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一

　
中
国
人
移
民
の
動
機
は
、
早
期
に
お
け
る
苦ク
ー
リ
ー力

や
華
）
1
（

工
、
ひ
い
て

は
「
豬
）
2
（

仔
」
か
ら
、
こ
こ
数
十
年
の
政
治
や
教
育
、
専
門
な
ど
の
要
因

に
よ
る
も
の
に
至
る
ま
で
、
た
と
え
ど
こ
に
移
転
す
る
の
で
あ
ろ
う

と
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
者
で
あ
る
故
ロ
ナ
ル
ド
・
タ
カ
キ

（R
onald Takaki

）の
い
う
「
希
望
」
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。

タ
カ
キ
は
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
史
に
関
す
る
大
著
に
お
い
て
、
イ
マ

ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
（Im

m
anuel W

allerstein

）
の

「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」（m

odern world-system

）
理
論
と
そ
の
動

力
を
経
済
に
求
め
る
説
は
、
ア
ジ
ア
移
民
が
な
ぜ
望
ん
で
故
郷
を
離

れ
た
の
か
に
つ
い
て
部
分
的
に
し
か
説
明
で
き
て
い
な
い
と
指
摘
し

た
。
そ
し
て
マ
キ
シ
ー
ン
・
ホ
ン
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
（M

axim
 H

ong 
K

ingston

）の
『
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
女
武
者
』（The W

om
an W

arrior

）

の
言
葉
を
借
り
、「
必
要
」（N

ecessity

）
の
ほ
か
、
い
く
ら
か
は

「
贅
沢
」（E

xtravagance

）の
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
い
〉
1
〈

る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
タ
カ
キ
に
よ
れ
ば
、
生
き
る
た
め
の
切
迫
し
た
必
要
の
ほ

か
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
移
民
の
多
く
が
大
き
な
夢
や
希
望
を
抱
い
て
い

た
の
で
あ
り
﹇Takaki 1989 : 3 1

﹈、
故
郷
を
離
れ
、
は
る
ば
る
と
海

を
渡
っ
た
の
は
、
自
ら
の
夢
や
希
望
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

い
う
の
だ
。

　
夢
を
追
求
し
、
希
望
を
実
現
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
の

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
華
人
が
直
面
し
た
歴
史
的
経
験
や
社
会
の
現
実
は
異

な
っ
て
い
た
。
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
早
期
に
お

け
る
主
に
労
働
力
を
売
っ
て
い
た
移
民
や
そ
の
子
孫
の
ア
メ
リ
カ
経

フ
ラ
ン
ク
・
チ
ン
と 
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験
と
、
近
年
に
お
け
る
専
門
技
術
や
個
人
的
理
由
、
家
庭
の
事
情
に

よ
る
移
民
の
経
験
と
で
は
当
然
同
じ
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
異
な
る

世
代
の
作
家
で
は
創
作
に
反
映
さ
れ
る
も
の
も
全
く
違
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
が
最
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
の
が
、
彼
ら
の

家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国

に
対
す
る
想
像
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国

」
と
は
政

治
的
な
意
味
に
限
ら
ず
、
文
化
的
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。「
想

像
」
と
い
う
言
葉
も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
集
体

的
な
属
性
を
も
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
共
同
体
に
つ
い
て
い

え
ば
、
た
と
え
個
人
の
想
像
で
あ
っ
て
も
往
々
に
し
て
集
体
の
意
思

や
意
義
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
は
中
華
系
ア
メ
リ
カ
作
家
の
古
参
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
・
チ
ン

（
趙
健
秀
、Frank C

hin

）
を
と
り
あ
げ
、
説
明
を
試
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
チ
ン
が
一
九
七
二
年
に
書
い
た
『
鶏
小
屋
の
チ
ャ

イ
ナ
マ
ン
』（The Chickencoop Chinam

an

）〔
訳
注
＝「
チ
ャ
イ
ナ
マ

ン
」
は
中
国
系
に
対
す
る
侮
蔑
語
〕
と
い
う
戯
曲
の
な
か
で
、
中
華

系
ア
メ
リ
カ
劇
作
家
で
映
画
製
作
者
の
タ
ム
・
ラ
ム
（
林
譚
、Tam

 
Lum

）
と
い
う
登
場
人
物
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
チ
ャ
イ

ナ
マ
ン
は
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
は

な
い
」﹇C

hin 1981 : 2 0

﹈
と
。
そ
の
真
意
は
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人

と
は
結
局
の
と
こ
ろ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
産
物
で
あ
る
と
我
々
に
気

付
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
二
年
後
、
チ
ン
は
『
辰
年
』（The 

Year of D
ragon

）
と
い
う
劇
の
中
で
、
フ
レ
ッ
ド
（Fred

）
と
い
う

中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
を
造
形
し
て
い
る
。
フ
レ
ッ
ド
は
観
光
ガ
イ
ド

で
、
観
光
客
を
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
案
内
す
る
こ
と
を
専
門
に
し
て

い
る
。
チ
ン
は
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
ガ
イ
ド
が
果
た
し
て
い
る
役
割

と
は
、
実
は
白
人
が
中
国
人
を
演
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
中
華

系
ア
メ
リ
カ
人
の
形
象
を
商
品
化
し
て
い
る
の
だ
と
み
な
し
て
い

る
。
そ
し
て
フ
レ
ッ
ド
の
よ
う
な
人
物
は
民
族
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が

中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
助

長
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
チ
ン
の
こ
れ
ま
で

の
四
十
年
余
り
の
文
学
創
作
や
論
述
活
動
は
、
主
に
白
人
と
い
う
民

族
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
人
種
差
別
や
文
化
的
偏
見
に
抗
議
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
を
取
り
戻

し
、
人
種
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
取
り
除
き
、
チ
ン
の
い
わ
ゆ
る
英

雄
主
義
に
よ
っ
て
中
華
系
ア
メ
リ
カ
文
学
の
伝
統
を
定
義
づ
け
る
こ

と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
チ
ン
の
創
作
は
一
種
の
抵
抗
文

学
で
あ
り
、
そ
の
論
述
は
対
立
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
彼
が
言
及
す

る
の
は
往
々
に
し
て
ア
メ
リ
カ
華
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
歴
史
と
日

常
生
活
の
経
験
で
あ
る
。
彼
の
家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国
の
想
像
は
、自
身
が
少
年
時

代
に
育
っ
た
ネ
バ
ダ
（N

evada

）
山
地
に
構
築
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
み
な
が
よ
く
知
っ
て
い
る
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
あ
り
、
チ
ャ
イ

ナ
タ
ウ
ン
が
具
現
す
る
中
国
の
庶
民
文
化
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
白
人
の
文
化
的
偏
見
や
人
種
差
別
を
批
判
、
反
撃
す
る
と

き
、
彼
が
訴
え
る
家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国
の
想
像
と
い
う
の
は
基
本
的
に
文
化
的
な

も
の
で
あ
る
の
だ
。

　
周
知
の
と
お
り
、
チ
ン
は
一
貫
し
て
自
身
の
い
う
英
雄
伝
統
を
尊
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び
、
文
学
に
お
い
て
一
種
の
男
性
英
雄
主
義
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼

の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
た
び
た
び
非
難
を
受
け
、
特
に
マ
キ
シ
ー

ン
・
ホ
ン
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
や
エ
ィ
ミ
・
タ
ン
（
譚
恩
美
、A

m
y 

Tan

）
ら
著
名
な
中
華
系
ア
メ
リ
カ
女
性
作
家
へ
の
攻
撃
は
、
性
差

別
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
点
も
公
平
と

は
限
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
実
、
チ
ン
は
林
語
堂
や
パ
ー

デ
ィ
ー
・
ロ
ウ
（
劉
裔
昌
、Pardee Lowe

）、
チ
ン
・
ヤ
ン
・
リ
ー

（
黎
錦
揚
、C. Y. Lee

）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
ワ
ン
（
黄

哲
倫
、D

avid H
enry H

wang
）
と
い
っ
た
男
性
作
家
を
も
批
判
し

て
い
る
。
ま
た
ほ
か
の
女
性
作
家
、
た
と
え
ば
ス
イ
・
シ
ン
・
フ
ァ
ー

（
水
仙
花
、Sui Sin Far

）
や
ハ
ン
・
ス
ー
イ
ン
（
韓
素
音
、H

an 
Suyin

）、
ダ
イ
ア
ナ
・
チ
ャ
ン
（
張
粲
芳
、D
iana C

hang

）
ら
を
大

い
に
称
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
チ
ン
の
関
心
は
明
ら
か
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
真オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

正
性
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
（politics of authenticity

）
に
あ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
チ
ン
の
関
心
は
、
こ
れ
ら
の
作
家
の
手
で
再
現
さ
れ
て
い
る
の

が
「
真
正
」
の
中
国
文
化
│
│
彼
の
家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国
の
想
像
に
お
い
て
言
う

と
こ
ろ
の
中
国
文
化
│
│
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の

だ
。
チ
ン
は
自
身
の
構
想
と
異
な
る
文
化
の
想
像
を
唾
棄
し
、
白
人

と
い
う
民
族
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
や
そ
の
文
化
と
共
謀
し
た
と
し
て
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
チ
ン
か
ら
す
る
と
、
家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国
の
想
像
の
背
後
に

あ
る
文
化
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
鎮
痛
や
治
癒
を
主
旨
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
カ
ナ
ダ
の
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
い
う
「
修
正

の
過
程
」
で
あ
り
﹇Taylor 1992 : 6 2

﹈、
長
き
に
わ
た
っ
て
捻
じ
曲

げ
ら
れ
て
き
た
民
族
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
形
象
を
修
正
す
る
た
め
な
の

で
あ
る
。

　
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
が
形
作
る
華
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
世
界
で
は
、

チ
ン
の
目
に
触
れ
る
す
べ
て
は
自
身
が
得
々
と
し
て
語
る
英
雄
主
義

の
記
号
で
あ
る
。

　
　
私
は
い
つ
も
英
雄
の
伝
統
に
取
り
囲
ま
れ
て
き
た
。
あ
れ
ら
陶

製
の
人
形
は
み
な
英
雄
的
人
物
で
あ
り
、
彼
ら
は
粤
劇
か
ら
来

て
い
た
り
、
物
語
や
連
環
画
、
絵
本
で
称
賛
さ
れ
て
い
る
戦
い

に
由
来
し
て
い
る
。
人
形
、
木
偶
、
浴
槽
の
お
も
ち
ゃ
、
印
刷

物
、
絵
画
、
画
像
、
そ
し
て
す
べ
て
の
中
国
移
民
が
み
な
持
っ

て
お
り
、
直
感
的
に
理
解
し
、
ひ
ろ
く
収
集
し
耳
を
傾
け
て
き

た
通
俗
的
な
伝
説
や
諺
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。﹇C

hin 
1985 : 116

﹈

こ
の
英
雄
主
義
の
中
心
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
人
物
は
『
三
国
志
演

義
』
の
関
羽
で
あ
る
。

　
　
関
羽
は
決
し
て
『
三
国
志
演
義
』
の
主
要
な
登
場
人
物
で
は
な

い
が
、『
三
国
志
演
義
』
の
な
か
で
最
も
人
気
の
あ
る
人
物
で

あ
る
。
歴
史
、
粤
劇
や
文
学
に
お
い
て
広
く
人
気
を
得
た
こ
の

人
物
は
、
通
俗
文
化
に
よ
っ
て
戦
争
や
略
奪
、
文
学
の
神
へ
と

速
や
か
に
変
身
を
と
げ
た
。
彼
は
殺
し
屋
や
博
打
打
ち
、
す
べ

て
の
商
売
人
の
守
護
神
で
あ
る
の
だ
。
彼
は
完
璧
で
清
廉
な
人

格
と
敵
討
ち
の
具
体
的
な
化
身
な
の
で
あ
る
。
…
…
す
べ
て
の
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ク
ラ
ブ
、
団
体
、
各
種
各
様
の
懇
親
会
、
香
港
の
犯
罪
捜
査
班

か
ら
武
術
の
道
場
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
秘
密
結
社
ま
で
が
み

な
争
っ
て
関
羽
│
│
多
く
の
人
が
「
関
公
」（
あ
る
い
は
「
関

老
爺
」）
と
呼
ん
で
い
る
│
│
を
守
護
神
と
し
て
祭
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。﹇C

hin 1991 : 3 9

﹈

　「
こ
れ
は
自
伝
で
は
な
い
」（“ T

his Is N
ot an A

utobiography”

）

と
い
う
文
章
の
中
で
、
チ
ン
は
関
羽
を
「
踏
み
に
じ
ら
れ
、
抑
圧
さ

れ
る
者
の
戦
士
で
あ
り
、
腐
敗
し
た
官
吏
、
政
府
、
帝
国
と
抗
争
し

て
や
ま
な
い
」﹇C

hin 1985 : 120
﹈
と
ま
で
祭
り
上
げ
て
い
る
。
面

白
い
こ
と
に
、
チ
ン
は
表
象
（representation

）
の
議
論
に
お
い
て

一
貫
し
て
「
真
正
で
あ
る
か
ど
う
か
」
を
判
断
の
基
準
に
し
て
お

り
、
我
々
も
当
然
同
じ
態
度
で
彼
の
関
羽
に
対
す
る
表
象
を
検
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
三
国
志
演
義
』
を
少
し
で
も
知
っ
て

い
る
人
な
ら
、
チ
ン
が
表
象
す
る
関
羽
は
、
そ
の
実
少
な
か
ら
ず
彼

自
身
の
文
化
想
像
に
頼
っ
て
お
り
、
と
き
に
必
ず
し
も
『
三
国
志
演

義
』
と
関
係
が
な
い
こ
と
を
容
易
に
見
抜
く
で
あ
ろ
う
。
チ
ン
の
手

に
よ
る
関
羽
の
形
象
は
、
自
身
が
構
想
す
る
中
国
英
雄
主
義
を
成
就

さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
目
的
は
白
人
世
界
が
華
人

に
対
し
て
抱
い
て
い
る
弱
々
し
く
女
性
化
さ
れ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

や
間
違
っ
た
想
像
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な

家ホ
ー
ム
ラ
ン
ド国

の
想
像
は
主
に
文
化
的
な
も
の
で
あ
り
、
白
人
と
い
う
民
族

的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
そ
の
文
化
に
よ
る
長
き
に
わ
た
る
差
別
や
偏
見

に
対
し
て
応
酬
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

二

　
以
上
で
説
明
し
て
き
た
文
化
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
チ

ン
の
最
初
の
長
編
小
説
『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』（D

onald 
D

uk

）
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
小
説
を
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
な
す
な
ら
ば
、
作
者
が
こ

の
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
取
り
戻
そ
う
と
し
た
も
の
と
は
、
ま
さ
に
中

華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
美
し
く
輝
か
し
い
過
去
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

だ
ろ
う
│
│
も
ち
ろ
ん
こ
の
過
去
に
は
英
雄
主
義
の
色
彩
が
満
ち
て

お
り
、
同
時
に
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
が
長
い
間
歪
曲
さ
れ
、
抑
圧
さ

れ
、
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
辛
酸
に
満
ち
た
記
憶
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
。
人
類
学
者
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ュ
ー
（Francis L. K

. H
su

）
の

次
の
文
章
は
、
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
が
い
か
に
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の

叙
事
に
お
い
て
姿
を
消
さ
れ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
ユ
タ
州
の
プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
（Prom

ontory 
Point, U

tah

）
は
百
年
前
に
ユ
ニ
オ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道

と
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道
が
接
合
し
た
場
所
で
あ

り
、
一
九
六
九
年
五
月
一
〇
日
に
は
こ
の
地
で
ア
メ
リ
カ
大
陸

横
断
鉄
道
開
通
百
周
年
記
念
の
祝
賀
が
行
わ
れ
た
。
一
万
に
も

の
ぼ
る
中
華
系
労
働
者
が
こ
の
横
断
鉄
道
の
完
成
と
そ
の
急
速

な
建
設
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
祝
賀
会
を
主
催

し
た
運
輸
省
長
官
ボ
ル
プ
（Volpe

）
は
ア
メ
リ
カ
人
の
勇
気
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と
技
術
力
を
熱
く
讃
え
た
も
の
の
、
中
国
人
が
果
た
し
た
役
割

に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ボ
ル
プ
の
態

度
は
明
ら
か
に
現
在
も
な
お
広
く
存
在
す
る
白
人
の
偏
見
か
ら

く
る
も
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
華
人
団
体
が
抗
議
の
意
を
表

し
た
が
、
ボ
ル
プ
長
官
は
決
し
て
公
開
で
の
謝
罪
を
し
な
か
っ

た
。﹇H

su 1989 :  3
﹈

　
ボ
ル
プ
が
祝
賀
会
で
忌
避
し
無
視
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
『
ド
ナ

ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』
と
い
う
小
説
が
再
述
し
再
構
築
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
横
断
鉄
道
の

建
築
史
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
中
華
系
労
働
者
が
全
建

設
過
程
に
お
い
て
担
っ
た
重
要
な
役
割
に
か
か
わ
っ
て
い
〉
2
〈

る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
チ
ン
の
叙
事
を
通
し
て
、『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の

夢
』
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
け
る
「
裂
け
目
、
断
絶
、
非
連
続

性
」
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
小
説
が
表
象
す
る
中
華
系

ア
メ
リ
カ
人
の
過
去
と
は
ま
さ
し
く
歴
史
の
事
実
に
お
い
て
不
可
欠

な
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
み
な
、
白
人
の
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
文
化
や
支
配
階
級
と
遭
遇
し
、
相
互
に
関
係
し
あ
う
な
か
で
、

み
な
血
と
涙
が
入
り
混
じ
っ
た
、
感
動
的
な
民
族
の
記
憶
を
持
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
は
土
地
を
失
い
絶
滅
に
瀕

し
、
黒
人
は
奴
隷
貿
易
の
商
品
と
な
り
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
は
収
容

所
で
抑
留
さ
れ
た
。
華
人
も
エ
ン
ジ
ェ
ル
島
（A

ngel I

）
3
（

sland

）
や

様
々
な
差
別
、
中
華
系
労
働
者
に
対
す
る
排
斥
事
件
を
経
験
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
過
去
は
ア
メ
リ
カ
の
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
合

的
記
憶
の
一
部
分
を
構
成
し
て
お
り
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
反

撃
を
始
め
た
時
、
そ
の
発
言
の
立
脚
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ

リ
ス
の
文
化
批
評
家
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
（Stuart H

all

）
の

い
う
と
お
り
、「
過
去
は
私
た
ち
が
発
言
す
る
立
脚
点
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
ま
た
私
た
ち
が
話
を
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
よ
り
ど
こ
ろ

で
あ
る
」﹇1989 b: 18 ‒19

﹈
の
だ
。
し
か
し
ホ
ー
ル
は
ま
た
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。
過
去
が
我
々
に
語
り
続
け
る
と
き
、「
我
々
と

過
去
の
関
係
は
子
供
と
母
親
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

す
で
に
「
断
絶
し
た
後
」
で
は
、
こ
の
過
去
は
も
は
や
単
な
る
事
実

上
の
「
過
去
」
で
は
な
い
。
過
去
は
い
つ
も
記
憶
・
幻
想
・
叙
事
・

神
話
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
」﹇1989 a: 71 ‒72

﹈
と
。

　『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』
に
お
い
て
、
チ
ン
は
何
度
か
の
夢

に
よ
っ
て
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
こ
う
し
た
過
去
を
表
象
し
て
お

り
、
そ
の
夢
の
叙
事
内
容
と
は
主
に
中
国
労
働
者
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
労
働
者
と
の
鉄
道
敷
設
競
争
の
過
程
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
時

代
背
景
は
一
八
六
九
年
四
月
か
ら
五
月
の
こ
と
で
、
中
華
系
労
働
者

が
一
日
に
十
マ
イ
ル
も
の
線
路
を
敷
設
す
る
と
い
う
空
前
の
記
録
に

よ
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
労
働
者
を
打
ち
負
か
し
、
ユ
ニ
オ
ン
・
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道
と
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道
を
接
合
し

て
ア
メ
リ
カ
大
陸
横
断
鉄
道
を
作
り
上
げ
る
。
そ
し
て
中
華
系
労
働

者
た
ち
は
、
白
人
の
人
種
差
別
に
よ
り
自
分
た
ち
の
苦
労
の
功
績
が

認
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
知
り
ぬ
い
て
い
た
た
め
、
敷
設
し
た
枕
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木
の
最
後
の
一
本
に
自
分
た
ち
の
名
前
を
彫
り
付
け
る
。「
一
人
の

若
い
男
が
刷
毛
を
黒
い
イ
ン
ク
に
浸
し
、
枕
木
の
表
面
に
自
分
の
名

前
を
書
く
。
刷
毛
を
手
渡
し
、
枕
木
に
息
を
吹
き
か
け
て
イ
ン
ク
を

乾
か
し
、
書
い
た
文
字
に
沿
っ
て
掘
り
は
じ
め
る
。
枕
木
は
び
っ
し

り
と
名
前
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
彫
り
込
ま
れ
た
名
前
も
あ
れ
ば
、
イ

ン
ク
だ
け
で
書
か
れ
た
名
前
も
あ
）
4
（

る
」﹇C

hin 1991 : 116

﹈。
彫
り

込
ま
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ

は
中
華
系
労
働
者
が
歴
史
に
証
拠
を
残
す
た
め
の
手
段
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
中
華
系
労
働
者
は
す
で
に
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
と
い
う
も
の
は

往
々
に
し
て
覇
権
的
な
階
級
や
人
種
が
そ
の
階
級
や
人
種
の
利
益
を

独
占
す
る
た
め
の
文
化
の
場
に
す
ぎ
な
い
と
気
づ
い
て
い
た
。
そ
し

て
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
自
分
の
力
と
行
動
に
よ
っ
て
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
階
級
や
人
種
に
よ
る
囲
い
込
み
を
突
破
し
、「
も
う
一
つ

の
歴
史
」
の
た
め
に
証
拠
を
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
中
華
系
労
働
者
た
ち
が
掘
り
込
み
、
書
き
つ
け
て
残
し
た
の
は

個
々
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
名
前
は
疑
い
な
く
中
華
系

ア
メ
リ
カ
人
の
集
合
的
記
憶
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
の
だ
。

　
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
は
夢
で
み
た
す
べ
て
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た

め
に
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ア
ゼ
イ
リ
ア
（A

rnold 
A

zalea

）
と
自
ら
図
書
館
へ
行
っ
て
書
物
を
開
い
て
調
べ
た
と
こ

ろ
、
あ
る
本
の
一
八
六
九
年
四
月
二
九
日
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
の
を
見
つ
け
る
。「
線
路
の
末
端
に
、
八
名
の
た
く
ま
し

い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
男
た
ち
が
鉄
道
工
事
用
の
重
い
ヤ
ッ
ト
コ
を

手
に
し
て
立
っ
て
い
た
」
と
。
続
い
て
こ
の
八
名
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
の
名
前
が
挙
げ
て
あ
っ
た
。
ド
ナ
ル
ド
は
こ
こ
ま
で
読
ん
で
不
可

解
に
思
い
、
つ
ぶ
や
い
た
。「
中
国
人
は
名
前
す
ら
出
て
こ
な
い
。

僕
た
ち
が
世
界
記
録
を
作
っ
た
の
に
、
中
国
人
の
名
前
が
一
人
も
出

て
こ
な
い
な
ん
て
。
僕
た
ち
が
名
前
を
記
し
た
最
後
の
枕
木
に
つ
い

て
も
、
一
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
」﹇C

hin 1991 : 122

﹈
と
。
そ
の

後
、
ド
ナ
ル
ド
が
父
親
に
こ
の
こ
と
を
話
す
と
、
彼
の
父
親
は
次
の

よ
う
に
答
え
た
。

　
　
　「
白
人
が
中
国
人
の
名
前
を
自
分
た
ち
の
歴
史
書
に
載
せ
た

が
ら
な
い
っ
て
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
が
ど
う
し
た
っ
て
い
う
ん

だ
？ 

お
前
は
び
っ
く
り
し
た
っ
て
い
う
の
か
。
中
国
人
自
身

が
自
分
た
ち
の
歴
史
を
書
か
な
い
以
上
、
白
人
た
ち
が
書
い
て

く
れ
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
？
」

　
　
　「
そ
ん
な
の
公
平
じ
ゃ
な
い
」

　
　
　「
公
平
？ 

何
が
公
平
な
ん
だ
？ 

歴
史
と
い
う
の
は
戦
争

だ
、
ゲ
ー
ム
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ぞ
！ 

…
…
白
人
た
ち
の
奴
ら
が

自
分
た
ち
の
本
の
中
で
中
国
人
の
歴
史
を
書
い
て
い
な
い
か
ら

と
い
っ
て
父
さ
ん
が
怒
っ
た
り
驚
い
た
り
す
る
と
思
っ
ち
ゃ
い

け
な
い
。
…
…
自
分
で
歴
史
を
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。
そ
れ
が
天
命
と
い
う
も
の

だ
」﹇C

hin 1991 : 123

﹈

　
こ
こ
で
な
ぜ
煩
を
厭
わ
ず
に
ド
ナ
ル
ド
の
夢
の
部
分
的
な
あ
ら
す

じ
と
、
そ
の
夢
が
ド
ナ
ル
ド
に
対
し
て
施
し
た
啓
蒙
や
教
育
に
つ
い
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て
述
べ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
目
的
は
「
も
う
一
つ
の
歴
史
」
が

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
主
体
性
や
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
属

性
を
構
築
す
る
と
い
う
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
で
あ

る
。
ド
ナ
ル
ド
の
夢
は
疑
い
な
く
、
ひ
と
つ
の
贖
い
と
解
放
の
叙
事

で
あ
り
、
ド
ナ
ル
ド
は
そ
の
民
族
の
記
憶
を
取
り
戻
し
、
民
族
属
性

の
知
識
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。「
黒
人
と
し
て
の
過
去

も
な
く
、
黒
人
と
し
て
の
未
来
も
な
い
な
ら
ば
、
黒
人
と
し
て
の
本

質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
」﹇Fanon 1967 : 138

﹈

と
い
う
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
（Frantz Fanon

）
の
言
葉
は
、
実

は
ド
ナ
ル
ド
の
身
の
上
に
も
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
白
人
の
人
種
差
別
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
受
け
た
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人

の
よ
う
な
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
ド
ナ
ル
ド
の
夢
が
表

象
す
る
過
去
│
│
白
人
が
打
ち
負
か
さ
れ
、
中
国
人
が
勝
利
す
る

│
│
と
い
う
の
は
確
か
に
美
し
く
輝
か
し
い
過
去
で
あ
る
。
ド
ナ
ル

ド
は
夢
を
通
し
て
そ
の
民
族
の
記
憶
を
再
構
築
す
る
と
と
も
に
、
啓

蒙
儀
式
を
行
っ
て
お
り
、
祝
賀
活
動
の
中
で
獅
子
舞
を
踊
る
役
目
を

仰
せ
つ
か
っ
て
い
る
。
中
国
人
労
働
者
の
親
方
は
「
ク
ァ
ン
」（
関
）

と
い
う
姓
の
男
だ
が
、
こ
の
人
物
は
一
見
し
て
す
ぐ
に
関
羽
の
化
身

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
・
チ
ン
式
の
中
国
英
雄
主
義
の
具
体
的
な
象
徴

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
チ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
中

国
文
学
に
お
け
る
英
雄
の
伝
統
を
ア
メ
リ
カ
華
人
社
会
に
お
け
る
普

遍
的
な
道
徳
、
倫
理
、
美
学
の
根
本
と
み
な
す
の
は
、
創
作
技
巧
を

振
り
回
す
た
め
で
も
な
く
、
ひ
と
り
よ
が
り
に
深
奥
な
思
想
理
論
を

展
開
し
た
り
、
教
条
を
宣
伝
す
る
た
め
で
も
な
い
。
た
だ
単
純
な
歴

史
を
語
っ
た
だ
け
で
あ
る
」﹇C

hin 1985 : 2 7

﹈
と
。
チ
ン
は
明
ら

か
に
意
識
し
て
自
身
の
言
う
中
国
英
雄
主
義
の
伝
統
を
展
開
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
国
と
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
文
化
的
な
母
子
関
係
を

再
構
築
し
た
の
で
あ
る
。『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』
と
い
う
小

説
で
は
、
ク
ァ
ン
と
い
う
男
は
文
化
的
英
雄
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
母
子
関
係
を
具
現
す
る
行
為
者

（agent

）
で
も
あ
る
の
だ
。

　
た
だ
し
『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』
の
叙
事
の
文
脈
に
お
い

て
、
ク
ァ
ン
と
い
う
男
が
表
す
中
国
式
英
雄
主
義
は
明
ら
か
に
ほ
か

の
意
図
が
あ
る
。
キ
ン
グ
＝
コ
ッ
ク
・
チ
ェ
ン
（
張
敬
珏
、K

ing-
K

ok C
heung

）
は
チ
ン
が
描
く
中
国
式
英
雄
主
義
に
つ
い
て
討
論

し
た
と
き
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「『
三
国
志
演
義
』
の
関

羽
を
例
に
す
る
と
、
彼
は
声
が
鐘
の
よ
う
に
大
き
く
、
激
し
い
気
性

で
情
が
深
く
、
仇
に
は
必
ず
報
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
勇
猛
果
敢
な

英
雄
の
化
身
」
は
、
物
静
か
で
、
受
動
的
な
、
卑
屈
な
東
洋
人
奴
隷

の
形
象
と
は
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
〔
チ
ン

は
〕
こ
の
よ
う
な
威
風
堂
々
と
し
た
英
雄
的
偶
像
が
、
従
順
で
お
と

な
し
い
ア
メ
リ
カ
華
人
と
い
う
神
話
を
打
破
す
る
に
足
る
と
希
望
を

抱
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」﹇C

heung 1990 : 241 ‒242

﹈と〉
3
〈

。
キ
ン

グ
＝
コ
ッ
ク
・
チ
ェ
ン
の
こ
の
憶
測
に
よ
っ
て
、
ク
ァ
ン
親
方
の
英

雄
主
義
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ァ
ン
は
臆
病
で
は
な
い
上

に
内
向
的
で
も
な
く
、
白
人
と
の
激
し
い
競
争
の
中
で
少
し
も
ひ
る
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ま
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
勝
利
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ァ
ン
親

方
と
い
う
英
雄
の
化
身
は
、
従
順
で
、
受
動
的
で
、
臆
病
な
華
人
の

形
象
と
全
く
一
致
し
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
ク
ァ
ン
の
姿
か
ら

我
々
は
幾
人
か
の
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
汲
々
と
し
て
作
り
上
げ

た
肯
定
的
な
形
象
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
ク
ァ
ン
は
〔
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道
の
株
主
で

あ
る
〕
ク
ロ
ー
カ
ー
（C

rocker

）
の
六
連
発
銃
を
手
に
取
る

と
、
ク
ロ
ー
カ
ー
が
恐
怖
の
表
情
を
顔
に
出
す
前
に
、
馬
の
鞍

に
上
が
っ
て
手
綱
を
握
っ
た
。
手
綱
を
さ
ば
い
て
馬
を
右
往
左

往
さ
せ
、
ク
ロ
ー
カ
ー
の
体
中
に
ひ
と
し
き
り
泥
を
浴
び
せ

た
。
ク
ァ
ン
は
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
に
顔
を
向
け
、
言
っ
た
。

「
乗
る
ん
だ
、
坊
主
。
お
ま
え
に
聞
か
せ
て
や
る
…
…
」
ク
ァ

ン
は
ド
ナ
ル
ド
を
引
っ
張
り
あ
げ
て
、
自
分
の
後
ろ
の
鞍
に
乗

せ
、
中
国
人
の
キ
ャ
ン
プ
の
ほ
う
へ
走
り
去
っ
た
。
黒
ず
く
め

の
服
装
を
し
た
中
国
人
労
働
者
の
中
を
、
白
い
衣
装
の
ク
ロ
ー

カ
ー
が
後
を
追
う
。
ク
ァ
ン
は
泥
が
飛
び
散
る
中
を
疾
走
し

て
、
点
心
を
売
る
キ
ャ
ン
プ
に
入
っ
て
い
き
、
ク
ロ
ー
カ
ー
の

六
連
発
銃
を
三
発
ぶ
っ
ぱ
な
す
。
ド
ナ
ル
ド
は
ク
ァ
ン
の
腰
に

し
が
み
つ
き
な
が
ら
、
自
分
が
つ
る
つ
る
滑
る
泥
だ
ら
け
の
馬

か
ら
滑
り
落
ち
そ
う
に
な
る
の
を
感
じ
た
。「
明
日
、
十
マ
イ

ル
だ
！
」
ク
ァ
ン
は
大
声
で
叫
ん
だ
。「
十
マ
イ
ル
の
線
路
を

敷
く
ん
だ
！
」﹇C

hin 1991 : 7 8

﹈

三

　「
こ
れ
は
自
伝
で
は
な
い
」
は
一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、

フ
ラ
ン
ク
・
チ
ン
は
こ
の
長
文
を
結
ぶ
と
き
に
、
二
つ
の
答
え
の
な

い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。「
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
は
ア
ジ

ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
現
状
を
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？ 

芸
術
は
歴

史
を
再
構
築
で
き
る
の
か
？
」﹇C

hin 1985 : 130

﹈
と
。
チ
ン
の
主

要
な
論
述
計
画
と
創
作
活
動
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
彼
の
「
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
作
家
は
本

物
も
偽
物
も
集
ま
れ
」（“ C

om
e A

ll Ye A
sian A

m
erican W

riters 
of the R

eal and the Fake”

）
と
い
う
文
章
は
、
真オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

正
性
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
、
白
人
の
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
文
章
全
体

に
文
化
や
経
験
の
本
質
主
義
が
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
チ

ン
が
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
作
家
と
し
て
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
る

論
述
戦
略
な
の
で
あ
り
、
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
再
構
築
す
る
の
に
拠
っ
て
い
る
重
要
な
示
唆
を
含
む
枠
組
み
な

の
で
あ
る
。『
ド
ナ
ル
ド
・
ダ
ッ
ク
の
夢
』
が
提
供
す
る
「
も
う
一

つ
の
歴
史
」
や
対
立
構
造
を
も
つ
叙
事
は
、
チ
ン
自
身
の
問
題
に
答

え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
公
共
性
、
政
治
性
、
集
体
性
に
つ
い

て
は
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
（Fredric Jam

eson

）
の
言

う
民
族
的
寓
言
（national allegory

）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
こ
の
小
説
か
ら
は
、
個
人
の
運
命
が
い
か
に
集
体
の
運
命
と
つ

な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
民
族
の
歴
史
文
化
の
状
況
全
体
を
い
か
に
寓

言
化
し
て
い
る
か
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
〉
4
〈

る
。

　
類
似
し
た
寓
言
化
の
過
程
は
、
チ
ン
の
二
作
目
の
長
篇
小
説
『
ガ

ン
ガ
・
デ
ィ
ン 
ハ
イ
ウ
ェ
イ
』（G

unga D
in H

ighw
ay

）
に
お
い
て

さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
る
。『
ガ
ン
ガ
・
デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
は
チ

ン
が
提
出
し
た
問
題
を
さ
ら
に
広
く
、
深
く
検
討
し
た
も
の
で
あ
る

ほ
か
、
具
体
的
に
い
う
と
、
こ
の
小
説
は
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン

（
陳
査
礼
、C

harlie C

）
5
（

han

）
と
い
う
記
号
の
記
号
化
の
過
程
を
通

し
て
、
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
文
化
表
象
と
自
己
表
象
の
問
題
を
回

顧
、
検
討
、
批
判
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
そ
れ
は
民
族
的
寓

言
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
適
切
に
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
「
ア

メ
リ
カ
の
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
る
自
己
表
象
と
い
う
文
化
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
の
寓
言
」﹇Palum

bo-Liu 1994 : 8 1
﹈
で
あ
る
の
だ
。

　『
ガ
ン
ガ
・
デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
は
終
始
連
続
し
て
一
貫
性
の

あ
る
筋
や
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

多
く
の
事
件
に
触
れ
て
お
り
、
物
語
の
時
代
背
景
は
第
二
次
世
界
大

戦
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
後
ま
で
の
数
十
年
で
あ
る
。
作
品
中
の

様
々
な
こ
と
は
、
ロ
ン
グ
マ
ン
・
ク
ァ
ン
（
関
龍
曼
、Longm

an 
Kwan

）、
ユ
リ
シ
ー
ズ
（U

lysses

）、
そ
の
友
人
で
韓
と
い
う
姓
の

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（Benedict H

an

）、
張
と
い
う
姓
の
親
友
デ
ィ
エ
ゴ

（D
iego C

hang

）
の
視
点
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ク
ァ
ン
は

も
と
も
と
粤
劇
の
名
優
で
あ
り
、
の
ち
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
や
っ
て
き

て
活
動
し
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
四
男
を
演
じ
て
有
名
に
な

り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
銀
幕
に
お
い
て
名
高
い
「
死
に
役
の
チ
ャ
イ
ナ

マ
ン
」（the C

hinam
an W

ho D
ies

）
で
あ
る
。
彼
の
最
大
の
ア
メ

リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
る
最
初
の

中
国
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
│
│
な
ぜ
な
ら
銀
幕
の
チ
ャ
ー
リ
ー
・

チ
ャ
ン
は
い
つ
も
白
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
る
最
初
の

中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
も
決
し
て
分
に
過
ぎ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
﹇C

hin 1994 : 1 6

﹈。
移
民
一
世
で

あ
る
ク
ァ
ン
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
理
解
は
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ

育
っ
た
妻
ヒ
ア
シ
ン
ス
（H

yacinth

）
に
明
ら
か
に
及
ば
な
い
。「
中

国
人
男
性
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
中
国
人
男
性
を
演
じ
る
こ
と
は
永

遠
に
不
可
能
よ
」。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
中
国
人
男
性
に
演

じ
さ
せ
る
よ
り
先
に
、
ま
ず
白
人
男
性
に
中
国
人
探
偵
を
演
じ
さ
せ

る
わ
。
中
国
人
男
性
に
中
国
人
男
性
を
演
じ
さ
せ
る
よ
り
先
に
、
中

国
人
女
性
に
中
国
人
男
性
を
演
じ
さ
せ
る
。
中
国
人
男
性
に
中
国
人

男
性
を
演
じ
さ
せ
る
よ
り
先
に
、
ク
ィ
ア
（queer

）
の
中
国
人
少

年
を
見
つ
け
て
き
て
演
じ
さ
せ
る
で
し
ょ
う
ね
」﹇C

hin 1994 : 36 ‒
37

﹈
と
。

　
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
る
こ
と
は
、
文
化
表
象
の
権
利
を

獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ

て
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
と
い
う
記
号
に
潜
ん
で
い
る
文
化
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
は
言
わ
ず
と
も
知
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
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チ
ャ
ン
が
具
現
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
白
人
が
中
国
人
に
対
し
て

長
い
間
抱
い
て
き
た
想
像
で
あ
り
、
こ
の
記
号
に
は
ア
メ
リ
カ
の
支

配
的
な
種
族
の
、
中
国
人
に
対
す
る
欲
望
と
不
安
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
に
先
立
っ
て
登
場
し
た
フ
ー
・
マ
ン

チ
ュ
ー
（
傅
満
洲
、Fu M

）
6
（

anchu

）
が
常
に
白
人
が
抱
い
て
い
る
悪

夢
で
あ
る
「
黄
禍
」（
黄
色
人
種
脅
威
論
、the yellow peril

）
を
象

徴
し
て
い
る
な
ら
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
そ
れ
と
は
別
の
極
端

な
「
模
範
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」（the m

odel m
inority

）
を
体
現
し

て
い
る
。「
黄
禍
」
は
「
軍
事
と
性
征
服
と
い
う
陽
性
の
脅
威
」
を

暗
示
し
、「
模
範
少
数
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
は
「
受
動
と
適
応
と
い
う

陰
性
の
姿
態
」
を
表
し
て
い
る
﹇O

kihiro 1994 : 142

﹈。
具
体
的
に

言
え
ば
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
白
人
に
よ
る
人
種
差
別
の
産
物

で
あ
り
、
我
々
が
彼
の
姿
に
見
て
い
る
の
は
、
白
人
の
中
国
人
に
対

す
る
根
深
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
彼
は
白
人
の
発
明
で
あ
る

上
に
、
白
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
文
化
に
よ
っ
て
表
象
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
操
作
さ
れ
る
覇
道
と
抑

圧
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
現
象
が

民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
表
象
の
可
能
性
を
も
否
定
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　『
ガ
ン
ガ
・
デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
は
話
の
筋
が
込
み
入
っ
て
煩

雑
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
輪
郭
に
筋
道
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
チ
ン
は
何
人
か
の
中
華
系
女
性
作
家
の
出
世
作
に
お
け
る
叙
事

方
法
を
意
識
し
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
（parody

）
し
て
お
り
、
様
々
な

声
や
角
度
か
ら
煩
雑
で
多
様
な
ア
メ
リ
カ
経
験
を
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
ら
個
人
あ
る
い
は
家
族
の
ア
メ
リ
カ
経
験
は
、
往
々
に
し
て
さ
ら

に
大
き
な
文
化
的
意
義
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
文
化

属
性
、
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
人
種
差
別
、
民
族
の
相
互
作

用
、
文
化
表
象
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
少
な
か
ら
ず
触
れ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。『
ガ
ン
ガ
・
デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
は
時
代
背
景
が

半
世
紀
に
わ
た
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
空
間
に
お
い
て
も
ア
メ
リ

カ
東
西
の
両
岸
を
横
切
り
、
西
は
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
領
土
に
ま
で
及

ん
で
お
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
（O

akland

）、

バ
ー
ク
レ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ハ
ワ
イ
に
至
っ
て
い
る
。
表
面
的

な
小
説
の
叙
述
は
、
ク
ァ
ン
一
家
の
二
世
代
に
わ
た
る
家
族
の
伝
奇

で
あ
る
が
、
そ
の
叙
事
詩
と
し
て
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
チ
ン

は
意
識
し
て
こ
の
よ
う
な
家
族
の
伝
奇
を
通
し
て
中
華
系
ア
メ
リ
カ

人
と
い
う
集
体
の
運
命
、
と
り
わ
け
文
化
表
象
に
お
い
て
長
ら
く
受

け
て
き
た
挫
折
と
屈
辱
、
自
己
表
象
に
お
け
る
欲
望
・
抗
争
・
失
望

を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
個
人
と
そ
の
家
族
の
物
語
で

あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
民
族
全
体
の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。『
ガ
ン

ガ
・
デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
は
長
さ
の
異
な
る
四
つ
の
部
分
に
分

か
れ
て
お
り
、
チ
ン
は
こ
の
四
つ
の
部
分
を
順
に
「
天
地
創
造
」

（T
he C

reation

）、「
こ
の
世
」（T

he W
orld

）、「
あ
の
世
」（T

he 
U

nder world

）、「
故
郷
」（H

om
e

）
と
名
付
け
て
い
る
。
作
者
は
そ

の
「
前
言
」（“ A

uthor’ s N
ote”

）
に
お
い
て
、
こ
の
四
つ
の
部
分
が

基
づ
い
て
い
る
の
は
、
中
国
の
創
世
神
話
、
つ
ま
り
盤
古
と
女
媧
の
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神
話
（
チ
ン
は
女
媧
を
盤
古
の
妹
と
し
て
い
る
）
で
あ
る
と
し
て

い
）
7
（

る
。
作
者
が
何
に
基
づ
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は

次
の
よ
う
な
「
五
運
歴
年
紀
」
の
記
載
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な

い
。「
初
め
に
盤
古
が
生
ま
れ
、
死
を
迎
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
こ

の
よ
う
に
そ
の
姿
を
変
え
た
。
吐
い
た
息
は
風
雲
と
な
り
、
声
は
雷

鳴
と
な
り
、
左
目
は
太
陽
と
な
り
、
右
目
は
月
と
な
り
、
手
足
と
胴

体
は
四
方
の
極
地
や
五
岳
と
な
り
、
血
は
河
川
と
な
り
、
筋
と
血
管

は
道
と
な
り
、
皮
膚
は
農
地
と
な
り
、
髮
髭
は
星
辰
と
な
り
、
産
毛

は
草
木
と
な
り
、
歯
と
骨
は
金
属
と
な
り
、
精
髓
は
珠
玉
と
な
り
、

汗
と
涙
は
雨
や
露
と
な
っ
た
」（『
緯
史
』
巻
一
よ
り
引
用
）。
盤
古

が
自
然
界
の
創
造
者
で
あ
る
な
ら
、
女
媧
は
と
い
う
と
『
淮
南
子
』

の
「
覧
冥
訓
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
五
色
の
石
を
練
っ
て

蒼
天
を
補
修
し
、
大
亀
の
足
を
断
ち
切
っ
て
四
隅
の
柱
を
立
て
た
」

ほ
か
、
や
は
り
人
類
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
創
造
者
で
あ
る
。

　
チ
ン
は
明
ら
か
に
意
識
し
て
こ
の
よ
う
な
創
世
神
話
に
よ
っ
て
全

体
の
構
成
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
│
│
白

人
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
文
化
が
表
象
す
る
中
国
人
形
象
│
│
は
ま

さ
に
ア
メ
リ
カ
華
人
共
同
体
の
盤
古
で
あ
る
。
小
説
中
の
登
場
人
物

で
あ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
著
名
な
映
画
ス
タ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ト
レ

イ
シ
ー
（Spencer Tracy

）
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
が
最
後
の
一
息
を
飲
み
込
む
と
、

彼
の
息
は
駆
け
巡
る
美
し
い
変
革
の
風
雲
と
化
す
る
だ
ろ
う
。

…
…
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
左
目
は
美
し
い
太
陽
と
な
り
、

右
目
は
月
と
な
る
。
…
…
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
下
半
身
は

五
大
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
と
各
種
の
中
華
料
理
店
一
五
万
軒
と
な

る
。
血
液
は
白
く
変
化
し
、
ま
た
透
明
に
な
り
、
そ
し
て
美
し

い
河
川
や
渓
澗
の
甘
い
流
水
と
な
る
。
筋
や
血
管
は
チ
ャ
イ
ナ

タ
ウ
ン
と
郊
外
地
区
を
つ
な
ぐ
線
路
、
か
け
橋
、
橋
架
、
ト
ン

ネ
ル
、
道
路
に
な
る
。
筋
肉
は
表
土
層
と
な
り
、
体
毛
は
麦
、

稲
、
竹
、
茶
や
胡
椒
の
木
、
チ
ー
ク
、
シ
ュ
ロ
、
マ
ユ
ミ
、
ク

ス
ノ
キ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
マ
ツ
、
白
菜
、
芥
蘭
、
冬
瓜
、
苦
瓜
、

生
姜
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
、
タ
ロ
イ
モ
と
な
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・

チ
ャ
ン
の
歯
や
骨
は
鉱
物
や
金
属
、
地
質
の
結
晶
と
な
る
。

チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
精
液
は
美
し
い
真
珠
と
な
る
。
彼
の

骨
髄
は
玉
と
な
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
頭
髪
、
眉
毛
、

髭
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
上
空
に
き
ら
め
く
東
方
の
星
に
な
る
だ
ろ

う
…
…
」﹇C

hin 1994 : 4 6

﹈

変
身
神
話
の
転
換
過
程
を
経
た
後
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
文
化
産
業
が
構

想
、
生
産
、
複
製
す
る
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
つ
い
に
は
拡
大
さ

れ
て
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
創
造
者
や
生
命
の
源
と
な
っ
た
の
で
あ

る
│
│
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
つ
ま
り
華
人
の
ア
メ
リ
カ
で
あ

り
、
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
祖
先
で
あ
り
、
後
代
の
者
た
ち
は
た
だ

「
彼
の
名
誉
あ
る
長
男
、
次
男
、
三
男
、
四
男
の
謙
虚
で
お
ぼ
つ
か

な
い
足
跡
を
た
ど
っ
て
前
進
す
る
」
し
か
な
い
の
で
あ
る
﹇Yang 

1995 : 2 8
﹈。
し
か
し
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
ず
っ
と
前
か
ら
割
り

当
て
が
決
ま
っ
て
い
る
役
で
あ
り
、
銀
幕
で
は
彼
は
ひ
い
て
は
白
い
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肌
を
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
白
い
仮
面
を
つ
け
て
お
り
、
白
人
の

表
象
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
文
化
的
産
物
で
も
あ

る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
役
目
は
と
う
の
昔
か
ら
存
在
す
る
白

人
の
中
国
人
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
複
製
し
、
継
承
さ
せ
る

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
役
目
を
終
え
る

と
、
横
た
わ
っ
て
最
後
の
一
息
を
飲
み
込
み
、
そ
の
息
は
ア
メ
リ
カ

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
変
革
の
風
雲
と
化
す
の
で
あ
る
…
…
。

　
文
化
表
象
が
こ
の
よ
う
な
畸
形
の
現
象
を
作
り
出
す
の
は
、
多
く

は
「
象
徴
権
力
（sym

bolic power
）
の
分
配
の
不
均
等
」
か
ら
き

て
い
る
﹇Palum

bo-Liu 1994 : 7
〉
5
〈8
﹈。
こ
れ
は
民
族
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
、
女
性
、
第
三
世
界
が
長
い
間
遭
遇
し
て
き
た
共
通
の
運
命
で

あ
り
、
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
状
況
も
例
外
で
は
な
い
。
す
べ
て
の

象
徴
権
力
の
分
配
に
お
い
て
、
白
人
は
終
始
デ
ビ
ッ
ト
・
ロ
イ
ド

（D
avid Lloyd

）
の
い
う
「
属
性
の
な
い
主
体
」（Subject without 

properties

）
で
あ
る
。
白
人
が
不
在
の
場
所
は
な
く
、
白
人
に
不
可

能
は
な
い
と
い
う
力
は
、
往
々
に
し
て
彼
ら
自
身
を
普
遍
性

（universality

）
の
体
現
者
と
し
て
自
任
さ
せ
て
お
り
、
彼
ら
の
支

配
的
行
動
も
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
正
当
化
（self-legitim

ating

）
を

得
て
い
る
。
そ
の
実
普
遍
性
と
は
本
来
、
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。
サ

イ
ー
ド
（E
dward W

. Said

）
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
背
景
、

言
語
、
国
民
性
な
ど
は
「
い
つ
も
他
者
の
実
情
を
無
視
し
て
お
り
」、

普
遍
性
と
は
ま
さ
し
く
上
述
の
個
人
的
な
単
純
で
明
確
な
類
別
を
超

越
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
普
遍
性
の
比
較
的

積
極
的
な
一
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
遍
性
は
「
外
交
と
社
会
政
策

な
ど
行
政
に
お
い
て
、
人
類
の
行
為
の
た
め
に
探
求
さ
れ
策
を
弄
し

て
高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
単
一
の
標
準
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い

る
」﹇Said 1994 : xiv

﹈。
こ
れ
は
普
遍
性
の
横
暴
な
一
面
で
あ
る
。

不
幸
な
こ
と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
論
の
抑
圧
の
も
と
で
は
、
白
人

が
支
配
す
る
普
遍
性
と
は
往
々
に
し
て
後
者
の
意
味
が
前
者
よ
り
も

大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
デ
ビ
ッ
ト
・
ロ
イ
ド
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。
白
人
が
ど
こ
で
も
普
遍
性
の
体
現
者
と
し
て
自

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
実
「
実
際
へ
の
無
関
心
」（literal 

indifference

）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
サ
イ
ー
ド
の
言
う
「
他

人
の
実
情
を
無
視
」
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
属
性
の
な

い
主
体
が
自
信
満
々
に
、
普
遍
性
の
体
現
者
と
し
て
自
ら
を
任
じ
て

い
る
の
は
、「
純
粋
交
換
可
能
性
」（pure exchangeability

）
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
白
人
は
い
か
な
る
人
の
地
位
に
も

と
っ
て
か
わ
り
、
い
か
な
る
人
の
場
所
を
も
占
領
で
き
う
る
と
い
う

自
信
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
も
し
普
遍
的
な
存
在
な
ら
、

そ
の
他
の
人
々
は
ど
う
し
て
も
個
別
・
部
分
・
不
完
全
に
分
類
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
﹇Lloyd 1991 : 7 0

﹈。
純
粋
交
換
可
能
性
に
基
づ

き
、
そ
の
体
現
す
る
普
遍
性
に
基
づ
い
て
、
白
人
は
文
化
の
表
象
や

実
践
に
お
い
て
た
め
ら
う
こ
と
な
く
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
体
現

／
表
象
（represent

）
す
る
役
目
を
担
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
マ

ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
と
皮
肉
に
も
対
応
し
て
い
る
。「
彼
ら
が
自
分

を
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
他
人
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇M

arx 1986 : 254

﹈。
た
だ
し
マ
ル
ク
ス
の
言

う
「
彼
ら
」
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
こ
と
で
あ
り
、「
他
人
」
と
は

白
人
と
い
う
支
配
階
級
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
こ
の
完
璧
で
超
越
し
た
、
偏
り
の
な
い
、
い
つ
も
存
在
す
る
「
属

性
の
な
い
主
体
」
と
し
て
自
任
す
る
者
は
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
文
化
表
象
の
立
場
を
奪
い
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
表
象

の
実
践
の
場
を
占
領
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
人
に
よ
る
中
華
系
ア

メ
リ
カ
人
の
文
化
表
象
を
掘
り
下
げ
る
の
で
あ
れ
、
中
華
系
ア
メ
リ

カ
人
に
よ
る
文
化
の
自
己
表
象
を
検
討
す
る
の
で
あ
れ
、『
ガ
ン
ガ
・

デ
ィ
ン 

ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
の
最
終
的
な
関
心
は
や
は
り
上
述
の
「
表

象
の
危
機
」
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
文

化
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
発
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ど
う
し
よ

う
も
な
い
歴
史
の
事
実
で
あ
る
以
上
、「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は

死
ん
だ
」
こ
と
を
宣
言
〉
6
〈

し
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
中
華
系
ア
メ

リ
カ
人
の
集
合
的
記
憶
か
ら
切
り
離
し
て
埋
葬
す
る
な
ら
と
も
か

く
、
そ
う
で
な
い
限
り
は
眼
前
の
主
な
関
心
と
は
「
い
か
に
表
象
す

る
か
」
の
問
題
で
あ
り
、
い
か
に
表
象
す
る
か
と
は
ま
た
「
誰
が
表

象
す
る
か
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
〉
7
〈

る
。

　
こ
こ
で
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
る
最
初
の
中
華
系
ア
メ
リ

カ
人
に
な
り
た
い
と
い
う
、
ク
ァ
ン
の
生
涯
の
夢
に
か
か
わ
っ
て
く

る
。
ク
ァ
ン
の
夢
は
必
ず
し
も
文
化
の
自
己
表
象
に
つ
い
て
の
考
慮

か
ら
意
識
的
に
生
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
し
た
よ
う

に
、
彼
は
そ
の
生
涯
で
二
つ
の
役
を
繰
り
返
し
演
じ
て
き
た
。
一
つ

は
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
四
男
、
も
う
ひ
と
つ
は
死
に
役
の
チ
ャ

イ
ナ
マ
ン
で
あ
る
。
ク
ァ
ン
は
息
子
が
自
分
の
演
じ
る
映
画
を
軽
ん

じ
て
お
り
、
ま
た
自
分
自
身
を
も
軽
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い

る
﹇C

hin 1994 : 3 6

﹈。
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
身
分
で
最
初
に

チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
た
い
と
願
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
彼

が
一
生
に
夢
見
る
こ
と
の
で
き
る
小
さ
な
勝
利
に
す
ぎ
ず
│
│
こ
れ

に
よ
っ
て
息
子
の
自
分
に
対
す
る
印
象
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
残
念
な
こ
と
に
ク
ァ
ン
は
一
生
を
終
え
る
ま
で
チ
ャ
ー
リ
ー
・

チ
ャ
ン
の
四
男
と
死
に
役
の
チ
ャ
イ
ナ
マ
ン
し
か
演
じ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
死
ぬ
ま
で
彼
に
新
作
の
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
役
を
要
請

す
る
者
は
出
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
彼
の
葬
儀
で
は
新
チ
ャ
ー

リ
ー
・
チ
ャ
ン
映
画
に
関
わ
る
キ
ャ
ス
ト
が
そ
ろ
っ
た
が
、
そ
れ
は

こ
れ
が
宣
伝
価
値
の
あ
る
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
チ
ン
は
ユ
リ

シ
ー
ズ
の
観
察
を
通
し
て
、
こ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て

い
る
。

　
　
彼
ら
は
私
の
父
の
葬
儀
に
参
加
し
に
や
っ
て
来
て
、
新
チ
ャ
ー

リ
ー
・
チ
ャ
ン
を
演
じ
た
い
と
願
う
白
人
や
、
新
し
い
息
子
役

を
望
む
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
黄
色
人
種
が
元
四
男
役
の
葬
儀
に
姿
を

現
し
た
。
本
物
も
い
れ
ば
偽
物
も
い
る
二
世
代
の
チ
ャ
ー

リ
ー
・
チ
ャ
ン
と
そ
の
息
子
た
ち
、
新
作
映
画
で
脚
本
を
書
く

パ
ン
ド
ラ
と
い
う
値
千
金
の
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
作
家
が
み
な

会
場
に
や
っ
て
き
て
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
亡
く
な
っ
た

四
男
に
敬
意
を
表
し
て
い
た
。﹇C

hin 1994 : 389

﹈
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フ
ラ
ン
ク
・
チ
ン
の
文
化
想
像
に
お
い
て
、
新
し
い
チ
ャ
ー

リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
依
然
と
し
て
ガ
ン
ガ
デ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
投
影
あ
る
い
は
具
体
的
象
徴
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の

亡
霊
は
中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
の
間
を
さ
ま
よ
い
、
各
種
の
新
旧

の
勢
力
が
連
盟
を
結
び
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
の
亡
霊
を
さ
ま
よ

い
続
け
さ
せ
て
い
る
の
だ
…
…
。

注〈
1
〉 

マ
キ
シ
ー
ン
・
ホ
ン
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
は
そ
の
自
伝
的
小
説

『
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
女
武
者
』
の
第
一
章
「
名
の
な
い
女
」（“ N

o 
N

am
e W

om
an”

）
に
お
い
て
、
自
身
の
母
親
が
話
る
家
族
の
秘
密

に
触
れ
て
い
る
。
マ
キ
シ
ー
ン
の
名
の
な
い
叔
母
は
夫
が
遠
く
ア
メ

リ
カ
へ
渡
っ
た
後
に
妊
娠
し
、
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
保
守
的
な
村

で
許
さ
れ
る
わ
け
は
な
く
、
最
後
に
井
戸
に
身
を
投
げ
て
自
殺
す

る
。
作
者
の
母
親
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
良
く
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ

り
、
い
か
に
し
て
生
き
続
け
る
か
が
「
必
要
」
で
変
え
が
た
い
道
理

で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
は
自
ら
望
ん
だ
に
し
ろ
そ
う
で
な
か
っ
た
に
し

ろ
、
姦
通
や
婚
外
子
を
生
む
こ
と
は
「
贅
沢
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

﹇K
ingston 1997 : 6 ‒7

﹈。
作
者
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
よ
き
時
代

に
は
姦
通
は
た
だ
の
過
ち
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
村
で
食

料
が
不
足
し
て
い
た
時
代
に
は
大
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」

﹇K
ingston 1997 : 1 5

﹈。
黄
秀
玲
（Sau-ling C

ynthia W
ong

）
は

後
に
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
こ
の
二
つ
の
比
喩
を
用
い
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ

リ
カ
文
学
の
生
産
の
境
遇
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。「「
必
要
」
と

「
贅
沢
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
、
生
存
と
行
為
と
い
う
二
種
類
の

対
比
的
な
形
態
を
意
味
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
従
容
と
し
て
自
制

し
、
生
活
を
考
慮
し
、
保
守
の
傾
向
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
自
由
に

偏
り
、
節
制
を
欠
き
、
情
感
が
溢
れ
、
創
作
の
自
主
が
存
在
す
る
」

﹇W
ong 1993 : 1 3

﹈
と
。
黄
秀
玲
の
関
連
す
る
観
念
は
、
最
も
早
い

も
の
で
彼
女
の
『
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
女
武
士
』
に
対
す
る
解
説
に

見
え
る
﹇W

ong 1988

﹈。

〈
2
〉 

劉
伯
驥
『
美
国
華
僑
史
』
は
、
こ
う
し
た
歴
史
に
つ
い
て
簡
明

な
解
説
を
し
て
お
り
、
参
考
に
す
る
価
値
が
あ
る
﹇
劉1976 : 274 ‒

278 , 613 ‒619

﹈。
こ
の
ほ
か
、
タ
カ
キ
の
著
書
﹇Takaki 1989 : 84 ‒

87

﹈
も
参
考
に
で
き
る
。

〈
3
〉 

こ
こ
で
、
キ
ン
グ
＝
コ
ッ
ク
・
チ
ェ
ン
の
観
点
が
こ
の
よ
う
な

英
雄
主
義
を
称
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
彼
女
は
一
方
で
は
、
も
し
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
伝
統
は
一
般
に
武
力
よ
り
も
ま
ず
慈
悲
を
重
ん
じ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
英
雄

主
義
は
家
父
長
制
の
観
念
と
行
為
を
助
長
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
懸
念
し
て
い
る
﹇C

heung 1990 : 241 ‒243

﹈。

〈
4
〉 

ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
は
「
す
べ
て
の
第
三
世
界
の
テ
ク
ス
ト
は
必
然

的
に
…
…
寓
言
で
あ
る
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
の
い
う
「
民
族
的

寓
言
」
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
﹇Jam

eson 1991 : 6 9

﹈
と
考
え

て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
は
も
ち
ろ
ん
第
三
世
界
の
複
雑
性
を
理
解

し
て
い
る
が
、
第
三
世
界
の
国
家
は
み
な
類
似
し
た
歴
史
的
経
験
、

つ
ま
り
植
民
主
義
や
帝
国
主
義
の
支
配
を
受
け
た
経
験
を
し
て
き
た
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と
み
な
し
て
い
る
。
第
一
世
界
と
は
資
本
主
義
世
界
で
あ
り
、
第
二

世
界
と
は
社
会
主
義
の
陣
営
で
あ
る
﹇Jam

eson 1991 : 6 7

﹈。
ジ
ェ

イ
ム
ス
ン
の
論
文
は
一
九
八
六
年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
ソ
連
と
東
欧
社
会
主
義
陣
営
の
解
体
を
ま
だ
見
て
い
な

い
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
は
ま
た
自
ら
も
認
め
る
簡
略
化
す
ぎ
る
方
法
で

資
本
主
義
の
文
化
あ
る
い
は
「
西
洋
リ
ア
リ
ズ
ム
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小

説
の
文
化
」
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
つ
ま
り
小
我
と
大
我
、
詩
と

政
治
、
性
や
無
意
識
と
階
級
や
経
済
と
い
っ
た
、
世
俗
的
な
政
治
権

力
の
公
衆
世
界
が
構
成
す
る
次
元
の
上
で
の
分
断
で
あ
り
、
言
い
換

え
れ
ば
、「
フ
ロ
イ
ト
対
マ
ル
ク
ス
」
で
あ
る
﹇Jam
eson 1991 : 

6 9

﹈。
第
三
世
界
の
文
学
は
後
者
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ

ム
ス
ン
の
第
三
世
界
文
学
理
論
は
大
き
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
。

最
も
厳
し
い
批
判
は
イ
ン
ド
の
マ
ル
ク
ス
主
義
学
者
ア
イ
ジ
ャ
ー

ズ
・
ア
ー
マ
ッ
ド
（A

ijaz A
hm

ad

）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼

は
そ
も
そ
も
三
つ
の
世
界
に
分
け
る
こ
と
に
賛
同
し
て
お
ら
ず
、
さ

ら
に
重
要
な
の
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
が
根
本
的
に
第
三
世
界
の
文
化
、

言
語
、
歴
史
、
政
治
、
経
済
に
お
け
る
複
雑
性
や
異
質
性
を
無
視
し

て
い
る
と
み
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ジ
ャ
ー
ズ
・
ア
ー
マ
ッ
ド

は
と
り
わ
け
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
生
産
モ
デ
ル
（
資
本
主
義

と
社
会
主
義
）
に
よ
っ
て
第
一
世
界
と
第
二
世
界
を
描
き
だ
し
、
ま

た
外
部
か
ら
の
抑
圧
経
験
（
帝
国
に
よ
る
被
植
民
の
経
験
）
に
よ
っ

て
第
三
世
界
を
定
義
づ
け
た
こ
と
に
不
満
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
前
の
二
者
が
人
類
の
歴
史
を
創
造
す
る
主
体
で
あ
り
、
後
者
が
歴

史
の
客
体
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

考
え
た
の
だ
。
た
だ
し
ア
イ
ジ
ャ
ー
ズ
・
ア
ー
マ
ッ
ド
は
ジ
ェ
イ
ム

ス
ン
の
民
族
的
寓
言
の
説
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
は
た
だ
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
が
一
部
に
よ
っ
て
全
体
を
説
明
し
、

自
身
が
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
い
く
つ
か
の
英
文
の
創
作
や
英
語
に
翻

訳
さ
れ
た
第
三
世
界
の
文
学
作
品
だ
け
に
基
づ
い
て
、「
す
べ
て
」

の
第
三
世
界
の
文
学
が
民
族
的
寓
言
だ
と
認
定
す
る
べ
き
で
な
い
と

考
え
て
い
る
の
だ
。
実
は
第
一
世
界
│
│
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
│
│

の
文
学
の
な
か
に
も
多
く
の
民
族
的
寓
言
が
あ
る
。
面
白
い
こ
と

に
、
ア
イ
ジ
ャ
ー
ズ
・
ア
ー
マ
ッ
ド
が
列
挙
し
た
ア
メ
リ
カ
文
学
作

品
の
中
に
は
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
女
性
の
創
作
が
多
く
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト（R

ichard W
right

）『
ア
メ
リ

カ
の
息
子
』（N

ative Son

）、ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン（R

alph E
llison

）

『
見
え
な
い
人
間
』（Invisible M

an

）、
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
リ
ッ
チ

（A
drienne R

ich

）『
あ
な
た
の
祖
国
、
あ
な
た
の
生
』（Your N

ative 
Land, Your Life

）
な
ど
で
あ
る
﹇A

hm
ad 1992 : 95 ‒122

﹈。
も
う

一
人
の
イ
ン
ド
の
学
者
マ
ダ
バ
ワ
リ
ヤ
ー
・
プ
ラ
サ
ー
ド

（M
adhava Prasad

）
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
を
擁
護
し
て
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
。「「
第
三
世
界
」
と
い
う
記
号
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
の

文
脈
に
お
い
て
新
し
い
意
味
を
得
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
言
葉

は
あ
る
特
定
の
時
空
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
時
空
の
特
色
と
は
資
本

主
義
の
全
世
界
統
一
の
歴
史
と
か
か
わ
り
が
あ
る
の
だ
﹇Prasad 

1992 : 6 0

﹈、
と
。
ア
ー
マ
ッ
ド
は
第
三
世
界
の
文
学
の
ほ
と
ん
ど
が

民
族
主
義
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
説
に
疑
義
を
提
出
し
て
い
る

が
、
こ
の
立
場
は
理
論
の
普
遍
化
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

プ
ラ
サ
ー
ド
は
こ
の
た
め
に
第
三
世
界
文
学
の
さ
ら
に
厳
格
で
、
広

汎
で
、
複
雑
な
理
論
を
構
築
す
る
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
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た
の
で
あ
る
﹇Prasad 1992 : 7 2

﹈。

〈
5
〉 
「
象
徴
権
力
」
と
い
う
言
葉
は
、
ラ
カ
ン
（Jacques Lacan

）
の

鏡
像
段
階
（the M

irror Stage

）
論
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
六
か
月
か
ら
一
八
か
月
の
幼
児
は
鏡
に

映
る
自
分
の
姿
や
周
り
に
い
る
他
者
（the others

）
に
よ
っ
て
自
我

を
形
成
す
る
。
こ
れ
が
鏡
像
段
階
の
想
像
界
（Im

aginary order

）

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
初
歩
的
に
形
成
さ
れ
る
自
我
に
は
ま

だ
主
体
が
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
想
像
界
か
ら
象
徴
界
（Sym
bolic 

order

）
へ
と
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
言
語
記
号
を
使
用

す
る
段
階
に
入
っ
た
後
、
は
じ
め
て
主
体
性
（subjectivity

）
が
形

成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
﹇Lacan 1977 : 1 ‒2

﹈。
こ
の
よ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
ラ
カ
ン
は
言
語
記
号
の
段
階
も
異
化
と
否
定
に
満
ち

て
お
り
、
象
徴
は
つ
ま
り
は
無
上
の
法
則
（the Law

）
に
よ
る
制

限
を
受
け
て
お
り
、
他
者
の
媒
介
機
能
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

中
華
系
ア
メ
リ
カ
人
の
自
我
が
象
徴
界
に
進
ん
で
い
く
時
、
白
人
と

い
う
他
者
の
無
上
の
法
則
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
ず
、「
こ
れ
を
拒

絶
す
る
か
、
あ
る
い
は
す
る
方
法
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
が

想
像
界
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
が
非
存
在

（nonbeing

）
の
段
階
で
あ
る
」﹇Palum

bo-Liu 1994 : 7 9

﹈。

〈
6
〉 

「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
は
死
ん
だ
」（“ C

harlie C
han Is 

D
ead”

）
と
い
う
の
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
女
性
作
家
ジ
ェ

シ
カ
・
ヘ
ゲ
ド
ン
（Jessica H

agedorn

）
が
近
年
編
纂
し
た
現
代
ア

ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
小
説
選
集
の
書
名
で
あ
る
。
ヘ
ゲ
ド
ン
は
「
緒

論
」（“ Introduction”

）
に
お
い
て
「
表
象
の
危
機
」
の
問
題
に
つ

い
て
触
れ
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
私
た
ち
の
想
像
力
に
対

す
る
植
民
は
無
情
で
あ
り
、
脱
却
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
が

行
く
と
こ
ろ
す
べ
て
で
表
れ
出
て
く
る
形
象
は
私
た
ち
の
も
の
と
は

合
致
し
な
い
の
で
あ
る
」﹇H

egedorn 1993 : xxiiii

﹈、
と
。

〈
7
〉 

サ
イ
ー
ド
は
西
洋
の
メ
デ
ィ
ア
が
非
西
洋
の
「
現
地
人
」

（“ natives”

）
を
い
か
に
表
象
す
る
か
を
検
討
し
た
と
き
も
類
似
し
た

問
題
に
着
目
し
て
い
る
。
論
争
の
焦
点
は
表
象
の
内
容
だ
け
で
な

く
、
そ
の
形
式
に
も
あ
る
と
し
、「
何
を
語
る
の
か
に
あ
る
だ
け
で

な
く
、
い
か
に
、
誰
が
、
ど
こ
で
、
誰
の
た
め
に
語
る
の
か
に
も
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
﹇Said 1993 : 2 1

﹈。

訳
注

（
1
） 

華
工
：
手
に
職
を
持
た
ず
単
純
労
働
者
と
し
て
働
く
中
国
系
移

民
を
指
す
。

（
2
） 

豬
仔
：「
豚
の
子
」
の
意
。
一
九
世
紀
の
中
国
系
移
民
で
、「
豬

仔
売
買
」（Saling Pig

）
と
呼
ば
れ
る
、
身
代
金
、
旅
費
、
前
借
な

ど
に
よ
っ
て
一
種
の
債
務
奴
隷
と
し
て
一
定
期
間
身
分
を
顧
主
に
し

ば
ら
れ
た
契
約
移
民
の
こ
と
を
指
す
。
彼
ら
の
多
く
が
中
国
南
部
の

貧
し
い
農
民
で
、「
豚
の
子
」
の
よ
う
に
悲
惨
な
条
件
で
移
住
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。

（
3
） 

エ
ン
ジ
ェ
ル
島
：
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾

内
に
あ
る
小
さ
な
島
。
一
八
八
二
年
の
中
国
人
排
斥
法
の
成
立
後
、

一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
移
民
管
理
施
設
が
置
か

れ
、
中
国
人
移
民
に
対
し
て
厳
し
い
入
国
審
査
が
行
わ
れ
た
。

（
4
） 

引
用
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
福
田
廣
司
訳
『
ド
ナ
ル
ド
・
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ダ
ッ
ク
の
夢
』（
早
川
書
房
、
一
九
九
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。
以

下
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。

（
5
） 
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
：
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ア
ー
ル
・
デ
ル
・

ビ
ガ
ー
ズ
（
一
八
八
四

－

一
九
三
三
）
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇

年
代
に
か
け
て
発
表
し
た
連
作
小
説
の
主
人
公
。
ホ
ノ
ル
ル
警
察
に

勤
務
す
る
中
国
人
探
偵
で
、
片
言
の
英
語
を
話
し
、
小
太
り
で
背
が

低
く
、
風
采
が
あ
が
ら
な
い
が
、
そ
の
抜
け
目
の
な
さ
や
東
洋
的
な

忍
耐
と
第
六
感
に
よ
っ
て
難
解
な
殺
人
事
件
を
解
決
す
る
。
小
説
は

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
数
多
く
の
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ン
映
画
が

制
作
さ
れ
た
。

（
6
） 

フ
ー
・
マ
ン
チ
ュ
ー
：
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
サ
ッ
ク
ス
・
ロ
ー

マ
ー
（
一
八
八
三

－

一
九
五
九
）
が
一
九
一
〇
年
代
に
発
表
し
た
連

作
小
説
の
主
人
公
で
、
世
界
征
服
を
目
指
す
中
国
人
の
悪
人
で
あ

る
。
作
品
の
中
で
は
、
西
洋
の
知
識
と
科
学
を
、
西
洋
的
同
情
心
や

道
徳
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
マ
ス
タ
ー
し
、
西
欧
に
よ
る
支
配
体
制

の
破
壊
と
、
東
洋
人
に
よ
る
世
界
征
服
を
目
指
し
て
陰
謀
を
め
ぐ
ら

す
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
7
） 

盤
古
と
は
、
中
国
神
話
の
神
で
、
宇
宙
開
闢
の
創
世
神
と
さ
れ

る
。
天
地
が
で
き
る
以
前
の
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
出
現
し
た
と
い

う
。
天
地
が
形
成
さ
れ
た
後
に
亡
く
な
り
、
そ
の
死
体
か
ら
万
物
が

生
成
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
女
媧
と
は
、
中
国
神
話
に
登
場

す
る
女
神
で
、
土
と
縄
で
人
類
を
創
造
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
天

を
支
え
る
四
極
の
柱
が
傾
い
て
、
世
界
が
破
滅
的
な
状
態
と
な
っ
た

時
、
そ
の
壊
れ
た
天
を
補
修
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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