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〇
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五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』　
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に



二
七

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

　
　

は
じ
め
に

　

戦
後
空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
た
五
味
川
純
平
の
『
人
間

の
條
件
』
は
、
一
九
五
六
年
七
月
か
ら
一
九
五
八
年
一
月
に
か
け
て
、

三
一
書
房
か
ら
全
六
部
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
大
長
編
で
あ
る
。
人
気

に
火
が
付
い
た
の
は
、
完
結
編
の
第
六
部
刊
行
後
に
発
売
さ
れ
た
『
週

刊
朝
日
』
一
九
五
八
年
二
月
一
六
日
号
の
巻
頭
で
、「
隠
れ
た
ベ
ス
ト
・

セ
ラ
ー
『
人
間
の
条
件
』」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

同
年
一
二
月
初
旬
時
点
ま
で
の
累
計
発
行
部
数
は
二
四
〇
万
部
（
全
六

冊
累
計
）
と
な
り（

１
）、

同
年
末
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
文
壇

10
大
ニ
ュ
ー
ス
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た（

２
）。

　

た
だ
し
、
同
記
事
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
文
壇
」
と
は
、
文
学
に
関

わ
る
出
来
事
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
り
、
文
壇
関
係
者
が
選
ん
だ

「
10
大
ニ
ュ
ー
ス
」
で
は
な
い
。
実
際
、『
人
間
の
條
件
』
は
文
壇
か
ら

は
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
ず
、
本
人
も
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た（

３
）。

そ

う
い
っ
た
当
時
の
文
壇
に
よ
る
黙
殺
だ
け
が
要
因
で
は
な
い
だ
ろ
う

が（
４
）、『

人
間
の
條
件
』
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
乏
し
い
。
近
年
、
植

民
地
や
引
揚
げ
に
関
す
る
文
脈
の
中
で
再
評
価
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
も

の
の
、
物
語
を
細
部
ま
で
読
み
込
ん
だ
分
析
は
ほ
と
ん
ど
為
さ
れ
て
い

な
い（

５
）。

　

本
稿
で
は
、
五
味
川
の
中
国
観
が
『
人
間
の
條
件
』
に
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
読
解
を
試
み
る
。
同
様
の
視
点

か
ら
の
考
察
が
こ
れ
ま
で
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
義
感

の
強
い
主
人
公
の
梶
が
理
不
尽
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
人
物
に
立
ち
向

か
う
と
い
う
構
図
や
、
妻
・
美
千
子
と
の
純
愛
と
い
う
類
型
的
な
物
語

の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
梶
の
人
物
造
形
を
批
評
す
る

余
地
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

高　

橋　

啓　

太



二
八

一
︑
先
行
研
究

　
『
人
間
の
條
件
』
の
先
行
研
究
は
大
き
く
分
け
る
と
、
一
九
五
八
年

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
化
の
後
に
発
表
さ
れ
た
同
時
代
評
と
、
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
に
再
評
価
を
試
み
た
論
考
に
分
類
さ
れ
る
。

　

同
時
代
評
と
し
て
は
、
先
述
の
『
週
刊
朝
日
』
の
特
集
の
中
で
、
臼

井
吉
見
は
「
筆
舌
を
絶
す
る
危
険
と
困
難
の
な
か
で
、
つ
ね
に
人
間
と

し
て
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
念
願
し
、
行
動
す
る
人
物
」
で
あ
る
主
人

公
の
梶
を
「
敗
戦
前
夜
の
満
州
と
い
う
歴
史
的
な
舞
台
に
登
場
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
、
日
本
民
族
に
と
っ
て
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ

積
極
的
な
主
題
を
存
分
に
展
開
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
と
述
べ
て
い

る（
６
）。

長
谷
川
泉
も
「
戦
争
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ァ
が
ど
の
よ
う
に
対
処

す
る
か
、
戦
場
に
お
い
て
人
間
を
見
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
体
い

か
な
る
こ
と
か
、
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
苦
難
が
あ

り
、
そ
れ
を
切
り
抜
け
て
ゆ
く
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
姿
を
と
り
、
そ
し

て
ど
ん
な
結
末
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
本
格
的
な
ロ
マ
ン
に
構
成

し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
の
長
篇
の
な
か
の
ど
こ
か
に
、
今
ま
で
読

ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
文
学
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
戦
後
に
書
か
れ
た
多
く
の
戦
争
文
学
の
集

大
成
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る（

７
）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
価
は
例
外
的
で
あ
る
。
村
上
兵

衛
は
「『
人
間
の
条
件
』
は
、
作
者
の
善
良
な
意
図
に
背
く
こ
と
な
く
、

い
わ
ば
そ
の
意
図
と
釣
合
う
こ
と
に
よ
つ
て
す
ぐ
れ
た
啓
蒙
書
と
は
な

つ
た
が
、
文
学
作
品
に
昇
華
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
」
と
述
べ
て
い

る（
８
）。

ま
た
、
堀
秀
彦
は
、『
人
間
の
條
件
』
が
「
暴
虐
な
権
力
と
組
織

に
対
す
る
怒
り
と
個
人
的
な
抵
抗
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
は
無

力
な
自
分
、
そ
の
自
分
に
対
す
る
歯
ぎ
し
り
―
―
こ
う
い
つ
た
人
間
感

情
を
軍
隊
と
戦
場
と
い
う
場
面
に
お
り
込
ん
だ
大
衆
小
説
な
の
だ
。
こ

こ
で
大
衆
小
説
だ
と
い
う
意
味
は
、
そ
の
主
人
公
が
観
念
的
に
描
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ（

９
）」

と
批
判
し
て
い
る
。

　
『
人
間
の
條
件
』
を
「
文
学
」
に
満
た
な
い
も
の
、「
文
学
」
と
は
異

な
る
も
の
と
し
て
読
ん
だ
同
時
代
評
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
中
村
英
雄
は

「
お
そ
ら
く
作
者
の
関
心
の
も
ち
か
た
が
倫
理
的
な
た
め
に
（
そ
れ
も

結
局
は
個
人
の
倫
理
に
終
始
し
た
）、
結
果
と
し
て
は
戦
争
は
も
っ
ぱ

ら
個
人
の
倫
理
の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
」
お
り
、「
こ
の
作
品
の

感
動
は
そ
の
意
味
で
は
ほ
ん
と
う
に
文
学
的
と
は
い
え
」
な
い
と
指
摘

し）
（1
（

、
高
杉
一
郎
は
「
こ
の
小
説
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
若
い
読
者
の
あ

い
だ
で
、
一
種
の
人
生
案
内
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
」
を

指
摘
し
た
う
え
で
、「
こ
の
小
説
は
日
本
の
文
学
的
伝
統
に
つ
な
が
る

と
こ
ろ
は
す
く
な
く
、
か
つ
弱
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
同
時
代
人
の
道
徳

的
な
問
題
に
答
え
る
と
い
う
文
学
の
課
題
は
―
―
そ
れ
が
ど
の
程
度
に



二
九

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

形
象
化
さ
れ
て
い
る
か
は
別
に
し
て
―
―
ど
の
作
品
よ
り
も
よ
く
は
た

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る）

（（
（

。
高
杉
は
『
人
間
の
條
件
』

を
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
既
存
の
「
文
学
」
と

は
異
な
る
と
み
な
し
て
い
る
点
で
は
、
他
の
同
時
代
評
の
著
者
た
ち
と

変
わ
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
人
間
の
條
件
』
は
「
文
学
作
品
」
と
は
異
な
る
、

読
者
の
倫
理
や
道
徳
に
訴
え
る
テ
ク
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
物
語

の
舞
台
で
あ
る
満
洲
の
描
か
れ
方
や
日
本
人
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の

言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
も
、
同
時
代
評
の
傾
向
で
あ
る
。

　
『
人
間
の
條
件
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
二
〇
年
が
過
ぎ
た

一
九
七
九
年
、
塩
見
鮮
一
郎
は
「
他
民
族
の
犠
牲
の
上
に
築
か
れ
た
梶

と
美
千
子
の
愛
の
生
活
な
ど
崩
壊
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の

だ
。
そ
こ
に
絶
対
的
な
価
値
を
お
い
て
疑
わ
な
か
っ
た
梶
の
「
思
想
」

に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。［
中
略
］
そ
し
て
、読
後
、梶
の
「
思

想
」
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
と
問
う
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
無
限

に
自
己
を
肯
定
し
て
い
く
御
都
合
主
義
的
な
詭
弁
で
し
か
な
い）

（1
（

」
と
批

判
し
て
い
る
。
同
時
代
評
が
梶
の
言
動
に
読
み
込
ん
で
き
た
倫
理
性
の

欺
瞞
を
浮
き
彫
り
に
し
た
批
評
で
あ
り
、
研
究
史
的
に
空
白
の
時
期
に

発
表
さ
れ
た
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
満
洲
に
お
け
る
戦
争
責
任
や
引
揚
げ
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
再
評
価
を
行
う
論
考
が
複
数
発
表
さ
れ
た
。
成
田
龍

一
は
、「
中
国
を
舞
台
に
し
た
物
語
の
な
か
で
、
日
本
人
と
中
国
人
と

い
う
非
対
称
的
な
関
係
が
戦
時
／
敗
戦
後
に
逆
転
す
る
こ
と
を
軸
に
民

族
間
の
あ
り
よ
う
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
作
品
と
い
え
よ
う）

（1
（

」
と
戦
中

戦
後
の
満
洲
を
舞
台
に
し
た
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

川
村
湊
は
「
梶
は
、
い
わ
ば
〝
強
者
と
し
て
の
被
害
者
〟
だ
っ
た
。
し

か
し
、「
満
州
国
」
に
お
い
て
は
、
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど
が
〝
弱
者
と

し
て
の
加
害
者
〟
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る）

（1
（

」
と
、
植
民
地
に

お
け
る
日
本
人
の
「
加
害
者
」
性
の
後
景
化
を
批
判
し
、
五
十
嵐
惠
邦

も
「
長
編
小
説
『
人
間
の
條
件
』
は
、
中
国
そ
し
て
ソ
連
を
巻
き
込
ん

だ
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
点
を
持
っ
た
作
品
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
広
大
な
舞
台
背
景
の
な
か
に
は
じ
ま
っ
た
こ
の

野
心
的
な
物
語
も
、
結
局
、
日
本
人
の
、
日
本
人
に
よ
る
、
日
本
人
の

た
め
の
、が
ま
ん
劇
と
し
て
幕
を
下
ろ
す）

（1
（

」
と
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

川
村
や
五
十
嵐
の
批
判
的
検
討
は
妥
当
で
あ
る
が
、
梶
が
戦
争
に
翻

弄
さ
れ
て
い
く
と
い
う
物
語
の
展
開
に
沿
っ
た
読
解
が
中
心
で
あ
る
。

五
味
川
が
『
人
間
の
條
件
』
の
中
で
、
満
洲
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の

問
題
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
第
一

部
・
第
二
部
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。



三
〇

二
︑
五
味
川
純
平
の
中
国
観

　
『
人
間
の
條
件
』
は
、
五
味
川
自
身
の
満
洲
で
の
経
験
を
基
に
し
た

物
語
で
あ
る
。
五
味
川
は
、
一
九
一
六
年
に
満
洲
で
生
ま
れ
て
い
る
。

東
京
商
科
大
学
（
現
一
橋
大
学
）
進
学
の
た
め
に
東
京
に
移
っ
た
が
中

退
し
、
東
京
外
国
語
学
校
（
現
東
京
外
国
語
大
学
）
を
卒
業
し
た
。
そ

の
後
、
昭
和
製
鋼
所
へ
の
就
職
で
満
洲
に
戻
り
、
同
地
で
応
召
す
る
。

一
九
四
五
年
八
月
、
ソ
連
軍
と
の
戦
闘
で
部
隊
が
全
滅
す
る
中
を
生
き

残
り
、
後
に
ソ
連
軍
の
武
装
解
除
を
受
け
る
。
捕
虜
収
容
所
に
収
容
さ

れ
る
が
脱
走
し
、
旧
満
州
に
戻
る
と
い
う
経
験
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
経
験
が
、『
人
間
の
條
件
』
全
六
部
で
描
か
れ
て
い
る
。
第

一
部
・
二
部
は
、
梶
が
国
策
会
社
（
社
名
は
出
て
こ
な
い
）
の
鉱
山
で

中
国
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
に
奔
走
し
、
そ
の
後
陸
軍
に
召
集
さ
れ
る

ま
で
を
、
第
三
部
・
四
部
は
、
応
召
後
の
内
務
班
で
の
生
活
を
、
第
五

部
・
六
部
は
、
ソ
連
軍
と
の
戦
闘
と
そ
の
後
の
彷
徨
と
捕
虜
収
容
所
へ

の
収
監
と
脱
走
、
そ
し
て
梶
の
死
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
五
味
川
は
収

容
所
を
脱
走
し
て
生
き
延
び
た
が
、
梶
は
力
尽
き
て
死
ぬ
の
で
あ
る

　

本
節
で
は
、
第
一
部
・
第
二
部
の
分
析
に
入
る
前
に
、
五
味
川
の
幼

少
期
か
ら
の
生
活
と
、
そ
の
中
で
培
わ
れ
た
中
国
観
を
確
認
す
る
。
五

味
川
の
中
国
観
が
、
梶
の
人
物
造
形
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
五
味
川
は
、
い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
や
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
・
座
談
会
な
ど
で
自
身
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
、
五
味
川
の
家
永
三
郎
と
の
対
談
「
近
代
思
想
の
欠
落

部
分
―
―
在
「
満
」
日
本
人
の
中
国
観
を
中
心
に
―
―
」（『
思
想
の
科

学　

第
五
次
』
第
一
二
六
号
、
一
九
七
二
・
一
）
を
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、
五
味
川
の
父
は
「
日
露
戦
争
が
終
わ
る
か
終
わ
ら
な
い
時
分

に
、
大
連
に
あ
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
満
州
の
草
分
け
組
の
ひ
と
り
」
で
、

「
御
用
商
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
初
は
「
侵
略
軍
の
手
先
と
し
て
、

か
な
り
羽
ぶ
り
が
よ
か
っ
た
ら
し
い
」
が
、五
味
川
が
生
ま
れ
た
の
は
、

「
シ
ベ
リ
ア
撤
兵
以
来
、
何
カ
所
か
も
っ
て
い
た
支
店
が
、
今
年
一
つ
、

今
年
一
つ
と
い
う
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん
没
落
し
て
い
く
と
い
う
時
期
」

で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

五
味
川
の
一
家
は
、
大
連
近
く
の
柳
樹
屯
と
い
う
小
さ
な
村
に
住
ん

で
い
た
。「
半
農
半
漁
で
四
、五
〇
戸
し
か
な
く
て
、
中
国
人
と
混
在
し

て
」
お
り
、、
小
学
校
で
も
「
日
本
語
と
日
本
的
学
科
の
良
く
で
き
る

子
」
が
同
じ
ク
ラ
ス
に
三
人
来
て
い
た
と
い
う）

（1
（

。
ま
た
、「
小
学
校
三

年
の
と
き
か
ら
教
え
て
く
れ
た
先
生
、
こ
れ
が
新
聞
記
者
あ
が
り
の
大

変
リ
ベ
ラ
ル
な
人
」
で
、「
中
国
人
を
蔑
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
比
較
的
フ
リ
ー
で
い
ら
れ
た
ん
で
す
」
と
語
る
と
と
も
に
、「
封

建
的
な
男
」
で
あ
っ
た
父
に
対
す
る
反
発
を
「
も
う
少
し
敷
衍
し
て
言

え
ば
、
中
国
人
に
対
し
て
威
張
る
よ
う
な
人
に
対
し
て
、
こ
ど
も
心
に



三
一

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

も
嫌
悪
感
と
反
撥
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
な
育
ち
方
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
」
と
も
語
っ
て
い
る）

（1
（

。
柳
樹
屯
で
の
小
学
校
時
代
が
、
五
味
川
の

中
国
観
の
根
幹
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
満
洲
事
変
（
一
九
三
一
）、
満
洲
国
建
国
（
一
九
三
二
）

後
に
本
土
か
ら
移
住
し
て
き
た
日
本
人
に
対
し
て
も
違
和
感
を
覚
え
て

い
る
。

　
　

�　

大
連
と
い
う
の
は
、
い
い
意
味
で
も
、
悪
い
意
味
で
も
典
型
的

な
植
民
地
都
市
な
わ
け
で
す
。
い
い
意
味
と
い
う
の
も
お
か
し
い

け
れ
ど
も
非
常
に
き
れ
い
な
街
で
し
た
。

　
　

�　

そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
汚
く
、
俗
化
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ

と
同
時
に
、
大
連
に
い
る
日
本
人
の
気
質
と
い
う
の
も
年
々
悪
く

な
る
。
日
本
人
の
中
国
人
蔑
視
と
い
う
の
は
、
前
か
ら
あ
る
ん
で

す
け
ど
、
そ
れ
以
前
に
い
た
日
本
人
と
比
べ
て
、
新
し
く
き
た
人

た
ち
の
蔑
視
観
の
現
わ
れ
方
と
い
う
か
、
生
活
態
度
と
い
う
も
の

が
、か
な
り
質
的
に
違
っ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

年
次
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
悪
く
な
る）

（1
（

。

　
『
人
間
の
條
件
』
で
は
、
五
味
川
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
日

本
人
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、「
日
本
人
の

中
国
人
蔑
視
」
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
、
梶
の
人
物
造
形
に
活
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
梶
の
「
中
国
人
蔑
視
」
に
対
す

る
立
ち
振
る
舞
い
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
国
策
会
社
で
中
国
人
の
工

人
た
ち
の
接
す
る
第
一
部
・
第
二
部
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

三
︑
梶
の
思
想
と
労
務
管
理

　
『
人
間
の
條
件
』
第
一
部
は
、
一
九
四
三
年
三
月
か
ら
始
ま
る
。
梶

の
職
場
で
は
、ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
侵
攻
し
た
ド
イ
ツ
軍
の
降
伏
、

日
本
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
か
ら
の
「
転
進
」
を
話
題
に
し
て
い
る
。
梶

は
、日
米
の
鉄
鋼
の
生
産
量
に
圧
倒
的
な
差
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
、

同
僚
の
大
西
か
ら
「
梶
さ
ん
は
日
本
が
負
け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
か
！
」
と
詰
問
さ
れ
る
。
後
の
場
面
で
は
、
梶
が
学
生
時
代
に

左
翼
運
動
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

大
西
と
の
口
論
の
後
、
梶
は
採
鉱
部
長
に
呼
び
出
さ
れ
、
会
社
か
ら

一
〇
〇
キ
ロ
離
れ
た
老
虎
嶺
の
鉱
山
に
労
務
主
任
と
し
て
異
動
す
る
こ

と
を
提
案
さ
れ
る
。
梶
は
《
植
民
地
的
労
務
管
理
の
諸
問
題
》
と
い
う

「
老
虎
嶺
の
労
務
事
情
」
に
つ
い
て
書
い
た
報
告
書
の
中
で
、「
支
那
人

労
働
者
を
出
来
る
だ
け
搾
取
し
て
、こ
の
巨
大
企
業
が
成
立
し
て
い
る
」

現
実
に
対
し
て
、「
人
間
を
、
人
間
と
し
て
扱
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
生



三
二

産
力
の
向
上
を
図
る
と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
持
論
は
、

五
味
川
が
語
っ
て
い
た
中
国
人
蔑
視
へ
の
違
和
感
を
想
起
さ
せ
る
。
採

鉱
部
長
は
、
報
告
書
に
つ
い
て
「
多
分
に
左
翼
的
な
匂
い
が
し
な
い
で

も
な
い
」
と
評
す
る
が
、「
出
鉱
成
績
が
悪
い
の
は
、
工
人
の
就
労
率

が
低
い
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
」老
虎
嶺
の
生
産
量
を
上
げ
る
た
め
に
、

梶
を
抜
擢
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
提
案
に
は
「
招
集
免
除
」

の
特
典
が
付
い
て
い
た
。

　

梶
は
、「
招
集
免
除
の
条
件
と
引
換
え
に
老
虎
嶺
の
労
務
管
理
を
引

き
受
け
よ
う
か
と
い
う
気
持
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
、
同
僚
で
あ
り
学

生
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
影
山
に
相
談
す
る
。
召
集
令
状
が
届
き
、

翌
日
に
出
発
す
る
影
山
は
、
梶
を
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
の
見
本
だ
ぞ
、
き
み
は
」
と
揶
揄
し
、
さ
ら
に
、「
啓
蒙
活
動
と

か
反
戦
運
動
に
若
々
し
い
情
熱
を
注
ぐ
よ
う
な
」
学
生
で
あ
っ
た
自
分

た
ち
が
、「
特
高
一
課
の
岡
ッ
引
に
挙
げ
ら
れ
て
、
ヤ
キ
を
入
れ
ら
れ
」、

「
学
校
を
出
る
と
、
外
地
の
方
が
入
営
を
免
れ
る
率
が
大
き
い
か
ら
、

海
を
渡
っ
て
来
て
」
国
策
会
社
に
就
職
し
た
こ
と
を
、「
反
戦
思
想
の

青
年
闘
士
変
じ
て
死
の
商
人
の
走
狗
と
な
る
の
図
だ
」
と
自
虐
的
に
振

り
返
る
。
梶
が
い
く
ら
戦
争
に
批
判
的
で
も
、
影
山
に
と
っ
て
は
、
自

ら
も
含
め
て
「
戦
争
を
事
実
に
お
い
て
是
認
し
て
し
ま
っ
た
人
間
」
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。梶
も「
俺
達
は
二
人
と
も
堕
落
し
た
」と
認
め
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
梶
が
老
虎
嶺
で
労
務
管
理
を
担
当
す
る
中
で
再
び
浮

上
す
る
。
梶
は
鉱
山
の
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
、
中
国
人
の
工
人
た

ち
が
「
工
頭
」
の
率
い
る
組
に
分
か
れ
る
「
工
頭
制
度
と
い
う
身
分
的

な
関
係
を
解
消
し
て
、直
轄
制
度
に
切
り
換
え
る
こ
と
」
を
提
案
す
る
。

な
か
な
か
成
果
が
出
な
い
こ
と
に
苛
立
ち
、「
戦
争
は
時
間
を
く
れ
な

い
ん
だ
」
と
言
う
労
務
係
事
務
所
所
長
の
黒
木
に
対
し
て
、
梶
は
「
日

本
人
の
戦
争
に
、
何
故
支
那
人
労
働
者
が
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
い
う
こ
と
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
が
、「
私
は
君
の
怪

し
げ
な
思
想
を
聞
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
一
蹴
さ
れ
る
。
そ

れ
で
も
、
共
に
労
務
管
理
を
担
当
す
る
沖
島
と
協
力
し
、
そ
れ
ま
で
工

人
の
賃
金
を
「
ピ
ン
は
ね
」
し
て
い
た
「
工
頭
」
の
日
本
人
社
員
た
ち

か
ら
は
強
い
反
発
を
受
け
な
が
ら
も
、「
工
人
の
就
労
率
は
次
第
に
上

り
、
出
鉱
量
も
徐
々
に
増
え
た
」。

　

し
か
し
、
憲
兵
隊
か
ら
の
要
請
で
「
北
支
の
捕
虜
」
で
あ
る
「
特
殊

工
人
」
約
六
〇
〇
名
の
労
務
管
理
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
困
難

に
直
面
す
る
。「
特
殊
工
人
」
は
、
老
虎
嶺
に
着
く
ま
で
食
事
も
休
憩

も
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
貨
車
に
押
し
込
ま
れ
て
い
た
。
到
着
時
に
は

十
二
人
が
す
で
に
死
亡
し
て
お
り
、
他
の
「
特
殊
工
人
」
も
衰
弱
し
切

っ
て
い
た
。
梶
は
「
最
低
限
度
の
人
間
の
条
件
の
範
囲
内
」
で
対
応
し

よ
う
と
す
る
が
、
日
本
人
を
信
用
し
て
い
な
い
「
特
殊
工
人
」
の
逃
亡



三
三

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

が
相
次
い
で
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
き
、
物
語
の
第
二
部
に
入
る
と
、
梶
と
沖
島

と
の
相
違
点
も
前
景
化
し
て
い
く
。
沖
島
は
梶
の
老
虎
嶺
に
関
す
る
報

告
書
を
読
ん
で
お
り
、そ
の
考
え
方
に
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
方
で
、「
俺
は
君
の
中
に
偉
大
な
革
命
家
を
期
待
し
て
い
る
わ

け
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
し
、
戦
争
と
い
う
バ
カ
で
か
い
機
械
の
廻
転
を
よ
、

俺
と
い
う
蚕
の
糞
み
た
い
に
小
さ
な
歯
車
一
つ
で
、
逆
転
さ
せ
よ
う
な

ん
て
大
そ
れ
た
こ
と
も
考
え
ち
ゃ
い
ね
え
ん
だ
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

梶
の
理
想
は
ど
う
あ
れ
、
国
策
会
社
の
社
員
と
し
て
事
実
上
戦
争
に
協

力
し
て
い
る
現
実
を
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　

参
考
ま
で
に
、内
務
班
で
の
生
活
が
描
か
れ
る
第
三
部
に
登
場
す
る
、

新
城
一
等
兵
と
の
対
話
を
確
認
し
て
お
く
。
新
城
は
「
実
兄
が
思
想
犯

に
問
わ
れ
て
刑
務
所
に
服
役
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
烙
印
を
捺

さ
れ
て
」
お
り
、
自
ら
も
満
洲
国
境
を
越
え
て
ソ
連
に
逃
亡
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
影
山
と
沖
島
が
現
実
に
対
す
る
諦
念
に
陥
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
新
城
は
理
想
を
追
求
す
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
新
城
は
、

学
生
時
代
に
左
翼
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
梶
に
も
逃
げ
る
気
が
な
い
か

尋
ね
る
。
梶
は
、「
向
う
側
の
畑
に
は
奇
麗
な
花
が
咲
い
て
い
る
ら
し

い
か
ら
と
云
っ
て
飛
び
込
ん
で
行
く
の
は
、
何
か
根
本
的
に
お
か
し
い

ん
だ
」
と
誘
い
を
断
る
。
新
城
が
「
論
理
じ
ゃ
な
く
て
、
梶
の
は
モ
ラ

ル
だ
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
梶
は
私
刑
を
行
う
古
年
次
兵
や
下
士
官

の
理
不
尽
さ
を
看
過
で
き
ず
、
事
あ
る
ご
と
に
対
立
し
て
い
く
。
影
山

や
沖
島
と
の
関
係
で
は
理
想
主
義
的
に
見
え
、
新
城
と
の
関
係
で
は
現

実
主
義
的
に
見
え
る
が
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
場
の
変
革
を
目
指
し

て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。

　

第
二
部
に
戻
る
と
、
梶
は
結
局
、
現
実
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
第
二
部
の
後
半
で
は
、「
特
殊
工
人
」
七
人
が
、
以
前
か
ら
梶
に

反
発
し
て
い
た
現
場
監
督
の
岡
崎
に
よ
っ
て
脱
走
を
企
て
た
と
い
う
罪

を
着
せ
ら
れ
て
捕
ま
り
、
憲
兵
隊
に
よ
っ
て
見
せ
し
め
の
斬
首
刑
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
梶
は
斬
首
刑
前
夜
、
危
険
を
冒
し
て
で
も
七
人

を
逃
そ
う
と
考
え
る
が
、
妻
の
美
千
子
に
止
め
ら
れ
て
断
念
す
る
。
翌

日
、
刑
場
で
三
人
の
処
刑
が
終
わ
っ
た
後
、
梶
は
「
や
め
て
頂
く
」
と

前
に
踏
み
出
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
「
特
殊
工
人
の
集
団
が
総

立
ち
に
な
っ
て
、
枯
野
を
押
し
渡
る
津
浪
の
前
触
れ
の
よ
う
な
不
気
味

な
喚
声
を
上
げ
は
じ
め
た
」。
こ
れ
に
よ
っ
て
処
刑
は
中
止
さ
れ
る
が
、

梶
は
憲
兵
隊
に
連
行
さ
れ
、「
招
集
免
除
」
の
特
典
を
失
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
、
梶
の
老
虎
嶺
で
の
労
務
管
理
改
善
の
試
み
は
頓
挫
す
る
の

で
あ
る
。



三
四

四
︑
鉄
条
網
の
内
と
外

　

自
分
を
「
戦
争
と
い
う
バ
カ
で
か
い
機
械
」
の
「
小
さ
な
歯
車
」
に

譬
え
る
沖
島
の
言
動
を
さ
ら
に
追
っ
て
い
き
た
い
。
沖
島
は
以
前
か
ら

工
人
の
売
買
を
斡
旋
し
、
新
た
に
「
特
殊
工
人
」
を
別
の
炭
鉱
に
売
っ

て
大
金
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
朝
鮮
人
の
張
命
賛
を
捕
ま
え
、
暴
行
を

加
え
る
。
梶
が
感
情
的
に
な
っ
た
沖
島
を
問
い
た
だ
す
と
、「
戦
争
と

い
う
非
人
間
的
な
現
実
に
人
間
を
対
置
し
て
、
そ
の
矛
盾
の
中
で
人
間

を
主
張
し
な
が
ら
だ
よ
、
し
か
も
反
面
で
は
戦
争
に
協
力
す
る
と
い
う

き
わ
ど
い
芸
当
は
、も
う
こ
れ
以
上
出
来
な
い
」
と
告
げ
、さ
ら
に
「
腹

が
立
て
ば
、
工
人
も
ぶ
ん
殴
る
さ
。
沖
島
と
い
う
野
郎
が
ぶ
ん
殴
る
ん

だ
よ
、
こ
れ
は
。
日
本
人
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
君
は
、
そ
ん
じ

ょ
そ
こ
ら
の
一
匹
の
野
郎
で
あ
る
よ
り
先
き
に
、
日
本
人
な
ん
だ
な
。

そ
こ
ん
と
こ
ろ
が
違
う
ん
だ
」
と
言
う
。
沖
島
は
「
宣
撫
工
作
に
通
訳

と
し
て
使
わ
れ
て
い
」
た
時
、「
チ
ャ
ン
コ
ロ
の
抗
日
分
子
を
叩
き
殺

す
手
伝
い
」
で
「
生
殺
し
に
し
て
土
に
埋
め
て
、
踏
む
」
行
為
を
「
さ

せ
ら
れ
た
」
経
験
が
あ
る
。
強
制
的
と
は
い
え
、「
日
本
人
」
と
し
て

の
行
い
で
あ
る
。
国
策
会
社
の
社
員
と
し
て
工
人
を
「
ぶ
ん
殴
る
」
こ

と
も
、「
日
本
人
」
の
暴
力
で
は
な
い
な
ど
と
は
言
え
ま
い
。

　

梶
の
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
の
意
義
を
考
え
る
た
め
に
、

武
田
泰
淳
「
審
判
」（『
批
評
』
一
九
四
七
・
四
）
を
参
照
し
た
い
。「
審

判
」
の
舞
台
は
敗
戦
直
後
の
上
海
で
、
語
り
手
の
杉
を
は
じ
め
と
す
る

日
本
人
た
ち
は
日
本
の
滅
亡
さ
え
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
あ
っ

た
。
杉
の
と
あ
る
友
人
は
、「
一
国
が
亡
び
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
滅
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
人
類
全
体
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
不
変
不
滅
な
の
さ
。
そ
れ
は
物
理
的
に
見
て
、
宇
宙
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
不
変
不
滅
で
あ
る
の
と
、
ち
ょ
う
ど
お
ん
な
じ
な
ん
だ
。
だ
か

ら
日
本
が
亡
び
る
と
い
う
こ
と
は
ち
っ
と
も
お
ど
ろ
く
に
あ
た
ら
ん
の

さ
」
と
述
べ
、「
日
本
人
を
廃
業
す
る
」
こ
と
に
も
抵
抗
が
な
い
。
し

か
し
、
復
員
兵
で
あ
る
二
郎
は
「
日
本
人
一
人
々
々
の
場
合
で
す
ね
。

自
分
々
々
と
し
て
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

実
は
二
郎
は
、
応
召
中
に
無
抵
抗
の
中
国
人
を
射
殺
し
て
お
り
、
そ
の

罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
自
分
の
罪
と
贖
罪
と
し
て
中
国
に
残
る

と
い
う
決
心
を
書
い
た
手
紙
を
杉
に
残
し
、
失
踪
す
る
。
一
人
の
「
日

本
人
」
と
し
て
贖
罪
す
る
二
郎
は
、
日
本
と
い
う
国
家
や
国
籍
を
顧
み

な
い
杉
や
友
人
に
対
し
て
批
評
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る）
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『
人
間
の
條
件
』
で
も
、
梶
と
沖
島
の
違
い
は
「
日
本
人
」
と
し
て

の
自
覚
の
有
無
に
あ
る
。
梶
は
、
沖
島
に
「
あ
ん
た
は
あ
ん
た
で
、
言

葉
の
手
品
を
使
っ
て
、
自
分
自
身
を
万
国
共
通
の
庶
民
と
い
う
概
念
に

す
り
替
え
て
し
ま
っ
て
、
僕
と
は
全
然
違
う
立
場
に
い
る
と
宣
言
し
に



三
五

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

来
た
わ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
沖
島
の
「
日
本
人
」
と
し
て
の
暴
力

性
の
無
自
覚
さ
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
あ
く
ま
で
も
自
分
と

沖
島
と
の
間
に
立
場
の
相
違
を
見
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
沖
島
に
対

す
る
批
判
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

同
じ
第
二
部
で
は
、
梶
の
方
が
批
評
さ
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
る
場
面

も
あ
る
。「
特
殊
工
人
」
総
代
の
王
享
立
と
の
対
話
場
面
で
あ
る
。
第

一
部
・
第
二
部
で
梶
が
対
立
す
る
の
は
、
工
人
た
ち
を
劣
悪
な
環
境
に

置
く
こ
と
に
何
の
疑
問
も
抱
か
な
い
所
長
の
黒
木
や
「
工
頭
」、「
特
殊

工
人
」を
貨
車
に
詰
め
込
ん
で
連
行
し
て
き
た
憲
兵
隊
で
あ
る
。
だ
が
、

梶
の
言
動
の
問
題
を
浮
き
彫
り
す
る
の
は
、
王
で
あ
る
。

　

梶
は
「
特
殊
工
人
」
の
脱
走
を
防
ぐ
た
め
に
、
王
と
信
頼
関
係
を
築

こ
う
と
何
度
も
話
し
て
い
る
。
王
は
、
第
二
部
冒
頭
で
梶
に
手
記
を
渡

す
。
そ
の
中
に
は
、
郷
里
の
村
に
や
っ
て
来
た
日
本
兵
が
妻
を
含
め
た

村
の
住
民
た
ち
を
虐
殺
し
、
自
ら
も
捕
虜
と
な
り
拷
問
を
受
け
た
こ
と

が
克
明
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
王
が
中
国
語
で

書
い
た
手
記
を
、
梶
の
部
下
で
あ
る
陳
が
漢
字
と
片
仮
名
表
記
で
日
本

語
に
訳
し
た
形
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
手
記
自
体
、
植
民
地
に
お

け
る
「
日
本
人
」
の
加
害
行
為
を
詳
細
に
語
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い

る
。
手
記
を
読
ん
だ
後
に
王
と
会
っ
た
梶
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語

る
。

　
　

�　
「
し
か
し
、
問
題
は
な
、
王
先
生
、
或
る
種
の
日
本
人
は
お
前

達
中
国
人
よ
り
も
先
き
に
日
本
人
自
身
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
俺
達
を
焼
き
殺
す
火
が
ひ
ろ
が
っ

て
、
お
前
達
の
皮
膚
を
焦
が
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
お
前
達

は
、
い
ま
、
鉄
条
網
の
中
に
隔
離
さ
れ
て
、
そ
う
し
よ
う
と
思
え

ば
、
高
み
の
見
物
を
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
は
な
い
。
あ
い
つ
は

日
本
人
だ
、
あ
い
つ
は
侵
略
者
だ
と
云
っ
て
な
。
或
は
、
修
養
し

な
さ
い
。
発
展
さ
せ
な
さ
い
、
と
云
っ
て
だ
。
火
の
上
に
か
け
ら

れ
て
い
る
俺
は
ど
う
す
る
の
だ
？
」

　

梶
は
確
か
に
、
社
内
の
人
間
だ
け
で
な
く
憲
兵
に
も
睨
ま
れ
て
い
る

が
、
妻
や
同
胞
を
日
本
兵
に
殺
さ
れ
、「
特
殊
工
人
」
と
し
て
連
行
さ

れ
て
き
た
王
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
意
識
を
表
明
す
る
こ
と

は
居
直
り
で
し
か
な
い
。
実
際
、
王
は
「
誰
で
も
自
分
を
悲
劇
的
に
見

た
が
る
も
の
だ
。
観
念
操
作
で
悲
劇
美
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
酔
い
た
が

る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
場
面
で
の
梶
の
問
題
は
被
害
者
意
識
だ
け
で
は
な
く
、

鉄
条
網
に
関
す
る
言
及
の
中
に
も
あ
る
。「
特
殊
工
人
」
の
宿
舎
の
周

囲
に
は
鉄
条
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、「
特
殊
工
人
」
た
ち
は
隔



三
六

離
さ
れ
て
い
る
。
鉄
条
網
は
、
植
民
者
で
あ
る
「
日
本
人
」
の
権
力
性

と
暴
力
性
を
可
視
化
し
て
い
る
と
言
え
る）

1（
（

。
し
か
し
、
梶
は
そ
の
こ
と

に
あ
ま
り
に
も
無
自
覚
で
あ
る
。「
鉄
条
網
の
中
に
隔
離
さ
れ
て
」
い

る
王
が
、「
高
み
の
見
物
」
で
「
日
本
人
」
を
見
下
ろ
す
こ
と
な
ど
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
誰
で
も
自
分
を
悲
劇
的
に
見
た
が
る
も

の
だ
」
と
言
う
王
に
対
し
て
、
梶
は
「
俺
は
、
お
前
が
俺
の
立
場
に
立

っ
た
ら
、
ど
う
す
る
か
を
、
鉄
条
網
の
内
側
か
ら
見
た
い
と
思
う
よ
」

と
返
答
す
る
。
鉄
条
網
の
内
＝
「
特
殊
工
人
」
と
外
＝
「
日
本
人
」
は
、

後
者
が
前
者
を
管
理
す
る
関
係
性
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
梶
は
内
と
外
を

物
理
的
な
位
置
関
係
と
し
て
捉
え
、
な
お
か
つ
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側

が
反
転
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
関
係
性
と
し
て
語
っ
て
い
る
。王
は
、

梶
が
「
或
る
種
の
日
本
人
」
と
し
て
被
害
者
的
に
振
る
舞
お
う
と
す
る

欺
瞞
を
批
評
で
き
る
存
在
で
あ
る
が
、
当
の
梶
は
、
対
話
の
可
能
性
を

閉
ざ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

満
洲
で
生
ま
れ
育
ち
、「
日
本
人
の
中
国
人
蔑
視
」
を
嫌
悪
し
て
い

た
五
味
川
は
、
梶
を
「
日
本
人
の
戦
争
に
、
何
故
支
那
人
労
働
者
が
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
」
を
考
え
る
人
物
と
し
て
造

形
し
た
。
し
か
し
、
梶
は
沖
島
の
「
日
本
人
」
と
し
て
の
暴
力
性
を
指

摘
す
る
こ
と
は
な
く
、
自
ら
の
被
害
者
意
識
を
批
判
す
る
王
に
対
し
て

は
、
鉄
条
網
の
内
と
外
の
間
に
あ
る
非
対
称
性
、
す
な
わ
ち
植
民
者
と

被
植
民
者
の
関
係
性
を
無
視
し
て
、「
或
る
種
の
日
本
人
」
の
立
場
を

強
調
す
る
。
王
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
問
題
意

識
が
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

論
点
は
変
わ
る
が
、
梶
と
美
千
子
と
の
や
り
と
り
に
も
、
こ
う
い
っ

た
特
徴
と
軌
を
一
に
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う

に
、
採
鉱
部
長
か
ら
老
虎
嶺
行
き
を
提
案
さ
れ
た
梶
は
、
自
分
の
思
想

を
売
っ
て
「
招
集
免
除
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
を
影

山
に
話
し
て
い
た
。
こ
の
後
、
梶
は
老
虎
嶺
行
き
の
話
を
美
千
子
に
伝

え
る
。
そ
の
場
面
で
は
、「
召
集
免
除
に
な
っ
た
、
だ
か
ら
君
と
結
婚

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
、
だ
か
ら
早
速
結
婚
し
よ
う
」
と
い
う
考
え
の

浅
薄
さ
を
自
嘲
し
て
い
る
の
だ
が
、「
招
集
免
除
」
の
特
典
を
得
る
こ

と
は
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
自
分
の
思
想
を
売
る
こ
と
の
是
非
を
問
う

こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
面
で
、
梶
は
「
僕
が
考
え
の
糸
を
手
繰
っ
て
行

く
と
ね
、
い
つ
で
も
そ
の
端
を
君
が
持
っ
て
い
て
、
こ
こ
ま
で
お
い
で

お
い
で
を
し
て
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
美
千
子
の
存
在
が

梶
の
判
断
や
思
考
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い）
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第
二
部
後
半
で
「
特
殊
工
人
」
の
処
刑
を
止
め
、
憲
兵
隊
に
連
行
さ

れ
た
梶
は
、
拷
問
を
受
け
た
後
、
監
房
で
「
美
千
子
の
幻
影
を
呼
び
出



三
七

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

し
て
」
対
話
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

　
　

�　
「
君
は
、
俺
の
た
め
に
ひ
ど
い
目
に
合
う
か
も
し
れ
な
い
。
許

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？
」
／
梶
は
美
千
子
の
応
答
を
待
っ
た
。

美
千
子
が
こ
う
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
／
「
許
し
て

く
れ
る
か
な
ん
て
、
ど
う
し
て
あ
た
し
が
！　

あ
た
し
云
っ
た
じ

ゃ
な
い
？　

迷
っ
た
っ
て
い
い
の
よ
、
あ
た
し
、
行
き
ま
す
、
一

生
懸
命
、
あ
な
た
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
っ
て
。
あ
な
た
は
迷
わ
な

か
っ
た
わ
。
迷
い
そ
う
だ
っ
た
け
れ
ど
、正
し
い
道
を
選
ん
だ
わ
。

だ
か
ら
、
あ
た
し
、
喜
ん
で
つ
い
て
行
き
ま
す
」
／
美
千
子
は
き

っ
と
そ
う
云
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。梶
は
暗
い
壁
に
向
っ
て
い
て
、

悲
し
く
な
っ
た
。（
傍
線
引
用
者
）

　

自
己
内
対
話
の
中
で
肯
定
さ
れ
る
（
自
分
で
自
分
を
肯
定
す
る
）
こ

と
で
、
梶
の
矜
持
は
一
応
保
た
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

こ
に
他
者
は
不
在
で
あ
る
。
労
務
管
理
の
仕
事
で
「
人
間
を
、
人
間
と

し
て
扱
う
」
と
い
う
梶
の
試
み
は
失
敗
す
る
一
方
、
刑
場
で
「
特
殊
工

人
の
集
団
が
総
立
ち
に
な
っ
て
、
枯
野
を
押
し
渡
る
津
浪
の
前
触
れ
の

よ
う
な
不
気
味
な
喚
声
を
上
げ
は
じ
め
た
」
こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
は

カ
タ
ル
シ
ス
が
も
た
ら
さ
れ
、
第
一
部
・
第
二
部
と
続
い
た
老
虎
嶺
編

は
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
梶
が
憲
兵
隊
に
連
行
さ
れ
て
い
る
間
に
、「
王
享
立
以
下

三
十
名
の
特
殊
工
人
」
は
老
虎
嶺
か
ら
脱
走
し
て
い
る
。
憲
兵
隊
か
ら

解
放
さ
れ
た
梶
は
、
所
長
の
黒
木
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
哄
笑
す
る
。

第
三
部
以
降
も
物
語
の
舞
台
は
満
洲
だ
が
、
物
語
の
最
後
ま
で
、
王
の

よ
う
に
梶
の
思
想
を
批
評
し
得
る
中
国
人
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。

注（
１
）�『
読
売
新
聞
』（
一
九
五
八
・
一
二
・
二
朝
刊
、
二
頁
）
に
掲
載

の
『
人
間
の
條
件
』
の
広
告
に
、「
堂
々
二
四
〇
万
部
突
破　

新
記
録
を
樹
立
」
と
あ
る
。

（
２
）�「
文
壇
の
10
大
ニ
ュ
ー
ス
「
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
条
件
（
五
味
川

純
平
「
人
間
の
条
件
」
二
百
四
十
万
部
売
れ
る
）
」」（『
読
売

新
聞
』
一
九
五
八
・
一
二
・
二
九
夕
刊
）
四
頁
。

（
３
）�

五
味
川
純
平
・
佐
古
純
一
郎
「〈
対
談
〉
文
学
の
条
件
」（『
中

央
公
論
』
一
九
五
八
・
八
）
参
照
。

（
４
）�『
人
間
の
條
件
』
と
こ
の
時
期
の
文
壇
の
変
質
に
つ
い
て
、
本

誌
前
号
掲
載
の
拙
稿
「
五
味
川
純
平
『
人
間
の
條
件
』
に
関
す

る
序
論
的
考
察
」
で
論
じ
て
い
る
。

（
５
）�

李
潤
澤
「【
研
究
報
告
】
小
林
正
樹
の
映
画
『
人
間
の
條
件
』



三
八

に
お
け
る
満
洲
イ
メ
ー
ジ
─
─
原
作
小
説
と
の
比
較
の
視
点
か

ら
」（『
映
像
学
』
第
一
〇
三
巻
、
二
〇
二
〇
・
一
）
は
、
小
林

正
樹
監
督
に
よ
る
映
画
『
人
間
の
條
件
』（
松
竹
、
一
九
五
九

～
一
九
六
一
）
の
満
洲
表
象
を
五
味
川
の
原
作
と
比
較
し
、
細

部
に
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。

（
６
）�

臼
井
吉
見
「
つ
い
に
出
た
戦
争
文
学
―
―
「
人
間
の
条
件
」
を

読
ん
で
」（『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
八
・
二
・
一
六
）
八
～
九
頁
。

（
７
）�

長
谷
川
泉
「
戦
争
文
学
の
系
譜
」（『
近
代
日
本
文
学
―
鑑
賞
と

研
究
―
』
明
治
書
院
、
一
九
五
八
）
二
五
三
～
二
五
四
頁
。

（
８
）�

村
上
兵
衛
「「
人
間
の
条
件
」
論
―
―
人
生
的
感
動
と
文
学
的

感
動
と
―
―
」（『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
八
・
六
）
一
五
八
頁
。

（
９
）�

堀
秀
彦
「
西
部
劇
「
人
間
の
條
件
」」（『
新
潮
』
一
九
五
八
・
七
）

六
六
頁
。

（
10
）�

中
村
英
雄
「『
人
間
の
条
件
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
世
界
文
学
』

第
一
七
号
、
一
九
五
八
・
一
二
）
九
～
一
四
頁
。

（
11
）�

高
杉
一
郎
「
批
評
と
は
ケ
チ
を
つ
け
る
こ
と
か
」（『
多
喜
二
と

百
合
子
』
第
六
巻
第
一
一
号
、
一
九
五
八
・
一
〇
）
三
〇
頁
。

（
12
）�

塩
見
鮮
一
郎「『
人
間
の
条
件
』　

梶
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
そ
の
破
産
」

（『
創
』
一
九
七
九
・
一
〇
）
一
六
八
頁
。

（
13
）�

成
田
龍
一
『「
戦
争
経
験
」
の
戦
後
史
―
―
語
ら
れ
た
体
験
／

証
言
／
記
憶
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
〇
）
一
三
三
～
一
三
四
頁
。

（
14
）�

川
村
湊
「『
人
間
の
條
件
』（1956-1958

）
五
味
川
純
平
（1916-

1995

）　

語
り
継
が
れ
た
植
民
地
と
戦
争
の
「
記
憶
」」（『
現
代

思
想
』
第
三
三
巻
第
七
号
、
二
〇
〇
五
・
六
）
一
九
七
頁
。

（
15
）�

五
十
嵐
惠
邦
「
五
味
川
純
平
と
『
人
間
の
條
件
』」（『
敗
戦
と

戦
後
の
あ
い
だ
で　

遅
れ
て
帰
り
し
者
た
ち
』（
筑
摩
選
書
、

二
〇
一
二
）
七
七
～
七
八
頁
。

（
16
）�

五
味
川
純
平
・
家
永
三
郎
「〈
対
談
〉
近
代
思
想
の
欠
落
部
分

―
―
在
「
満
」
日
本
人
の
中
国
観
を
中
心
に
―
―
」（『
思
想
の

科
学　

第
五
次
』
第
一
二
六
号
、
一
九
七
二
・
一
）
一
一
頁
。

（
17
）
同
上
、
一
三
～
一
四
頁
。

（
18
）
同
上
、
一
四
頁
。

（
19
）
同
上
、
一
二
～
一
三
頁
。

（
20
）�「
審
判
」
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
武
田
泰
淳
「
審
判
」
に
見
る
「
文

学
」
の
「
政
治
」
性
―
―
戦
後
文
学
再
検
討
の
視
座
」（『
昭
和

文
学
研
究
』
第
六
三
集
、
二
〇
一
一
・
九
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
21
）�

李
潤
澤
は
注
（
５
）
前
掲
論
で
、
映
画
『
人
間
の
條
件
』
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、「
鉄
条
網
は
、
実
は
日
本
帝
国
主
義
の
メ
タ

フ
ァ
な
の
で
あ
る
」（
一
四
五
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
示
唆
を

得
た
。



三
九

五
味
川
純
平
の
中
国
観
と
『
人
間
の
條
件
』
―
第
一
部
・
第
二
部
を
中
心
に

（
22
）�

五
十
嵐
惠
邦
は
注
（
15
）
前
掲
論
で
、
梶
の
こ
の
言
葉
に
つ
い

て
「
い
ろ
い
ろ
と
理
屈
を
こ
ね
て
み
て
も
詰
ま
る
所
は
、
美
千

子
と
の
生
活
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
老
虎
嶺
と
い
う
植
民
地

主
義
的
搾
取
の
現
場
に
乗
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
選
択
し
た
の

で
あ
る
」（
五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

付
記 �『
人
間
の
條
件
』
の
引
用
は
、『
五
味
川
純
平
著
作
集
』
第
一
巻

～
第
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
四
）
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際

し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
が
、『
人
間
の
條
件
』（『
人
間
の

条
件
』
）
の
表
記
は
各
文
献
の
表
記
に
従
っ
た
。
本
稿
は
、
二

〇
一
九
年
度
花
園
大
学
特
別
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




