
安
部
公
房
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
お
け
る
植
民
地
の
問
題

坂

堅

太

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
安
部
公
房
・
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ

す
﹂
・
植
民
地
・
引
揚
げ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

引
揚
げ
体
験
を
小
説
化
す
る

安
部
公
房
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件

と
そ
の
評
価
を
巡
る
混
乱
の
只
中
に
あ
っ
た
一
九
五
七
年
一
月
、
﹃
群
像
﹄

に
て
連
載
が
始
ま
っ
た
。
全
四
回
の
連
載
を
終
え
た
の
ち
、
ほ
と
ん
ど
期

間
を
置
く
こ
と
な
く
、
同
年
四
月
二
五
日
に
は
単
行
本
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

物
語
の
梗
概
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
満
洲
で
生
れ
た
久
木
久

三
は
早
く
に
父
を
亡
く
し
、
母
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
が
十
六
の

年
に
日
本
が
敗
戦
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
は
一
変
す
る
。
敗
戦
後
の

混
乱
の
中
で
彼
は
唯
一
の
肉
親
で
あ
る
母
も
亡
く
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、

そ
の
埋
葬
を
し
て
い
る
間
に
、
周
囲
の
日
本
人
た
ち
は
彼
を
置
き
去
り
に

し
て
引
揚
げ
を
開
始
し
て
し
ま
う
。
一
人
取
り
残
さ
れ
た
日
本
人
と
し
て

途
方
に
暮
れ
て
い
た
久
三
は
、
進
駐
し
て
き
た
ソ
連
軍
将
校
た
ち
に
よ
り

保
護
さ
れ
る
。
久
三
は
二
年
以
上
、
彼
ら
と
生
活
を
と
も
に
す
る
の
だ

が
、
や
が
て
日
本
へ
向
か
う
こ
と
を
決
意
し
、
将
校
た
ち
の
下
を
離
れ
て

南
へ
向
か
う
列
車
へ
と
乗
り
込
む
。
し
か
し
彼
を
乗
せ
た
列
車
は
国
共
内

戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
結
果
破
壊
さ
れ
、
久
三
は
車
内
で
知
り
合
っ
た
高
石

塔
と
い
う
謎
め
い
た
人
物
と
と
も
に
徒
歩
で
南
へ
と
向
か
う
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
零
下
二
〇
度
以
下
と
も
な
る
荒
野
の
中
、
幾
度
も
死
を
覚

悟
し
な
が
ら
も
、
二
人
は
ど
う
に
か
奉
天
ま
で
た
ど
り
着
く
。
し
か
し
そ

こ
で
久
三
は
高
の
裏
切
り
に
会
い
、
所
持
品
の
殆
ど
を
奪
わ
れ
て
し
ま

う
。
窮
地
に
陥
っ
た
久
三
は
一
人
の
中
国
人
少
年
に
助
け
ら
れ
、
日
本
人

留
用
者
の
と
こ
ろ
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
日
本
人
た
ち
は
久
三
を
助

け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
久
三
は
密
貿
易
を
行
っ
て
い
る
大
兼

と
い
う
日
本
人
の
男
に
出
会
い
、
日
本
へ
と
向
か
う
密
輸
船
に
乗
り
込
む

こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
大
兼
た
ち
は
最
初
か
ら
久
三
を
日
本
へ
帰
す

つ
も
り
な
ど
な
く
、
船
倉
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
久
三
は
日
本
の
地
を
踏
む

こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
作
品
は
終
わ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
作
家
の
実
体
験
と
作
品
と
を
関
連
付
け
る
私
小
説
的

発
想
を
極
端
に
嫌
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
安
部
が
、
﹁
け
も
の
た
ち
は
故

郷
を
め
ざ
す
﹂
に
つ
い
て
は
、
自
身
の
引
揚
げ
体
験
の
影
響
を
認
め
て
い

る
点
で
あ
る
。﹃
新
鋭
文
学
叢
書
２

安
部
公
房
集
﹄︵
筑
摩
書
房
、
一
九
六
〇
︶

に
寄
せ
た
自
筆
年
譜
の
﹁
昭
和
二
十
一
年
﹂
の
項
に
は
、
﹁
そ
の
年
の
暮

も
お
し
せ
ま
っ
て
か
ら
、
や
っ
と
引
揚
げ
船
に
乗
り
込
め
た
。
上
陸
ま
ぎ

四
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わ
に
、
船
内
に
コ
レ
ラ
が
発
生
し
、
港
外
に
十
日
近
く
も
と
め
ら
れ
、
発

狂
す
る
者
ま
で
あ
ら
わ
れ
た
。
︵
こ
の
と
き
の
異
常
な
体
験
が
、
﹁
け
も
の
た
ち
は

故
郷
を
め
ざ
す
﹂
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
︶
﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
安
部
の
伝
記
的
事
実
と
結
び

付
け
て
論
じ
る
も
の
が
多
い

︵
１
︶

。
そ
う
し
た
読
み
の
試
み
で
繰
り
返
し
指
摘

さ
れ
た
の
が
、
﹁
故
郷
﹂
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
に
共
通
す

る
の
が
、
満
洲
と
日
本
の
ど
ち
ら
に
も
帰
属
す
る
こ
と
が
出
来
ず
両
者
の

間
で
宙
吊
り
と
な
る
久
三
の
姿
を
通
じ
、
帰
属
す
べ
き
空
間
と
さ
れ
る

﹁
故
郷
﹂
概
念
そ
の
も
の
の
解
体
を
読
み
取
る
、
と
い
う
枠
組
み
だ
。
こ

う
し
た
先
行
研
究
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
日
本
を
希
求
し
な
が
ら
も
拒
絶

さ
れ
、
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
︿
被
害
者
﹀
と
し
て
の
久
三
の
姿
で
あ

る
。
敗
戦
後
の
混
乱
で
他
の
日
本
人
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、
更
に
救
い
の

手
も
差
し
伸
べ
ら
れ
な
い
ま
ま
﹁
内
地
﹂
に
た
ど
り
着
け
な
い
久
三
は

︿
棄
民
﹀
と
い
う
べ
き
存
在
で
も
あ
り
、
確
か
に
被
害
者
と
し
て
の
側
面

を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
久
三
を
︿
棄
民
﹀
と
位
置
付
け
る
枠
組
み
で
は
、

彼
と
﹁
日
本
﹂
と
い
う
﹁
国
家
﹂
の
二
項
が
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

植
民
地
の
問
題
が
見
え
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
久
三
を
拒

絶
し
た
﹁
日
本
﹂
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
四
五
年
か
ら

一
九
四
八
年
を
物
語
内
の
時
間
と
し
て
設
定
す
る
こ
の
作
品
に
お
い
て

は
、
﹁
日
本
人
﹂
﹁
日
本
﹂
と
い
う
語
の
指
し
示
す
歴
史
的
な
意
味
に
つ
い

て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
り
﹁
日
本
﹂
は
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九

州
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
島
々
へ
と
縮
小
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に

伴
い
﹁
日
本
人
﹂
の
境
界
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
帝
国
の
崩
壊

に
よ
り
生
じ
た
多
様
な
人
口
移
動
の
一
つ
と
し
て
﹁
日
本
人
﹂
の
引
揚
げ

を
捉
え
る
必
要
を
述
べ
る
道
場
親
信
は
、
こ
の
人
口
移
動
の
中
で
﹁
植
民

地
支
配
が
急
速
に
忘
却
さ
れ
﹂
﹁
旧
﹁
帝
国
﹂
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
旧
植

民
地
出
身
者
を
排
除
・
不
可
視
化
し
て
い
っ
た
﹂
結
果
、
﹁
単
一
民
族
国

家
﹂
の
表
象
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

︵
２
︶

。

敗
戦
に
よ
り
植
民
地
を
喪
失
し
た
結
果
、
﹁
日
本
人
﹂
は
新
た
に
規
定

さ
れ
た
境
界
に
よ
り
画
定
さ
れ
、
植
民
地
出
身
者
は
﹁
非
日
本
人
﹂
と
し

て
﹁
国
民
﹂
の
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
、
﹁
﹁
日
本
﹂
と
﹁
日
本
人
﹂
が
ぴ
っ

た
り
重
な
っ
た
か
の
よ
う
な
表
象
﹂
が
流
布
し
て
い
く

︵
３
︶

。
引
揚
げ
と
は
こ

う
し
た
脱
植
民
地
化
の
一
過
程
で
あ
り
、
単
純
な
︿
帰
郷
﹀
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
﹁
植
民
者
と
し
て
の
﹁
日
本
人
﹂
が
敗
戦
の
事
態
の
な
か

で
﹁
特
権
﹂
を
失
い
、
収
容
経
験
を
す
る
な
ど
被
占
領
の
立
場
に
逆
転
す

る
な
か
で
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
非
対
称
的
関
係
の
優
位
に
立
つ
が

ゆ
え
に
意
識
し
な
く
て
す
ん
だ
﹁
日
本
人
﹂
意
識
を
、
引
揚
者
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
﹂
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
引
揚

げ
と
は
﹁
本
来
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
た
は
ず
の
体
験
﹂
だ
っ

た
の
だ

︵
４
︶

。

｢
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
﹁
故
郷
﹂
概
念
の
解
体
を
読
み

込
ん
で
き
た
先
行
研
究
で
は
、
﹁
日
本
﹂
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
久
三
の
姿

を
重
視
す
る
一
方
で
、
彼
の
生
ま
れ
育
っ
た
巴
哈
林
と
い
う
街
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
﹁
内
地
﹂
で
は
な
く
、
敗
戦
に
よ
り
二
度
と
帰
る
こ
と
の
で

き
な
い
場
所
と
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
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巴
哈
林
が
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
久
三
が
﹁
植
民
者
と
し
て
の

﹁
日
本
人
﹂
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
来
は
引

揚
げ
と
分
離
不
可
能
な
は
ず
の
植
民
地
支
配
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
に
考

察
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

｢
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
を
植
民
地
支
配
と
脱
植
民
地
化
の

問
題
、
そ
し
て
﹁
日
本
﹂
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
い
直
し
と
結
び

付
け
て
読
み
直
す
際
に
は
、
作
中
に
様
々
に
描
か
れ
る
他
民
族
と
の
接
触

が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
他
民
族
か
ら
の
眼
差
し
は
、
戦

後
﹁
日
本
﹂
が
脱
ぎ
捨
て
よ
う
と
し
た
﹁
多
民
族
帝
国
の
過
去
﹂
、
そ
の

責
任
を
久
三
に
鋭
く
問
い
か
け
る
か
ら
だ
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
論
文
で
は
久
三
の
生
れ
た
巴
哈
林
と
い
う
街
が
植

民
地
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
植
民
地
支
配
の
体
験
、
そ
し
て
道

中
で
出
会
う
他
民
族
の
存
在
が
﹁
日
本
人
﹂
と
い
う
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
考
察
し

て
い
く
。

巴
哈
林
と
い
う
植
民
地
都
市

こ
の
作
品
が
一
般
的
な
引
揚
げ
の
︿
帰
郷
﹀
物
語
と
異
な
っ
て
い
る
の

は
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
久
三
に
と
っ
て
の

﹁
故
郷
﹂
が
明
確
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
﹁
引

揚
げ
を
体
験
す
る
た
め
に
は
、
︵
植
民
先
の
現
地
に
︶
出
か
け
る
と
い
う
行
為

が
先
行
す
る
が
、
敗
戦
後
の
引
揚
げ
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
そ
の
往
還
の

﹁
還
﹂
し
か
扱
わ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
﹂
と
成
田
は
指
摘
し
て
い
る
が

︵
５
︶

、

久
三
は
植
民
者
二
世
で
あ
り
、
彼
個
人
の
次
元
で
は
﹁
日
本
﹂
へ
の
移
動

は
そ
も
そ
も
﹁
還
﹂
と
は
な
り
え
な
い
。
生
ま
れ
育
っ
た
巴
哈
林
は
﹁
塀

の
落
書
の
一
つ
一
つ
で
さ
え
す
ぐ
に
思
い
出
せ
る
﹂
よ
う
な
、
そ
こ
か
ら

離
れ
る
際
に
は
﹁
二
十
年
間
を
も
ぎ
と
ら
れ
る
肉
体
的
な
痛
み
﹂
す
ら
覚

え
る
場
所
で
あ
る
の
に
対
し
、
﹁
日
本
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
富
士
山
、
日
本

三
景
、
海
に
か
こ
ま
れ
た
、
緑
色
の
微
笑
の
島
﹂
な
ど
の
﹁
学
校
の
教
科

書
か
ら
想
像
し
て
い
る
だ
け
﹂
の
空
虚
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
ち
あ
わ
せ
て

い
な
い
。
久
三
の
︿
移
動
﹀
は
本
来
で
あ
れ
ば
︿
故
郷
か
ら
異
郷
へ
﹀
向

か
う
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
﹁
日
本
に
帰
り
た
い
と
い
う
気
持
﹂
と
あ
る

よ
う
に
、
久
三
は
未
踏
の
地
で
あ
る
は
ず
の
﹁
日
本
﹂
を
帰
る
べ
き
場
所
、

帰
属
す
べ
き
空
間
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
空
疎
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な

い
﹁
日
本
﹂
を
﹁
故
郷
﹂
で
あ
る
と
思
い
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
久
三
は
自

分
の
行
為
を
︿
帰
郷
﹀
へ
と
偽
装
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
巴
哈
林
・
﹁
日
本
﹂
と
い
う
二
つ
の
空
間
は
、
作
品
後
半

に
描
か
れ
る
久
三
の
夢
の
中
で
次
の
よ
う
に
同
一
化
し
て
い
る
。

日
本
海
の
夢
を
み
て
い
た
。
海
は
小
川
ほ
ど
の
大
き
さ
し
か
な
か
つ

た
。
向
う
岸
に
山
が
あ
り
、
山
ひ
だ
に
町
が
見
え
て
い
た
。
そ
れ
は

彼
を
置
き
去
り
に
し
、
追
い
出
し
た
、
巴
哈
林
の
町
に
そ
つ
く
り
だ

つ
た
。
巴
哈
林
が
そ
の
ま
ま
、
引
越
し
て
い
つ
た
よ
う
で
さ
え
あ
つ

た
。
海
が
こ
ん
な
に
狭
い
も
の
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
も
可
能
だ
つ
た

か
も
し
れ
な
い
。
た
ど
り
つ
き
た
さ
に
、
胸
が
う
ず
い
た
。
し
か

し
、
と
び
越
す
に
は
、
す
こ
し
幅
が
ひ
ろ
す
ぎ
る
。
苛
立
つ
て
、
久
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三
は
拳
を
ふ
り
あ
げ
歯
を
む
い
て
わ
め
い
た
。

こ
こ
で
は
︿
故
郷
／
異
郷
﹀
と
い
う
差
異
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
植
民
地
都
市
で
あ
る
巴
哈
林
が
﹁
日
本
海
﹂
の
向

う
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
久
三
に
と
っ
て
巴

哈
林
と
は
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
﹁
日
本
﹂
を
﹁
帰
る
﹂
と
こ
ろ
と
想
い
描
く
久
三
の
帰
属
意
識
と

ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。

巴
哈
林
と
い
う
都
市
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
は
、
物
語
序
盤
で
久
三
が

ソ
連
兵
の
下
か
ら
脱
出
し
駅
へ
と
向
う
際
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

行
く
手
に
ぽ
つ
ん
と
一
つ
常
夜
燈
が
み
え
て
き
た
。
そ
こ
に
目
指
す

橋
が
あ
る
。
旧
市
街
と
、
パ
ル
プ
工
場
の
た
め
に
あ
ら
た
に
日
本
人

が
建
設
し
た
新
市
街
と
を
結
ぶ
橋
で
あ
る
。
︵
中
略
︶
一
気
に
橋
を
駆

け
ぬ
け
た
。
乾
い
た
足
音
が
ひ
び
き
わ
た
つ
た
。
︵
中
略
︶
渡
り
き
る

と
、
す
ぐ
左
に
折
れ
た
。
材
木
置
場
が
あ
つ
た
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば

安
心
だ
。
旧
市
街
の
道
は
迷
路
で
あ
る
。
︵
中
略
︶
材
木
置
場
を
ぬ

け
、
右
に
折
れ
、
小
さ
な
鋳
物
工
場
の
裏
を
と
お
り
、
屑
屋
の
仕
切

場
を
横
切
り
、
四
五
軒
並
ん
で
い
る
棺
桶
屋
の
ま
え
か
ら
、
木
賃
宿

横
丁
に
入
る
。
︵
中
略
︶
昔
は
こ
の
道
が
南
と
北
と
を
結
ぶ
幹
線
道
路

で
あ
つ
た
ら
し
い
。
町
で
一
番
旧
い
部
分
で
あ
り
、
同
時
に
今
で
は

一
番
さ
び
れ
た
部
分
で
も
あ
つ
た
。

日
本
の
パ
ル
プ
産
業
は
日
中
戦
争
勃
発
後
、
政
府
の
手
厚
い
保
護
の
も

と
に
国
策
産
業
と
し
て
発
展
し
た
が

︵
６
︶

、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
資
源
供
給
地

と
し
て
の
満
洲
地
域
だ
っ
た
。
﹁
旧
市
街
﹂
と
﹁
パ
ル
プ
工
場
の
た
め
に

あ
ら
た
に
日
本
人
が
建
設
し
た
新
市
街
﹂
と
に
截
然
と
分
け
ら
れ
て
い
る

巴
哈
林
と
い
う
街
の
構
造
は
典
型
的
な
植
民
地
都
市
の
そ
れ
で
あ
り
、
日

本
人
に
よ
る
植
民
地
収
奪
を
示
す
よ
う
に
、
旧
市
街
に
あ
る
﹁
か
つ
て
の

幹
線
道
路
﹂
は
﹁
木
賃
宿
横
丁
﹂
と
し
て
﹁
今
で
は
一
番
さ
び
れ
た
部
分
﹂

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
新
市
街
﹂
は
﹁
塀
の
落
書
の
一
つ
一
つ
で
さ

え
す
ぐ
に
思
い
出
せ
る
﹂
ほ
ど
知
り
尽
く
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
﹁
旧
市
街
の
道
は
迷
路
﹂
だ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
ル
プ
工

場
の
寮
に
住
ん
で
い
た
久
三
に
と
っ
て
、
愛
着
の
あ
る
空
間
が
﹁
新
市
街
﹂

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
植
民
地
的
な
二
面
性

を
持
つ
巴
哈
林
と
い
う
都
市
で
、
久
三
は
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た

の
か
。

久
三
の
父
は
巴
哈
林
に
パ
ル
プ
工
場
が
新
設
さ
れ
る
の
を
機
に
満
洲
に

渡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
経
歴
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な

い
。
当
時
の
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
﹁
パ
ル
プ
事
業
は
総
て
に
お
い
て
経
験

の
技
術
者
を
要
す
る
関
係
上
満
人
職
工
は
全
然
使
用
不
可
能
で
あ
り
、
従

つ
て
邦
人
技
術
者
は
内
地
に
比
べ
て
優
遇
せ
ね
ば
な
ら
﹂
な
か
っ
た
よ
う

だ
が

︵
７
︶

、
久
三
の
父
は
﹁
技
師
﹂
で
は
な
く
そ
れ
に
つ
い
て
い
っ
た
﹁
木
工

職
人
﹂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
久
三
が
生
れ
て
間
も
な
く
父
は
死
ん

で
し
ま
う
の
だ
が
、
﹁
母
に
は
帰
る
家
が
な
か
っ
た
た
め
﹂
日
本
に
帰
る

こ
と
も
出
来
ず
、
工
場
長
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
寮
母
と
し
て
の
収
入
を
頼

り
に
母
子
二
人
で
暮
ら
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
素
性
が
は
っ
き

り
せ
ず
、
父
も
い
な
い
久
三
は
、
巴
哈
林
の
日
本
人
社
会
で
も
下
位
の
階

層
に
い
た
は
ず
だ
。
一
方
で
、
﹁
十
三
の
年
に
Ｔ
市
に
日
本
人
の
中
学
が

四
四
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で
き
る
と
、
母
は
す
ぐ
に
彼
を
進
学
さ
せ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
母
一
人

の
収
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
計
は
そ
れ
ほ
ど
窮
迫
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

も
伺
え
る
。
こ
の
﹁
つ
つ
ま
し
く
は
あ
る
が
、
希
望
に
満
ち
た
年
月
﹂
を

支
え
て
い
た
の
は
、
﹁
か
つ
て
の
幹
線
道
路
﹂
を
﹁
一
番
さ
び
れ
た
部
分
﹂

へ
と
追
い
や
っ
た
植
民
地
収
奪
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
た
と
え
下
層
で
あ
っ
て
も
、
日
本
人
社
会
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
彼
等
は
支
配
階
層
の
特
権
に
浴
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

そ
し
て
敗
戦
を
迎
え
、
他
の
日
本
人
た
ち
が
進
攻
し
て
く
る
ソ
連
軍
へ

の
対
応
に
混
乱
し
て
い
る
さ
な
か
、
久
三
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
寮
の
中

を
歩
き
な
が
ら
次
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
て
い
る
。

い
ま
彼
を
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
不
思
議
に
甘
い
解
放
感
な
の
で
あ

る
。
彼
は
中
学
に
上
り
、
成
績
さ
え
十
分
な
ら
さ
ら
に
上
級
の
学
校

に
も
入
れ
て
も
ら
え
る
は
ず
だ
つ
た
。
汽
車
で
二
時
間
半
ほ
ど
北
に

行
け
ば
昻
昻
渓
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
線
に
の
り
か
え
れ
ば
、
ハ
ル
ピ

ン
ま
で
半
日
と
か
か
ら
な
い
。
ハ
ル
ピ
ン
に
は
日
本
人
の
工
業
専
門

学
校
が
あ
つ
た
。
今
年
の
学
期
は
じ
め
の
進
学
調
査
表
に
は
、
彼
は

そ
の
学
校
の
名
前
を
書
き
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
見
返
し
て
や
る
ん

だ
よ
、
と
い
う
の
が
母
の
口
ぐ
せ
だ
つ
た
。
久
三
は
母
に
と
つ
て
、

素
性
の
知
れ
な
い
身
分
か
ら
抜
け
だ
す
た
め
の
、
希
望
を
か
け
た
戦

士
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
ぜ
ん
彼
に
と
つ
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
堅

固
な
城
塞
に
見
え
て
い
た
。
そ
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ
の
負
わ

さ
れ
た
任
務
を
憎
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
彼
が
足
も
と

に
ふ
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
城
塞
が
無
残
に
崩
れ
さ
つ
た
廃
墟
の
あ

と
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

｢
見
返
し
て
や
る
ん
だ
よ
、
と
い
う
の
が
母
の
口
ぐ
せ
だ
つ
た
﹂
と
あ

る
よ
う
に
、
母
一
人
の
収
入
に
頼
る
家
計
状
況
の
中
で
も
久
三
に
進
学
の

機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
母
に
と
っ
て
は
彼
が
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身

分
か
ら
抜
け
だ
す
た
め
の
、
希
望
を
か
け
た
戦
士
だ
つ
た
﹂
か
ら
で
あ
り

母
は
久
三
を
介
し
て
︿
立
身
出
世
﹀
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
作
田

啓
一
は
立
身
出
世
主
義
を
日
本
社
会
に
お
け
る
適
応
・
同
調
の
形
態
と
し

て
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
は
﹁
共
同
生
活
の
秩
序
に
全
面
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
し
よ
う
と
す
る
動
機
づ
け
﹂
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る

︵
８
︶

。
五
族

協
和
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
裏
腹
に
満
洲
国
で
は
日
本
人
に
よ
る
他
民

族
へ
の
差
別
が
日
常
化
し
て
お
り
、
﹁
﹁
民
族
の
坩
堝
﹂
で
あ
っ
た
満
洲
国

で
、
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど
他
の
民
族
と
交
わ
り
合
う
こ
と
な
く
、
棲
み
分

け
て
生
活
し
て
い
た
﹂
こ
と

︵
９
︶

、
﹁
在
満
日
本
人
が
日
本
国
内
と
同
じ
生
活

に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
﹂
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

︵
10
︶

。
満
洲
の
日
本
人
た
ち
は

そ
の
支
配
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
も
︿
日
本
人
ら
し
く
﹀
振
舞
う
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
の
だ
が
、
﹁
日
本
人
の
中
学
﹂
、
﹁
日
本
人
の
工
業
専
門

学
校
﹂
へ
と
息
子
を
進
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
母
の
行
動
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
在
満
日
本
人
社
会
の
規
範
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
う
し
た
母
か
ら
の
期
待
は
﹁
負
わ
さ
れ
た
任
務
﹂
と
し
て
久
三

に
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
立
身
出
世
を
望
ま
れ
れ
ば
望
ま
れ
る

ほ
ど
、
彼
は
自
身
が
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身
分
﹂
、
つ
ま
り
﹁
新
市
街
﹂

に
お
け
る
周
縁
的
存
在
で
あ
る
と
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い

︵
11
︶

。

こ
の
よ
う
に
、
巴
哈
林
の
日
本
人
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ

四
五
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﹁
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そ
、
他
の
日
本
人
た
ち
が
右
往
左
往
し
て
い
る
さ
な
か
、
久
三
は
﹁
不
思

議
な
甘
い
解
放
感
﹂
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
敗
戦
に
よ
り
満
洲
国
は
瓦
解

し
、
自
ら
を
周
縁
化
し
て
き
た
﹁
新
市
街
﹂
も
ま
た
﹁
廃
墟
﹂
と
な
っ
た
。

母
の
期
待
や
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身
分
﹂
ゆ
え
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら

も
解
放
さ
れ
、
﹁
な
に
も
彼
も
が
、
す
っ
か
り
平
等
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂

と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
﹁
不
思
議
な
甘
い
解
放
感
﹂
は
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
し

ま
い
、
久
三
は
﹁
取
り
残
さ
れ
た
不
安
に
身
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
﹂
。
そ

し
て
こ
の
不
安
を
紛
ら
わ
そ
う
と
彼
が
と
っ
た
行
動
は
、
﹁
静
岡
市
の
あ

る
町
﹂
か
ら
送
ら
れ
た
、
﹁
現
場
の
係
長
﹂
で
あ
る
﹁
幸
子
の
父
に
あ
て

た
同
姓
の
差
出
人
の
手
紙
﹂
を
懐
に
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た

︵
12
︶

﹂
。

こ
の
手
紙
は
内
地
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
﹁
両
親
は
、
両

方
と
も
あ
ま
り
素
性
が
は
つ
き
り
し
て
い
な
い
﹂
久
三
に
は
決
し
て
届
か

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
懐
に
し
ま
う
と
い
う
行
為
は
、
敗
戦
前

に
抱
い
て
い
た
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身
分
﹂
と
い
う
負
い
目
か
ら
彼
が
逃

れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
﹁
幸
子
の
父
に
あ
て
た
同
姓

の
差
出
人
の
手
紙
﹂
を
懐
に
し
ま
う
こ
と
で
わ
ず
か
で
も
内
地
と
の
繋
が

り
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
久
三
に
と
っ
て
、
﹁
日
本
人
﹂
だ
け
が
住
む

﹁
日
本
﹂
へ
た
ど
り
着
く
こ
と
は
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身
分
﹂
か
ら
の
脱

出
を
意
味
し
て
お
り
、
戦
前
の
︿
立
身
出
世
﹀
を
反
復
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
。

他
民
族
か
ら
﹁
日
本
人
﹂
と
眼
差
さ
れ
る
こ
と

久
三
は
巴
哈
林
の
日
本
人
社
会
で
﹁
素
性
の
知
れ
な
い
身
分
﹂
と
し
て

周
縁
化
さ
れ
、
模
範
的
な
︿
日
本
人
﹀
と
な
る
よ
う
願
う
母
の
期
待
を
背

負
わ
さ
れ
て
き
た
。
彼
は
自
ら
を
取
り
囲
む
も
の
に
対
す
る
憎
悪
さ
え
抱

い
て
い
た
の
だ
が
、
敗
戦
に
よ
り
そ
う
し
た
秩
序
が
崩
壊
す
る
と
今
度
は

自
ら
そ
の
秩
序
に
進
ん
で
没
入
し
、
﹁
学
校
の
教
科
書
か
ら
想
像
し
て
い

る
だ
け
﹂
の
空
虚
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
た
な
い
﹁
日
本
﹂
内
地
に
固
執
す
る
。

こ
の
よ
う
に
久
三
の
引
揚
げ
が
戦
前
の
︿
立
身
出
世
﹀
の
反
復
と
い
う

性
質
を
持
つ
と
考
え
る
と
、
彼
の
認
識
は
本
質
的
に
敗
戦
前
か
ら
変
化
し

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
﹁
新
市
街
﹂
が
﹁
廃
墟
﹂
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
久
三
は
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
﹁
廃
墟
﹂
を
前
に
し
て
、

彼
は
新
た
な
認
識
を
作
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
過
去
に
回
帰
す
る
こ
と
を

選
ん
だ
の
だ
。

だ
が
、
敗
戦
に
よ
る
満
洲
国
の
崩
壊
は
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
／
被
支
配

の
関
係
の
逆
転
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
殆
ど
の
引
揚
げ
体
験
者

の
手
記
に
記
さ
れ
る
他
民
族
か
ら
の
暴
力
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

る
。
久
三
は
こ
う
し
た
暴
力
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、

﹁
荷
車
を
ひ
き
リ
ュ
ッ
ク
を
か
つ
い
で
行
進
し
て
く
る
汗
だ
ら
け
の
日
本

人
の
一
群
﹂
に
つ
き
ま
と
う
﹁
十
人
ば
か
り
の
屈
強
な
中
国
人
の
男
た
ち
﹂

や
、
﹁
︽
東
北
人
的
東
北
︵
東
北
人
の
た
め
の
東
北
︶
︾
﹂
と
い
う
ビ
ラ
を
貼
り

つ
け
て
ま
わ
る
中
国
人
の
青
年
を
目
撃
し
て
い
る
。
し
か
し
久
三
が
そ
の
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意
味
を
充
分
に
認
識
し
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
は
敗
戦

後
の
状
況
を
﹁
な
に
も
彼
も
が
、
す
つ
か
り
平
等
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
﹂

と
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
﹁
平
等
﹂
は
﹁
新
市
街
﹂
内
部
に
限
定
さ

れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
巴
哈
林
と
い
う
街
全
体
で
見
た
と
き
に
は
、

﹁
新
市
街
﹂
と
﹁
旧
市
街
﹂
の
関
係
、
つ
ま
り
民
族
間
の
支
配
／
被
支
配

関
係
の
逆
転
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
想
像
力
が
﹁
新
市
街
﹂
の
外
部
に

広
が
る
状
況
に
ま
で
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
巴
哈
林
の
植
民
地
都
市

的
性
格
に
対
す
る
久
三
の
無
関
心
を
示
し
て
い
る
。
﹁
つ
つ
ま
し
く
は
あ

る
が
、
希
望
に
満
ち
た
年
月
﹂
の
根
底
に
は
﹁
旧
市
街
﹂
に
暮
ら
す
人
び

と
へ
の
抑
圧
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
な
い
久
三
は
、
﹁
日
本
人
﹂

で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
敗
戦
前
と
後
で
は
決
定
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
理
解
で
き
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
久
三
が
南
行
き
の
列
車
に

乗
り
込
む
際
、
ソ
連
兵
の
は
か
ら
い
で
特
別
旅
行
者
証
明
書
を
発
行
さ
れ

る
場
面
で
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

﹁
特
別
旅
行
者
証
明
書
で
す
。
﹂
と
わ
き
に
い
た
八
路
軍
将
校
が
思

い
が
け
な
い
あ
ざ
や
か
な
日
本
語
で
説
明
し
た
。
︵
中
略
︶
二
年
ぶ
り

に
聞
い
た
日
本
語
で
あ
る
。
久
三
は
思
わ
ず
た
ず
ね
た
。
﹁
日
本
人

で
す
か
？
﹂
／
﹁
朝
鮮
人
で
す
。
﹂
と
相
手
は
無
愛
想
こ
た
え
た
。

こ
こ
で
日
本
語
話
者
と
﹁
日
本
人
﹂
と
を
同
義
の
も
の
と
結
び
付
け
る

久
三
の
短
絡
さ
は
、
満
洲
地
域
の
政
治
的
・
歴
史
的
背
景
に
対
す
る
鈍
感

さ
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
﹁
朝
鮮
人
で
す
﹂
と
﹁
無

愛
想
に
﹂
こ
た
え
る
将
校
で
あ
ろ
う
。
﹁
あ
ざ
や
か
な
日
本
語
﹂
を
話
す

彼
は
、
敗
戦
前
ま
で
は
﹁
日
本
人
﹂
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て

だ
か
ら
こ
そ
、
一
九
四
八
年
に
な
っ
て
も
な
お
﹁
日
本
人
﹂
で
あ
る
こ
と

を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
久
三
に
苛
立
ち
を
覚
え
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
久
三
は
、
将
校
の
﹁
無
愛
想
﹂
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
。

こ
の
﹁
日
本
語
﹂
を
巡
る
問
題
は
、
他
の
場
面
で
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
久
三
が
高
と
出
会
う
場
面
で
あ
る
。

﹁
日
本
人
だ
な
。
そ
う
だ
ろ
う
と
思
つ
て
い
た
。
﹂
と
外
の
ほ
う
に

目
を
く
ば
り
な
が
ら
低
い
乾
い
た
声
で
さ
さ
や
い
た
。
い
か
に
も
軽

い
日
本
語
だ
つ
た
。
あ
ら
た
め
て
見
な
お
す
と
、
男
の
顔
に
日
本
人

の
輪
郭
が
浮
び
出
て
く
る
。
／
﹁
あ
ん
た
も
で
す
か
？
﹂
と
久
三
も

つ
い
つ
ら
れ
て
囁
き
声
に
な
つ
た
。
／
﹁
い
や
、
お
れ
は
中
国
人
だ

が
ね
。
﹂
と
赤
地
の
襟
バ
ッ
ジ
を
た
た
い
て
み
せ
、
﹁
通
信
工
作
員
だ

か
ら
、
い
ろ
ん
な
言
葉
を
話
せ
る
よ
。
︵
中
略
︶
し
か
し
、
あ
ん
ま
り

大
き
な
声
で
日
本
語
を
つ
か
わ
ん
が
い
い
よ
。
い
ま
は
抗
日
反
帝
だ

か
ら
な
。
﹂︵
中
略
︶﹁
で
も
日
本
語
、
す
ご
く
う
ま
い
な
あ
。
﹂
／
﹁
お

ふ
く
ろ
が
、
日
本
人
だ
つ
た
か
ら
な
。
﹂
／
﹁
じ
や
あ
、
半
分
は
日

本
人
な
ん
で
す
ね
。
﹂
と
久
三
は
毛
布
の
中
で
両
手
を
も
み
合
わ
せ
た
。

こ
こ
で
も
久
三
は
日
本
語
話
者
を
﹁
日
本
人
﹂
と
同
一
視
し
、
﹁
中
国

人
﹂
と
答
え
る
相
手
に
﹁
半
分
は
日
本
人
﹂
で
あ
る
こ
と
を
押
し
付
け
る
。

そ
し
て
高
の
言
う
よ
う
に
、
敗
戦
ま
で
支
配
者
の
言
語
で
あ
っ
た
﹁
日
本

語
﹂
は
、
敗
戦
後
の
﹁
抗
日
反
帝
﹂
の
状
況
で
は
﹁
あ
ま
り
大
き
い
声
で
﹂

﹁
つ
か
わ
ん
が
い
い
﹂
も
の
と
な
っ
た
の
だ
が
、
久
三
が
そ
う
し
た
変
化

を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
敗
戦
後
の
満
洲
に
お
い
て
無
頓
着
に
﹁
日
本

語
﹂
を
用
い
る
場
面
は
そ
の
後
に
も
あ
る
。
奉
天
の
市
場
で
大
兼
を
見
つ
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け
た
久
三
は
﹁
ね
え
、
日
本
人
な
ん
だ
ろ
、
小
父
さ
ん
、
日
本
人
な
ん
だ

ろ
﹂
と
呼
び
か
け
る
が
、
大
兼
は
﹁
お
さ
え
た
声
で
﹂
、
﹁
馬
鹿
っ
た
れ
、

よ
せ
っ
て
言
っ
て
る
じ
ゃ
ね
え
か
！
日
本
人
だ
と
分
っ
た
ら
、
殺
さ
れ

ち
ゃ
う
ん
だ
ぞ
。
で
っ
か
い
声
し
て
、
し
ゃ
べ
く
り
や
が
っ
て
さ
﹂
と
、

久
三
の
振
る
舞
い
を
批
判
す
る
。
大
兼
は
敗
戦
に
よ
り
﹁
日
本
人
﹂
が
支

配
者
の
地
位
か
ら
転
落
し
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
﹁
お
さ

え
た
声
で
﹂
日
本
語
を
話
し
て
い
る
。
し
か
し
久
三
は
一
度
高
に
そ
の
こ

と
を
咎
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
﹁
で
っ
か
い
声
﹂
で
日
本
語

を
話
し
て
し
ま
う
。
久
三
は
﹁
日
本
人
﹂
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
信
頼
し
て
大
兼
に
話
し
か
け
る
の
だ
が
、
そ
の
﹁
日
本
人
﹂

が
敗
戦
後
の
旧
満
洲
地
域
で
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る

か
、
に
つ
い
て
は
全
く
意
識
の
外
に
あ
る
。

し
か
し
、
奉
天
の
﹁
日
僑
留
用
者
住
宅
﹂
に
住
む
日
本
人
た
ち
は
﹁
気

の
毒
だ
と
思
っ
て
も
、
ぼ
く
ら
に
は
な
ん
の
力
も
な
い
﹂
と
冷
た
く
久
三

を
あ
し
ら
い
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
﹁
日
本
人
が
あ
ん
な
に
黒
い
顔
を
し

て
い
る
も
ん
か
﹂
と
、
久
三
を
﹁
日
本
人
﹂
か
ら
切
断
す
る
。
久
三
の
承

認
欲
求
は
満
た
さ
れ
な
い
。
先
行
研
究
で
は
こ
う
し
た
久
三
の
︿
棄
民
﹀

的
な
性
格
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
﹁
日
本
人
﹂
か
ら
の
承
認
が

得
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
久
三
が
﹁
日
本
人
﹂
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
ソ
連
軍
の
将
校
や
馬
車
に
乗
っ
た
中
国
人

の
青
年
な
ど
、
他
民
族
の
人
物
は
久
三
を
﹁
日
本
人
﹂
で
あ
る
と
認
め
て

い
る
。
﹁
日
本
人
﹂
か
ら
は
同
胞
と
認
め
ら
れ
な
い
久
三
の
主
観
的
立
場

に
立
て
ば
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
否
定
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
主
観
的
な
次
元
に
お
い
て
民
族
意
識
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
と
、
客
観
的
な
次
元
に
お
け
る
民
族
集
団
へ
の
帰
属
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
は
同
義
で
は
な
い
。

｢
日
本
﹂
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
︿
棄
民
﹀
的
側
面
に
ば
か
り
焦

点
化
し
て
き
た
先
行
研
究
で
は
こ
の
点
が
捨
象
さ
れ
続
け
て
き
た
が
、
他

民
族
か
ら
み
れ
ば
、
久
三
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
﹁
日
本
人
﹂
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
他
民
族
か
ら
の
視
線
は
、
久
三
に
植
民
地
支
配
の
問
題
を
鋭

く
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
最
も
明
確
に
示
さ
れ
る
の
が
、
奉
天
で
出
会
っ
た
中
国
人
少
年

と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
久
三
は
当
初
、
公
園
で
暮
ら
す
浮
浪
児
に

対
し
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
者
同
士
の
親
近
感
を
覚
え
、
﹁
ご
く
親
し
い

間
柄
に
な
れ
そ
う
な
気
持
﹂
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
久
三
が
高
に
所
持

金
な
ど
を
す
べ
て
奪
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
救
っ
て
く
れ
る
の
も
こ
の
少
年
な

の
だ
が
、
両
者
が
始
め
て
交
わ
す
会
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

﹁
お
ま
え
、
日
本
の
鬼
野
郎
だ
な
！
﹂
そ
う
言
う
な
り
、
犬
殺
し
の

少
年
が
足
を
の
ば
し
て
、
久
三
の
頭
を
蹴
つ
た
。
久
三
は
相
手
の
親

切
に
ど
う
感
謝
し
よ
う
か
と
思
つ
て
い
た
だ
け
に
、
お
ど
ろ
い
て
し

ま
う
。
し
か
し
敵
意
は
感
じ
な
か
つ
た
。
塔
か
ら
の
ぞ
い
た
と
き
の

友
情
ら
し
い
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
つ
づ
い
て
い
た
。
ち
よ
つ
と
し
た

誤
解
に
も
と
づ
く
仲
間
喧
嘩
な
の
だ
と
思
い
た
か
つ
た
。

｢
日
本
の
鬼
野
郎
﹂
と
い
う
呼
び
方
が
示
す
よ
う
に
、
少
年
に
と
っ
て

久
三
は
植
民
地
支
配
民
族
の
一
人
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
視
線
に
は
激
し
い

憎
悪
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
﹁
植
民
者
と
し
て
の
﹁
日
本
人
﹂
﹂
で
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あ
っ
た
こ
と
を
意
識
で
き
て
い
な
い
久
三
は
、
彼
の
怒
り
の
意
味
を
理
解

で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
少
年
に
対
し
て
一
方
的
な
﹁
友
情
﹂
、
社
会

か
ら
疎
外
さ
れ
た
者
同
士
の
連
帯
感
す
ら
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ

故
少
年
の
怒
り
を
﹁
誤
解
﹂
と
し
て
や
り
過
ご
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
語

り
手
は
久
三
の
こ
の
認
識
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
明
示
し
て
い
る
。

犬
殺
し
の
少
年
は
怒
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
と

言
つ
て
も
、
許
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？
︵
中
略
︶
ど
ん
な
こ
と

で
も
手
伝
う
よ
。
な
ん
な
ら
、
当
分
日
本
に
帰
れ
な
く
て
も
、
仕
方

が
な
い
さ
。
誤
解
さ
え
と
け
り
や
、
お
れ
と
君
と
は
、
気
が
合
う
と

思
う
ん
だ
…
…
だ
が
、
ど
ん
な
誤
解
？
…
…
久
三
に
は
、
少
年
と
自

分
を
へ
だ
て
て
い
る
も
の
が
何
ん
で
あ
る
か
、
や
は
り
よ
く
飲
み
込

ん
で
は
い
な
か
つ
た
。
誤
解
な
ど
と
言
つ
て
は
す
ま
す
こ
と
の
で
き

な
い
、
も
つ
と
大
き
な
へ
だ
た
り
で
あ
る
よ
う
な
気
も
し
て
い
た
。

久
三
と
少
年
を
隔
て
て
い
る
旧
支
配
者
／
旧
被
支
配
者
と
い
う
民
族
間

の
壁
は
﹁
誤
解
な
ど
と
言
つ
て
は
す
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
﹂
も
の
、﹁
大

き
な
へ
だ
た
り
﹂
と
し
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
。
久
三
を
被
害
者
的
な

位
置
に
置
い
て
き
た
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
少
年
と
の
関
係
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
﹁
日
本
﹂
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
存
在

で
あ
ろ
う
と
、
彼
は
あ
く
ま
で
﹁
新
市
街
﹂
の
一
員
で
も
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
、
﹁
日
本
の
鬼
野
郎
﹂
と
叫
ぶ
少
年
の
憎
悪
を
正

し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
、
彼
の
憎
悪
を
﹁
誤
解
﹂

と
し
て
や
り
過
ご
そ
う
と
し
た
久
三
の
認
識
を
批
判
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

久
三
は
結
局
少
年
と
の
間
に
あ
る
﹁
大
き
な
へ
だ
た
り
﹂
を
認
識
す
る

こ
と
は
な
く
、
自
身
の
依
拠
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
対
化
に
踏
み
出

す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
一
度
だ
け
、
そ
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
を
意
識

す
る
場
面
が
あ
る
。

﹁
も
う
す
ぐ
だ
よ
、
こ
こ
か
ら
先
は
、
一
人
で
行
き
な
…
…
行
つ
た

ら
、
あ
そ
こ
に
は
、
も
う
二
度
と
来
る
ん
じ
や
な
い
ぜ
。
今
度
、
あ

の
辺
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
ら
、
た
だ
じ
や
す
ま
な

い
か
ら
な
…
…
犬
つ
こ
ろ
と
、
お
ん
な
じ
さ
…
…
﹂
︵
中
略
︶
ち
が

う
ん
だ
、
ち
が
う
ん
だ
、
と
久
三
は
心
の
中
で
繰
返
し
た
。
︵
中
略
︶

久
三
は
ひ
ど
く
心
細
い
、
泣
き
た
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
ち
く

し
よ
う
、
チ
ャ
ン
コ
ロ
め
！
そ
う
口
の
中
で
言
つ
て
み
た
が
、
ぜ
ん

ぜ
ん
い
ま
の
感
情
に
は
そ
ぐ
わ
な
か
つ
た
。
ち
が
う
ん
だ
、
ち
が
う

ん
だ
、
と
繰
返
し
な
が
ら
、
教
え
ら
れ
た
道
を
足
を
ひ
き
ず
つ
て
歩

き
だ
す
。
し
か
し
す
ぐ
に
、
日
本
人
の
と
こ
ろ
に
行
き
つ
け
る
の
だ

と
い
う
希
望
と
、
本
当
に
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
不
安
と
が
、
そ
の
苦
い
気
持
に
う
ち
か
つ
て
い
た
。

敗
戦
後
も
な
お
﹁
植
民
者
﹂
の
意
識
を
相
対
化
出
来
て
い
な
い
久
三
は

﹁
チ
ャ
ン
コ
ロ
﹂
と
い
う
差
別
語
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
の
言
葉
が
自
身

の
感
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
、
他
に
言
葉
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
久
三
は
少
年
と
別
れ
て
い
る
。
こ
の
違

和
感
は
結
局
﹁
日
本
﹂
へ
の
期
待
、
つ
ま
り
植
民
地
支
配
者
と
し
て
の
民

族
意
識
に
よ
り
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
時
、
彼
は
自
ら
の
認

識
枠
組
み
の
限
界
に
確
か
に
直
面
し
て
お
り
、
何
故
そ
の
よ
う
な
差
別
語

し
か
出
て
こ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、
少
年
と
の
間
に
あ
る

四
九

安
部
公
房
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
お
け
る
植
民
地
の
問
題



﹁
大
き
な
へ
だ
た
り
﹂
、
両
者
の
間
に
引
か
れ
た
境
界
の
存
在
を
理
解
し
、

新
し
い
認
識
へ
と
踏
み
出
す
可
能
性
が
生
れ
て
い
る
。

久
三
が
直
面
し
た
、
﹁
チ
ャ
ン
コ
ロ
﹂
と
い
う
言
葉
し
か
持
た
な
い
既

存
の
意
識
の
限
界
は
、
民
族
的
他
者
で
あ
る
少
年
と
の
境
界
の
上
で
発
見

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
の
は
、
﹁
日
本
の
鬼
野
郎
﹂
と
い

う
憎
悪
へ
の
応
答
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
民
族
意
識
の
可
能
性
、
︿
限
界
﹀

＝
︿
境
界
﹀
と
の
対
決
か
ら
形
成
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
で

あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
更
新

一
九
五
〇
年
代
に
登
場
し
た
﹁
帰
郷
﹂
の
物
語
と
し
て
の
引
揚
げ
体
験

記
は
、
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
一
般
国
民
と
い
う
引
揚
げ
者
表
象
を
産
出

し
、
植
民
地
責
任
の
問
題
を
忘
却
す
る
想
像
力
を
日
本
国
民
に
付
与
す
る

役
割
を
果
た
し
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
自
明
性
を
突
き
崩
す
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
事
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
引
揚
げ
は
、
﹁
国
民
﹂
の
枠
組
み

を
補
強
す
る
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た

先
行
す
る
引
揚
げ
表
象
群
に
対
し
、
安
部
が
描
い
た
︿
未
完
﹀
の
引
揚
げ

譚
は
、
﹁
帰
郷
﹂
を
支
え
る
民
族
意
識
の
無
根
拠
性
と
そ
の
排
他
性
を
指

摘
し
、
引
揚
げ
と
い
う
事
象
を
﹁
国
民
﹂
の
物
語
と
し
て
消
費
す
る
よ
う

な
想
像
力
に
対
す
る
批
判
的
機
能
を
果
た
す
も
の
と
な
っ
た
。
と
は
い

え
、
そ
こ
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
全
般
の
否
定
、
﹁
日
本
﹂
と
い
う
共
同

体
の
全
面
的
な
解
体
が
目
指
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら

﹁
日
本
民
族
﹂
と
い
う
集
団
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
植
民
地
支
配
の

責
任
の
所
在
ま
で
を
も
曖
昧
に
し
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
的

な
引
揚
げ
表
象
と
同
様
、
植
民
地
の
記
憶
を
忘
却
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
か
ら
で
あ
る
。

｢
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
で
目
論
ま
れ
て
い
る
の
は
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
全
面
的
な
否
定
で
は
な
く
、
そ
の
質
的
な
転
換
で
あ
る
。

︿
日
本
人
﹀
と
い
う
共
同
性
を
無
批
判
に
自
明
視
し
、
同
質
性
を
基
盤
に

成
立
す
る
旧
来
の
も
の
に
か
わ
る
、
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
可
能
性

が
そ
こ
で
は
追
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
民
族
と
の
接
触
・
対
立
か
ら

浮
か
び
上
が
る
︿
境
界
﹀
へ
の
意
識
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
質

性
で
は
な
く
差
異
に
基
づ
い
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
安
部
は
そ
の

具
体
的
な
他
者
を
、
植
民
地
支
配
の
記
憶
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

︻
註
︼

︵
１
︶
長
田
弘
﹁
失
わ
れ
た
地
図
﹂︵
﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
六
九
・
九
︶
、
吉
田
凞
生
﹁
﹃
け

も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹄
﹂︵
﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
七
一
・
一
︶
、
栗
坪
良
樹
﹁
け

も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す

︿
境
界
線
上
﹀
の
衝
動
﹂
︵
﹃
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄

一
九
七
二
・
九
︶
、
鶴
田
欣
也
﹁
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
お
け
る
ア
ン

ビ
バ
レ
ン
ス
﹂
︵
﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
二
〇
集
、
一
九
七
四
・
五
︶
、
川
村
湊
﹃
異

郷
の
昭
和
文
学
﹄
︵
岩
波
新
書
、
一
九
九
〇
︶
、
小
林
治
﹁
安
部
公
房
﹃
け
も
の
た
ち

は
故
郷
を
め
ざ
す
﹄
に
つ
い
て
：
満
州
体
験
の
対
象
化
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
﹃
駒
沢
短
大

国
文
﹄
一
九
九
五
・
三
︶
な
ど
。

︵
２
︶
道
場
親
信
﹁
﹃
菊
と
刀
﹄
と
東
ア
ジ
ア
冷
戦

あ
る
い
は
﹁
日
本
文
化
論
﹂
の
パ

タ
ー
ン

下
﹂
︵
﹃
現
代
思
想
﹄
二
〇
〇
三
・
九
︶
。

︵
３
︶
道
場
親
信
﹁
戦
後
開
拓
と
農
民
闘
争

社
会
運
動
の
中
の
﹁
難
民
﹂
体
験
﹂
︵
﹃
現

代
思
想
﹄
二
〇
〇
二
・
一
一
︶
。

︵
４
︶
成
田
龍
一
﹁
﹁
引
揚
げ
﹂
に
関
す
る
序
章
﹂
︵
﹃
思
想
﹄
︶
二
〇
〇
三
・
一
一
︶
。

五
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
七
号
・
二
〇
一
六
年
六
月



︵
５
︶
同
右
。

︵
６
︶
日
本
経
営
研
究
所
編
﹃
製
紙
業
の
一
〇
〇
年
﹄
︵
王
子
製
紙
・
十
条
製
紙
・
本
州

製
紙
、
一
九
七
三
︶
。

︵
７
︶
田
上
学
﹁
満
洲
の
パ
ル
プ
企
業

内
地
よ
り
条
件
劣
る
﹂
︵
﹃
満
洲
日
日
新
聞
﹄

一
九
三
八
・
五
・
一
四
︶
。

︵
８
︶
作
田
啓
一
﹃
価
値
の
社
会
学
﹄
︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
︶
。

︵
９
︶
山
室
信
一
﹃
キ
メ
ラ
︱

満
洲
国
の
肖
像

増
補
版
﹄
︵
中
公
新
書
、
二
〇
〇
四
︶
。

︵
10
︶
塚
瀬
進
﹃
満
洲
の
日
本
人
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
︶
。

︵
11
︶
こ
の
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
城
塞
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
鶴
田
欣
也
は
﹁
城

塞
と
い
う
の
は
、
厚
い
壁
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
久
三
は
故
郷
に
居
り
な
が
ら
、

絶
え
ず
壁
の
外
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
﹂
と

指
摘
し
て
い
る
︵
前
掲
﹁
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
お
け
る
ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ス
﹂
︶
。

︵
12
︶
こ
の
﹁
幸
子
﹂
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、﹃
群
像
﹄
初
出
時
で
は
﹁
林
田
幸
子

︱
︽
巴

哈
林
高
女
三
年
・
十
五
歳
・
國
蔵
長
女
・
本
籍
地
静
岡
県
…
…
︾
﹂
と
い
う
説
明
が

つ
け
ら
れ
て
お
り
、
﹁
内
地
﹂
に
﹁
本
籍
地
﹂
を
持
た
な
い
久
三
と
の
対
比
が
よ
り

強
調
さ
れ
て
い
た
。

付
記

｢
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
の
本
文
引
用
は
全
て
初
刊
本
に
拠
る
。
引

用
の
際
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
や
傍
点
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
東
海
支
部
第
五
四
回
研
究
集
会
︵
二
〇
一
五
・

一
二
・
一
九
、
於
東
海
学
園
大
学
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
会
場
の
内

外
で
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

［
さ
か

け
ん
た

本
学
教
員
］

五
一

安
部
公
房
﹁
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
﹂
に
お
け
る
植
民
地
の
問
題


