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あ
る
華
僑
女
性
の
国
際
結
婚

華
僑
か
ら
中
国
系
日
本
人
へ

l

古
い
世
代
に
属
す
る
多
く
の
華
僑
は
、
子
供
の
結
婚
相
手
に
同
国

人
、
で
き
れ
ば
同
郷
人
を
望
む
と
い
う
。
し
か
し
、
親
の
紹
介
で
は

な
く
自
分
で
相
手
を
選
ぶ
世
代
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、
国
際
結

婚
は
珍
し
く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
実
際
、
同
時
期
に
と
ら
れ
た

二
つ
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
方
は
三
割
、
他
方
は
半
数
近
く
が
日
本

(
1
)
 

人
と
の
結
婚
で
あ
り
、
多
く
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
一
般
に
、
こ

の
よ
う
な
国
際
結
婚
に
は
周
囲
の
反
対
と
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
離

婚
の
噂
話
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
華
僑
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
離
婚
に
至
っ
た
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
国
際
結
婚
の
失
敗
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
が

ち
で
あ
る
。
こ
の
聞
き
取
り
が
華
僑
の
国
際
結
婚
を
代
表
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
う
ま
く
い
っ

た
典
型
」
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

A
さ
ん
は
一
九
五
一
年
に
あ
る
華
僑
の
次
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。



父
は
二
世
、
母
は
江
蘇
省
生
ま
れ
の
一
世
で
あ
る
。
小
•
中
学
校
時

代
を
華
僑
の
学
校
で
過
ご
し
、
高
校
・
大
学
は
日
本
の
学
校
へ
通
っ

た
。
卒
業
後
、
華
僑
の
学
校
に
就
職
し
、
そ
の
三
年
目
に
大
学
時
代

の
同
級
生
と
結
婚
、
翌
年
退
職
し
日
本
に
帰
化
し
た
。
現
在
、
三
人

の
子
供
を
持
つ
母
で
あ
る
。

A
さ
ん
は
中
国
人
意
識
の
強
い
家
庭
で
育
っ
た
。
両
親
の
交
際
範

囲
は
ほ
と
ん
ど
中
国
人
社
会
に
限
ら
れ
て
い
た
し
、
子
供
は
三
人
共

華
僑
の
学
校
に
通
っ
た
。
衣
服
や
家
具
な
ど
は
日
本
人
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
食
生
活
は
七
割
方
が
中
国
式
で
あ
っ
た
。
言

葉
も
A
さ
ん
と
両
親
の
間
で
は
日
本
語
が
多
か
っ
た
が
、
親
同
士
や

祖
母
と
の
間
で
は
中
国
の
方
言
が
使
わ
れ
て
い
た
。
実
家
の
者
で
は

日
本
人
と
結
婚
し
た
の
も
、
帰
化
し
た
の
も
A
さ
ん
だ
け
で
あ
る
。

本
人
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
（
以
下
「
」
内
は

A
さ
ん
の
言
葉
）

「
両
親
は
帰
化
を
嫌
が
っ
て
い
ま
し
た
。
両
親
の
時
代
は
我
々
の
時

代
と
違
っ
て
、
戦
争
等
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
こ
と
が
あ
り
、
中
国
は
あ

ま
り
よ
く
思
わ
れ
ず
‘
つ
ら
い
思
い
も
し
た
の
で
、
こ
と
さ
ら
中
国

に
対
す
る
愛
着
が
深
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
中
国
人
同
士
で
結
婚
し
、

中
国
藉
を
守
る
の
が
使
命
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
」
。
当
然
の

よ
う
に
、
中
国
人
と
結
婚
し
て
欲
し
い
と
い
う
両
親
の
願
い
は
、
子

供
の
こ
ろ
か
ら
聞
か
さ
れ
て
き
た
。
「
結
婚
の
対
象
と
し
て
日
本
人

を
見
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
今
の
夫
と
の
結
婚
も
、
母

は
、
『
あ
れ
ほ
ど
言
っ
た
の
に
何
故
守
れ
な
い
の
。
』
と
怒
り
ま
し
た
。

母
に
と
っ
て
は
（
日
本
人
と
の
結
婚
は
）
自
分
の
国
を
裏
切
る
よ
う

な
行
為
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
」
。

上
の
世
代
の
人
と

A
さ
ん
と
の
間
に
は
、
中
国
と
日
本
、
国
籍
に

つ
い
て
の
考
え
方
に
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ

と
は
、
結
婚
の
こ
と
で
学
校
の
先
生
に
挨
拶
に
行
っ
た
時
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
「
先
生
か
ら
、
『
ど
う
し
て
日
本
人
と

結
婚
す
る
の
か
。
昔
み
た
い
に
中
国
が
人
か
ら
蔑
ま
れ
て
、
一
等
低

い
国
に
見
ら
れ
て
い
る
と
き
な
ら
日
本
人
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
も
分
か
る
が
、
今
み
た
い
に
中
国
が
世
界
的
に
見
て
も
ま
あ
ま
あ

の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
、
日
本
の
人
も
中
国
人
に
差
別
感
を
抱
か
な
く

な
っ
て
い
る
の
に
、
な
ん
で
日
本
人
に
な
る
の
か
。
何
故
今
の
人
が

国
を
捨
て
る
の
か
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
何
を
言
わ
れ

て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
。
言
わ
れ
て
い
る
意
味
が
。
よ
く

考
え
た
ら
私
の
考
え
と
反
対
な
の
。
も
し
中
国
が
低
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、
私
が
中
国
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
か
ら
い
じ
め
ら
れ
た
り
し
た
ら
、

そ
れ
こ
そ
、
な
に
く
そ
と
意
地
に
な
っ
て
も
っ
と
も
っ
と
中
国
を
愛

し
て
、
『
私
は
中
国
人
だ
』
と
言
う
と
思
う
け
ど
、
私
は
自
分
が
中

国
人
で
あ
る
こ
と
を
全
然
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
て
な
い
し
、
中
国
が
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低
い
国
だ
と
一
向
に
思
っ
て
な
い
か
ら
、
国
を
捨
て
る
と
か
、
い
や

だ
か
ら
日
本
人
に
な
る
と
か
い
う
気
持
ち
は
全
然
な
か
っ
た
の
。
だ

か
ら
、
帰
化
に
つ
い
て
も
、
た
ま
た
ま
結
婚
し
た
の
が
日
本
人
だ
っ

た
か
ら
、
国
籍
を
変
え
る
こ
と
で
不
便
に
も
な
ら
な
い
し
、
戸
籍
を

移
す
だ
け
の
こ
と
な
の
に
、
そ
の
こ
と
で
国
を
捨
て
る
と
か
い
う
気

持
ち
は
無
い
の
に
‘
一
世
代
上
の
人
達
は
『
裏
切
る
』
と
か
い
う
よ

う
に
受
け
と
る
ん
だ
な
あ
、
と
思
い
ま
し
た
」
。

こ
の
結
婚
に
は
、
国
籍
が
違
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
誰
も
積
極
的

に
賛
成
し
な
か
っ
た
。

A
さ
ん
の
両
親
は
、
国
籍
の
違
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
と
に
か
く
失
敗
（
離
婚
）
を
危
惧
し
て
い
た
。
「
母
も
最

後
に
は
折
れ
て
許
し
ま
し
た
け
ど
、
『
三
年
間
は
子
供
を
つ
く
ら
な

い
で
欲
し
い
』
と
言
い
ま
し
た
。
子
供
が
い
な
け
れ
ば
、
離
婚
に
な

っ
て
も
問
題
が
少
な
く
て
す
む
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。
悪
気
は
な

く
‘
私
が
彼
の
両
親
や
親
戚
か
ら
い
じ
め
ら
れ
、
い
た
た
ま
れ
ず
離

婚
す
る
の
で
は
と
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
し
た
の
で
す
。
ま
た
夫
の
家
族

に
も
、
私
が
日
本
の
習
慣
‘
例
え
ば
、
お
墓
参
り
、
子
供
の
生
ま
れ

た
と
き
、
親
戚
と
の
付
き
合
い
等
に
つ
い
て
い
け
ず
、
食
生
活
も
違

い
、
結
局
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
と
い
う
心
配
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
」
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
華
僑
の
と
り
わ
け
旧
世
代
に

属
す
る
人
々
に
は
、
戦
争
中
を
典
型
と
す
る
過
去
の
経
験
か
ら
「
日

本
人
の
反
応
」
や
「
イ
ェ
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
形
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
通
じ
て
解
釈
さ
れ
る
伝
聞
な
ど
か
ら
反
対
が
な
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
例
の
両
親
も
、
特
に
日
本
人
と
の
習
慣
の
差

異
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
、
夫
の
両
親
か

ら
も
同
様
の
反
対
が
あ
っ
た
。
二
人
は
、
大
学
卒
業
時
点
で
す
で
に

結
婚
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
双
方
と
も
親
の
反
対
を
見
越
し
て
四

年
間
は
そ
の
こ
と
を
伏
せ
て
お
き
、
将
来
の
生
活
設
計
の
見
込
み
が

つ
い
て
か
ら
親
に
告
げ
た
そ
う
で
あ
る
。
夫
の

D
さ
ん
は
、
直
接

「
中
国
人
と
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
」
と
教
育
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
れ
は
単
に
「
思
い
も
及
ば
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
に

す
ぎ
な
い
。

D
さ
ん
の
親
の
家
は
、
本
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
‘

「
イ
エ
意
識
の
残
る
保
守
的
な
」
家
柄
で
、
子
供
同
士
好
き
な
人
と

結
婚
す
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
り
は
‘
む
し
ろ
「
嫁
を
も
ら
う
」
と
い

う
と
ら
え
か
た
を
し
て
い
た
か
ら
、
反
対
は
目
に
見
え
て
い
た
と
い

う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
両
親
は
戦
前
中
国
で
暮
ら
し
た
経
験
か

ら
、
あ
る
程
度
中
国
人
の
生
活
習
慣
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
、
引
き

上
げ
体
験
か
ら
、
良
い
人
間
か
悪
い
人
間
か
と
い
う
評
価
は
、
中
国

人
／
日
本
人
と
い
う
国
籍
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知

っ
て
い
た
人
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
良
い
方
に
作
用
し
た
か
も
し

れ
な
い
と

D
さ
ん
は
言
う
。
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実
際
に
は
‘

D
さ
ん
の
両
親
と

A
さ
ん
が
知
り
合
う
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
一
月
も
し
な
い
う
ち
に
、
意
気
投
合
す
る
よ
う
に
な
っ

た。

D
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
「
直
接
妻
と
会
う
ま
で
は
、
両
親
は
一

般
論
で
反
対
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
会
っ
て
み
て
具
体
的
に
ど

う
い
う
人
間
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
賛
成
し
ま
し
た
」
。
そ

れ
以
降
は
、
特
に
結
婚
生
活
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
‘

良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
。
親
世
帯
と
別
居
で
あ
り
、

A

さ
ん
が
、
日
本
人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
中
国
色
」
を
顕
示
し
な

い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
の

A
さ
ん
の
家
庭
で
の
生
活
習
慣
は
‘
「
た
ま
に
好
み
で
中

国
料
理
を
つ
く
る
く
ら
い
」
の
こ
と
を
除
け
ば
、
全
く
日
本
人
の
家

庭
と
同
じ
で
あ
る
。
和
食
は
昔
か
ら
好
き
で
、
料
理
学
校
に
も
通
っ

た
。
ま
た
華
僑
と
の
交
際
範
囲
も
‘
華
僑
の
学
校
時
代
に
で
き
た
友

人
と
親
族
ぐ
ら
い
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
実
家
は
比
較
的
中
国
の

伝
統
を
残
し
て
お
り
、
そ
こ
に
行
け
ば
そ
れ
に
合
わ
せ
る
。
そ
の
時

は
‘
夫
の

D
さ
ん
も
A
さ
ん
の
実
家
の
習
慣
に
合
わ
せ
る
と
い
う
。

「
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
伝
統
」
を
尊
重
し
、
時
と
場
合
に
応
じ
て

使
い
分
け
て
き
た
こ
と
が
、
う
ま
く
や
っ
て
こ
れ
た
理
由
」
と
い
う

言
葉
に
は
実
感
が
こ
も
る
。
そ
れ
は
‘
三
人
の
子
供
の
名
前
に
、
帰

化
に
よ
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た

A
さ
ん
の
中
国
名
の
文
字
（
あ
る
い

は
字
義
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。

子
供
の
教
育
に
つ
い
て
は
「
華
僑
の
学
校
に
入
学
さ
せ
る
つ
も
り

は
な
い
が
、
中
国
語
は
教
え
て
い
く
つ
も
り
」
と
い
う
。
ま
た
、
子

供
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
母
方
の
親
戚
が
い
る
か
ら
気
付
い
て

い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
ま

だ
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
子
供
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い

て
は
、
自
然
に
任
せ
て
い
る
。
日
本
人
、
中
国
人
と
い
う
こ
と
で
こ

だ
わ
る
よ
り
も
、
ア
ジ
ア
の
子
供
と
い
う
こ
と
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
に
育
て
た
い
」
と
も
言
う
。
こ
の
よ
う
な
国
籍
や
日
本
／
中
国

と
い
う
二
分
法
に
こ
だ
わ
り
の
な
い
態
度
は
、

A
さ
ん
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
私
は
帰
化
し
た
け
れ
ど
も
、
自
分

を
日
本
人
だ
と
は
思
わ
な
い
。
中
国
系
日
本
人
だ
と
思
う
。
中
国
に

誇
り
を
も
つ
し
、
中
国
人
だ
と
い
う
自
覚
は
あ
る
。
で
も
日
本
で
生

ま
れ
育
っ
て
き
た
か
ら
、
自
分
の
内
に
あ
る
習
慣
や
も
の
の
見
方
は
‘

ほ
と
ん
ど
日
本
人
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
意
識
は
中
国
人
で
す
け
ど
、

自
分
は
日
本
人
で
す
ね
、
本
質
的
に
は
」
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
国

際
結
婚
は
‘
華
僑
社
会
の
結
束
を
弱
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
単
な
る
日
本
へ
の
一
方
的
な
同
化
を
意
味
す
る

と
も
言
い
切
れ
な
い
。
そ
れ
は

A
さ
ん
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
子

供
の
育
て
方
、
そ
し
て
D
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。

48 



「
た
ま
た
ま
好
き
に
な
っ
て
結
婚
し
た
の
が
中
国
人
だ
っ
た
わ
け
で

す
が
、
結
果
と
し
て
親
戚
関
係
な
ど
か
ら
、
直
接
『
外
国
の
人
と
』

交
際
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
互
い
に
良
い
と
こ
ろ
、
悪
い
と
こ
ろ
を

知
る
機
会
が
で
き
た
。
日
本
一
色
の
社
会
で
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が

で
き
た
こ
と
は
良
か
っ
た
と
思
う
。
」
こ
の
よ
う
な
事
例
が
増
え
る

こ
と
も
、
相
互
理
解
と
日
本
社
会
の
国
際
化
に
資
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。(

1
 

神
戸
新
聞
社
編
『
素
顔
の
華
僑
』
六
九
I
七
0
頁
、
人
文
書
院
‘

一
九
八
七
年
。

-
②
 

B
さ
ん
（
七

0
オ）

私
は
民
国
八
年
(
-
九
一
九
年
・
大
正
八
年
）
に
福
建
省
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
商
人
で
あ
っ
た
父
が
昭
和
三
年
に
日
本
に
や
っ
て
来
て

そ
の
あ
と
母
が
来
ま
し
た
。
私
自
身
は
昭
和
―
一
年
に
日
本

一
七
オ
で
し
た

Q

こ
の
と
き
父
と
父
の
弟
と
鳥
取
県

い
て
、

に
来
ま
し
た
。

で
反
物
の
行
商
を
し
て
暮
ら
し
ま
し
た
。

行
商
を
す
る
と
き
は
、
朝
八
時
半
か
九
時
ご
ろ
に
家
を
出
て
、
真

暗
に
な
っ
て
か
ら
帰
宅
し
た
も
の
で
す
。
田
舎
の
方
ま
で
行
商
に
出

て
、
そ
の
田
舎
の
人
が
商
品
を
見
て
い
る
と
、
帰
る
の
が
遅
く
な
る
。

し
か
し
昔
の
ほ
う
が
生
活
が
安
定
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
は
競

争
が
激
し
い
の
で
し
ん
ど
い
。
昔
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
‘
働
く
こ

と
を
休
み
さ
え
し
な
か
っ
た
ら
金
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
食
べ
て
い
く

の
に
は
十
分
だ
っ
た
の
で
よ
か
っ
た
の
で
す
。

雨
が
降
っ
て
も
風
が
吹
い
て
も
自
転
車
で
商
い
を
し
ま
し
た
。
だ

い
た
い
五
〇
反
ほ
ど
積
ん
で
。
途
中
に
家
が
あ
れ
ば
‘
一
軒
一
軒
ま

わ
っ
て
、
「
着
物
を
買
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
い
い
ま
す
。
向
こ

う
が
い
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
無
理
に
包
み
を
開
け
て
「
見
て
く

れ
」
と
い
っ
て
、
何
の
か
ん
の
い
っ
て
買
わ
せ
ま
す
。
相
手
も
欲
し

く
な
る
と
「
ま
け
て
く
れ
」
と
い
い
ま
す
が
、
最
初
は
「
ま
け
ら
れ

な
い
」
と
い
い
、
最
後
に
は
ま
け
て
あ
げ
て
買
っ
て
も
ら
う
。
こ
う

や
っ
て
商
売
し
な
い
と
食
べ
て
い
け
ま
せ
ん
。
―
つ
の
村
を
一
日
か

二
日
で
ま
わ
り
、
ま
た
他
の
村
に
行
き
ま
す
。

最
初
は
日
本
語
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
反
い
く
ら
と
だ
け

覚
え
て
お
い
て
、
手
で
示
し
ま
し
た
。
一
反
一
円
か
ら
二
円
で
す
。

本
物
の
絹
は
一

0
円
。
こ
と
ば
は
友
達
が
帰
っ
て
き
た
ら
聞
い
て
教
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わ
り
ま
す
。
今
な
ら
日
本
語
学
校
に
入
る
と
こ
ろ
で
す
が
。
昔
の
人

は
貧
乏
で
学
校
に
行
け
な
い
こ
と
も
あ
り
、
字
を
知
ら
な
い
人
も
多

か
っ
た
。

行
商
の
資
金
は
大
阪
の
問
屋
（
中
国
人
が
や
っ
て
い
る
）
で
借
り

ま
し
た
。
問
屋
は
今
の
銀
行
の
よ
う
な
も
の
で
、
私
の
父
は
こ
こ
か

ら
お
金
を
借
り
て
、
儲
か
っ
た
ら
返
す
こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
。
顔

が
き
く
の
で
、
反
物
を
先
に
田
舎
に
郵
送
し
て
も
ら
い
‘
儲
か
れ
ば

送
金
し
ま
す
。
儲
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
日
売

り
あ
る
く
の
だ
か
ら
、
三

0
円
か
五

0
円
儲
か
る
か
、
多
い
人
な
ら

百
円
儲
か
る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
人
は
少
な
い
。
儲
か
ら
な
い
と
き

は
二
、
三
円
で
す
。
私
が
最
初
に
行
っ
た
と
き
に
は
一
ヶ
月
で
一
八

円
儲
か
り
ま
し
た
。
一
ヶ
月
の
生
活
費
は
一
五
円
で
し
た
か
ら
こ
れ

を
父
に
払
っ
て
も
ま
だ
三
円
残
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
小
遣
い

と
い
っ
て
も
、
こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
い
し
、
使
い
み
ち
が
な
い
の
で

貯
め
て
お
き
ま
す
。
二

0
円
三

0
円
そ
し
て
五

0
円
も
貯
ま
る
と
喜

び
ま
す
。

私
は
父
と
父
の
弟
と
三
人
で
一
軒
借
り
て
、
母
も
い
っ
し
ょ
に
四

人
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
生
活
費
は
私
が
一
五
円
払
う
と
い

う
ふ
う
に
決
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
儲
か
っ
た
分
は
郵
便
局
に
預

け
ま
し
た
。

日
本
の
商
人
は
店
を
継
い
で
、
そ
こ
で
売
る
わ
け
で
す
か
ら
、
田

舎
の
人
は
都
会
に
行
か
な
い
と
買
え
な
い
。
こ
う
い
う
人
は
仕
事
が

あ
っ
て
家
に
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
が
行
っ
て
「
買
っ
て
く
れ
な

い
か
」
と
い
う
と
欲
し
が
り
ま
す
。
欲
し
い
か
ら
買
う
、
そ
れ
で
こ

ち
ら
が
儲
か
る
の
で
す
。
昔
の
日
本
の
女
の
人
は
、
買
っ
た
も
の
を

着
て
、
そ
れ
か
ら
た
ん
す
に
し
ま
っ
て
お
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
ま
た

欲
し
く
な
る
の
で
、
た
ん
す
の
中
に
何
着
も
た
ま
っ
て
い
て
も
、
ま

た
買
っ
て
く
れ
ま
す
。
田
舎
で
は
、
冬
に
な
っ
て
仕
事
が
な
く
な
る

と
、
女
性
は
み
な
集
ま
っ
て
は
着
物
の
自
慢
を
し
あ
い
ま
す
。
だ
か

ら
行
商
と
し
て
は
、
い
く
ら
あ
っ
て
も
売
れ
る
の
で
す
。
母
親
は
娘

に
「
欲
し
か
っ
た
ら
買
え
。
も
ら
わ
ん
か
」
と
い
い
、
父
親
に
「
え

え
か
あ
」
と
聞
い
て
買
い
ま
す
。

毎
日
行
く
と
顔
見
知
り
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
信
用
で
き
る
の
で
、

相
手
が
「
金
が
な
い
」
と
い
う
と
、
「
今
度
で
い
い
か
ら
」
と
い
っ

て
名
前
を
書
い
て
、
置
い
て
お
き
ま
す
。
次
に
行
っ
た
と
き
に
、
私

の
ほ
う
は
「
か
ま
わ
な
い
」
と
い
っ
て
も
、
向
こ
う
は
い
っ
た
ん
借

り
て
い
て
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
「
今
日
は
あ
る
か
ら
持
っ

て
帰
り
な
さ
い
」
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
い
、

も
ら
っ
て
帰
り
ま
す
。
昔
は
い
い
人
ば
か
り
で
、
今
と
は
全
然
ち
が

い
ま
す
。
自
転
車
を
置
い
て
い
て
も
盗
ら
れ
ま
せ
ん
し
。
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昭
和
一
三
年
に
結
婚
し
ま
し
た
が
、
一
六
年
か
ら
物
資
が
配
給
制

に
な
り
、
生
地
が
手
に
入
ら
な
く
な
り
、
商
売
が
で
き
な
く
な
っ
た

の
で
、
一
八
年
に
、
い
っ
た
ん
妻
と
長
男
を
連
れ
て
上
海
に
帰
り
ま

し
た
。
こ
の
子
は
六
つ
の
と
き
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
上
海
は
空

気
が
悪
＜
、
一
年
ほ
ど
い
て
肺
病
に
か
か
っ
た
の
で
す
。
戦
争
の
た

め
薬
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
い
る
長
男
（
現
在
四
三
オ
、
正
式

に
は
次
男
に
あ
た
る
）
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
妻
が
妊
娠
し
て
産
ん

だ
子
で
す
。
上
海
で
も
市
場
で
日
本
人
相
手
に
着
物
を
売
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
売
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
前
に
稼
い
だ
金

で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

平
和
に
な
っ
て
、
昭
和
ニ
―
年
に
妻
と
子
供
は
日
本
に
帰
っ
て
き

ま
し
た
が
、
私
は
上
海
に
残
っ
て
商
売
を
続
け
ま
し
た
。
福
建
省
に

は
こ
の
こ
ろ
帰
っ
て
い
ま
せ
ん
。
帰
ろ
う
に
も
船
が
な
か
っ
た
し
。

そ
れ
で
日
本
に
戻
っ
て
き
た
の
は
昭
和
二
四
年
で
す
。

こ
う
し
て
私
が
神
戸
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
父
は
仕
事
が
な
く
‘

そ
れ
以
前
に
稼
い
だ
金
で
生
活
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
。
父
は
昭
和

二
0
年
ご
ろ
、
私
が
上
海
に
い
る
と
き
に
、
鳥
取
か
ら
神
戸
に
移
っ

て
き
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
父
が
何
を
し
て
い
た
の
か
、
ま

た
な
ぜ
神
戸
に
移
っ
た
の
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
神
戸
で
は
ま
た
商
売

を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
さ
し
た
る
儲
け
は
な
い
け
れ
ど

も
、
生
活
維
持
は
で
き
ま
し
た
。
昔
の
残
り
で
食
べ
て
い
く
し
か
仕

方
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
私
の
妻
は
、
昭
和
三
一
年
、
子
供

を
産
む
と
き
に
死
に
ま
し
た
。
父
は
昭
和
四

0
年
ご
ろ
、
病
気
で
死
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に
ま
し
た
。

中
国
人
が
結
婚
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
た
い
て
い
、
親
か
ら
は
絶

対
日
本
人
と
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
、
国
際
結
婚

は
で
き
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
親
が
い
な
い
場
合
は
、
本
人
が
自
分
で

相
手
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
日
本
人
で
も
か
ま
わ
な
い
。
で

も
私
自
身
は
、
長
男
が
国
際
結
婚
し
た
い
と
い
っ
た
と
き
は
絶
対
に

だ
め
だ
と
反
対
し
ま
し
た
。
や
は
り
福
建
人
だ
か
ら
福
建
語
を
知
っ

て
い
る
人
が
い
い
。
こ
れ
は
日
本
人
も
同
じ
（
日
本
語
を
知
っ
て
い

る
人
が
い
い
）
と
思
う
が
、
福
建
人
は
日
本
の
人
と
は
合
わ
な
い
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
反
対
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
長
男
は
日
本
語
学

校
に
入
っ
た
の
で
、
福
建
語
は
わ
か
ら
ず
、
日
本
語
ば
か
り
で
す
が
。

と
い
う
の
は
、
終
戦
の
と
き
、
鳥
取
に
は
同
文
学
校
が
な
か
っ
た
の

で
、
入
ら
せ
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

長
男
以
外
は
同
文
学
校
に
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
長
女
は
北
京
語

が
で
き
る
し
、
福
建
語
も
す
こ
し
。
長
男
も
、
話
す
こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
今
は
聞
き
取
り
は
で
き
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

今
長
男
の
息
子
が
同
文
学
校
に
行
っ
て
い
て
、
こ
の
子
が
帰
宅
す
る



と
話
し
ま
す
か
ら
。

こ
の
長
男
は
、
け
っ
き
ょ
く
神
戸
の
日
本
人
と
結
婚
し
ま
し
た
。

長
男
と
次
男
が
い
っ
し
ょ
に
喫
茶
店
を
経
営
し
て
い
て
、
こ
こ
に
ア

ル
バ
イ
ト
に
や
っ
て
き
た
娘
で
し
た
。
二
人
は
同
い
年
で
、
結
婚
し

た
い
と
い
っ
て
き
た
と
き
、
私
は
反
対
し
ま
し
た
。
一
九
七

0
年
ご

ろ
で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
は
今
と
違
っ
て
、
国
際
結
婚
は
ほ
と
ん
ど
な

く
て
、
世
間
が
口
う
る
さ
か
っ
た
か
ら
。
別
に
日
本
人
が
悪
い
と
は

思
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
。
本
当
の
と
こ
ろ
長
男
に
は
ど
う
し
て
も
中

国
人
と
結
婚
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
日
本
生
ま
れ
で
日
本
育
ち
だ
と
は

い
っ
て
も
、
や
は
り
中
国
人
は
中
国
人
と
結
婚
し
て
ほ
し
い
。

祖
母
（
私
の
母
）
も
‘
「
な
ぜ
日
本
人
を
連
れ
て
き
た
の
か
。
こ

と
ば
が
合
わ
な
い
。
や
は
り
中
国
人
と
結
婚
し
て
ほ
し
い
。
」
と
い

う
。
で
も
、
若
い
人
は
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
自
分
の
好
き

な
人
と
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
一
応
反
対
し
た
け
れ

ど
も
‘
し
か
た
な
か
っ
た
。
四
年
間
反
対
し
ま
し
た

C

こ
の
四
年
間
に
、
彼
女
の
ほ
う
か
ら
も
私
の
も
と
に
来
て
結
婚
し
た

い
と
い
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
反
対
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
中
国
人
と
日
本
人
が
結
婚
し
て
も
、
ま
ず
こ
と
ば
が
合
わ
な

い
。
そ
れ
か
ら
、
も
し
ま
た
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
ら
、
自
分
た
ち
は

ど
う
し
て
も
中
国
へ
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

中
国
人
だ
か
ら
、

そ
う
な
れ
ば
連
れ
て
帰
る
、
そ
う
い
い
ま
し
た
。
彼
女
は
そ
う
し
た

ら
一
緒
に
帰
っ
て
も
い
い
か
ら
結
婚
さ
せ
て
く
れ
と
い
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
反
対
し
ま
し
た
。
相
手
の
娘
方
も
、

一
人
娘
と
い
う
こ
と

で
反
対
し
て
い
ま
し
た
。

子
供
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
よ
う
や
く
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
が
、
結
婚
式
の
と
き
に
、
子
供
が
で
き
て
は
い
な
い
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
本
人
に
聞
く
と
、
反
対
さ
れ
て
い
る
の
で
、
嘘
で
も

つ
か
な
く
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
い
ま
し
た
。

結
婚
式
は
日
本
式
で
、
神
社
で
行
い
ま
し
た
。
披
露
宴
は
神
戸
駅

近
く
の
中
華
料
理
店
で
。
八
テ
ー
ブ
ル
、
八

0
人
位
で
し
た
が
、
日

本
人
は
嫁
の
方
の
人
で
一

0
人
位
、
あ
と
は
自
分
の
方
の
中
国
人
ば

か
り
。三

人
の
息
子
の
な
か
で
中
国
人
と
結
婚
し
た
の
は
次
男
だ
け
で
、

こ
の
と
き
は
見
合
い
で
し
た
。
次
男
の
結
婚
式
は
中
国
式
で
や
り
ま

し
た
。
日
本
人
と
結
婚
し
た
三
男
は
日
本
式
で
や
り
ま
し
た
。
娘
は

二
人
と
も
中
国
人
と
結
婚
し
、
式
は
み
な
中
国
式
で
し
た
。

私
の
親
と
し
て
の
気
持
ち
は
、
今
で
は
日
本
人
の
嫁
に
対
し
て
も

中
国
人
の
嫁
に
対
し
て
も
感
情
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の

嫁
も
か
わ
い
い
。

息
子
た
ち
は
み
な
中
国
に
帰
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
娘
た
ち
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は
帰
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
嫁
ぎ
先
の
家
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い

か
ら
。私

の
母
は
今
年
九
ニ
オ
で
元
気
で
す
。
今
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
食
事
の
と
き
だ
け
長
男
と
次
男
と
嫁
と
子
供
（
孫
）
た
ち
が

来
て
、
食
べ
終
わ
っ
た
ら
自
分
た
ち
の
家
に
帰
り
ま
す
。
店
の
仕
事

が
あ
り
ま
す
か
ら
。

母
と
話
す
と
き
は
福
建
語
で
、
子
供
た
ち
と
話
す
と
き
は
日
本
語

ば
か
り
に
な
り
ま
す
。
こ
の
孫
た
ち
に
特
別
に
中
国
人
と
し
て
の
教

育
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
国
籍
は
や
は
り
中
国
籍
が
い

い
と
思
い
ま
す
。
私
も
孫
も
全
貝
中
国
籍
で
す
。
帰
化
し
た
も
の
は

い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
今
は
ま
だ
一
世
二
世
の
時
代
だ
け
れ
ど
も
‘

三
世
に
な
っ
た
ら
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

cさ
ん
は
一
九

0
0
年
に
福
建
省
の
貧
し
い
農
村
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
農
村
内
の
小
工
場
で
見
習
い
エ
に
な
り
、
働
き
な
が
ら
漢
字
の

読
み
書
き
を
覚
え
ま
し
た
。
ニ
―
オ
の
と
き
村
を
出
て
、
上
海
に
行

き
ま
し
た
。

C
さ
ん
の
父
親
・
兄
弟
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
出
稼
ぎ
に

行
っ
て
お
り
、

C
さ
ん
も
出
稼
ぎ
を
考
え
た
の
で
す
。
し
か
し
上
海

で
日
本
に
住
ん
で
い
る
華
僑
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
出
稼
ぎ

先
を
変
え
ま
し
た
。
そ
の
人
が
出
世
払
い
と
い
う
こ
と
で
渡
航
費
を

出
し
て
く
れ
、
長
崎
に
渡
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
長
崎
の
同
省
出
身

者
の
つ
て
を
頼
り
、
神
戸
に
職
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同

じ
在
日
華
僑
で
も
、
広
東
出
身
者
に
は
経
済
的
に
裕
福
な
人
が
多
か

っ
た
の
に
た
い
し
て
、
福
建
出
身
者
に
は

C
さ
ん
の
よ
う
な
貧
し
い

人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

神
戸
に
や
っ
て
来
て
、

C
さ
ん
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
つ
き
ま
し

た
。
働
き
な
が
ら
日
本
語
と
簿
記
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

の
頃
あ
る
日
本
人
女
性
と
知
り
合
っ
て
結
婚
し
ま
し
た
。
結
婚
後
も

生
活
は
苦
し
く
‘
質
屋
か
ら
金
を
借
り
て
反
物
を
買
い
、
行
商
す
る

日
々
が
続
き
ま
し
た
。
当
時
、
神
戸
で
は
こ
の
よ
う
に
衣
服
の
行
商

を
す
る
華
僑
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

C
さ
ん
は
そ
の
後
、
妻
の
元

の
勤
め
先
か
ら
生
地
を
購
入
し
、
自
宅
で
裁
断
し
て
子
供
服
を
仕
立

て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
夫
婦
だ
け
で
し
た
が
、
そ
の
後

福
建
省
出
身
者
を
二
人
三
人
と
雇
う
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て

C
さ
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ん
は
事
業
に
ほ
ど
は
ど
に
成
功
し
た
華
僑
の
一
人
に
な
り
ま
し
た
。

彼
の
家
に
は
福
建
省
出
身
者
を
中
心
に
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
き

ま
し
た
。

C
さ
ん
は
漢
字
の
読
み
書
き
が
で
き
、
日
本
語
も
習
得
し

て
い
た
の
で
、
代
読
代
筆
を
頼
み
に
来
る
人
が
い
ま
し
た
。
当
時
僑

胞
の
多
く
は
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
経
済
的
に

困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
雇
い
入
れ
、
住
ま
い
を
提
供
し
ま
し
た
。

あ
る
い
は
就
職
先
を
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
に
は
僑
胞

を
援
助
す
る
知
識
も
経
済
力
も
人
脈
も
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
彼

自
身
人
助
け
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
格
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
や
が
て
日
中
戦
争
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、

C
さ
ん
を
め

ぐ
る
情
勢
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
当
時
の
神
戸
在
留
中
国
人
の
状
況

(
1
)
 

を
、
小
川
さ
ち
代
の
記
述
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
き
ま
し

よヽ
つ。ま

ず
、
戦
線
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
華
僑
の
多
く
が
従
事
し
て
い

た
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
貿
易
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
当
時
、

神
戸
の
華
僑
は
約
四
千
人
い
ま
し
た
が
、
貿
易
業
者
を
中
心
に
本
国

へ
引
き
揚
げ
て
し
ま
う
人
が
相
次
ぎ
、
約
三
分
の
二
近
く
に
ま
で
減

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

残
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
商
店
・
理
髪
・
洋

服
仕
立
業
な
ど
は
‘
貿
易
と
違
い
、
す
ぐ
に
仕
事
が
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
戦
争
が
長
期
化
す
る
な
か
で
物
資
が
欠

乏
し
、
統
制
も
強
化
さ
れ
、
店
は
開
店
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
中
国
人
は
官
憲
の
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
の
な
い
拘
束
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

中
国
人
（
台
湾
人
を
除
く
）
は
県
外
に
出
る
と
き
、
い
つ
ど
こ
に
行

き
、
何
時
に
帰
る
と
い
ち
い
ち
警
察
に
届
け
出
て
許
可
を
得
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
帰
っ
た
と
き
も
報
告
に
行
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
帰
り
が
少
し
で
も
許
可
証
の
時
間
に
遅
れ

る
と
、
た
ち
ま
ち
ビ
ン
タ
を
み
ま
わ
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
（
兵
庫
県

警
外
事
課
か
ら
）
危
険
分
子
と
み
な
さ
れ
て
い
た
人
は
そ
の
行
動
を

監
視
さ
れ
、
と
き
に
は
予
防
拘
禁
を
受
け
ま
し
た
。

当
時
の
留
学
生
団
体
の
会
長
の
場
合
は
、
外
事
課
の
担
当
者
が
つ

ね
に
彼
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
ま
し
た
が
、
神
戸
港
で
天
皇
謁
見
の

観
艦
式
が
行
わ
れ
た
日
、
べ
つ
に
何
も
し
て
い
な
い
の
に
、
一
緒
に

遊
ぴ
に
行
こ
う
と
有
馬
温
泉
に
誘
わ
れ
、
官
費
で
食
事
を
お
ご
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
危
険
分
子
を
神
戸
港
か
ら
遠
ざ
け
て
お
こ
う
と

い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
人
は
、
後
に
上
海
に
遊
び
に
行
き
、
帰
日

後
「
中
国
共
産
党
と
連
絡
を
と
っ
た
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
逮
捕
さ

れ
ま
し
た
。
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こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
仕
事
の
紹
介
と
中
国
と
の
連
絡
に
お
い

て
頼
り
に
な
る
の
が

C
さ
ん
で
し
た
。
仕
事
を
探
す
の
が
困
難
に
な

り
、
中
国
と
の
連
絡
も
つ
け
に
く
く
な
る
に
つ
れ
、

C
さ
ん
は
ま
す

ま
す
人
助
け
に
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。
官
憲
か
ら
僑
胞
を
守
っ
た
こ

と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
中
国
へ
強
制
送
還
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
人

を
、
談
判
の
末
釈
放
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

C
さ
ん

が
こ
う
し
て
手
助
け
し
た
人
の
な
か
に
は
、
戦
後
成
功
し
た
人
も
い

ま
す
。
彼
ら
は
、

C
さ
ん
が
一
九
六

0
年
代
末
に
華
僑
連
誼
会
会
長

と
し
て
神
戸
華
僑
公
舎
建
設
に
携
わ
っ
た
と
き
‘
寄
付
金
を
寄
せ
て

く
れ
ま
し
た
。

し
か
し
一
九
三
七
年
の
薦
溝
橋
事
件
以
降
、
官
憲
の
中
国
人
取
り

締
ま
り
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
、

C
さ
ん
も
そ
れ
ま
で
の
よ
う

に
は
活
動
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
国
民
党
神
戸
支
部
長
で
あ
っ
た
楊

舟
彰
は
警
察
に
長
く
拘
留
さ
れ
て
脳
出
血
を
起
こ
し
、
釈
放
さ
れ
た

も
の
の
一
週
間
後
に
死
亡
し
、
副
支
部
長
も
香
港
へ
強
制
送
還
さ
れ
、

そ
の
後
死
亡
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
見
、

C
さ
ん
の
身

を
案
じ
て
逃
げ
る
よ
う
に
忠
告
し
て
く
れ
る
人
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
‘

cさ
ん
は
楽
観
的
で
し
た
。
自
分
自
身
は
な
に
も
悪
い
こ
と
を
し
て

い
な
い
し
、
日
本
の
警
察
も
そ
れ
ほ
ど
分
か
ら
な
い
も
の
で
も
な
い

だ
ろ
う
か
ら
、
逃
げ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
で
し
た
。

cさ
ん
は
警
官
と
一
緒
に
食
事
を
し
て
、

う
に
話
を
し
な
が
ら
出
て
行
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

C
さ
ん
は
そ
の

ま
ま
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
妻
も
面
会
で
き
な
い
ま
ま
十
数

日
間
が
過
ぎ
、
一
七
日
目
に
よ
う
や
く
面
会
で
き
た
と
き
に
は
、
彼

は
見
る
影
も
な
い
ほ
ど
衰
弱
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
他
の
仲
間
と

と
も
に
逮
捕
さ
れ
、
一
七
日
間
天
井
か
ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
拷
問
を

受
け
た
の
で
し
た
。
根
拠
の
な
い
ス
パ
イ
容
疑
か
ら
で
し
た
。

C
さ

ん
は
傷
だ
ら
け
で
、
足
は
痩
せ
細
っ
て
し
ま
っ
て
歩
け
な
い
状
態
で

し
た
。 あ

る
日
、

一
見
親
し
そ
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そ
の
ま
ま

cさ
ん
は
静
養
か
た
が
た
拘
留
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に

な
り
、
釈
放
さ
れ
た
の
は
終
戦
後
一
ヶ
月
も
た
っ
て
か
ら
で
し
た
。

他
の
仲
間
も
相
前
後
し
て
釈
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
体
を
悪
く
し
て
し

ま
い
、
は
や
く
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

cさ
ん
は
生
命
力
が
強
か
っ
た
の
か
、
ど
う
に
か
健
康
を
回
復
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

cさ
ん
が
い
ま
も
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
る
の
は
、
世
の
中
で
は

い
つ
も
本
当
の
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

ー

小
川
さ
ち
代
「
聞
き
書
き
で
つ
づ
る
神
戸
の
南
京
街
と
華
僑
」
、

『
歴
史
地
理
教
育
』
歴
史
教
育
者
協
議
会
、
一
九
八
七
年
―
一
月
号
。



付

記

こ
の
三
つ
の
記
録
は
、
過
放
（
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
院
生
）
に

よ
る
三
人
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
も
と
に
再
構
成
し
た
も
の
で
す
。
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
の
テ
ー
プ
起
こ
し
作
業
に
は
、
神
戸
大
学
学
生
•
安
藤
雅
也
、
駒
川

陽
子
、
初
崎
陽
子
、
池
内
由
里
、
亀
井
浩
之
、
小
沢
佳
代
、
山
口
聡
の
諸
君
の

協

力

を

得

ま

し

た

。

記

し

て

感

謝

し

ま

す

。

（

編

集

部

）
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