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田
村
俊
子
に
お
け
る
女
性
主
人
公
の
価
値
，
観
の
転
換

は
じ
め
に

個
人
的
な
も
の
か
ら
社
会
的
な
も
の
へ

蘭
　
蘭

　
田
村
俊
子
の
描
く
女
性
像
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
若
い
女
性

像
に
つ
い
て
、
そ
の
変
化
の
有
様
を
作
品
群
を
通
し
て
見
て
い
く
な
ら
ば
、

父
母
の
「
慈
愛
」
が
欠
乏
し
た
た
め
に
他
人
の
愛
撫
を
求
め
す
ぎ
て
早
く
か

ら
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
匂
ひ
」
の
「
私
」
か

ら
、
中
産
階
級
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
初
潮
を
迎
え
て
思
春
期
の
デ
リ
ケ
ー
ト

な
心
身
の
状
態
に
置
か
れ
、
純
粋
な
友
情
と
愛
情
を
求
め
る
こ
と
を
阻
む
封

建
的
な
社
会
に
夢
の
世
界
で
反
抗
し
て
い
る
「
離
魂
」
の
お
久
、
更
に
、
レ

イ
プ
さ
れ
、
家
族
を
毒
す
る
封
建
的
婦
徳
や
家
父
長
制
の
思
想
に
少
女
な
り

の
楽
し
み
を
喪
失
さ
せ
ら
れ
、
幻
覚
の
中
で
封
建
的
風
潮
に
対
抗
し
よ
う
と

し
て
い
る
「
拘
杞
の
実
の
誘
惑
」
，
の
一
佐
子
、
自
分
の
求
め
て
い
る
生
き
方

で
自
活
の
道
を
歩
み
、
親
孝
行
す
る
た
め
に
自
ら
志
を
絶
ち
、
知
恵
と
伝
統

的
な
婦
女
の
美
徳
を
兼
ね
備
え
て
い
る
「
あ
き
ら
め
」
の
女
子
大
生
・
富
枝

に
ま
で
変
化
・
成
長
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
夢
の
中
で
の
反
抗
か
ら
現
実

で
の
自
己
選
択
に
至
り
、
無
知
の
状
態
か
ら
、
封
建
的
．
風
潮
に
対
抗
す
る
意

識
に
目
覚
め
、
自
分
の
意
志
で
物
事
を
決
め
る
に
至
る
ま
で
、
俊
子
の
小
説

中
の
若
い
女
性
像
は
耽
美
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
次
第
に
前
衛
的
な
思
想
と
知

恵
を
兼
備
す
る
姿
に
変
化
し
て
い
る
（
注
一
）
。

　
ま
た
、
結
婚
前
後
の
時
期
に
あ
る
女
性
像
ば
、
大
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に

結
婚
し
、
才
媛
と
評
判
さ
れ
て
も
豊
か
な
才
能
を
生
か
す
こ
と
も
な
く
、
自

己
を
独
立
さ
せ
ず
に
「
良
妻
賢
母
」
の
運
命
に
服
従
し
、
家
庭
の
人
と
な
っ

て
い
る
「
静
岡
の
友
」
の
「
友
」
、
初
志
を
貫
き
独
身
を
通
し
て
、
女
性
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て
い
る
雑
誌
の
編
集
者
と
し
て
自
立
し
て
い
る
「
K
」
、
家
庭
と

仕
事
を
両
立
さ
せ
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
と
自
認
す
る
「
私
」
の
三
人
の
女

性
か
ら
、
旧
式
の
結
婚
制
度
の
下
で
夫
に
抑
圧
さ
れ
、
夫
へ
の
反
抗
意
識
が

朦
朧
と
し
た
段
階
に
あ
る
家
庭
主
婦
幸
子
（
「
幸
子
の
夫
」
）
、
子
を
待
望
す
る

夫
に
対
し
て
反
攻
心
を
抱
く
秋
江
（
「
子
育
地
蔵
」
）
、
夫
に
夫
婦
関
係
を
破
壊

す
る
よ
う
な
言
葉
を
投
げ
つ
け
る
形
で
夫
へ
の
反
感
を
表
す
浮
子
（
「
魔
」
）
、

更
に
、
夫
と
激
し
く
争
い
、
家
出
す
る
ま
で
に
至
る
せ
い
子
（
「
誓
言
」
）
に

至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
置
か
れ
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
女
性
た
ち
は
、
や
が
て
、
意
識
が
目
覚
め
る
に
つ
れ
、
正
々
堂
々

と
立
ち
上
が
っ
て
夫
と
戦
い
、
女
性
と
し
て
、
ま
た
妻
と
レ
て
の
権
利
を
勝

ち
取
る
ま
で
に
変
化
・
成
長
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
新
し
い
女
」
の
中
に

は
、
女
性
の
社
会
的
な
存
在
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
時
代
に
、
夫
に
暴
力
を

加
え
ら
れ
て
も
、
文
学
創
造
の
職
業
に
対
す
る
情
熱
を
依
然
と
し
て
燃
や
し

て
い
る
み
の
る
（
「
木
乃
伊
の
口
紅
」
）
や
、
か
つ
て
自
立
し
た
職
業
女
性
で

あ
っ
た
が
結
婚
後
、
芸
術
活
動
に
遙
進
ず
る
過
程
で
遭
遇
し
た
家
事
や
育
児

な
ど
の
問
題
に
対
し
て
懸
命
に
戦
っ
て
い
る
優
子
（
「
彼
女
の
生
活
」
）
な
ど
、

精
い
っ
ぱ
い
家
庭
や
仕
事
を
両
立
さ
せ
て
い
る
女
性
も
登
場
す
る
。
そ
し
て
、

「
強
く
な
っ
た
女
｝
は
や
が
て
、
本
当
に
生
き
た
い
生
き
方
で
生
き
て
い
く
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た
め
に
、
あ
る
い
は
新
た
な
生
活
や
芸
術
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
結
婚
生
活

の
束
縛
か
ら
離
脱
す
る
し
か
な
い
、
つ
ま
り
、
離
婚
す
る
こ
と
を
選
択
す
る

し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
龍
子
（
「
炮
烙
の
刑
」
）
や
道
子
（
「
破
壊
す
る
前
」
）

の
よ
う
な
女
性
へ
と
進
化
す
る
の
で
あ
る
。
俊
子
の
描
く
「
新
し
い
女
」
は

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
苦
闘
し
揺
曳
し
て
い

る
の
で
あ
る
（
注
二
）
。

　
こ
の
よ
う
な
女
性
人
物
た
ち
の
変
化
は
、
あ
る
意
味
で
、
俊
子
の
閲
歴
の

変
化
と
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

：
そ
の
よ
う
な
俊
子
が
十
八
年
間
の
外
国
生
活
で
、
移
民
地
の
労
働
婦
人
の

貧
困
の
生
活
を
目
の
当
り
に
見
て
、
帰
国
後
、
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
勝
利
は
、
「
私
の
思
想
上
に
新
し
い
灯
を
と
も
」
し
た
と
語
り
、

「
こ
の
思
想
が
自
分
の
血
と
肉
と
な
る
ま
で
に
は
た
い
へ
ん
な
時
間
が
か
か

っ
た
」
（
注
三
）
と
語
っ
て
い
る
。
俊
子
の
描
く
女
性
像
は
こ
の
時
期
か
ら
変

化
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
時
期
に
あ
る
女
性
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の

女
性
像
の
変
化
を
分
析
し
な
が
ら
、
説
明
し
た
い
。

一
、
社
会
主
義
の
思
想
を
信
奉
す
る
日
系
二
世
の
娘
－

三
部
作

「
小
さ
き
歩
み
」

　
大
正
七
年
、
文
学
創
造
の
行
き
詰
ま
る
状
態
に
陥
っ
た
俊
子
は
、
田
村
松

魚
と
の
結
婚
生
活
の
終
わ
り
を
宣
告
し
た
象
徴
的
な
小
説
「
破
壊
す
る
前
」
を

発
表
し
た
後
、
恋
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
鈴
米
悦
の
跡
を
追
っ
て
カ
ナ
ダ

の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
へ
旅
立
っ
た
（
注
四
）
。
十
八
年
間
ほ
ど
カ
ナ
ダ
の
日
本
人

移
民
社
会
で
生
活
し
、
人
間
と
し
て
の
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
闘
っ
て
き

た
移
民
労
働
者
の
同
志
と
自
認
し
て
い
る
俊
子
は
、
も
は
や
「
官
能
の
享
楽

や
頽
廃
」
、
「
男
女
の
葛
藤
、
相
克
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
を
書
く
こ

と
か
ら
、
社
会
性
、
思
想
性
を
持
つ
作
品
を
創
作
す
る
こ
と
へ
転
換
し
て
い

た
。
北
米
か
ら
帰
国
し
た
俊
子
の
文
学
創
造
上
の
価
値
観
は
、
移
民
地
を
題

材
に
す
る
小
説
「
小
さ
き
歩
み
」
三
部
作
の
中
で
体
現
さ
れ
て
い
る
。

　
小
説
「
小
さ
き
歩
み
」
（
「
改
造
」
一
九
三
六
年
十
月
）
、
「
薄
光
の
影
に
寄

る
i
小
さ
き
歩
み
（
続
）
1
一
」
（
「
改
造
」
一
九
三
六
年
十
二
月
）
、
「
愛

は
導
く
一
小
さ
き
歩
み
（
完
）
－
一
」
（
「
改
造
」
一
九
三
七
年
三
月
）
の

三
部
作
は
、
若
い
日
系
二
世
の
娘
の
眼
差
し
を
通
し
て
、
人
種
差
別
、
性
差

別
、
宗
教
問
題
な
ど
、
移
民
者
社
会
の
内
部
の
問
題
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

（
注
五
）
。
北
米
を
舞
台
と
す
る
俊
子
の
小
説
（
注
六
）
は
作
品
集
未
収
録
で

も
あ
る
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
や
や
詳
述
し
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
「
小
さ
き
歩
み
」
は
、
女
主
人
公
ジ
ュ
ン
が
三
人
の
友
達
と
肩
を
並

べ
な
が
ら
校
舎
を
出
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
夏
休
み
の
問
に
、
伯
母
の
住
む

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
遊
び
に
行
く
ド
ロ
シ
イ
と
、
母
親
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の

旅
行
に
行
く
ル
シ
イ
と
、
山
に
キ
ャ
ン
プ
に
行
く
リ
リ
イ
の
三
人
は
ジ
ユ
ン

の
学
校
の
「
白
い
人
種
」
の
友
達
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
「
白
い
人
種
」

で
捻
い
ジ
ュ
ン
は
、
夏
休
み
に
田
舎
の
父
母
の
所
に
苺
摘
み
を
手
伝
い
に
行

く
。
富
裕
な
階
級
，
の
友
達
や
「
白
い
人
種
」
の
友
達
と
、
な
か
な
か
交
わ
る

こ
と
が
出
来
な
い
と
ジ
ュ
ン
は
最
．
近
意
識
し
て
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
階
級
、
人
種
が
異
な
る
た
め
に
学
生
同
士
の
生
活
は
様
式
が
異
な
り
、
「
市

の
中
心
か
ら
東
に
当
る
下
町
の
、
日
本
人
の
多
く
住
む
区
内
は
、
目
光
を
吸

ふ
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
者
の
十
二
ふ
一
角
の
や
う
に
、
、
そ
の
付
近
は
荒
れ
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て
、
空
缶
や
紙
の
箱
を
棄
て
放
し
に
し
た
雑
草
の
延
び
た
空
地
。
が
あ
っ
た
り
、

硝
子
窓
の
破
れ
た
暗
い
建
物
が
倒
れ
残
っ
て
み
た
り
、
舗
道
は
い
つ
も
旧
か

ら
吐
き
出
し
た
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
や
バ
ナ
ナ
の
皮
で
よ
ご
れ
て
み
る
」
と
い

う
よ
う
な
環
境
衛
生
の
劣
悪
な
場
所
に
住
ん
で
い
る
ジ
ュ
ン
は
、
最
近
自
分

が
「
白
い
人
種
」
で
な
い
と
い
う
寂
し
さ
を
は
っ
き
り
感
じ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

人
種
差
別
に
よ
っ
て
「
ソ
シ
ア
ル
・
ラ
イ
フ
」
や
居
住
環
境
が
制
約
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
し
て
の
基
本
的
な
権
利
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

二
年
前
、
ジ
ュ
ン
の
兄
ジ
ョ
ー
ジ
が
公
設
プ
ー
ル
へ
泳
ぎ
に
行
っ
た
時
、
東

洋
人
は
入
場
さ
せ
な
い
規
定
だ
と
言
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
。
人
間
並
み
に
待
遇

さ
れ
な
い
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
「
白
い
人
種
」
の
娘
を
恋
す
る
資
格
も
な
い
と
思
っ

て
学
校
を
止
め
た
の
で
あ
る
。
「
自
分
た
ち
は
魚
種
の
異
な
っ
た
卑
し
い
移
民

だ
か
ら
侮
蔑
さ
れ
る
の
だ
。
移
民
の
子
だ
か
ら
」
と
考
え
る
ジ
ョ
ー
ジ
は
、

二
世
が
白
人
社
会
で
受
け
る
人
種
差
別
と
侮
蔑
は
、
親
た
ち
一
世
が
蒔
い
た

種
に
よ
る
と
患
い
、
「
β
本
人
を
絶
対
に
見
な
い
と
こ
ろ
へ
行
く
」
と
い
う
日

本
人
嫌
い
の
状
態
に
陥
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
移
民
階
級
が
い
く
ら
下
層
で

も
、
移
民
の
子
だ
と
云
ふ
汚
辱
の
中
に
ば
か
り
、
生
き
て
行
く
こ
と
は
忍
「
べ

な
い
。
自
分
た
ち
の
親
は
遠
い
日
本
か
ち
外
国
に
働
き
に
来
た
移
民
で
も
、

稼
ぎ
人
で
も
、
其
の
子
の
自
分
た
ち
が
人
種
的
な
差
別
と
階
級
的
な
侮
蔑
の

も
と
に
、
い
ち
い
ち
し
た
不
幸
な
運
命
を
何
時
ま
で
も
負
は
さ
れ
て
生
活
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
ら
う
か
。
私
た
ち
は
逆
に
親
の
運
命
ま
で
も
開

い
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
」
と
考
え
る
ジ
ュ
ン
は
、
「
人
間

の
誇
り
を
お
持
ち
よ
。
ジ
ョ
ー
ジ
」
と
反
論
す
る
。

　
ジ
ュ
ン
は
、
自
分
た
ち
が
受
け
た
差
別
の
根
源
を
突
き
止
め
よ
う
と
必
死

に
考
え
始
め
る
。
そ
う
し
た
時
に
出
会
っ
た
キ
ー
ラ
ム
と
い
う
ソ
シ
ア
リ
ス

ト
の
主
張
す
る
人
種
、
宗
教
、
皮
膚
の
色
の
差
別
な
き
運
動
に
対
す
る
発
言

は
、
「
白
い
人
種
で
な
い
と
い
う
寂
し
さ
を
、
柔
ら
か
に
、
撫
で
消
す
や
う
に

ひ
た
ひ
た
と
流
れ
て
く
る
見
え
な
い
同
情
が
、
自
分
の
胸
を
温
い
血
の
や
う

に
潤
ほ
し
た
」
と
い
う
感
じ
を
ジ
ュ
ン
に
与
え
た
。

　
キ
ー
ラ
ム
を
ジ
ュ
ン
に
紹
介
し
た
の
は
持
田
で
あ
る
。
ジ
ユ
ン
の
幼
い
時

に
、
ジ
ュ
ン
の
父
の
農
家
へ
働
き
に
来
た
、
寡
黙
な
青
年
で
あ
る
。
工
場
で

は
、
直
接
会
社
と
の
雇
用
関
係
で
は
な
く
、
外
国
語
に
通
じ
た
狡
猪
な
日
本

人
監
督
と
日
本
人
労
働
者
と
の
問
の
勝
手
な
契
約
に
よ
っ
て
、
日
本
人
労
働

者
は
そ
の
会
社
と
日
本
人
監
督
の
両
者
か
ら
二
重
に
搾
取
さ
れ
る
と
い
う
状

況
に
な
っ
て
い
る
。
持
田
は
、
そ
の
状
況
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
抗
議
し

た
結
果
、
工
場
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
不
正
入
国
者
な
の
で
日
本
へ
送
還
さ
れ

る
災
い
ま
で
招
い
た
。
移
民
同
士
の
間
で
起
こ
る
抑
圧
の
現
象
の
一
例
で
あ

る
。
小
説
で
は
、
こ
う
し
た
ヨ
系
社
会
内
部
で
の
差
別
の
問
題
が
、
ジ
ュ
ン

の
眼
差
し
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
持
田
は
逃
亡
す
る
前
、
ジ
ュ
ン
に

労
働
運
動
家
、
平
和
主
義
者
、
社
会
主
義
者
に
つ
い
て
の
話
を
す
る
。
「
主
義

は
異
な
っ
て
も
燃
え
る
信
念
の
前
に
は
、
（
伏
せ
字
）
取
る
に
足
ら
な
か
っ
た
。

自
由
の
為
に
戦
っ
た
革
命
的
婦
人
た
ち
の
魂
は
、
バ
伏
せ
字
）
を
浴
び
て
も
、

そ
の
血
潮
の
中
か
ら
永
遠
の
微
笑
と
光
り
を
人
類
の
頭
上
に
放
っ
て
る
る
」

と
い
う
人
権
平
等
を
唱
え
る
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
ジ
ュ
ン
が
夏
休
み
を
迎

え
て
田
舎
に
帰
る
と
こ
ろ
で
、
三
部
作
の
第
一
部
は
終
了
し
て
い
る
。

　
次
作
、
「
受
光
の
影
に
寄
る
1
小
さ
き
歩
み
（
続
）
i
」
で
は
、
キ
リ

ス
ト
教
を
嫌
う
ジ
ュ
ン
の
父
親
に
母
親
が
信
仰
を
勧
め
て
二
人
が
喧
嘩
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
日
系
の
宗
教
信
仰
の
問
題
が
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ズ
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ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
母
親
は
、
「
下
等
な
移
民
社
会
」
で
自
分
だ
け
は
上
品

に
生
き
て
来
た
と
思
う
。
父
親
も
母
親
も
ジ
ュ
ン
も
そ
の
「
下
等
」
な
社
会

に
生
き
て
来
た
同
じ
階
級
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
母
親
は
否
定
し
よ

う
と
す
る
。
幻
覚
で
神
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
世
界
だ
け
が
美

し
く
上
品
だ
と
思
っ
て
来
た
母
親
の
錯
誤
が
、
母
親
の
運
命
を
不
幸
で
悲
し

い
も
の
に
し
て
い
る
と
ジ
ュ
ン
は
考
え
る
。
こ
の
不
幸
な
母
親
は
、
昔
の
日

本
で
の
生
活
の
美
し
い
思
い
出
に
執
着
し
、
日
本
に
帰
れ
ば
、
上
品
な
生
活

が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
会
に
行
く
婦
人
た
ち
を
談
つ
た
道
代

の
「
無
教
育
だ
の
、
品
が
悪
い
の
だ
の
、
労
働
者
の
子
供
を
見
下
げ
る
の
は

教
会
に
行
く
日
本
人
レ
デ
ィ
ス
よ
。
英
語
も
緑
に
話
せ
も
し
な
い
癖
に
み
ん

な
偉
さ
う
な
顔
を
し
て
み
る
よ
。
美
い
服
装
を
し
な
け
れ
ば
教
会
に
行
っ
て

も
仲
間
に
さ
れ
な
い
よ
。
同
じ
日
本
人
だ
癖
に
、
自
分
た
ち
だ
け
は
白
人
の

や
う
な
気
持
ち
よ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
ジ
ュ
ン
は
「
差
別
」
を
生
む
の
は

経
済
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
系
社
会
内
部
に
根
付
い
た
二
世
へ
の

蔑
視
感
情
だ
と
理
解
す
る
。
日
本
人
一
世
は
自
分
を
優
秀
な
人
種
と
思
い
込

ん
で
い
る
の
だ
。

　
自
分
た
ち
が
同
じ
日
本
人
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
母
親
の
い
う
上
品
さ
と

同
じ
も
の
だ
と
ジ
ュ
ン
は
思
っ
て
い
る
。
「
い
い
か
ら
別
に
し
て
お
け
ば
い
い
。

あ
れ
は
別
な
階
級
の
人
た
ち
だ
か
ら
。
人
間
の
交
わ
り
の
出
来
な
い
階
級
の

人
た
ち
だ
か
ら
別
に
し
て
お
く
ん
だ
よ
」
と
、
人
を
差
別
す
る
母
親
を
、
ジ

ュ
ン
は
憎
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
に
日
系
社
会
内
部
に
存
在
す
る
階
級
差
別

の
描
写
は
、
同
じ
く
二
世
の
加
野
と
春
子
と
ジ
ュ
ン
と
の
出
会
い
に
も
見
ら

れ
る
。
苺
摘
み
．
労
働
者
（
注
七
）
と
し
て
ジ
ュ
ン
の
家
に
来
た
加
野
は
、
「
母

親
が
白
人
の
家
庭
に
働
き
に
行
っ
て
み
た
時
に
」
生
ん
だ
「
そ
の
主
人
の
子
」

と
い
わ
れ
て
い
る
混
血
児
で
あ
る
。
春
子
の
方
は
、
「
母
は
支
那
人
を
、
娘
の

春
子
は
外
国
人
を
相
手
に
淫
売
を
行
っ
て
み
た
」
と
い
う
噂
の
あ
る
娘
で
あ

る
。
「
親
の
因
果
が
子
に
報
っ
た
奴
で
さ
。
仕
様
の
な
い
悪
い
ボ
ー
イ
で
ね
。

何
所
へ
行
っ
て
も
苛
め
ら
れ
る
も
ん
だ
か
ら
共
産
党
に
な
り
や
あ
が
っ
て
ね
。

つ
ま
ら
な
い
事
を
し
で
か
し
ち
や
、
騒
が
せ
て
歩
い
て
み
る
ん
で
さ
。
本
当

云
ふ
と
、
あ
ん
な
ボ
ー
イ
は
働
か
せ
な
い
方
が
い
い
ん
で
さ
。
一
所
に
連
れ

て
歩
い
て
み
る
娘
っ
て
云
ふ
の
が
、
白
人
相
手
の
淫
売
だ
と
云
ふ
噂
で
さ
。

二
人
な
が
ら
砥
な
も
ん
ぢ
や
な
い
」
と
い
う
、
ジ
ュ
ン
の
父
親
の
加
野
と
春

子
に
対
す
る
評
価
は
、
人
種
差
別
が
日
系
社
会
内
部
に
根
を
張
っ
て
い
る
こ

と
を
ジ
ユ
ン
に
一
層
強
く
意
識
さ
せ
る
。

　
三
部
作
最
後
の
「
愛
は
導
く
一
i
小
さ
き
歩
み
（
完
）
一
」
の
冒
頭
で

は
、
日
系
社
会
に
お
け
る
婦
人
た
ち
の
、
差
別
に
よ
る
賃
金
低
下
論
題
や
求

職
困
難
の
問
題
等
が
話
題
に
上
げ
ら
れ
る
。
被
害
者
の
中
の
一
人
と
し
て
、

ジ
ユ
ン
は
工
場
主
に
、
せ
め
て
賃
金
局
の
規
定
す
る
最
低
賃
金
を
払
う
よ
う

直
訴
し
た
結
果
、
解
雇
さ
れ
た
。
直
訴
と
い
う
行
動
に
出
た
た
め
給
料
を
支

払
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ジ
ュ
ン
は
、
友
達
か
ら
指
示
さ
れ
た
通
り
に
、
賃

金
局
の
婦
人
委
員
長
に
訴
え
る
。
「
何
所
へ
行
っ
て
も
最
低
賃
金
を
払
わ
な
い

や
う
な
雇
主
は
、
必
ず
訴
へ
て
下
さ
い
。
不
法
な
雇
主
を
訴
へ
る
こ
と
は
あ

な
た
方
の
正
し
い
義
務
で
す
か
ら
」
と
、
自
分
の
行
為
が
認
め
ら
れ
た
ジ
ュ

ン
は
更
に
自
分
の
信
念
を
固
め
る
。

　
キ
ー
ラ
ム
は
「
外
国
移
民
に
対
す
る
侮
蔑
を
外
か
ら
感
じ
た
二
世
は
、
自

分
の
親
達
を
侮
蔑
す
る
や
う
に
な
る
。
悲
劇
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
言

う
。
ジ
ョ
ー
ジ
や
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
の
は
社
会
主
義
の
主
張
者
・
キ
ー

ラ
ム
だ
と
ジ
ュ
ン
は
考
え
、
キ
ー
ラ
ム
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
な
社
会
主
義
の
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運
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
一
つ
の
階
級
が
一
つ
の
階
級
を
支
配
し
酷

使
す
る
社
会
無
秩
序
を
廃
し
て
、
経
済
的
平
等
の
上
に
社
会
を
建
設
す
る
塗

し
い
政
治
の
運
動
」
の
演
説
を
ジ
ュ
ン
も
聞
き
に
行
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
、
演
壇
の
ジ
ュ
ン
は
、
人
種
の
差
別
が
自
分
た
ち
を
寂
し
く
さ
せ
る
と
語

っ
た
。
二
世
た
ち
の
暗
い
生
活
を
明
る
い
道
へ
導
く
の
は
社
会
主
義
社
会
し

か
な
い
と
い
う
考
え
方
を
こ
の
時
ジ
ュ
ン
は
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ

ン
は
社
会
主
義
社
会
に
対
す
る
美
し
い
憧
れ
を
持
っ
て
自
ら
兄
ジ
ョ
ー
ジ
を

救
う
為
に
ジ
ョ
ー
ジ
を
探
す
道
を
踏
み
始
め
る
と
同
時
に
、
社
会
主
義
運
動

の
道
を
も
踏
み
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
小
さ
き
歩
み
」
三
部
作
は
、
外
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
日
系
二
世
の
若
者

た
ち
が
、
人
種
差
別
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
連
の
階
級
差
別
や
排
外
性

の
問
題
に
関
し
て
一
世
の
親
達
と
認
識
の
ず
れ
を
感
じ
て
い
る
さ
ま
を
描
く
。

白
人
社
会
か
ら
の
人
種
差
別
と
、
日
系
社
会
内
部
に
お
け
る
階
級
差
別
や
排

外
性
と
い
う
、
二
重
の
圧
迫
を
受
け
る
二
世
は
、
そ
の
よ
う
な
抑
圧
的
な
生

活
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
法
を
模
索
す
る
。
社
会
主
義
を
信
奉
す
る
道
を
踏
み

始
め
る
女
性
主
人
公
ジ
ュ
ン
は
そ
う
し
た
日
系
二
世
の
一
人
の
代
表
者
と
し

て
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
人
権
確
立
の
為
に
闘
う
若
い
娘
一
「
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
物
語
」

　
俊
子
の
作
品
の
中
で
、
女
性
が
旧
来
の
婦
徳
の
束
縛
か
ら
離
脱
し
、
自
分

の
思
う
通
り
の
生
き
方
を
求
め
る
さ
ま
を
描
い
た
物
語
は
多
い
が
、
外
国
を

舞
台
背
景
と
し
、
日
本
人
の
血
を
ひ
き
な
が
ら
、
外
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
女

性
の
生
き
方
を
描
く
小
説
は
少
な
い
。
そ
も
そ
も
、
戦
前
の
日
本
文
学
に
お

い
て
、
欧
米
を
舞
台
と
す
る
森
鴎
外
の
「
舞
姫
」
、
横
光
利
一
の
「
旅
愁
」
（
厳

密
に
は
昭
和
二
十
一
年
ま
で
連
載
）
な
ど
が
あ
る
が
、
外
国
生
ま
れ
の
日
本

人
を
主
人
公
と
す
る
作
品
は
極
め
て
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
特

異
な
作
品
の
例
が
前
述
し
た
「
小
さ
き
歩
み
」
で
あ
り
、
昭
和
十
三
年
（
一

九
三
七
）
七
月
に
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
「
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
物
語
」

で
あ
る
。

　
「
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
物
語
」
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
パ
サ
デ
ナ
に
生
ま
れ

育
っ
た
目
系
二
世
の
女
性
ル
イ
と
ナ
ナ
が
、
日
本
に
生
ま
れ
育
ち
、
旧
式
の

封
建
的
な
教
育
を
受
け
た
一
世
で
あ
る
親
達
の
生
き
方
に
同
調
で
き
ず
、
自

分
の
本
当
の
生
き
方
を
求
め
る
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
封
建
的
な
家
父

長
制
に
毒
さ
れ
て
い
る
親
達
と
闘
う
姿
を
描
い
て
い
る
。

　
ル
イ
の
父
親
は
、
日
本
で
教
育
を
受
け
た
中
産
階
級
出
身
者
で
、
移
民
地

の
生
活
は
そ
の
身
分
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
事
業
が
失
敗
し
て
し
ま
い
、
今

で
は
パ
サ
デ
ナ
の
田
舎
で
八
百
屋
を
経
営
し
て
い
る
。
ル
イ
の
母
親
は
、
日

本
で
受
け
た
教
育
と
知
識
を
ア
メ
リ
カ
の
文
化
で
磨
こ
う
と
す
る
が
、
夫
の

無
能
力
の
た
め
に
、
自
ら
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
遇
に
落
ち
て
い
る
。

そ
う
し
た
豊
か
と
は
い
え
な
い
生
活
環
境
に
生
ま
れ
育
っ
た
ル
イ
は
、
い
い

配
偶
者
を
貰
っ
た
ら
い
い
生
活
を
過
ご
せ
る
と
い
う
母
親
の
考
え
方
に
反
発

し
、
手
に
技
術
を
持
ち
、
職
業
に
つ
い
て
安
定
し
た
生
活
を
過
ご
す
た
め
に

美
術
学
校
へ
入
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
豊
か
な
天
分
を
持
っ
て
い
る
ル
イ
は
、
自
分
の
設
計
し
た
図
案
が
好
評
を

得
て
、
自
分
が
正
し
い
生
き
方
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
ア
メ
リ
カ
人
は
日
本
人
の
生
ん
だ
子
供
が
、
ど
ん
な
に
立
派
な
技

術
を
有
し
た
と
こ
ろ
で
其
れ
を
用
み
て
は
呉
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
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た
ち
の
優
秀
な
生
活
の
圏
内
へ
は
、
他
の
人
種
の
優
秀
を
持
込
・
む
の
が
嫌
ひ

だ
」
と
、
自
分
の
経
験
か
ら
得
た
教
訓
を
信
じ
て
い
る
ル
イ
の
母
親
は
、
や

は
り
自
分
の
娘
を
安
全
な
結
婚
生
活
に
入
ら
．
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

時
に
、
ル
イ
の
父
親
が
亡
く
な
る
。
母
親
は
、
夫
の
遺
骨
を
ル
イ
に
持
た
せ

て
、
信
濃
の
故
郷
へ
埋
葬
さ
せ
る
為
に
月
本
へ
帰
ら
せ
、
同
時
に
、
ル
イ
を

結
婚
生
活
に
送
り
込
む
計
画
を
立
て
る
。

　
日
本
に
帰
っ
て
き
た
ル
イ
は
目
本
の
訂
然
の
風
景
の
美
し
さ
を
ナ
分
に
感

じ
る
一
方
で
、
日
本
の
習
慣
や
礼
儀
や
日
常
の
生
活
に
な
か
な
か
慣
れ
な
い
。

「
日
本
の
感
情
は
爽
や
か
だ
が
明
る
く
ぱ
な
か
っ
た
。
清
潔
で
は
あ
る
が
雪

雑
で
あ
っ
た
」
と
考
え
る
ル
イ
は
、
日
本
に
自
分
の
生
活
の
途
が
な
い
こ
と

を
は
っ
き
り
と
意
識
し
、
一
年
間
の
β
本
の
風
景
美
の
記
憶
を
携
え
て
ア
メ

リ
カ
に
帰
る
。
帰
米
後
の
ル
イ
は
、
い
く
ら
母
親
が
反
対
し
て
も
、
母
親
の

家
を
離
れ
、
自
立
の
道
に
踏
み
出
す
。

　
ル
イ
が
自
分
の
生
き
方
を
求
め
る
一
方
で
、
も
う
一
人
の
女
性
ナ
ナ
の
人

生
も
描
写
さ
れ
る
。
同
じ
日
系
二
世
の
ナ
ナ
は
、
ル
イ
の
家
よ
り
や
や
裕
福

な
環
境
に
生
ま
れ
育
っ
た
。
同
じ
日
本
人
一
世
で
あ
る
ナ
ナ
の
父
親
と
ル
イ

の
親
達
は
経
済
的
レ
ベ
ル
が
異
な
る
の
で
交
際
は
な
い
が
、
二
世
の
ナ
ナ
と

ル
イ
は
、
階
級
が
違
っ
て
も
仲
良
し
に
な
っ
た
。
ナ
ナ
は
ル
イ
と
同
じ
よ
う

に
、
結
婚
問
題
で
父
親
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
ナ
ナ
の
恋
愛
の
相
手
早
瀬

は
、
経
済
的
に
は
無
産
階
級
に
属
し
て
い
る
が
、
向
上
心
を
持
っ
た
優
秀
な

青
年
で
あ
る
。
階
級
に
よ
っ
て
人
間
を
差
別
す
る
ナ
ナ
の
父
親
は
そ
の
恋
愛

を
許
さ
な
い
。
早
瀬
は
仕
事
で
日
本
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
ナ
ナ
は
恋
の
幸

福
を
求
め
て
一
緒
に
日
本
へ
帰
る
決
断
が
果
た
せ
ず
、
結
局
、
自
分
の
大
切

な
恋
人
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ナ
ナ
は
、
自
身
の
意
志
の
弱
さ
の
た
め
、
幸
福

の
生
活
を
求
め
る
チ
ャ
ン
ス
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
ナ
ナ
の
父
親
は
、
事
業

の
失
敗
に
よ
っ
て
ナ
ナ
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
、
ナ
ナ
を
愛
し
て
も
い
な
い
安

藤
と
い
う
金
持
ち
の
息
子
に
嫁
が
せ
る
。

　
そ
の
後
、
ナ
ナ
は
、
「
小
猫
の
や
う
な
柔
順
な
動
物
が
濫
の
中
で
威
嚇
さ
れ

た
り
叩
か
れ
た
り
し
て
、
も
っ
と
柔
順
に
な
る
や
う
に
訓
練
さ
れ
る
」
と
い

う
よ
う
な
結
婚
生
活
の
中
で
苦
し
く
暮
ら
し
て
い
る
。
日
本
で
の
生
活
で
矛

盾
を
体
験
し
、
ナ
ナ
の
旧
式
の
日
本
的
な
結
婚
の
実
態
に
深
い
絶
望
を
感
じ

た
ル
イ
は
、
本
当
の
「
自
由
の
美
し
さ
」
や
「
自
分
の
力
で
自
分
の
生
き
る

道
」
の
大
切
さ
を
痛
感
し
、
結
婚
以
外
に
「
人
生
を
最
も
美
し
く
生
き
る
道
」

を
発
見
し
、
自
ら
の
仕
事
に
納
得
す
る
ま
で
は
結
婚
を
し
た
く
な
い
と
考
え

て
い
る
。
帰
落
後
の
ル
イ
は
、
　
一
流
の
女
物
専
門
店
か
ら
注
文
を
受
け
て
、

か
つ
て
の
「
優
し
く
弱
弱
し
た
」
「
微
細
な
美
」
と
い
う
よ
う
な
画
風
を
使
わ

ず
、
「
大
胆
」
で
「
強
く
」
「
鮮
明
」
で
「
華
麗
」
な
ス
タ
イ
ル
を
仕
事
に
取

り
入
れ
た
結
果
、
美
術
界
で
評
判
に
な
り
、
さ
ら
に
ハ
リ
ウ
ー
ド
一
流
の
百

貨
店
の
店
を
飾
る
大
き
な
仕
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ル
イ
は
、
実

際
の
行
動
と
努
力
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
も
日
本
人
の
技
術
が

認
め
ら
れ
う
る
こ
と
を
実
証
し
た
と
言
え
る
。
と
同
時
に
、
母
親
の
人
種
差

別
的
な
考
え
方
を
乗
り
越
え
た
と
言
え
る
。
「
私
た
ち
の
社
会
は
も
っ
と
廣
い
。

だ
か
ら
私
た
ち
が
仕
事
を
し
さ
へ
す
れ
ば
、
直
ぐ
に
誓
い
社
会
へ
反
響
し
て

行
く
」
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
ル
イ
は
自
ら
の
力
で
生
き
た
い
生
き
方

を
求
め
る
権
利
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
ル
イ
の
生
き
方
と
対
照
的
に
、
ナ
ナ
は
幸
福
を
求
め
る
権
利
を
一
度
喪
失

し
て
し
ま
う
。
ナ
ナ
は
妊
娠
し
た
時
に
、
結
婚
前
の
子
を
孕
ん
で
い
る
と
夫

の
母
親
に
疑
わ
れ
る
。
後
に
、
医
者
は
結
婚
後
に
妊
娠
し
た
も
の
と
診
断
す
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る
。
ナ
ナ
は
基
本
的
人
権
の
意
識
の
乏
し
い
結
婚
生
活
の
中
で
、
苦
し
く
も

が
い
た
結
果
、
「
自
分
の
生
活
を
ク
リ
ア
リ
イ
に
し
た
い
」
と
考
え
て
い
る
。

　
小
説
の
冒
頭
で
、
ル
イ
は
不
幸
な
ナ
ナ
を
慰
め
る
為
に
ナ
ナ
の
嫁
ぎ
先
を

訪
ね
、
ナ
ナ
に
「
負
け
て
は
い
け
な
い
。
決
し
て
」
と
伝
え
る
。
ル
イ
は
、

ナ
ナ
に
会
え
る
の
は
こ
れ
が
最
後
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
ぼ
ろ
げ
な
感
触

を
持
っ
て
自
分
の
仕
事
場
に
帰
る
。
小
説
の
終
盤
、
ル
イ
は
メ
キ
シ
コ
の
旅

の
途
中
、
英
字
新
闘
で
ナ
ナ
が
自
殺
し
た
こ
と
を
知
る
。
ナ
ナ
は
「
自
分
は

女
の
モ
ー
ラ
ル
を
守
っ
て
死
ぬ
」
と
い
う
遺
言
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

　
ナ
ナ
は
、
自
殺
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
分
の
基
本
的
な
人
権
や
幸
福

を
求
め
る
権
利
を
喪
失
さ
せ
た
封
建
的
な
家
父
長
制
的
習
慣
や
旧
式
な
結
婚

制
度
に
対
す
る
抗
議
を
表
明
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
ル
イ
は
、
人
種
差
別
を
否
定
し
、
自
ら
の
力
で
自
分
の
生
き
た
い

生
き
方
を
求
め
る
権
利
を
獲
得
す
る
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
俊
子
作
品
中
の
多
く
の
女
主
人
公
た
ち
は
、
女
性
の
人
権
を
「
認
め
な
い
家

父
長
制
的
社
会
制
度
下
に
生
ま
れ
育
ち
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
そ
の
よ
う
な
封
建
的
な
習
慣
と
対
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
女
性
の
自
立
し
た
生
き
方
の
模
索
を
描
く
手
法
は
、
北
米
の
目

系
社
会
を
舞
台
と
す
る
に
至
っ
て
明
ら
か
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
言

で
言
え
ば
、
個
人
的
な
も
の
か
ら
社
会
的
な
も
の
へ
、
と
い
う
変
化
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
に
お
い
て
は
、
個
人
と
し
て
個

別
に
苦
悩
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
連
帯
し
、
知
識
（
例
え
ば
社
会
主
義
の
思

想
）
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
助
け
合
い
、
ひ
い
て
は
社
会
改
良

を
目
指
す
、
と
い
う
姿
勢
が
鮮
明
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
あ
た
か

も
広
大
な
カ
ナ
ダ
の
地
で
の
生
活
を
経
験
し
た
作
者
の
関
心
は
、
女
性
の
情

念
の
耽
美
的
な
分
析
か
ら
離
れ
、
よ
り
広
い
社
会
的
な
広
が
り
を
持
つ
に
至

っ
た
と
い
え
よ
う
。

注
（
こ

注
（
二
）

注
（
三
〉

注
（
四
）

注
（
五
）

ま
だ
適
齢
期
に
い
た
っ
て
い
な
い
若
い
女
性
像
の
描
か
れ
方
に

つ
い
て
は
「
田
村
俊
子
に
お
け
る
若
い
女
性
像
の
変
遷
一
本

格
的
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
後
の
作
品
を
中
心
に
f
i
」

（「

n
O
奄
〉
菊
〉
昌
O
」
一
四
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

結
婚
前
の
女
性
の
恋
愛
と
、
結
婚
後
の
女
性
の
生
活
に
焦
点
を

当
て
た
作
品
群
中
の
女
性
像
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
「
田
村

俊
子
に
お
け
る
女
性
像
i
l
恋
愛
と
結
婚
に
苦
闘
す
る
女
た

ち
」
（
「
近
代
文
学
論
集
」
三
七
号
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

佐
藤
俊
子
の
随
筆
「
一
つ
の
夢
」
（
『
文
芸
春
秋
』
、
一
九
三
六
年

六
月
）
か
ら
引
用
す
る
。

長
谷
川
啓
・
黒
澤
亜
里
子
作
成
の
年
譜
を
参
照
し
た
。
『
田
村
俊

子
三
三
集
』
第
三
巻
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年

五
月
　
四
五
五
頁
。

例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
一

九
三
五
年
の
日
系
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
総
数
は
六
、
二
三
七
名
で

あ
っ
た
。
「
日
系
合
同
教
会
史
を
研
究
し
た
三
井
義
は
国
勢
調
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注
（
六
）

注
（
七
）

査
の
数
字
に
拠
っ
て
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
二
系
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
約
八
割
強
は
二
世
で
あ
り
、
二
世
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
六
五
％
は
仏
教
徒
．
の
親
を
持
っ
て
い
た
…
…
と
。
つ
ま

り
、
同
じ
世
帯
内
に
信
仰
を
同
じ
く
し
な
い
人
問
が
住
ん
で
い

た
の
で
あ
る
」
（
新
保
満
著
『
目
本
の
移
民
1
一
日
系
カ
ナ
ダ
人

に
見
ら
れ
た
排
斥
と
適
応
一
』
評
論
社
　
昭
和
五
十
二
年
八

月
　
　
一
二
六
頁
）
。

「
小
さ
き
歩
み
」
三
部
作
（
「
改
造
」
一
九
三
六
年
十
月
、
十
二

月
、
一
九
三
七
年
三
月
）
、
「
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
物
語
」
（
「
中
央
公

論
」
一
九
三
七
年
七
月
）
。

鈴
木
編
の
『
加
奈
太
新
報
』
に
よ
る
と
、
一
九
三
〇
年
の
目
系

農
家
の
経
営
面
積
中
四
六
・
六
％
は
苺
栽
培
農
地
で
あ
っ
た
（
新

保
満
著
『
日
本
の
移
民
－
日
系
カ
ナ
ダ
人
に
見
ら
れ
た
排
斥

と
適
応
・
一
i
』
評
論
社
　
昭
和
五
十
二
年
八
月
　
八
八
頁
）
。
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