れ
る
の
だ

が
、
表
現
か
ら
実
態
を
読
み
取
る
に
は
、
相
当
事
情
に
通
じ
て
い
な
け

れ
ば
む
ず
か
し
い
。
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
読
者
に
は
、
表
面
的
な
姿

し
か
映
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
時
流
へ
の
〈
抵
抗
〉
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
徳
永
が
そ
う
い
う
状
況
に
陥
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
戦
時
下
の
彼
の
動
向
を
み
る
と
き
に
、
前
提
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な（

１１
）い。

あ
る
い
は
、
最
新
の
研
究
に
お
い
て
安
志
那
は
、
ま
ず
《
満
洲
移
民
の
国

策
文
学
の
多
く
は
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
報
告
文
学
》
だ
と
み
な
さ
れ
、《
国

策
文
学
を
報
告
文
学
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
素
材
の

拡
張
、
基
礎
的
調
査
の
報
告
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
に
結
び
付
く
危
険
を

受
け
入
れ
る
と
同
時
に
、
大
陸
の
現
実
を
描
い
た
文
学
と
し
て
一
定
の
価
値

を
担
保
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
》
と
、
粗
い
編
み
目
か
ら
当
時
の

国
策
文
学
一
般
の
評
価‐

位
置
づ
け
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
作
品
（
名
）
を

主
語
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
「
先
遣
隊
」
の
《
限
界
》
を
指
摘
す
る
。

「
先
遣
隊
」
は
、
屯
墾
病
を
題
材
と
し
て
満
洲
移
民
政
策
の
重
要
な
問

題
で
あ
っ
た
移
民
者
安
定
化
の
解
決
策
を
提
示
す
る
作
品
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
作
品
は
、
屯
墾
病
の
表
象
が
持
つ
様
々
な
問
題
性
、
す
な

わ
ち
日
本
民
族
の
優
秀
性
へ
の
懐
疑
、
満
洲
へ
の
大
量
移
民
送
出
に
対

す
る
民
衆
側
の
抵
抗
感
と
距
離
感
を
描
写
し
な
が
ら
も
、
そ
の
意
味
を

捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
限
界
を
露
呈
す
る
の
で
あ（

１２
）る。

こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
に
つ
い
て
、
本
稿
で

は
、
同
時
代
評
を
中
心
と
し
た
言
説
の
分
析
を
通
じ
て
、
同
時
代
受
容
の
地

平‐

モ
ー
ド
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
先
遣
隊
」
一
作
の
問
題

で
は
な
く
、
同
時
代
の
文
学
場
を
照
ら
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

Ⅱ

国
策
に
よ
る
満
洲
移
民
は
、
当
時
の
文
学
者
に
と
っ
て
は
、
転
向
文
学
、

農
民
文
学
、
報
告
文
学
と
い
っ
た
、
意
味
あ
い‐

角
度
を
異
に
す
る
複
数
の

文
学
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
適�

し�

た�

モ�

チ�

ー�

フ�

と
し
て
目
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
大

陸
開
拓
の
た
め
の
動
機
づ
け
た
ら
ん
と
し
た
開
拓
文
学
が
最
も
直
接
的
な
も

の
で
あ
る
。
事
典
記
述
か
ら
、「
開
拓
文
学
」
の
項
を
引
い
て
お
く
。

文
芸
用
語
。
昭
和
一
四
・
一
月
、「
大
陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
」
が
結
成

さ
れ
た
。
動
機
は
満
州
に
日
本
が
二
○
か
年
計
画
五
百
万
人
の
開
拓
民

を
送
り
、
民
族
協
和
の
理
想
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
国
策
に
協
力

し
、
一
方
従
来
の
狭
少
な
島
国
的
文
学
を
揚
棄
し
た
い
気
持
を
持
っ
た

当
時
三
○
代
の
作
家
を
中
心
と
し
た
。
荒
木
巍
・
伊
藤
整
・
福
田
清
人
・
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田
村
泰
次
郎
・
田
郷
虎
雄
・
湯
浅
克
衛
ら
に
、
行
き
づ
ま
っ
た
内
地
農

村
の
解
決
を
大
陸
に
発
見
し
た
農
民
文
学
者
和
田
伝
・
丸
山
義
二
、
転

向
文
学
者
の
島
木
健
作
・
徳
永
直
も
同
調
し
た
。
拓
務
省
と
の
連
絡
は

拓
相
八
田
嘉
明
の
甥
近
藤
春
雄
が
当
た
り
、
会
長
は
岸
田
国
士
。
会
員

は
し
ば
し
ば
現
地
を
視
察
し
、
一
般
に
大
陸
開
拓
文
学
と
呼
ば
れ
る
作

品
を
発
表
。
和
田
伝
「
大
日
向
村
」
丸
山
義
二
「
庄
内
平
野
」
福
田
清

人
「
日
輪
兵
舎
」
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
島
木
健
作
「
満
洲
紀
行
」
等
が

出
た
。
ま
た
現
地
か
ら
も
青
年
義
勇
隊
員
菅
野
正
男
の
「
土
と
戦
ふ
」

等
が
出
た
。
開
拓
精
神
に
創
造
精
神
と
共
通
性
を
汲
み
新
文
学
の
創
造

を
念
じ
た
が
、
戦
後
は
当
時
の
国
策
便
乗
と
の
批
判
を
受
け（

１３
）た。

な
ら
ば
、
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
に
前
後
す
る
時
期
、
満
州
移
民
の
状
況
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ（

１４
）う。
同
時
代
の
報
告
で
あ
る
、
和
田
日
出

吉
「
満
洲
移
民
の
現
在
と
将
来
」（『
改
造
』
昭
１３
・
１１
）
を
次
に
引
く
。

第
一
次
か
ら
第
七
次
の
先
遣
隊
入
植
を
通
算
し
て
今
年
四
月
三
十
日

現
在
で
そ
の
総
数
は
一
万
一
千
百
七
十
名
に
達
し
て
ゐ
る
。
家
族
招
致

を
な
し
た
集
団
は
、第
一
、第
二
、第
三
次
は
勿
論
に
し
て
第
四
次
（
密

山
線
、
域
子
河
、
吟
達
河
）
第
五
次
（
同
永
安
屯
、
朝
湯
屯
、
黒
豪
、

黒
台
信
濃
）
の
各
部
落
で
あ
る
。
こ
の
外
に
第
六
次
の
数
ヶ
部
落
に
一

部
の
家
族
招
致
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
こ
れ
ら
は
未
だ
集
団
営
農
の
域
を

脱
し
て
は
ゐ
な
い
。
移
民
予
定
地
は
す
べ
て
先
遣
隊
に
よ
つ
て
一
応
の

地
な
ら
し
を
終
つ
て
後
本
隊
の
入
植
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ

の
本
隊
が
入
植
す
る
ま
で
に
は
集
団
家
屋
や
そ
の
他
日
常
生
活
に
必
要

な
る
一
応
の
設
備
は
先
遣
隊
に
よ
つ
て
ほ
ど
こ
さ
れ
て
ゐ
る
。
入
植
当

初
は
集
団
農
法
で
あ
る
共
同
耕
作
、
共
同
収
穫
が
行
は
れ
、
収
穫
物
に

よ
つ
て
得
ら
れ
た
利
益
は
主
と
し
て
病
院
、
学
校
、
種
畜
場
と
云
つ
た

共
同
施
設
費
に
当
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
当
初
各
個
人
の
期
待
し
得
る

収
入
は
些
少
の
日
常
費
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
な
い
訳
で
あ
る
。
共
同
村

建
設
の
試
練
は
先
づ
こ
ゝ
に
初
ま
る
と
云
へ
る
。〔
略
〕
概
し
て
集
団

経
済
か
ら
部
落
経
済
に
分
化
す
る
の
に
二
、
三
年
経
過
し
、
更
に
部
落

耕
作
地
が
各
戸
に
分
割
さ
れ
、
各
戸
が
村
の
構
成
単
位
を
な
す
ま
で
に

一
、
二
年
経
過
し
て
ゐ
る
が
こ
ゝ
に
至
れ
ば
移
民
地
の
第
一
期
建
設
は

終
つ
た
と
云
ふ
べ
く
、移
民
定
著
性
も
い
よ
〳
〵
強
度
の
も
の
と
な
る
。

（
４
〜
５
頁
）

先
遣
隊
の
説
明
も
含
め
て
、
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
に
書
き
こ
ま
れ
た
内
容

と
も
重
な
る
右
の
報
告
は
、
当
時
の
満
洲
の
実
情
を
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
時
期
に
、
小
林
秀
雄
「
満
洲
の
印
象
」（『
改
造
』
昭
１４
・
１
、
２
）
が
発

表
さ
れ
、
満
洲
に
関
す
る
報
告
文
学
な
ど
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
小
林
は
「
満
洲
の
印
象
」（『
改
造
』
昭
１４
・
２
）
に
お
い
て
、

《
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
孫
呉
訓
練
所
と
い
ふ
も
の
を
、
満
洲
拓
殖
公
社

の
山
口
君
の
案
内
》（
２７８
頁
）
で
見
学
し
た
際
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。《
訓

練
所
に
は
山
口
君
か
ら
手
紙
や
電
報
で
再
三
照
会
し
て
、
連
絡
を
頼
ん
で
貰

つ
て
あ
つ
た
が
、駅
を
下
り
る
と
そ
ん
な
様
子
は
さ
つ
ぱ
り
見
え
な
い
》、《
後

で
成
る
程
と
思
つ
た
が
、
訓
練
所
は
そ
れ
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
か
つ
た
》

の
だ
と
い
う
小
林
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
く
。

ト
ラ
ツ
ク
は
無
人
の
野
を
、
十
キ
ロ
も
快
走
し
た
ら
う
か
、
や
が
て

訓
練
所
の
本
部
に
着
い
た
。
夕
暮
は
迫
つ
て
ゐ
た
。
白
い
地
平
線
か
ら
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吹
い
て
来
る
寒
風
に
曝
さ
れ
て
、
一
と
塊
り
の
見

し
い
家
屋
が
並
ん

で
ゐ
る
の
を
見
た
時
、
僕
は
、
千
四
百
人
の
少
年
が
、
こ
ゝ
で
冬
を
過

ご
す
と
は
ど
う
い
ふ
事
で
あ
る
か
を
理
解
し
た
。
そ
れ
は
本
の
統
計
に

も
説
明
に
も
書
い
て
な
い
事
で
あ
つ
た
。
い
や
、
恐
ら
く
幹
部
の
人
達

も
、
此
処
へ
来
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
理
解
し
た
で
あ
ら
う
。
所
長
は
不

在
で
あ
つ
た
が
、
僕
の
会
つ
た
幹
部
の
指
導
者
達
に
、
満
洲
生
活
の
経

験
者
と
呼
ん
で
差
支
へ
な
い
と
感
じ
た
人
を
見
付
け
出
す
事
は
出
来
な

か
つ
た
、
こ
の
新
し
い
仕
事
に
は
、
皆
言
は
ば
素
人
で
あ
つ
た
。（
２７９

頁
）

も
ち
ろ
ん
、
小
林
に
し
て
も
満
洲
の
実
情
を
、
す�

べ�

て�

あ�

り�

の�

ま�

ま�

に�

書
け

た
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
訓
練
所
に
つ
い
て
も
、《
ど
う
し
て
も
や
り
遂
げ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
決
心
し
て
事
に
当
つ
て
ゐ
る
人
間
が
、
仕
事
の
困
難
を
語
り

合
ふ
語
調
に
は
、
極
め
て
複
雑
微
妙
な
も
の
が
あ
る
。
僕
の
ペ
ン
は
、
恐
ら

く
そ
れ
を
合
せ
描
き
得
な
い
》（
２８１
頁
）
と
書
き
つ
け
て
、
敬
意‐

節
度
に

よ
っ
て
、
そ
の
実
情
を
〝
空
白
〞
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
埋
め
こ
む
の
だ
。

同
時
代
評
に
お
い
て
「
満
洲
の
印
象
」
は
好
評
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
比
し

て
、
過
酷
な
現
実
や
負
の
歴
史
も
書
き
こ
み
な
が
ら
も
、
つ
い
に
、
満
洲
へ

の
移
民
を
推
奨
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
書
い
た
「
先
遣
隊
」
は
、
否
定
的
な
事

象
を
〝
空
白
〞
に
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
国
策
宣
撫
と
化
し
て
い
く
。

あ
る
い
は
、《
満
洲
の
移
住
地
に
入
つ
て
ゐ
る
と
、
自
分
の
居
る
の
が
満

洲
国
だ
と
い
ふ
事
を
ふ
と
忘
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。そ
こ
に
あ
る
生
活
は
、

日
本
人
が
伝
統
か
ら
脱
け
出
し
て
作
つ
た
日
本
だ
け
の
生
活
だ
》
と
「
槍
騎

兵

満
洲
の
印
象
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
１４
・
６
・
２１
）
を
書
き
お
こ
す

伊
藤
整
は
、
希
望
に
み
ち
た
満
洲
の
様
子
を
次
の
よ
う
書
い
て
い
る
。

自
分
等
の
考
で
や
つ
て
見
る
と
い
ふ
観
念
が
い
た
る
所
で
移
住
民
に
生

き
甲
斐
を
感
じ
さ
せ
て
ゐ
る
。日
本
人
が
こ
の
数
十
年
来
夢
想
し
た
り
、

実
践
し
か
け
た
り
、
論
争
し
た
り
し
た
様
々
な
夢
が
、
こ
と
ご
と
く
満

洲
の
各
地
で
，
卵
か
ら
か
へ
つ
た
ば
か
り
の
雛
鶏
の
や
う
な
美
し
さ

で
、
見
る
も
の
を
は
ら
は
ら
さ
せ
な
が
ら
歩
き
ま
は
つ
て
ゐ
る
。（
７

面
）

こ
う
し
た
満
洲
へ
の
注
目
は
、《
最
近
、
内
地
の
文
学
者
の
な
か
に
も
、

満
洲
を
志
す
者
が
多
く
な
つ
た
》
と
現
状
を
紹
介
す
る
無
署
名
「
新
潮
評

論
」（『
新
潮
』
昭
１４
・
４
）
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
同
文
で
は
、《
そ
れ

ら
の
作
家
》
が
、《
拓
殖
文
学
を
目
指
し
て
、
内
地
の
農
民
生
活
と
の
関
連

の
上
に
、
満
洲
を
採
入
れ
よ
う
と
し
た
り
、
単
に
満
洲
だ
け
を
舞
台
と
し
て
、

拓
植
移
民
の
生
活
を
描
か
う
と
し
た
り
し
て
ゐ
る
》
様
子
を
紹
介
し
て
い

る
。
曰
く
、《
満
洲
人
の
生
活
、
満
洲
在
住
民
の
生
活
、
あ
ら
ゆ
る
満
洲
の

社
会
が
、
そ
の
な
か
に
包
括
さ
れ
る
》
と
し
た
上
で
、《
筆
者
は
、
さ
う
い

ふ
満
洲
文
学
の
誕
生
を
待
望
し
て
ゐ
る
》（
１０
頁
）
と
現
地
文
学
に
期
待
を

よ
せ
て
、
さ
ら
に
、《
満
洲
が
新
し
い
文
学
の
苗
圃
と
し
て
、
漸
く
文
学
者

の
間
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ツ
プ
さ
れ
て
来
た
こ
と
だ
け
は
見

せ
な
い
》（
１１

頁
）
と
付
言
し
て
い
た
。
文
芸
誌
に
お
い
て
も
、
伊
藤
整
・
村
山
知
義
・
今

日
出
海
「
朝
鮮
・
満
洲
を
巡
り
て
」（『
文
学
界
』
昭
１４
・
９
）
あ
た
り
を
皮

切
り
に
満
洲
（
文
学
）
へ
の
興
味
関
心
が
持
続
的
に
記
事
化
さ
れ
て
い
く
よ

う
に
な
り
、
単
行
本
で
は
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』（
創
元
社
、
昭
１５
）
が

話
題
に
な
る
な
ど
、
満
洲
は
文
学
者
に
と
っ
て
も
重
要
性
を
増
し
て
い
く
。
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Ⅲ

本
節
で
は
、
満
州
移
民
を
め
ぐ
る
前
節
の
議
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
初

出
「
先
遣
隊
」（『
改
造
』
昭
１４
・
２
）
同
時
代
受
容
の
地
平‐

モ
ー
ド
に
つ

い
て
、
同
時
代
評
の
調
査‐

分
析
を
通
じ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

日
中
戦
争
開
戦
か
ら
一
年
半
と
い
う
の
が
そ
の
時
機
だ
っ
た
の
か
、
文
学

場
で
は
、
以
後
昭
和
一
〇
年
代
に
問
題
化
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
、
あ�

る�

モ�

チ�

ー�

フ�

が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
中
村
武
羅
夫
「
文
芸
時
評
（
３
）
際
物
文

学
の
氾
濫
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
１４
・
１
・
３１
）
を
次
に
引
く
。

戦
争
文
学
が
現
は
れ
る
と
か
、
現
は
れ
な
い
と
か
い
ふ
こ
と
が
、
ひ

と
頃
問
題
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
一
度
、
火
野
葦
平
氏
の
「
麦
と
兵
隊
」

が
現
は
れ
る
や
忽
ち
戦
争
文
学
は
、
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
氾
濫
し

た
。殊

に
昨
年
の
夏
、
大
量
の
文
学
者
が
中
支
戦
線
に
送
ら
れ
て
以
来
と

い
ふ
も
の
は
、
従
軍
記
や
、
創
作
や
、
文
学
者
の
書
い
た
戦
争
に
関
す

る
記
事
や
、
現
地
報
告
の
類
ひ
が
、
ま
す
〳
〵
盛
ん
に
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
賑
は
し
て
ゐ
る
。
読
者
も
、
ち
よ
つ
と
食
傷
の
形
で
は
な
い
か
と

思
ふ
。

二
月
号
の
雑
誌
に
も
、「
戦
争
」
や
、「
従
軍
」
や
「
大
陸
」
を
取
扱

つ
た
り
、
そ
れ
に
触
れ
て
ゐ
る
作
品
の
数
が
、
創
作
だ
け
に
限
つ
て
見

て
も
、
大
分
あ
る
。
尾
崎
士
郎
氏
の
「
あ
る
従
軍
部
隊
」（
中
央
公
論
）、

日
比
野
士
朗
氏
の
「
呉
淞
ク
リ
ー
ク
」（
中
央
公
論
）、
徳
永
直
氏
の

「
先
遣
隊
」（
改
造
）、
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
創
作
と
は
言
へ
な
い
け
れ

ど
も
創
作
に
近
い
感
銘
の
も
の
で
、
火
野
葦
平
氏
の
「
東
莞
行
」（
改

造
）、
大
江
賢
次
氏
の
「
乱
雲
」（
文
学
界
）、
井
上
友
一
郎
氏
の
「
従

軍
日
記
」（
文
学
者
）
な
ど
、
す
べ
て
「
戦
争
」
や
、「
従
軍
」
や
「
大

陸
」
を
、
直
接
取
扱
つ
て
ゐ
る
作
品
で
あ
る
。（
５
面
）

こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
時
局
も
の
が
次
々
続
々
と
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
日
中
戦
争
開
戦
以
後
的
と
称
す
べ
き
《「
戦
争
」
や
、「
従
軍
」
や
「
大

陸
」》
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
群
が
目
立
ち
は
じ
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
淺
見
淵
は
、「
文
芸
時
評
（
１
）
騒
々
し
さ
の

反
省
」（『
信
濃
毎
日
新
聞
』
昭
１４
・
２
・
２
）
に
お
い
て
、《
国
策
》
と
い

う
評
言
を
用
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。

こ
の
頃
の
文
壇
で
目
立
つ
現
象
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
第
一
に
戦
争

小
説
の
氾
濫
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
大
陸
小
説
だ
。
ま
た
生
産
小
説
だ
。

こ
れ
は
銃
後
の
農
村
や
工
場
を
取
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
づ
れ
も
国
策
の
線
に
沿
つ
て
描
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は

同
じ
で
あ
る
。
謂
ふ
と
こ
ろ
の
政
治
主
義
に
依
つ
て
ゐ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
現
象
の
原
因
を
、《
知
識
階
級
大
衆
の
最
大
の
関
心

が
事
変
や
大
陸
な
り
に
牽
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
、
む
し
ろ
益
々
栄
え
て

行
く
に
違
ひ
な
い
と
想
像
さ
れ
る
》
と
捉
え
る
淺
見
は
、《
そ
れ
は
必
然
で

仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
》
と
否
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も

淺
見
は
、《
現
在
の
政
治
主
義
の
作
品
に
在
る
騒
々
し
さ
、
つ
ま
り
、
か
つ

て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
品
に
在
つ
た
と
同
じ
公
式
主
義
、
主
観
の
投
影

の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
ゐ
る
実
感
味
の
空
疎
、
そ
れ
か
ら
浮
薄
さ
と
行
く
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の
で
は
な
い
か
》
と
い
う
判
断‐

見
通
し
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

現
在
こ
の
傾
向
の
作
品
で
は
反
つ
て
正
確
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
の
方
に

文
学
的
魅
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
例
へ
ば
本
当
の
大
陸
文
学
が
生

ま
れ
る
に
し
て
も
、
作
者
が
大
陸
に
腰
を
据
ゑ
大
陸
の
特
異
性
に
同
化

し
た
暁
に
生
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
長
い
眼
で
見
る
し
か
仕
方
が
な
い
の

だ
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
本
物
の
作
品
が
生
れ
た
な
ら
ば
、
今
日
横
行

マ

マ

し
て
ゐ
る
贋
物
は
忽
ち
霧
散
し
て
し
ま
ふ
に
違
ひ
な
い
（
６
面
）

モ
チ
ー
フ
と
作
者
（
の
主
観
）
と
の
乖
離
を
難
じ
る
淺
見
は
、
そ
う
で
は

な
く
、
作
者
が
モ
チ
ー
フ
に
じ
っ
く
り
向
き
あ
っ
た
末
に
到
達
し
得
る
《
本

物
の
作
品
》
の
誕
生
を
望
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

「
先
遣
隊
」
に
お
い
て
モ
チ
ー
フ
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代

評
の
多
く
が
「
先
駆
移
民
」
を
引
例
し
て
い
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

《
改
造
の
先
遣
隊
徳
永
直
は
湯
淺
氏
以
来
の
移
民
文
学
》
だ
と
紹
介
す
る

「
文
芸
時
評
」（『
文
学
者
』
昭
１４
・
３
）
の
田
邊
茂
一
は
、《
前
線
の
困
苦

欠
乏
、
施
設
事
情
等
が
具
さ
に
語
ら
れ
、
移
民
者
の
不
安
の
心
理
が
細
か
く

書
か
れ
て
ゐ
る
力
作
》
だ
と
「
先
遣
隊
」
を
評
価
し
な
が
ら
も
、《
な
ほ
一

歩
、
徳
永
氏
の
や
う
な
作
家
に
こ
そ
、
こ
の
現
実
を
理
想
の
抱
合
し
た
、
東

亜
の
運
命
へ
の
烈
々
の
火
を
吐
い
て
と
、
云
ふ
期
待
を
も
つ
た
》（
１５９
頁
）

と
、よ
り
力
強
い
国
策
的
宣
撫
が
望
ま
れ
も
し
た
。こ
う
し
た
方
向
性
で
「
先

遣
隊
」
を
高
く
評
価
し
た
の
は
、「
文
芸
時
評
（
４
）
政
府
各
機
関
と
文
壇

の
連
繋
」（『
読
売
新
聞
』
昭
１４
・
２
・
８
夕
）
の
武
田
麟
太
郎
で
、《
徳
永

直
氏
の
「
先
遣
隊
」
を
読
ん
で
、
今
年
度
の
「
国
民
文
学
賞
」
は
こ
れ
に
与

へ
ら
れ
る
べ
し
だ
と
の
意
見
を
持
つ
た
》
と
絶
賛
す
る
ば
か
り
で
な
く
、《
所

謂
国
民
文
学
の
う
ち
に
は
当
然
「
先
遣
隊
」
な
ぞ
の
大
陸
も
の
も
含
め
る
べ

し
と
、
こ
こ
で
敢
て
云
ふ
ま
で
も
な
い
か
も
知
れ
ぬ
》（
２
面
）
と
、
国
民

文
学
か
ら
《
大
陸
も
の
》
が
も
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
付
言
ま
で
し
て
い

る
。
高
見
順
は
「
文
芸
時
評
（
４
）
筋
と
描
写
」（『
中
外
商
業
新
報
』
昭

１４
・
２
・
３
）
で
「
先
遣
隊
」
に
ふ
れ
て
、《
満
洲
移
民
を
取
扱
つ
た
も
の
》

と
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
確
認
し
た
上
で
、《
同
じ
満
洲
移
民
を
取
扱
つ
た
湯
淺

克
衛
氏
の
「
先
駆
移
民
」
が
ひ
ど
く
手
薄
の
粗
製
品
で
そ
れ
と
比
べ
ら
れ
る

せ
ゐ
も
あ
つ
て
か
重
厚
な
感
じ
》（
５
面
）
だ
と
高
く
評
価
し
た
。
逆
に
、

神
田
鵜
平
「
創
作
時
評
」（『
新
潮
』
昭
１４
・
３
）
で
「
先
遣
隊
」
は
、《
力

作
に
も
拘
ら
ず
、
失
敗
》
と
評
さ
れ
、
そ
の
根
拠
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

湯
淺
克
衛
の
「
先
駆
移
民
」
と
お
な
じ
や
う
な
弱
点
を
持
つ
て
ゐ
る
。

満
洲
を
書
く
と
、ど
う
し
て
小
説
的
な
嘘
が
浮
き
あ
が
つ
て
来
る
の
か
。

ち
よ
つ
と
ぐ
ら
ゐ
で
は
、
作
家
は
満
洲
の
土
か
ら
真
実
を
摑
み
と
る
こ

と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
か
。（
１１３
頁
）

こ
こ
で
も
、
モ
チ
ー
フ
と
作
者
（
の
主
観
）
と
の
乖
離
が
難
じ
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
く
、
つ
ま
り
は
「
先
駆
移
民
」
と
の
比
較
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
同
時
代
受
容
の
パ
タ
ー
ン
は
相
似
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

中
村
武
羅
夫
「
文
芸
時
評
（
５
）
徒
ら
に
長
い
も
の
」（『
東
京
日
日
新
聞
』

昭
１４
・
２
・
２
）
の
よ
う
に
、《「
先
遣
隊
」
な
ど
で
も
、
構
成
の
上
に
も
、

表
現
の
上
に
も
、
も
つ
と
工
夫
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
》（
５
面
）
と
、

単
純
に
小
説
と
し
て
の
巧
拙
を
問
題
化
す
る
同
時
代
評
も
あ
っ
た
。

や
は
り
《
満
洲
事
変
は
既
に
歴
史
中
の
も
の
と
な
り
、
支
那
事
変
は
第
三

年
目
と
な
つ
て
、
大
陸
或
は
戦
争
に
関
す
る
作
品
が
多
く
な
つ
た
》
と
、
モ

― 375 ―



チ
ー
フ
に
注
目
す
る
「
文
芸
時
評
（
４
）
大
陸
物
と
事
変
物
」（『
東
京
朝
日

新
聞
』
昭
１４
・
２
・
２
）
の
豊
島
與
志
雄
は
、「
先
遣
隊
」
に
つ
い
て
《
満

洲
移
民
を
取
扱
つ
た
も
の
で
、
最
も
小
説
的
な
構
成
の
も
の
》
だ
と
捉
え
た

上
で
、《
北
満
の
広
漠
た
る
沃
土
を
開
墾
す
る
移
民
村
の
情
景
、
匪
賊
と
の

戦
闘
、
屯
墾
病
と
称
せ
ら
る
ゝ
郷
愁
に
か
ゝ
つ
て
帰
国
す
る
青
年
、
そ
の
青

年
の
再
度
の
奮
起
、
多
く
の
家
族
や
花
嫁
の
渡
満
、
其
他
一
通
り
道
具
が
備

は
つ
て
ゐ
る
》
と
そ
の
内
容
を
要
約
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
一
定
の
評
価
を
示

す
。
た
だ
し
、《
余
り
に
多
く
い
ろ
〳
〵
の
も
の
が
飾
り
立
て
ら
れ
た
故
か
、

ま
た
は
余
り
に
小
説
的
な
構
成
が
な
さ
れ
た
故
か
、
精
神
が
不
在
に
な
つ
て

る
憾
み
が
深
い
》
と
も
い
う
豊
島
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。

北
満
移
民
達
を
愛
し
そ
の
生
活
に
同
感
す
る
こ
と
と
、
移
民
村
の
情

景
を
小
説
的
に
展
示
す
る
事
と
は
、
お
の
づ
か
ら
別
個
の
も
の
で
あ
ら

う
。
小
説
的
展
示
に
於
て
は
、
多
く
の
も
の
が
初
め
か
ら
定
着
さ
れ
て
、

欠
字

生
□
の
気
が
乏
し
く
な
る
。（
７
頁
）

賛
否
両
面
に
お
い
て
類
似
し
た
「
先
遣
隊
」
評
価
を
示
し
た
の
は
、
北
岡

史
郎
「
文
壇
時
評
」（『
若
草
』
昭
１４
・
３
）
で
あ
る
。《
二
月
号
の
創
作
で

は
、
ま
づ
徳
永
直
の
「
先
遣
隊
」（
改
造
）
を
期
待
を
も
つ
て
読
ん
だ
》
と

い
う
北
岡
は
、《
満
蒙
開
拓
の
農
業
移
民
を
描
い
た
も
の
で
、
徳
永
は
北
満

の
奥
地
ま
で
調
査
し
て
き
た
、
言
は
ば
土
産
の
や
う
な
も
の
》
だ
と
期
待
の

根
拠
を
示
す
の
だ
が
、《
二
三
ヶ
月
ま
へ
に
徳
永
は
そ
の
ル
ポ
ル
タ
ア
ヂ
ュ

を
「
大
陸
」
に
発
表
し
て
ゐ
る
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
は
非
常
に
面
白
か
つ
た

が
、
こ
ん
ど
の
創
作
は
あ
ま
り
大
き
な
期
待
を
し
な
い
方
が
よ
か
つ
た
や
う

で
あ
る
》
と
、
読
後
の
否
定
的
な
感
想
に
即
し
て
次
の
問
い
を
示
す
。

こ
れ
よ
り
も
、
ま
へ
の
ル
ポ
ル
タ
ア
ヂ
ュ
の
方
が
遙
か
に
面
白
く
、

感
銘
深
く
、
か
つ
、
こ
の
創
作
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
に
、
農
業
移

民
の
辛
苦
と
希
望
と
の
生
活
図
が
、現
実
の
大
実
感
を
つ
た
へ
て
ゐ
た
。

そ
れ
が
、
な
ぜ
創
作
と
な
る
と
、
一
つ
の
主
題
と
構
成
と
に
苦
心
し
て

表
現
の
形
式
を
与
へ
ら
れ
な
が
ら
感
銘
が
う
す
く
な
る
か
？

こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
（
論
）
と
も
関
わ
ら
せ
た
問
い
に
、《
題
材
本
位
の

も
の
は
、
た
と
ひ
主
題
や
構
成
に
苦
心
を
つ
く
し
て
も
、
そ
の
苦
心
に
、
作

家
の
内
面
生
活
の
思
想
を
も
つ
て
す
る
自
己
吐
露
と
い
ふ
芸
術
家
の
本
質
を

伴
つ
て
ゐ
な
い
》（
６０
頁
）
ゆ
え
だ
と
考
え
る
北
岡
は
、《
文
学
の
本
質
が
自

己
の
思
想
を
も
つ
て
小
宇
宙
を
繰
り
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
と
す
る
建
前

か
ら
言
へ
ば
、
題
材
本
位
の
文
学
は
ル
ポ
ル
タ
ア
ヂ
ュ
と
本
質
論
上
の
区
別

は
な
い
》
と
い
う
論
理
を
介
し
て
、《
其
処
に
、
徳
永
直
の
や
う
な
力
量
と

良
心
の
あ
る
作
家
で
さ
へ
が
、「
先
遣
隊
」
の
や
う
な
題
材
を
と
ら
へ
て
、

こ
れ
を
創
作
に
し
よ
う
と
し
て
苦
心
を
し
な
が
ら
、
し
か
も
創
作
と
し
て
は

中
途
半
端
な
感
銘
の
も
の
に
も
し
て
し
ま
ふ
一
問
題
が
存
す
る
》
と
、
モ
チ

ー
フ
と
作
者
（
の
主
観
）
と
の
乖
離
を
難
じ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
北
岡
は
時

評
文
自
体
が
《
徳
永
直
の
創
作
か
ら
素
朴
な
題
材
本
位
の
文
学
へ
の
批
判
に

な
つ
て
い
つ
た
》
こ
と
を
認
め
、「
先
遣
隊
」
に
つ
い
て
は
《
こ
の
種
の
創

作
と
し
て
は
良
心
的
に
苦
心
し
た
痕
の
感
じ
ら
れ
る
普
通
作
》（
６１
頁
）
だ

と
付
言
し
、
創
作
の
傾
向
に
こ
そ
注
意
を
促
し
て
い
た
。

さ
ら
に
そ
の
変
奏
と
し
て
、
中
本
た
か
子
「
第
一
歩
」
と
徳
永
直
「
先
遣

隊
」
と
を
あ
わ
せ
て
論
じ
た
、立
野
信
之
「
文
芸
時
評
（
２
）
精
神
の
衰
弱
」

（『
都
新
聞
』
昭
１４
・
２
・
３
）
が
あ
る
。《
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
時
局
を
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反
映
し
た
作
品
と
し
て
、
そ
の
真

な
努
力
と
い
ひ
、
相
当
な
力
作
で
あ
る

点
に
於
い
て
、
今
月
号
の
諸
雑
誌
に
現
は
れ
た
作
品
中
で
の
双
璧
》
だ
と
、

ま
ず
立
野
は
作
家
・
作
品
双
方
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
示
す
。
そ
の
上
で

立
野
は
、《
徳
永
も
中
本
も
共
に
生
産
文
学
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
ゐ
る
作

家
》
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
な
が
ら
、《
作
品
に
も
、
そ
れ
ら
し
い
、
同
じ
や

う
な
手
堅
い
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
を
以
て
、
時
局
的
な
そ
れ
故
に
問
題
的

な
題
材
と
四
つ
に
組
ん
で
ゐ
る
努
力
は
、
充
分
尊
敬
に
値
す
る
》
こ
と
を
認

め
た
上
で
、《
だ
が
、
そ
の
ま
と
も
な
努
力
が
、
ま
と
も
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
何
処
か
に
無
理
や
り
に
自
己
の
才
能
を
、
時
局
的
な
も
の
、
国
策
的
な

も
の
に
押
込
ま
う
と
し
て
ゐ
る
空
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
あ
な
が
ち

才
能
の
せ�

ゐ�

ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
》
と
判
じ
て
、
や
は
り
モ
チ
ー
フ
と
作

者
（
の
主
観
）
と
の
乖
離
が
、
次
の
よ
う
に
難
じ
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
二
作
家
は
、
共
に
思
想
に
躓
い
た
作
家
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ

け
時
局
的
な
も
の
と
取
組
む
こ
と
の
中
に
、
自
己
の
思
想
的
な
生
き
方

を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
が
一
篇
の
作
家
的
モ

チ
ー
フ
と
な
つ
て
生
か
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、『
第
一
歩
』
で
は
そ
れ
が

観
念
的
な
焦
り
過
ぎ
と
な
つ
て
現
は
れ
、『
先
遣
隊
』
で
は
、
巧
み
な

作
為
の
中
に
見
失
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
共
に
遺
憾
で
あ
る
。（
１
面
）

い
ず
れ
の
同
時
代
評
で
も
、
モ
チ
ー
フ
に
取
り
組
む
積
極
性
、
そ
の
帰
結

と
し
て
の
作
品
の
出
来
に
は
一
定
の
評
価
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
、
モ
チ
ー
フ

と
作
者
（
の
主
観
）
と
の
乖
離
、
あ
る
い
は
、
国
策
た
る
モ
チ
ー
フ
の
み
が

先
行
し
て
、
作
家
の
主
観
が
十�

分�

に�

及�

ん�

で�

い�

な�

い�

こ
と
が
露
呈
さ
れ
た
作

品
と
し
て
「
先
遣
隊
」
は
批
判
さ
れ
て
い
た
。
一
言
で
い
え
ば
、《
ま
だ
身

に
つ
か
ぬ
題
材
を
持
て
余
し
た
》（
立
野
信
之
「
文
芸
時
評
（
３
）
作
家
と

作
風
」、『
都
新
聞
』
昭
１４
・
２
・
４
、
１
面
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
同
時
代
受
容
の
地
平‐

モ
ー
ド
の
特
徴
的
な
一
面
は
、
亀
井
勝

一
郎
「
ハ
ム
レ
ツ
ト
と
兵
隊
―
―
文
芸
時
評
―
―
」（『
文
学
界
』
昭
１４
・
３
）

に
よ
く
集
約
さ
れ
て
い
る
。《
徳
永
直
氏
の
「
先
遣
隊
」（
改
造
）
と
中
本
た

か
子
氏
の
「
第
一
歩
」（
文
学
界
）
を
読
み
な
が
ら
、
氏
ら
は
果
し
て
転
向

作
家
か
と
い
ふ
逆
説
め
い
た
疑
問
が
再
び
念
頭
に
浮
ん
だ
》（
１５４
頁
）
と
い

う
問
い
を
提
示
す
る
亀
井
は
、《「
先
遣
隊
」
は
建
設
途
上
に
あ
る
満
洲
移
民

の
刻
苦
の
姿
を
、「
第
一
歩
」
は
銃
後
農
村
に
お
け
る
下
層
婦
人
の
活
動
を

描
い
て
ゐ
る
》
と
両
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
確
認
し
、《
こ
の
素
材
に
私
は
何

ら
の
異
議
を
も
た
な
い
》
と
し
な
が
ら
《
し
か
し
こ
の
素
材
を
見
据
え
た
眼

は
、
作
家
の
眼
で
は
な
く
政
治
的
与
論
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
、
私
の

不
満
が
あ
る
》
と
論
を
進
め
る
。《
こ
の
失
敗
は
作
家
と
し
て
の
失
敗
と
い

ふ
よ
り
は
、
も
う
少
し
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
》
と
判
じ
る
亀
井

は
、《
嘗
て
左
翼
だ
つ
た
者
が
、
日
本
へ
の
忠
誠
を
誓
ひ
、
国
策
の
基
本
に

沿
ふ
こ
と
は
た
し
か
に
「
転
向
」》
で
あ
る
が
、《
徳
永
氏
も
中
本
氏
も
、
山

田
清
三
郎
氏
も
、
政
治
的
転
向
を
直
ち
に
芸
術
的
転
向
と
早
合
点
し
た
と
こ

ろ
に
根
本
的
錯
誤
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
》（
１５５
頁
）
と
、転
向
（
認

識
）
に
疑
義
を
呈
し
て
い
く
。《
立
場
は
日
本
主
義
で
、
表
現
方
法
は
い
ま

ま
で
と
ほ
り
と
い
ふ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
》
と
述
べ
る
亀
井
は
、《
何
か
の
権

威
、
何
か
の
政
治
現
象
に
支
柱
を
求
め
ず
し
て
は
安
心
出
来
ぬ
と
い
ふ
、
さ

う
し
た
根
性
を
叩
き
直
す
の
が
転
向
》
で
、《
従
つ
て
芸
術
の
上
で
云
ふ
な

ら
ば
、
転
向
な
ど
と
い
ふ
現
象
は
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
若
し

あ
る
と
す
れ
ば
奇
蹟
》
で
あ
り
、《
作
家
に
と
つ
て
の
奇
蹟
と
は
、
畢
寛
作

品
を
通
じ
て
の
精
神
の
冒
険
で
あ
り
賭
以
外
に
な
い
》（
１５５
〜
１５６
頁
）
と
し
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て
、
次
の
よ
う
に
持
論
を
進
め
る
。

徳
永
氏
の
「
先
遣
隊
」
も
或
る
意
味
で
は
賭
と
い
へ
る
だ
ら
う
。が
、

是
は
絶
対
確
実
な
賭
で
、
一
円
出
せ
ば
一
円
戻
つ
て
く
る
、
下
手
を
や

つ
て
も
九
十
七
銭
は
戻
つ
て
き
て
結
局
損
失
は
三
銭
だ
と
い
ふ
や
う
な

至
極
安
全
な
計
算
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
現
代

は
芸
術
に
驚
く
よ
り
も
事
実
に
驚
き
易
い
時
代
だ
。
ま
し
て
そ
の
事
実

が
国
政
の
名
に
よ
つ
て
支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
き
、
こ
れ
を
直
ち
に
創
造

の
動
磯
た
ら
し
め
る
こ
と
は
作
家
の
純
粋
と
は
い
へ
な
い
。
私
は
偶
々

徳
永
中
本
両
氏
を
の
み
責
め
る
結
果
に
な
つ
た
が
、
実
は
銃
後
の
所
謂

生
産
文
学
者
に
対
し
て
も
同
様
の
感
想
を
も
つ
者
で
あ
る
。（
１５６
頁
）

亀
井
評
は
、「
先
遣
隊
」
評
の
中
で
最
も
厳
し
く
、
転
向
し
た
作
家
主
体

と
、
国
策
で
あ
る
満
洲
移
民
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
関
係
を
問
う
た
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
厳
密
に
捉
え
ず
と
も
、
無
署
名
「
改
造
」

（『
三
田
文
学
』
昭
１４
・
３
）
に
示
さ
れ
た
通
り
、《
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

拘
は
ら
ず
、
も
し
「
植
民
文
学
」
な
ど
と
い
ふ
も
の
が
設
定
さ
れ
る
と
す
れ

ば
「
先
遣
隊
」
は
先
づ
真
先
に
役
人
の
眼
を
魅
く
に
相
違
な
い
》。そ
う
思
っ

て
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
浮
上
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

国
策
文
学
と
い
ふ
の
も
お
か
し
な
言
葉
で
、
結
果
と
動
機
が
混
用
さ

れ
て
ゐ
る
た
め
、
作
家
の
ヒ
ン
シ
ユ
ク
を
買
ふ
ら
し
い
が
、
但
し
こ
こ

で
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
文
学
は
結
果
と
し
て
国
策
に
副
は
な
か

つ
た
と
こ
ろ
で
い
け
な
い
と
は
絶
対
に
云
ひ
得
な
い
や
う
に
、
ま
た
国

策
に
寄
与
し
た
た
め
純
粋
性
を
保
ち
得
な
い
と
い
ふ
軽
蔑
も
小
児
病
的

マ
マ

で
お
か
し
い
／
唯
、
厭
な
の
は
規
定
さ
れ
た
□
国
策
の
な
か
で
か
く
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
倫
理
を
演
繹
し
た
イ
ー
ヂ
イ
な
文
学
が
所
謂
、
国
策
文

学
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
徳
永
直
の
「
先
遣
隊
」
も
そ
の
類

を
免
れ
得
な
か
つ
た
こ
と
は
甚
だ
残
念
。（
１７
頁
）

こ
う
し
た
否
定
的
な
評
価
の
一
方
で
、
か�

つ�

て�

の�

徳�

永�

直�

の�

相�

貌�

を
彷
彿

と
さ
せ
な
が
ら
、「
先
遣
隊
」
を
積
極
的
に
評
価
し
た
の
は
岡
澤
秀
虎
で
あ

る
。
岡
澤
は
「
時
評

総
合
的
様
式
へ
の
動
き
」（『
日
本
学
藝
新
聞
』
昭

１４
・
３
・
５
）
で
、《
文
芸
の
社
会
性
乃
至
大
衆
性
が
こ
の
十
年
来
何
度
要

望
さ
れ
、
何
度
立
消
へ
に
終
つ
た
や
う
に
見
え
た
こ
と
だ
ら
う
！

だ
が
そ

れ
は
決
し
て
消
え
去
つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
歴
史
的
必
然
の
要
求

で
あ
つ
た
こ
と
を
、
今
こ
そ
明
確
に
、
力
強
く
日
本
の
文
芸
が
示
し
始
め
て

ゐ
る
》
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
託
さ
れ
て
い
た
社
会（

１５
）性の
回
帰
を
、
こ

の
時
期
に
顕
在
化
し
た
モ
チ
ー
フ
に
見
出
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。

マ

マ

近
代
の
集
団
主
義
が
、
末
期
個
人
主
義
の
行
き
づ
り
（
近
代
ニ
ヒ
ル
）

に
代
つ
て
、
個
人
と
社
会
集
団
と
の
全
的
調
和
を
実
現
せ
ん
と
す
る
意

欲
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
従
つ
て
集
団
主
義
的
素
質

に
立
つ
文
芸
が
、
今
や
大
な
る
大
衆
性
（
客
観
的
真
実
）
を
生
成
し
つ

つ
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
徳
永
直
や
伊
藤
永
之
介
等
の
作
品
が
そ

れ
で
あ
る
。
伊
藤
氏
の
場
合
に
は
そ
れ
が
愛�

情�

人�

的
集
団
主
義
の
文
芸

で
あ
る
点
を
、
徳
永
氏
の
場
合
は
そ
の
私
小
説
が
社
会
小
説
と
一
致
す

る
も
の
で
あ
る
点
を
、
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

殊
に
徳
永
氏
の
近
作
『
先
遣
隊
』
は
、
新
た
な
る
集�

団�

的�

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
３
面
）
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こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
先
遣
隊
と
し
て
活
動
す
る
（
個
人
で
は
な

く
）
集
団
を
描
い
た
「
先
遣
隊
」
は
、（
右
派
的
な
国
策
と
は
正
反
対
の
）

社
会
性
と
大
衆
性
を
も
っ
た
、大
衆
的
な
国
民
文
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
文
芸
時
評
―
―
二
月
の
小
説
―
―
」（『
早
稲
田
文
学
』
昭
１４
・
３
）
に
お

い
て
も
《
労
働
階
級
出
身
の
作
家
に
よ
つ
て
第
一
に
、
立
派
な
満
洲
移
民
の

生
活
真
実
が
描
か
れ
た
と
い
ふ
画
期
的
意
義
を
個
人
主
義
作
家
は
銘
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
》
と
「
先
遣
隊
」
を
特
筆
す
る
岡
澤
は
、《
こ
れ
は
機
械
的

に
つ
く
ら
れ
た
所
謂
「
国
策
小
説
」
で
は
な
く
、立
派
な
集
団
主
義
的
文
芸
》

だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。さ
ら
に
、モ
チ
ー
フ
を
同
じ
く
す
る
湯
淺
克
衛
「
先

駆
移
民
」
と
の
比
較
に
及
び
、《
そ
の
点
で
「
先
駆
移
民
」
よ
り
は
遙
か
に

深
い
本
質
的
な
根
を
持
つ
て
ゐ
る
》、《「
先
駆
移
民
」
の
欠
点
が
集
団
主
義

文
芸
の
欠
点
で
は
な
く
、
個
人
主
義
文
芸
の
過
渡
形
態
が
示
す
欠
点
で
あ
る

こ
と
を
、
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
》
だ
と
両
者
の
評
価
を
明
示
し
た
上
で
、

「
先
遣
隊
」
に
つ
い
て
《
新
し
い
集
団
叙
事
詩
で
あ
り
、
集�

団�

生�

活�

の�

全�

体�

的
真
実
が
充
分
出
て
ゐ
る
》（
６７
頁
）
と
、
絶
賛
し
て
い
る
。

以
上
を
総
じ
て
、
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
が
そ
の
発
表‐

受
容
を
へ
て
同
時

代
の
文
学
場
に
も
た
ら
し
た
意
義
を
ま
と
め
て
お
く
。
第
一
に
、「
先
遣
隊
」

は
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
ほ
か
の
小
説
群
と
あ
わ
せ
て
、
戦
争
や
大
陸
と

い
う
時
局
的
要
素
の
濃
い
モ
チ
ー
フ
を
と
り
あ
げ
た
作
品
と
し
て
注
目
を
集

め
、
ま
た
、
同
作
も
そ
う
し
た
傾
向
の
一
翼
を
担
っ
た
。
第
二
に
、
満
洲
移

民
（
国
策
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
小
説
と
し
て
、「
先
駆
移
民
」
と
の
比
較

を
含
め
、
そ
の
内
容
・
技
巧
が
批
評
さ
れ
た
。
第
三
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
、
転
向
と
い
う
徳
永
直
の
経
歴
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
文
学
者

が
満
洲
移
民
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
小
説
化
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
モ
チ
ー
フ

と
作
者
（
の
主
観
）
の
距
離
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
に
は
批
判
的
な
論
及
が

重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
評
価‐

観
点
は
、
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
に

対
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
昭
和
一
四
年
の
文
学
場
に
お
け
る
同
時
代

受
容
の
地
平‐

モ
ー
ド
の
規
則
を
照
ら
し
だ
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

Ⅳ

本
節
で
は
、前
節
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
、モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
満
洲
（
移

民
）
に
関
す
る
昭
和
一
〇
年
代
文
学
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
展
望
し
て
お
く
。

昭
和
一
〇
年
代
後
半
に
も
、大
陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
を
中
心
に
大
陸
（
満
洲
）

を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
は
書
き
つ
が
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
戦
時
下
に
そ

の
社
会
的
有
用
性
を
承
認
さ
れ
に
く
い
文
学
者
に
と
っ
て
、
国
策
的
な
モ
チ

ー
フ
を
と
り
あ
げ
た
作
品
の
執
筆
が
、
明
示
的
な
社
会
的
意
義
を
も
つ
と
い

う
こ
と
が
大
き
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
昭
和
戦
前
期
の
文
学
史
か
ら
み
れ
ば
、

大
陸
文
芸
懇
話
会
に
関
わ
っ
た
福
田
清
人
『
大
陸
開
拓
と
文
学
』（
満
洲
移

住
協
会
、
昭
１７
）
を
対
象
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
可
能
で
あ
る
。

福
田
清
人
の
『
大
陸
開
拓
と
文
学
』
は
、
明
ら
か
に
〝
国
策
〞
と
し

て
の
「
大
陸
開
拓
」
に
対
す
る
文
学
の
側
の
阿
世
の
文
章
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
少
し
も
文
学
的
な
テ
ー
マ
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
伝
統
、
国
民
、
大
衆
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
近
代
文

学
の
あ
ま
り
に
も
西
欧
直
輸
入
的
な
、
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
、
芸
術
至

上
主
義
的
な
面
に
対
し
て
の
強
力
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
た
り
え
て
い
た
。

そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
流
行
と
転
向
文
学
を
経
て
、「
大
陸
開

拓
文
学
」
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
な
道
筋
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だ
っ
た
と
い
え（

１６
）る。

同
時
代
に
お
い
て
批
判
さ
れ
た
と
し
て
も
、
徳
永
直
「
先
遣
隊
」
に
も
托

さ
れ
て
い
た
右
の
よ
う
な
意
義
も
ま
た
、
大
陸
開
拓
文
学
に
よ
る
、
歴
史
的

な
文
学
活
動
（
の
一
端
）
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
う
し
た
中
、大
陸
文
化
振
興
会
の
幹
事
を
つ
と
め
て
い
た
近
藤
春
雄
は
、

『
大
陸
日
本
の
文
化
構
想
』（
敞
文
館
、
昭
１８
）
を
ま
と
め
、
そ
の
「
後
記
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
た
。

昭
和
十
二
年
の
初
夏
、
私
は
官
命
に
よ
つ
て
欧
米
各
国
に
赴
き
主
に

独
逸
に
駐
在
し
て
文
化
政
策
と
文
化
事
業
を
調
査
し
併
せ
て
青
年
運
動

を
も
研
究
し
て
帰
つ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
に
先
立
つ
て
特

に
再
度
満
洲
国
を
視
察
し
て
そ
の
躍
進
的
建
設
の
実
相
を
見
極
め
て
行

つ
た
こ
と
が
日
本
人
と
し
て
の
自
信
と
矜
恃
と
を
ど
の
位
力
強
く
植
ゑ

つ
け
て
く
れ
た
こ
と
か
、
我
が
民
族
の
指
導
的
能
力
の
優
秀
性
に
つ
い

て
は
他
の
い
か
な
る
外
国
人
も
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
を
確
信

す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
主
と
し
て
政
治
建
設
、
経
済
建
設
、
産
業
建
設
に

つ
い
て
当
時
の
現
状
を
規
準
に
考
へ
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
文
化
建
設
に

つ
い
て
は
尚
ほ
未
だ
し
の
感
が
あ
つ
た
こ
と
は
争
へ
な
い
事
実
で
あ
つ

た
。こ

の
こ
と
か
ら
、
私
は
大
陸
文
化
と
い
ふ
こ
と
を
よ
り
真
剣
に
実
際

的
に
考
へ
る
や
う
に
な
り
、
同
志
と
共
に
大
陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
を
創

設
し
た
り
し
て
、
そ
の
実
践
運
動
の
一
翼
に
参
す
る
や
う
に
な
つ
た
の

で
あ
る
。（
２９０
〜
２９１
頁
）

つ
ま
り
、
こ
こ
に
明
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
満
洲
移
民
（
国
策
）
と
は
広
義

の
文
化
工
作
に
関
わ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
文
学
作
品
も
、

高
い
社
会
的
意
義
を
担
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
ら
戦
後
に
国
策
順
応
と
い
っ

た
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
戦
時
下
で
あ
る
昭
和
一
〇
年

代
と
い
う
歴
史
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
（
転
向
者
も
含
め
た
）
文
学
者

に
と
っ
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
徳
永
直
と
は
、「
先

遣
隊
」
を
書
い
た
と
い
う
事
実
に
お
い
て
す
ら
、
時
代
に
誠
実
に
向
き
あ
っ

た
文
学
者
の
他
で
は
な
く
、
同
時
代
／
戦
後
評
価
の
差
異
も
含
め
て
、
こ
こ

に
は
昭
和
一
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
文
学
場
の
一
面
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

注

（
１
）
徳
永
直
「
い
ま
広
場
へ
出
て
き
た
―
―
自
分
に
即
し
た
回
顧
―
―
」

（『
文
学
界
』
昭
２７
・
１１
）、
９３
頁
。

（
２
）
浦
西
和
彦
「
徳
永
直
」（
日
本
近
代
文
学
館
・
小
田
切
進
編
『
日
本
近

代
文
学
大
事
典
第
二
巻
』
講
談
社
、
昭
５２
）、
４４６
頁
。

（
３
）
岩
渕
剛
「〈
絶
版
声
明
〉
ま
で
の
徳
永
直
」（『
民
主
文
学
』
平
２５
・
８
）、

１４９
頁
。

（
４
）
拙
論
「
研
究
対
象
／
問
題
領
域
と
し
て
の
昭
和
一
〇
年
代
文
学
」（『
阪

大
近
代
文
学
研
究
』
平
３０
・
３
）
参
照
。

（
５
）
拙
論
「
昭
和
一
〇
年
代
を
見
通
し
な
が
ら
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場

を
考
え
る
」（『
日
中
戦
争
開
戦
後
の
文
学
場

報
告
／
芸
術
／
戦
場
』
神

奈
川
大
学
出
版
会
、
平
３０
）
参
照
。

（
６
）
中
村
青
史
「
「先
遣
隊
」
を
め
ぐ
る
徳
富
蘇
峰
と
徳
永
直
」（
西
田
勝
編

『
近
代
日
本
と
「
満
州
国
」』
不
二
出
版
、
平
２６
）
に
は
、《
小
説
よ
り
紀

行
文
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
》（
３７８
頁
）
と
い
う
評
価
が
あ
る
。
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（
７
）
金
川
英
雄
「
満
州
開
拓
団
の
「
屯
墾
病
」
に
つ
い
て
」（『
精
神
医
学
研

究
所
業
績
集
』
平
18
・
２
）
で
は
、《
記
録
に
よ
る
と
個
人
の
内
的
世
界

が
無
気
力
に
な
っ
て
い
く
「
う
つ
型
」
と
、
集
団
で
外
部
へ
向
か
う
「
攻

撃
型
」
と
２
種
類
あ
り
、
当
時
は
両
者
を
ひ
っ
く
る
め
て
屯
墾
病
と
呼
ば

れ
た
》（
１３７
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
若
松
伸
哉
「〈
満
洲
〉
へ
移
さ
れ
る
〈
故
郷
〉
―
―
昭
和
十
年
代
・
大

陸
（
開
拓
）
文
学
と
国
内
文
壇
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
故
郷
〉
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
１９
・
４
）、
４５
頁
、
５１
〜
５２
頁
。

（
９
）
平
野
謙
『
昭
和
文
学
史
』（
筑
摩
書
房
、
昭
３８
）、
２２９
頁
。

（
１０
）
浦
田
義
和
「
徳
永
直
と
「
満
洲
」
―
―
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
罠
・
文
学

大
衆
化
論
の
罠
―
―
」（『
社
会
文
学
』
平
２２
・
２
）、
２
頁
、
７
頁
。

（
１１
）
岩
渕
剛
「
戦
時
下
の
徳
永
直
」（『
民
主
文
学
』
平
２７
・
１１
）、
１２６
頁
。

（
１２
）
安
志
那
『
帝
国
の
文
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

満
洲
移
民
の
国
策
文
学
』

（
世
織
書
房
、
平
２８
）、
１６
頁
、
４０８
〜
４０９
頁
。

（
１３
）
福
田
清
人
「
開
拓
文
学

か
い
た
く
ぶ
ん
が
く
」（
久
松
潜
一
ほ
か
編

『
現
代
日
本
文
学
大
事
典

増
訂
縮
刷
版
』
明
治
書
院
、
昭
４３
）、
２２９
頁
。

あ
わ
せ
て
、
板
垣
信
「
大
陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
平

４
・
９
）、
奥
出
健
「
大
陸
開
拓
を
見
た
文
士
た
ち
―
―
伊
藤
整
を
中
心

に
」（『
湘
南
短
期
大
学
紀
要
』
平
７
・
３
）、
倉
西
聡
「
満
洲
移
民
事
業

と
伊
藤
整
―
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
転
換
」（『
武
庫

川
国
文
』
平
１７
・
３
）、
尾
西
康
充
「
開
拓
地
／
植
民
地
へ
の
旅
―
―
大

陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
第
一
次
視
察
旅
行
団
に
つ
い
て
」（『
人
文
論
叢
（
三

重
大
学
）』
平
２６
・
３
）
ほ
か
参
照
。

（
１４
）
満
洲
移
民
に
関
し
て
は
、
満
洲
移
民
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
下

の
満
洲
移
民
』（
龍
渓
書
舎
、
昭
５１
）、
山
田
昭
次
編
『
近
代
民
衆
の
記
録

６
満
洲
移
民
』（
新
人
物
往
来
社
、
昭
５３
）、
蘭
信
三
『「
満
州
移
民
」
の

歴
史
社
会
学
』（
行
路
社
、
平
６
）、
加
藤
聖
文
『
満
蒙
開
拓
団

虚
妄
の

「
日
満
一
体
」』（
岩
波
書
店
、
平
２９
）
ほ
か
参
照
。

（
１５
）
拙
論
「
昭
和
一
〇
年
前
後
の
私
小
説
言
説
―
―
文
学
（
者
）
の
社
会

性
」（『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る

新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文

学
』
立
教
大
学
出
版
会
、
平
２７
）
参
照
。

（
１６
）
川
村
湊
『
異
郷
の
昭
和
文
学
』（
岩
波
書
店
、
平
２
）、
４１
頁
。

（
ま
つ
も
と

か
つ
や

神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
教
授
）
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