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「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」

の
起
源

横

手

’慎

は
じ
め
に

第
一
節
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
の
成
立

第
二
節
捕
虜
の
強
制
労
働

第
三
節
戦
後
賠
償
と
し
て
の
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」

結

び

は
じ
め
に

「シベリア抑留」の起源

「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
の
起
源
は
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
。
冷
戦
が
終
結
す
る
ま
で
、
こ
の
問
題
は
歴
史
研
究
の
テ
l
マ
に
な
ら
な

か
っ
た
。
一
般
的
に
、
ソ
連
政
府
は
戦
争
で
失
っ
た
労
働
力
を
補
う
た
め
に
日
本
人
兵
士
や
労
働
可
能
な
民
間
人
を
戦
争
終
結
後
に

連
行
し
、
苦
役
を
科
し
た
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
崩
壊
後
に
こ
れ
に
関
連
す
る
新
た
な
史
料
が
発

見
さ
れ
た

D

ま
ず
、
一
九
四
五
年
八
月
一
六
日
付
で
ベ
リ
ヤ
等
が
日
本
兵
の
処
遇
に
関
し
て
発
し
た
命
令
と
、
同
二
三
日
付
で
ス
タ

ー
リ
ン
が
発
し
た
国
家
防
衛
委
員
会
決
定
の
内
容
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
中
国
東
北
部
で
投
降
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し
た
日
本
軍
兵
士
を
ソ
連
に
移
送
す
る
必
要
は
な
い
と
指
示
し
、
後
者
は
こ
れ
と
反
対
に
五

O
万
人
の
日
本
人
を
労
働
力
と
し
て
ソ

ス
タ
ー
リ
ン
が
日
本
人
を
抑
留
す
る

30 

連
国
内
に
移
送
す
る
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
書
を
受
け
て
、

決
定
を
下
し
た
の
は
、
八
月
一
六
日
に
北
海
道
の
北
半
分
を
ソ
連
の
占
領
地
域
に
し
た
い
と
申
し
出
た
ス
タ
ー
リ
ン
に
対
し
て
、

（

1
）
 

七
日
付
で
ト
ル

l
マ
ン
が
拒
否
の
返
答
を
送
っ
た
た
め
だ
っ
た
と
す
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
た
。

次
に
、
関
東
軍
の
残
し
た
関
連
文
書
が
ソ
連
の
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ

き
、
一
部
の
抑
留
経
験
者
の
間
で
暗
か
れ
て
き
た
、
日
本
軍
上
層
部
が
ソ
連
側
に
日
本
人
兵
士
を
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
申

し
出
た
と
す
る
説
が
改
め
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
全
国
捕
虜
抑
留
者
協
会
会
長
の
斉
藤
六
郎
は
次
の
よ
う
に

事
態
を
整
理
し
た
。

「
ス
タ
ー
リ
ン
が
日
本
人
捕
虜
の
抑
留
を
当
初
た
め
ら
っ
た
の
は
、
自
ら
も
参
加
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
九
項
に
「
日
本
軍
兵
士
は
武
装

解
除
の
後
に
帰
国
さ
せ
よ
』
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
手
中
に
入
っ
た
日
本
人
の
労
働
力
を
み
す
み
す
見
逃
す
こ

と
は
な
か
っ
た
。
八
月
二
三
日
、
既
に
発
出
さ
れ
て
い
た
ベ
リ
ヤ
の
命
令
を
取
消
し
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
暴
挙
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー

リ
ン
は
主
犯
で
あ
り
関
東
軍
参
謀
ら
は
共
犯
者
で
あ
る
。
日
頃
、
私
的
制
裁
で
兵
に
盲
目
的
服
従
を
強
い
、
何
事
か
あ
れ
ば
軍
万
を
も
っ
て

お
び
や
か
し
同
胞
を
虫
け
ら
の
如
く
扱
っ
て
き
た
関
東
軍
参
謀
に
と
っ
て
、
兵
士
た
ち
の
強
制
労
働
な
ど
は
意
に
介
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ

（

2
）
 

た」。
幾
分
暖
昧
だ
が
、
要
す
る
に
関
東
軍
参
謀
た
ち
が
労
働
力
と
し
て
日
本
兵
を
提
供
す
る
と
持
ち
か
け
た
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
を
ス

タ
l
リ
ン
が
利
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
両
解
釈
が
抑
留
の
起
源
を
一
九
四
五
年
の
短
い
交
渉



に
の
み
求
め
た
た
め
に
、
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
の
前
史
と
し
で
あ
っ
た
事
実
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
問

題
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
が
主
と
し
て
検
討
す
る
の
は
、
日
本
人
が
抑
留
さ
れ
る
以
前
の
ソ
連
の
捕
虜
の
取
扱
い
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
。

第
一
節

捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
の
成
立

周
知
の
ご
と
く
、
第
二
次
大
戦
中
も
し
く
は
戦
後
に
ソ
連
政
府
に
よ
っ
て
強
制
労
働
を
科
せ
ら
れ
た
の
は
日
本
人
の
み
で
は
な
か

っ
た
。
長
く
抑
留
さ
れ
た
日
本
人
は
収
容
所
の
中
で
同
様
の
境
遇
に
置
か
れ
た
多
数
の
人
々
を
目
撃
し
た
が
、
中
で
も
そ
の
数
が
多

ソ
連
体
制
は
革
命
初
期
か
ら
一
貫
し
て
「
体
制
の
敵
」
と
み
な
し
た
人
々
を
拘
束
し
、
そ
の
多
く

か
っ
た
の
は
ソ
連
人
で
あ
っ
た
。

に
過
酷
な
労
働
を
強
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、

ソ

「シベリア抑留」の起源

連
政
府
は
偶
然
多
数
の
捕
虜
（
他
国
民
）
を
獲
得
し
た
が
ゆ
え
に
彼
ら
を
強
制
労
働
に
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
兵
の
抑
留

を
抜
き
出
し
て
、
そ
の
起
源
を
別
に
求
め
る
意
味
は
な
い
と
い
う
議
論
も
成
り
立
つ
。
こ
の
場
合
に
は
、
日
本
人
抑
留
者
は
ソ
連
体

制
に
お
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
機
能
し
て
き
た
収
容
所
シ
ス
テ
ム
の
網
の
中
に
絡
め
と
ら
れ
た
存
在
で
、
そ
の
起
源
は
収
容
所
シ
ス

テ
ム
の
歴
史
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
正
面
か
ら
打
ち
出
し
た
の
は
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
『
収

（

3
）
 

容
所
群
島
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
章
「
わ
が
下
水
道
の
歴
史
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
一
九
四
五
年
、
対
日
戦
は
三
週
間
と
続
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
シ
ベ
リ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
で
の
急
を
要
す
る
建
設
作
業
の
た
め
に
日

（

4
）
 

本
人
軍
事
捕
虜
が
多
数
連
れ
去
ら
れ
、
戦
争
犯
罪
人
を
淘
汰
す
る
『
収
容
所
群
島
』
へ
送
り
込
む
こ
の
作
業
は
こ
れ
で
終
了
し
た
」
。

31 



こ
こ
で
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
は
「
戦
争
犯
罪
人
」
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
註
釈
を
加
え
た
。
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「
詳
し
い
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
人
の
大
部
分
は
法
律
的
に
見
て
有
罪
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
は
ず
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
こ
れ
は
復
讐
行
為
で
あ
り
、
よ
り
長
期
間
の
労
働
力
を
確
保
し
て
お
く
た
め
の
一
方
法
だ
っ
た
の
で
あ

（

5
）
 

る」。
つ
宇
品

Lnノ
、

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
理
解
に
立
て
ば
、
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
が
当
初
か
ら
有
し
て
い
た
収
容

所
体
制
の
歴
史
の
中
の
一
コ
マ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
の
経
験
に
即
し
て
言
え
ば
、
抑
留
さ
れ
た
日
本
人
は
「
戦
争
犯
罪
人
」
と

呼
ん
で
す
ま
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
が
示
し
た
解
釈
は
、
日
本
で
も
ソ
連
体
制
の
告
発
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
著
作
が
、

恰
爾
浜
学
院
の
卒
業
生
と
し
て
長
期
抑
留
を
強
い
ら
れ
た
内
村
剛
介
（
本
名
内
藤
操
）
の
文
学
作
品
『
生
き
急
ぐ
｜
ス
タ
ー
リ
ン
獄

で
あ
る
。
そ
こ
で
内
村
は
自
分
の
分
身
で
あ
る
「
タ
ド
コ
ロ
」
と
い
う
人
物
が
体
験
し
た
事
実
を
、
「
審
問
」
、
「
抑
圧
」
、

の
日
本
人
』

「
破
綻
」
と
章
立
て
し
て
考
察
し
、
そ
の
終
わ
り
近
く
で
次
の
よ
う
に
疑
問
を
提
示
し
た
。

「
あ
る
イ
デ
ー
が
、
あ
る
思
想
が
生
ま
れ
て
、
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
、
人
間
そ
の
も
の
の
鬼
子
と
し
て
、
人
間
そ
の
も
の
を
食
い
散
ら

（

6
）
 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ど
こ
に
も
明
白
な
事
実
を
、
ク
思
想
の
裸
の
王
様
。
を
指
さ
す
者
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
。

文
学
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
思
想
の
裸
の
王
様
」
と
は
共
産
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
内
村
は
こ
こ
で
「
シ
ベ
リ

ア
抑
留
」
の
経
験
を
語
り
つ
つ
、
共
産
主
義
を
告
発
し
た
の
で
あ
る
。



文
学
作
品
で
は
な
く
収
容
所
の
事
実
そ
の
も
の
を
伝
え
る
た
め
に
、
内
村
を
含
め
た
恰
爾
浜
学
院
出
身
の
抑
留
経
験
者
た
ち
は
、

元
共
産
主
義
者
で
長
く
ソ
連
の
獄
中
に
あ
っ
た
ジ
ヤ
ツ
ク
日
ロ
ッ
シ
を
紹
介
す
る
作
業
も
行
っ
た
。
彼
ら
を
中
心
に
し
た
人
々
の
努

力
の
結
実
で
あ
る
『
ラ
l
ゲ
リ
註
解
事
典
』
は
、
ロ
ッ
シ
の
多
年
に
亘
る
獄
中
観
察
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
労
作
を
、
翻
訳
し
再
編

ロ
ッ
シ
は
「
強
制
労
働
（
マ
マ
）
ラ
l
ゲ
リ
ぬ

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
ラ
l
ゲ
リ

E
m
o
E何
回
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
、

一
九
一
八
年
に
始
ま
り
、
以
来
約
三
五
年
（
マ
マ
）
の
長
き
に
わ
た
り
ソ
ビ
エ
ト
政

権
は
こ
れ
ら
を
創
設
、
改
組
を
く
り
返
し
、
そ
の
度
に
こ
れ
ら
は
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
た
が
（
省
略
）
、
そ
の
な
か
か
ら
グ
ラ
l

（

7
）
 

グ
〔
ラ
l
ゲ
リ
総
管
理
局
］
だ
け
が
世
界
中
の
言
語
に
定
着
し
た
」
と
す
る
解
説
を
付
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
項
目
「
ソ
ビ
エ

ト
・
ラ
l
ゲ
リ
の
タ
イ
プ
」
で
は
、
彼
は
「
特
殊
ラ
l
ゲ
リ

E
m
o
E
m
。
。
。
σ。
向
。
ロ
町
民
ロ
m
R
F
o巳
仲
間
」
や
「
矯
正
労
働
ラ
l
ゲ
リ
」

な
ど
一
八
も
の
名
称
を
挙
げ
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら
存
在
し
た
捕
虜
対
象
の
ラ
l
ゲ
リ
に
つ
い
て
何
も
記
述
し
な
か
っ
た
。

明
ら
か
に
ロ
ッ
シ
は
、
そ
し
て
翻
訳
者
た
ち
も
、
外
国
人
の
捕
虜
を
収
容
し
た
ラ
l
ゲ
リ
を
特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
た
ん

（

8
）
 

に
時
々
に
名
称
を
変
え
た
だ
け
の
存
在
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

よ
り
正
確
な
認
識
は
ソ
連
体
制
の
崩
壊
後
に
与
え
ら
れ
た
。
ソ
連
末
期
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
た
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
H
ヤ
コ
ヴ
レ
フ
を
総
責
任
者
と
す
る
歴
史
史
料
シ
リ
ー
ズ
『
二

O
世
紀
の
ロ
シ
ア
』
に
は
、
「
グ
ラ
l
グ
、
一
九
一
八

ー
一
九
六

O
』
と
の
表
題
を
持
つ
一
冊
が
あ
る
。
そ
の
編
者
（
A
・

I
－
コ
ク
l
リ
ン
と
N
・
V
・
ペ
ト
ロ
フ
）
が
付
し
た
前
書
き
に

き
に
し
て
ソ
ビ
エ
ト
政
権
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「シベリア抑留」の起源

は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

「
［
独
ソ
］
戦
争
の
開
始
は
、
内
務
人
民
委
員
部
の
生
産
計
画
に
本
質
的
な
修
正
を
も
た
ら
し
た
。
一
連
の
建
設
作
業
が
停
止
さ
れ
、
そ
こ

に
労
働
力
を
供
給
し
て
き
た
矯
正
労
働
ラ
l
ゲ
リ
管
理
部
が
解
体
さ
れ
た
。
矯
正
労
働
ラ
l
ゲ
リ
の
シ
ス
テ
ム
の
成
長
は
、
戦
後
に
な
っ
て

よ
う
や
く
再
開
し
た
。

33 
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ま
た
戦
時
中
に
新
た
な
種
類
の
拘
留
地
が
生
ま
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
一
年
末
に
特
別
ラ
l
ゲ
リ
網
が
組
織
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
一

九
四
四
年
に
な
っ
て
「
復
員
捕
虜
軍
人
審
問
ラ
l
ゲ
リ
P
F
L
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
占
領
地
域
に
滞
在
し
、
審
問
を

受
け
た
人
々
の
特
別
ラ
l
ゲ
リ
で
あ
る
。

特
に
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
l
ド
の
戦
い
以
降
に
著
し
く
増
大
し
た
の
は
、
捕
虜
の
た
め
の
ラ
l
ゲ
リ
網
で
あ
る
。
既
に
一
九
三
九
年
九
月
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
ラ
l
ゲ
リ
が
組
織
さ
れ
、
内
務
人
民
委
員
部
の
中
央
機
関
の
構
造
の
中
に
新
設
の
捕
虜
・
抑
留

者
担
当
管
理
部
（
U
P
V
I
）
が
現
わ
れ
た
。
一
九
四
五
年
一
月
に
こ
の
管
理
部
は
捕
虜
・
抑
留
者
担
当
総
管
理
局
（
G
U
P
V
I
）
の
地

位
を
獲
得
し
た
が
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
捕
虜
の
数
（
お
よ
そ
三
O
O
万
人
）
は
、
グ
ラ
l
グ
〔
ラ
l
ゲ
リ
総
管
理
局
］
シ
ス
テ
ム
の
拘

留
者
総
数
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
た
。

捕
虜
と
抑
留
者
は
復
員
捕
虜
軍
人
審
問
ラ
l
ゲ
リ
の
囚
わ
れ
人
と
と
も
に
、
内
務
人
民
委
員
部
の
生
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
っ
て
不
可
欠
の

労
働
力
資
源
を
構
成
し
た
。

P
F
L
と
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
の
多
く
は
具
体
的
な
企
業
、
も
し
く
は
鉱
物
資
源
採
掘
に
従
事
す
る
施
設

（

9
）
 

に
関
連
づ
け
て
整
備
さ
れ
た
」
。
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つ
ま
り
、
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
は
ソ
連
体
制
が
生
み
出
し
た
矯
正
労
働
ラ

1
ゲ
リ
の
歴
史
を
引
き
継
ぐ
も
の
だ
が
、
復
員
捕

虜
軍
人
審
問
ラ
l
ゲ
リ
な
ど
と
同
様
に
、
組
織
的
に
は
そ
れ
と
独
立
す
る
形
で
第
二
次
大
戦
期
に
組
織
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
（
な
お
復
員
捕
虜
軍
人
審
問
ラ
l
ゲ
リ
と
は
、
ド
イ
ツ
軍
に
拘
束
さ
れ
た
ソ
連
人
が
、
ソ
連
に
戻
っ
た
後
に
収
容
さ
れ
た
ラ
l
ゲ
リ
で

あ
る
）
。
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
が
収
容
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
と
は
、
一
九
三
九
年
に
独
ソ
不
可
侵
条

（叩）

約
を
結
ん
だ
後
に
、
ソ
連
軍
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
捕
虜
と
し
た
人
々
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ま
さ

に
こ
の
説
明
に
あ
る
捕
虜
・
抑
留
者
担
当
総
管
理
局
（
G
U
P
V
I
）
こ
そ
、
日
本
人
を
含
む
多
数
の
外
国
人
捕
虜
を
抑
留
し
、
強

（日）

制
労
働
を
科
し
た
執
行
機
関
で
あ
っ
た
。

上
記
の
叙
述
に
は
根
拠
と
な
る
史
料
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別
に

M
・
M
－
ザ
ゴ
ル
リ
コ
が
編
集
し
た
捕
虜
に
関
す
る
画
期



「シベリア抑留」の起源

的
な
史
料
集
「
ソ
連
に
お
け
る
捕
虜
、
一
九
三
九
｜
一
九
六
O
』
に
よ
っ
て
、
上
述
の
内
容
と
符
合
す
る
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
九
年
九
月
一
九
日
付
の
「
捕
虜
ラ
l
ゲ
リ
組
織
に
つ
い
て
の
ソ
連
邦
内
務
人
民
委
員
部
命
令
第
O
三

O
八
号
」
な
る
文
書
が
存
在
す
る
。
こ
れ
が
上
記
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
を
対
象
と
し
た
ラ
l
ゲ
リ
の
設
置
に
関
わ
る
命
令
だ
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
命
令
自
体
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
に
つ
い
て
の
記
述
を
ま
っ
た
く
含
ん
で
い
な
い
。
同
文
書
に
付
さ
れ

た
注
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
を
対
象
と
し
た
捕
虜
規
定
案
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
正
式
に
は
承
認
さ

れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
一
九
三
九
年
九
月
に
捕
虜
収
容
ラ
l
ゲ
リ
を
組
織
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
令
は
、
一
九
四
一
年
七
月
一
日
に

（ロ）

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
人
民
委
員
会
議
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
い
う
。
ど
う
や
ら
ソ
連
指
導
部
は
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
後
に
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
を
「
敵
」
と
見
倣
す
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
そ
の
後
の
国
際
状
況
の
推
移
を
見
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
将
兵
を
そ
の
ま
ま
「
捕

虜
」
と
し
て
扱
う
べ
き
か
否
か
決
め
か
ね
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
間
も
ソ
連
指
導
部
が
拘
束
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
将

兵
を
「
捕
虜
」
並
み
に
扱
っ
た
こ
と
は
、
「
カ
テ
イ
ン
の
森
事
件
」
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
つ
ま
り
、
『
グ
ラ
I

グ
、
一
九
一
八
｜
一
九
六
O
』
の
説
明
は
概
略
と
し
て
正
し
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
上
記
の
史
料
集
に
は
、
一
九
三
九
年
九
月
一
九
日
よ
り
遅
く
な
い
時
期
に
、
内
務
人
民
委
員
ベ
リ
ヤ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

捕
虜
・
抑
留
者
担
当
管
理
部
（
U
P
V
I
）
に
つ
い
て
の
規
定
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
定
は
、
「
捕
虜
担
当
管
理
部
は
自
立

的
な
管
理
部
と
し
て
、
ソ
連
邦
内
務
人
民
委
員
部
の
構
成
に
入
る
」
と
管
轄
系
統
を
定
め
て
い
た
。
同
時
に
、
管
理
部
は
「
直
接
的

に
ラ
l
ゲ
リ
の
組
織
、
配
分
、
収
容
受
け
入
れ
、
登
録
、
経
営
、
そ
し
て
捕
虜
労
働
の
利
用
を
指
導
す
る
」
と
そ
の
機
能
を
簡
潔
に

（日）

記
し
て
い
た
。
同
機
関
が
捕
虜
・
抑
留
者
担
当
総
管
理
局
（
G
U
P
V
I
）
以
前
の
捕
虜
管
理
機
関
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ラ
l
ゲ
リ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
二
三
日
に
承
認
さ
れ
た
捕
虜
ラ
l
ゲ
リ
規
定
の
総
論
部
に
お
い
て
、
以
下
の

ご
と
く
定
め
て
い
た
。
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「
労
農
赤
軍
の
部
隊
か
ら
受
領
し
た
捕
虜
の
扶
養

g
含
R
F
S－
ゅ
の
た
め
に
、
捕
虜
の
た
め
の
特
別
ラ
l
ゲ
リ
が
組
織
さ
れ
る
。
捕
虜
扶

養
の
た
め
の
ラ
l
ゲ
リ
の
基
本
的
任
務
は
以
下
で
あ
る
。

a

周
囲
の
住
民
か
ら
隔
離
し
た
状
態
で
捕
虜
を
扶
養
す
る
こ
と
。

ラ
l
ゲ
リ
の
地
帯
か
ら
捕
虜
が
逃
亡
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
排
除
し
た
体
制
を
創
り
出
す
こ
と
。

（

M
）
 

扇
動
・
宣
伝
、
及
び
文
化
・
大
衆
活
動
を
捕
虜
の
中
で
行
う
こ
と
。
」

36 

’hu 
c. 

こ
の
短
い
規
定
こ
そ
、
日
本
人
抑
留
者
が
語
っ
た
体
験
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
収
容
所
の
活
動
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
以
上
に
加

一
九
一
八
｜
一
九
六

O
」
が
説
明
す
る
通
り
、

え
て
、
『
グ
ラ
l
グ、

一
九
四
五
年
一
月
一
一
日
付
で
捕
虜
・
抑
留
者
大
隊
労
働
ラ

ー
ゲ
リ
の
指
導
改
良
の
た
め
の
内
務
人
民
委
員
部
命
令
第
O
O
一
四
号
も
史
料
集
で
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ソ
連
各
地
に
捕
虜
・

抑
留
者
の
管
理
組
織
を
増
設
、
も
し
く
は
既
存
の
も
の
を
整
備
し
直
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
捕
虜
・
抑
留
者
担
当
管
理
部

（日）

（U
P
V
I
）
を
捕
虜
・
抑
留
者
担
当
総
管
理
局
（
G
U
P
V
I
）
に
発
展
改
組
す
る
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
日
本
人
抑
留
者
が
捕
虜
と
し
て
収
容
さ
れ
る
六
年
ほ
ど
前
に
、
既
に
ソ
連
国
内
に
は
捕
虜
を
収
容

し
、
管
理
す
る
た
め
の
体
制
が
創
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
当
初
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
捕
虜
を
対
象
と
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
ソ
連
人

対
象
の
他
の
ラ
l
ゲ
リ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ラ
l
ゲ
リ
は
、
間
も
な
く
ド
イ
ツ
人
、
そ
し
て
そ
の
同
盟
国
人
の
捕

虜
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
り
、
捕
虜
の
数
が
増
す
と
と
も
に
そ
の
活
動
領
域
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
四
五
年
秋
に

日
本
人
の
捕
虜
と
民
間
人
を
収
容
す
る
ま
で
に
、
捕
虜
ラ

I
ゲ
リ
の
管
理
者
は
外
国
人
収
容
者
を
管
理
し
使
役
す
る
技
術
を
十
分
に

蓄
積
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
本
稿
の
観
点
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
捕
虜
を
対
象
に
設
置
さ
れ
た
収
容
所
（
ラ
1
ゲ
リ
）
は
ソ
連
人
対
象
の（時）

矯
正
労
働
ラ
l
ゲ
リ
の
延
長
線
上
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
組
織
的
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。



そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
外
国
人
で
あ
る
捕
虜
の
苦
役
は
、
矯
正
労
働
ラ

l
ゲ
リ
に
収
容
さ
れ
た
ソ
連
人
に
対
し
て
執
行
さ
れ
た
強

制
労
働
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
捕
虜
の
強
制
労
働
に
つ
い
て
は
、

ソ
連
人
と
は
別
に
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
二
節

捕
虜
の
強
制
労
働

ソ
連
で
最
初
に
捕
虜
に
つ
い
て
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
は
一
九
二
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
時
期
的
に
見

て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
作
成
を
促
し
た
出
来
事
は
二
件
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
一
九
二
九
年
の
中
ソ
紛
争
で
あ
る
。
こ
の
時
ソ
連

軍
は
張
学
良
の
軍
隊
を
破
っ
て
、
革
命
以
来
最
初
の
軍
事
的
勝
利
を
収
め
、
中
国
軍
閥
兵
を
多
数
捕
虜
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
、

同
じ
一
九
二
九
年
に
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
で
捕
虜
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
協
定
に
は
ソ
連
は
参
加
し
て
い
な
か
っ

史
料
に
よ
る
と
、

た
が
、
法
整
備
を
促
す
契
機
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
一
九
コ
二
年
の
捕
虜
規
定
は
捕
虜

労
働
に
関
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
注
目
す
べ
き
内
容
を
有
し
て
い
た
。

「シベリア抑留」の起源

「
第
三
四
条
、
捕
虜
は
そ
の
同
意
を
も
っ
て
労
働
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
へ
の
参
加
は
体
力
に
応
じ
て
、
ま
た
可
能
な
限

り
捕
虜
の
職
業
に
応
じ
て
行
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
捕
虜
は
労
働
の
拒
否
に
よ
っ
て
い
か
な
る
懲
罰
も
し
く
は
束
縛
を
受
け
な
い
。
ラ
l
ゲ

リ
の
生
活
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
運
営
的
労
働
に
は
、
捕
虜
は
そ
の
同
意
に
か
か
わ
ら
ず
参
加
さ
せ
ら
れ
る
。
捕
虜
の
勤
務
は
、
た
と
え
同

意
が
あ
る
場
合
で
も
、
ラ
l
ゲ
リ
管
理
部
の
私
的
必
要
に
奉
仕
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
、
ま
た
他
の
捕
虜
の
私
的
必
要
に
奉
仕
す
る
た

め
に
利
用
す
る
こ
と
（
従
卒
的
奉
仕
）
を
禁
じ
る
。

第
三
五
条
、
戦
闘
行
為
地
域
に
お
け
る
労
働
に
捕
虜
の
勤
務
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

37 



法学研究 83巻 12号（2010:12) 

第
三
六
条
、
労
働
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
捕
虜
に
対
し
て
は
、
同
じ
勤
務
部
門
に
お
い
て
労
働
す
る
ソ
連
邦
市
民
に
当
該
の
場
所
で
適
用
さ

（口）

れ
る
勤
務
保
護
に
つ
い
て
の
決
定
、
特
に
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
決
定
が
適
用
さ
れ
る
」
。

38 

ソ
連
体
制
は
一
九
コ
二
年
規
定
に
お
い
て
捕
虜
に
労
働
を
強
制
す
る
こ
と
を
明
確
に
禁
じ

て
い
た
の
で
あ
る
。
国
際
的
な
捕
虜
保
護
の
気
運
が
こ
こ
に
多
少
と
も
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
規
定

は
一

O
年
と
続
か
な
か
っ
た
。
一
九
四
一
年
七
月
一
日
に
採
択
さ
れ
た
人
民
委
員
会
議
決
定
第
一
七
九
八
号
「
八

O
O
（
秘
）
に
付

さ
れ
た
捕
虜
に
関
す
る
規
定
で
は
、
捕
虜
労
働
に
関
す
る
部
分
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
文
面
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、

「
第
一
一
一
条
、
兵
卒
及
び
下
士
官
の
捕
虜
は
、
ラ
l
ゲ
リ
に
お
い
て
、
ま
た
ラ
l
ゲ
リ
外
の
ソ
連
邦
の
工
業
と
農
業
に
お
い
て
ソ
連
邦
内

務
人
民
委
員
部
捕
虜
・
抑
留
者
管
理
局
の
作
成
し
た
特
別
の
規
則
に
基
づ
い
て
労
働
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
将
校
及
び
将
校
と
同

等
と
み
な
さ
れ
る
地
位
の
捕
虜
は
、
そ
の
同
意
に
基
づ
い
て
の
み
労
働
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
捕
虜
に

対
し
て
は
、
同
じ
勤
務
部
門
に
お
い
て
労
働
す
る
ソ
連
邦
市
民
に
当
該
の
場
所
で
適
用
さ
れ
る
勤
務
保
護
と
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
決
定
が

〈四）

適
用
さ
れ
る
」
。

つ
ま
り
、
新
規
定
で
は
兵
卒
と
下
士
官
に
対
し
て
は
、
そ
の
同
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
な
く
労
働
を
強
い
る
よ
う
管
理
当
局
に
命

じ
た
の
で
あ
る
。
な
お
上
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
将
校
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
は
収
容
す
る
側
が
労
働
に
対
す
る
同
意
を
取
り

付
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
ソ
連
当
局
が
こ
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抑
留
さ

れ
た
日
本
の
将
校
で
、
戦
犯
扱
い
を
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
中
に
も
、
こ
の
規
定
に
反
す
る
取
扱
い
を
受
け
た
者
が
多
数
い
た
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
多
数
の
日
本
人
将
校
が
最
初
に
集
め
ら
れ
た
収
容
所
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ラ
ブ
ガ
の
捕
虜
収
容
所
の
一
九
四
五



年
末
の
状
況
に
つ
い
て
、
戦
後
比
較
的
初
期
に
出
版
さ
れ
た
日
本
人
抑
留
者
の
回
想
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
執
筆
者
は
終
戦

（四）

時
に
主
計
中
尉
で
あ
っ
た
根
本
雄
太
郎
で
あ
る
。

「
エ
ラ
ブ
カ
（
マ
マ
）
は
今
次
独
ソ
戦
開
始
以
来
再
び
倖
虜
の
街
と
し
て
栄
え
、
一
九
四
五
年
一
二
月
二
九
日
に
吾
々
が
到
着
す
る
前
は

約
五
万
の
独
逸
軍
将
兵
が
こ
こ
を
中
心
と
し
て
収
容
さ
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
、
当
時
な
お
B
収
容
所
に
吾
々
と
一
緒
に
約
百
名
、

A
収
容
所

に
は
二
千
名
、
又
町
の
周
辺
の
伐
採
地
や
各
作
業
場
に
千
五
百
名
位
が
残
留
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
等
残
留
独
逸
軍
将
兵
は
収
容
所
運
営

の
た
め
の
特
抜
者
と
、
所
調
鋒
々
た
る
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
前
者
は
収
容
所
に
お
け
る
経
営
上
の
主
要
機
関
を
占
め
、
又
一
連
の
コ

ン
ミ
ユ
ニ
ス
ト
は
ソ
側
の
吾
々
日
本
人
倖
虜
に
対
す
る
政
治
教
育
の
助
手
で
あ
る
と
共
に
、
五
口
々
の
思
想
動
向
の
監
視
者
と
な
っ
て
い
た
」
。

「
当
時
自
治
の
目
的
を
以
て
農
耕
作
業
が
大
規
模
に
行
わ
れ
て
収
容
所
の
殆
ど
全
員
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
た
が
、
始
め
は
ソ
連
の
立
案
し

た
計
画
に
従
っ
て
朝
七
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で
昼
食
抜
き
の
作
業
を
強
要
さ
れ
た
。
農
場
ま
で
の
片
道
四
粁
の
往
復
に
要
す
る
時
間
の
浪
費

と
、
昼
食
抜
き
の
連
続
作
業
は
徒
に
体
力
の
消
耗
を
来
す
の
み
で
作
業
能
率
は
低
下
す
る
一
方
で
あ
っ
た
の
で
、
先
ず
農
場
へ
の
昼
食
の
運

搬
と
こ
れ
に
伴
う
作
業
時
間
の
一
時
間
延
長
を
主
張
し
、
更
に
午
前
、
午
後
二
段
制
の
作
業
区
分
と
、
作
業
標
準
量
の
設
定
及
び
能
率
給
与

（却）

の
実
施
を
強
硬
に
要
求
し
て
遂
に
そ
の
一
部
を
貫
徹
し
た
」
。

「シベワァ抑留」の起源

明
ら
か
に
将
校
は
一
般
兵
と
し
て
収
容
さ
れ
た
者
よ
り
優
遇
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
程
度
の
問
題
で
、
収
容
所
で
生
き
残
る
た
め
に

は
彼
ら
も
労
働
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
九
コ
二
年
春
か
ら
一
九
四
一
年
夏
ま
で
の
間
に
何
が
変
わ
り
、
捕
虜
労
働
に
対
す
る
規
定
が
一
変
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
第
二
次
大
戦
が
始
ま
り
、
ソ
連
も
周
辺
諸
国
と
戦
争
を
す
る
状
況
で
、
国

ロ
シ
ア
の
歴
史
家
フ
レ
ブ
ニ
ュ

l
ク
は
ソ
連
収
容
所
の
歴
史
を
跡
づ
け
た
著
作
で
、
こ
の
状

内
の
労
働
力
が
払
底
し
た
の
で
あ
る
。

39 

況
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
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「
戦
争
前
夜
の
時
期
の
内
務
人
民
委
員
部
の
重
大
な
任
務
は
、
雪
だ
る
ま
式
に
増
大
す
る
経
済
的
課
題
を
支
え
る
た
め
の
労
働
力
を
見
出

す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
任
務
は
、
大
テ
ロ
ル
の
後
に
労
働
力
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
大
量
抑
圧
行
動
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
い
っ
そ
う

困
難
で
あ
っ
た
。
一
九
三
九
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
四
O
年
一
月
一
日
の
期
間
に
、
収
容
所
の
囚
人
数
は
た
っ
た
二
七

0
0
0人
し
か
増
え

な
か
っ
た
。
（
略
・
：
引
用
者
）
一
九
四
O
年
に
内
務
人
民
委
員
部
は
主
と
し
て
収
容
所
の
囚
人
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
間
で
移
送
し
て
何
と
か
計

画
を
遂
行
し
た
。
一
九
四
O
年
五
月
に
北
ペ
チ
ョ
ラ
鉄
道
を
敷
設
す
る
決
定
が
下
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
関
連
し
て
政
府
は
、
内
務
人
民
委
員

部
に
監
獄
と
コ
ロ
ニ
ー
の
在
監
者
た
ち
を
刑
期
に
か
か
わ
ら
ず
収
容
所
と
建
設
現
場
に
送
ら
せ
た
。
そ
れ
で
も
コ
ロ
ニ
ー
と
監
獄
の
労
働
力

（幻）

供
給
能
力
は
限
ら
れ
て
い
た
」
。

以
上
の
ご
と
き
収
容
所
全
体
の
労
働
力
不
足
の
状
況
が
、
一
九
四
一
年
に
捕
虜
規
定
を
改
定
さ
せ
る
動
き
を
引
き
起
こ
し
た
と
み

て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
ソ
連
の
収
容
所
シ
ス
テ
ム
は
一
九
四
一
年
の
捕
虜
規
定
の
採
択
前
か
ら
捕
虜
に
対
し
て

強
制
労
働
を
科
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
文
書
が
先
に
挙
げ
た
捕
虜
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
一
九
三
九
年
九
月
二

三
日
付
の
内
務
人
民
委
員
部
の
命
令
は
、
新
た
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
獲
得
し
た
土
地
に
、
二
万
五

0
0
0人
の
捕
虜
を
使
役
し
て
早

急
に
横
断
道
路
を
敷
設
す
る
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
年
一

O
月
に
内
務
人
民
委
員
部
捕
虜
管
理
局
と
製
鉄
工
業
人

民
委
員
部
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
は
、
後
者
の
行
う
鉄
道
敷
設
に
関
連
し
て
一
万
人
か
ら
一
万
一

0
0
0人
の
捕
虜
を
労
働
力

（

n）
 

と
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ソ
連
体
制
は
一
九
四
一
年
七
月
に
な
っ

て
、
つ
ま
り
独
ソ
戦
開
始
以
降
に
捕
虜
に
強
制
労
働
を
科
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
収
容
の
現
場
に
お
い
て

捕
虜
を
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
四
一
年
の
規
定
は
指
導
部
が
捕
虜
管
理

の
現
場
で
進
む
既
成
の
事
実
を
追
認
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



「シベリア抑留」の起源

内務省ラーゲリに入所した捕虜数（人）

全体数 そのうちドイツ人

1941年6月22日から42年 1月1日までの入所者 9,147 9,147 

同期間の死者 222 222 

1942年 1月1日現在で扶養されていた者 8,925 8,925 

1942年の入所者 79,004 79,004 

同期間（つまり 1942年）の死者 11.144 11.144 

1943年 1月1日現在で扶養されていた者 76,785（ママ） 76,785（ママ）

1943年の入所者 176,186 102,196 

同期間 (1943年）の死者 157,460 118.127 

1944年 1月1日現在で扶養されていた者 95,511 （ママ） 60,854（ママ）

1944年の入所者 704,861 473,418 

同期間（1944年）の死者 89,609 82,112 

1945年 1月1日現在で扶養されていた者 710,783（ママ） 452.160（ママ）

1945年の入所者 2,280,953 1,856,071 

同期間 (1945年）の死者 1,346,533 952,618 

1946年 1月1日現在で扶養されていた者 1,645.183（ママ） 1,355,613（ママ）

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
ご
と
き
労
働
力
不
足
の
状
況
は
、

九

四
三
年
以
降
ソ
連
軍
が
優
勢
に
な
り
、
ド
イ
ツ
と
そ
の
同
盟
国

軍
の
兵
士
を
多
数
捕
虜
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
解
消
に
向
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
は
た

し
て
実
態
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
ソ
連
側
が
ど
の

程
度
の
捕
虜
を
収
容
し
て
い
た
の
か
見
て
み
よ
う
。
利
用
す
る

史
料
は
「
一
九
四
七
年
六
月
一
日
現
在
で
内
務
省
ラ
I
ゲ
リ
に

前
線
か
ら
入
所
し
た
旧
ド
イ
ツ
軍
、
及
び
そ
の
衛
星
回
の
捕
虜

（お）

に
関
す
る
資
料
」
と
題
す
る
文
書
で
あ
る
（
上
掲
資
料
、
内
務

人
民
委
員
部
は
一
九
四
六
年
三
月
に
内
務
省
と
改
名
さ
れ
た
）
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
1
ゲ
リ
で
扶

養
し
て
い
た
と
さ
れ
る
捕
虜
数
は
、
ソ
連
軍
が
捕
獲
し
た
将
兵

の
総
数
と
比
較
す
る
と
予
想
外
に
少
な
い
。

一
O
O万
人
台
に

な
る
の
は
一
九
四
五
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
、
同
ラ
l
ゲ
リ
へ
の
輸
送
中
か
、
あ
る

い
は
収
容
後
に
死
亡
し
た
捕
虜
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
因
み
に
ド
イ
ツ
の
研
究
は
一
般
的
に
、
第
二
次
大
戦
中

に
ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
数
は
コ
二
五
万
人
余

り
で
、
そ
の
う
ち
ソ
連
抑
留
中
に
死
亡
し
た
者
は
約
一
一
一
万

41 
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つ
ま
り
、

ソ
連
管
理
下
に
置
か
れ
た
ド
イ
ツ
人
捕
虜
の
死
亡
率
は
約
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た

さ
ら
に
、
捕
虜
ラ
l
ゲ
リ
が
収
容
し
て
い
た
捕
虜
に
し
て
も
、
す
べ
て
が
「
労
働
適
格
者
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事

情
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
四
四
年
一
二
月
五
日
付
で
内
務
人
民
委
員
ベ
リ
ヤ
が
ス
タ
ー
リ
ン
と
モ
ロ
ト
フ
に
送
っ
た
捕
虜
に
つ

い
て
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
捕
虜
と
し
て
収
容
し
て
い
る
人
数
は
六
八
万
九
一
二
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
労
働
従
事

者
は
四
三
万
五
三
八
八
人
で
し
か
な
か
っ
た
。
労
働
非
従
事
者
は
二
四
万
五
五
三
三
人
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ

の
う
ち
各
人
民
委
員
部
と
保
険
人
民
委
員
部
の
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
が
四
万
八
九
四
六
人
、
収
容
所
で
病
気
に
な
っ
て
い
る

者
が
六
万
四
五
六
人
、
衰
弱
・
身
体
不
自
由
で
あ
る
者
が
一
三
万
六
一
一
一
二
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
収
容
者
の
三
割
以
上
が
病
気

（お）

な
ど
の
た
め
「
労
働
不
適
格
」
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
捕
虜
は
体
力
を
消
耗
す
る
戦
闘
の
後
に
ソ
連

軍
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
ラ

1
ゲ
リ
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
ラ
l
ゲ
リ
入
所
者
（
ソ
連
人
）
以
上
に
身
体
障
害
者
や

病
人
の
割
合
が
多
か
っ
た
。
こ
の
報
告
は
、
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
加
え
て
、
戦
時
中
に
ソ
連
兵
の
多
数
が
戦
死
し
、
多
く
の
兵
士
と
市
民
が
ド
イ
ツ
側
同
盟
国
軍
の
捕
虜
、
抑
留
者
と
な
っ

た
事
実
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
、
こ
の
戦
争
で
ソ
連
は
二
六

O
O万
人
か
ら
二
七

O
O万
人
の
国
民
を
失
っ
た
と
さ
れ
て

一
九
四
一
年
六
月
の
開
戦
か
ら
翌
年
三
月
末
ま
で
の
短
い
期
間
に
ド
イ
ツ
軍
の
捕
虜
に
な
っ
た
三
三
五
万
人

い
る
。
こ
の
中
に
は
、

の
ソ
連
人
、
さ
ら
に
一
九
四
四
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
聞
に
ド
イ
ツ
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
一

O
O万
人
の
ソ
連
人
の
か
な
り
の
部

（部）

分
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
側
の
人
的
損
失
は
膨
大
で
あ
っ
た
。

ソ
連
指
導
部
が
一
九
四
五
年
夏
の
時
点
で
労
働
力
不
足
の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
な
ど
と
考
え
る
状
況

に
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
戦
後
の
復
興
に
要
す
る
労
働
力
の
不
足
を
鋭
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
内
務
人
民
委
員
部
の
ラ
l
ゲ
リ
管
理
者
は
、
全
般
的
な
食
料
不
足
の
状
況
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
え
れ
ば
、



こ
の
点
を
よ
く
示
す
史
料
が
ロ
シ
ア
の
ラ
l
ゲ
リ
研
究
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
三
年
九
月
に
内
務
人
民
委
員
部
次

官
の
下
で
聞
か
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
ラ
l
ゲ
リ
総
管
理
局
長
が
「
収
容
所
で
扶
養
す
る
者
の
中
か
ら
、
不
要
な
者
を
全
員
釈
放
す

い
か
な
る
益
も
も
た
ら
さ
な
い
人
々
」
、
す
な
わ
ち
「
お

る
」
ょ
う
提
案
し
た
際
に
、
「
身
体
障
害
者
、
病
人
、
衰
弱
者
、

つ
ま
り
、

よ
そ
二

O
万
人
か
ら
二
五
万
人
」
が
こ
れ
に
当
た
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
説
明
を
伴
っ
て
い

た。

「ラ
l
ゲ
リ
内
の
給
養
ノ
ル
マ
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
、
給
養
問
題
を
政
府
に
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
給
養
が
不
足
し
て
い
て

は
、
ど
の
よ
う
に
秩
序
を
確
立
し
て
も
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
死
亡
率
を
免
れ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
囚
人
へ
の

給
食
を
二
六
O
O
カ
ロ
リ
ー
以
上
に
す
べ
き
だ
と
す
る
結
論
に
達
し
た
。
病
人
に
つ
い
て
は
基
準
を
別
に
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
基
準

で
は
、
食
料
の
大
半
は
（
身
体
障
害
者
、
病
人
と
衰
弱
者
の
）
割
当
量
の
維
持
に
回
っ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
、
囚
人
の
中
の
労
働
す
る

（釘）

部
分
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
」
。

「シベリア抑留」の起源

こ
こ
に
明
瞭
に
示
さ
れ
た
状
況
は
ラ

I
ゲ
リ
全
般
の
状
況
で
、
厳
密
に
言
え
ば
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
の
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ほ
ど
露
骨
な
議
論
で
は
な
い
が
、
後
者
の
ラ
l
ゲ
リ
で
も
労
働
と
給
養
の
不
適
合
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す

文
書
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
内
務
人
民
委
員
部
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
の
管
理
者
た
ち
が
ベ
リ
ヤ
に
一
九
四
四
年
六
月
二
一

日
付
で
送
っ
た
「
捕
虜
に
対
す
る
現
在
の
給
養
ノ
ル
マ
と
身
体
状
況
」
と
題
す
る
報
告
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
労
働
す
る
捕
虜
の
数
を
増
や
し
、
彼
ら
の
労
働
の
生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
全
体
と
し
て
の
捕
虜
の
給
養
を
以
下
の
よ
う
に
改
善

す
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
る
。
（
具
体
的
数
字
は
原
文
に
お
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
）
o
a
体
力
の
な
い
捕
虜
、
も
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し
く
は
ラ
l
ゲ
リ
内
の
労
働
に
従
事
し
て
い
る
捕
虜
に
対
し
て
は
、
ソ
連
邦
人
民
委
員
会
議
で
承
認
さ
れ
、

五
パ
ー
セ
ン
ト
増
大
に
関
す
る
国
家
防
衛
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
給
養
ノ
ル
マ
と
定
め
る
。

h

（却）

す
べ
て
の
捕
虜
に
対
し
て
は
、
給
養
ノ
ル
マ
を
こ
の
企
業
で
働
く
労
働
者
と
同
じ
と
定
め
る
」
。
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一
九
四
四
年
四
月
五
日
付
の
二

他
の
人
民
委
員
部
の
企
業
で
働
く

こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
捕
虜
ラ
l
ゲ
リ
を
含
む
ラ
l
ゲ
リ
全
体
を
管
理
す
る
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
大
規
模

建
設
や
木
材
の
伐
採
な
ど
内
務
人
民
委
員
部
に
課
せ
ら
れ
た
ノ
ル
マ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
労
働
力
と
し
て
の
囚
人
や
捕
虜
が
多
数

必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
彼
ら
の
人
数
に
応
じ
た
だ
け
の
食
料
の
供
給
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当

時
の
状
況
は
、
労
働
と
給
養
ノ
ル
マ
が
ま
っ
た
く
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
が
一
九
四
五
年
八
月
の
ベ
リ
ヤ
の
命
令

の
背
後
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
理
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
抑
留
者
を
扶
養
し
て
、
労
働
さ
せ

る
立
場
に
あ
っ
た
ベ
リ
ヤ
た
ち
は
、
収
容
所
の
厳
し
い
食
料
事
情
を
熟
知
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
一
九
四
五
年
八
月
に
は
中
国
東
北

部
か
ら
新
た
に
日
本
人
を
連
行
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
彼
ら
の
懸
念
を
無
視
し
た
可
能

性
は
な
い
と
は
言
え
ま
い
。

ソ
連
当
局
が
捕
虜
・
抑
留
者
に
強
制
労
働
を
科
す
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
で
あ
り
、
日
本
人
抑
留
者
を
労
働
力
と
し
て
利

用
す
る
ま
で
の
状
況
で
あ
る
。
小
括
す
れ
ば
、
ソ
連
側
は
少
な
く
と
も
法
的
に
は
、
第
二
次
大
戦
期
ま
で
、
捕
虜
に
労
働
を
科
す
に

は
本
人
の
同
意
が
必
要
だ
と
定
め
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
捕
虜
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
接
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
労

働
力
不
足
が
深
刻
に
な
る
と
、
彼
ら
は
そ
の
規
定
を
無
視
し
、
捕
虜
を
純
然
た
る
労
働
力
と
し
て
扱
い
始
め
た
。
し
か
し
他
方
で
、

食
料
が
労
働
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
人
捕
虜
な
ど
が
そ
の
最
初
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
状
態
が
解
決
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
日
本
人
の
抑
留
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
捕
虜
管
理
体
制
の
整
備
と
捕
虜
規
定
の
変
化
を
問
題
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
の
前
史

以
上
が
、



が
す
べ
て
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ソ
連
政
府
が
戦
中
の
み
な
ら
ず
戦
後
に
な
っ
て
も
外
国
人
を
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
た

め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
対
外
的
正
当
化
も
必
要
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
点
に
関
わ
る
連
合
国
内
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

第
三
節

戦
後
賠
償
と
し
て
の
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」

捕
虜
の
強
制
労
働
を
正
当
化
す
る
議
論
は
幾
っ
か
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
相
手
国
も
自
国
民
に
対
し
て
同
様
の
行
動
を
と
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
ソ
連
の
間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
日
本
人
は
基
本
的
に
ソ
連
人
を
捕
虜
と

「シベリア抑留」の起源

し
な
か
っ
た
の
で
、
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
は
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

日
本
人
が
戦
時
中
に
ソ
連
以
外
の
外
国
人
捕
虜
に
対
し
て
強
制
労
働
を
科
し
た
事
実
は
国
際
的
に
広
く
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日

（却）

本
人
は
戦
時
中
に
一
方
的
に
強
制
労
働
の
被
害
者
だ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

捕
虜
に
強
制
労
働
を
科
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
第
二
の
議
論
は
、
捕
虜
に
犯
罪
的
戦
争
に
加
担
し
た
「
罪
」
を
償
わ
せ
る
た
め
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
回
想
録
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
日
本
人
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
仮
に
戦
争
に
犯
罪
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
議
論
を
認
め
た
と
し
て
も
、
国
家
の
命
令
で
戦
争
に
参
加

し
た
一
般
兵
士
に
対
し
て
戦
争
に
参
加
し
た
責
任
を
問
う
と
い
う
議
論
は
当
時
の
常
識
的
基
準
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

正
当
化
の
第
三
の
議
論
は
、
敗
戦
国
は
戦
勝
国
に
与
え
た
被
害
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

戦
勝
国
が
敗
戦
国
に
対
し
て
戦
争
被
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
国
際
的
慣
行
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ア
メ
リ
カ
は
例
外

的
で
、
国
内
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
で
賠
償
の
取
り
立
て
を
望
む
声
が
強
く
な
ら
な
か
っ
た
。
対
照
的
に
ソ
連
は
国
土
を
尋
常
で

は
な
い
規
模
で
破
壊
さ
れ
た
の
で
、
敵
国
に
賠
償
さ
せ
る
の
は
当
然
だ
と
す
る
議
論
が
囲
内
で
支
持
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
気
分
と
、

既
に
捕
虜
や
抑
留
者
を
労
働
力
と
し
て
利
用
し
て
い
た
事
実
が
結
び
つ
き
、
戦
後
復
興
に
彼
ら
を
利
用
す
る
と
い
う
構
想
が
半
ば
自
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然
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
さ
ら
に
一
宮
守
え
ば
、
伝
統
と
も
い
え
る
収
容
所
体
制
の
歴
史
も
こ
の
構
想
を
生
む
の
に
寄
与
し
た
か
も
し
れ
な
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も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
日
ソ
聞
の
関
係
で
は
、
ど
ち
ら
が
戦
争
の
被
害
固
な
の
か
と
い
う
議
論
を
主
張
し
得
る
。
日
本
側
は
第
二
次

大
戦
の
問
ソ
連
を
実
際
に
攻
撃
し
た
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
大
戦
の
最
終
段
階
で
宣
戦
布
告
を
し
て
攻
撃
し
て
き
た
の
は
ソ
連
側
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
で
き
る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
歴
史
家
の
圧
倒
的
多
数
は
、
日
本

が
ド
イ
ツ
と
結
ん
で
ソ
連
に
敵
対
し
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
、
ソ
連
側
こ
そ
被
害
者
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
き
た
。
一
般
に
彼

ら
は
、
日
本
は
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と
反
ソ
的
同
盟
関
係
を
築
き
、
そ
れ
ら
の
国
の
ソ
連
に
対
す
る
攻
撃
を
陰
で
支
援
し
て
き
で
、

最
終
的
に
ソ
連
も
参
加
す
る
連
合
国
軍
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
国
と
同
様
に
責
任
を
と
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
を

表
明
し
て
き
た
。

さ
ら
に
、
賠
償
と
し
て
の
捕
虜
労
働
と
い
う
議
論
は
、
戦
勝
国
の
中
で
ソ
連
の
み
が
戦
後
に
な
っ
て
も
ド
イ
ツ
や
日
本
な
ど
の
敵

国
の
兵
士
を
速
や
か
に
本
国
に
送
還
し
よ
う
と
せ
ず
、
労
働
を
強
い
た
と
い
う
事
実
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
論
理
の
是

非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
強
制
労
働
を
正
当
化
す
る
議
論
と
し
て
賠
償
論
は
検
討
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の

議
論
を
め
ぐ
る
連
合
国
内
の
対
応
を
追
っ
て
み
よ
う
。
連
合
国
は
こ
の
点
で
ど
の
よ
う
な
合
意
を
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
ご
と
く
、
第
二
次
大
戦
の
半
ば
か
ら
ソ
連
指
導
部
は
敵
国
か
ら
厳
し
く
賠
償
を
取
り
立
て
る
姿
勢
を
示
し
た
。
ま
ず
テ
ヘ

ラ
ン
会
議
で
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
賠
償
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
交
わ
し
た
。

そ
こ
で
彼
は
、
自
分
と
し
て
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
対
し
自
国
に
与
え
た
損
害
の
補
償
を
求
め
る
意
向
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
の
際
、

「
ソ
連
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
お
金
で
は
な
く
、
現
物
に
よ
る
補
償
だ
」
と
含
み
の
あ
る
発
言
を
し
た
。
彼
が
こ
こ
で
具
体
的
に

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
側
の
賠
償
期
間
が
「
五
年
か
ら
八
年
」
に
な
る
と
い
う
見
通
し
と
、
「
紙
、
木
材
、
そ
の
他
の
物
資
」

示
し
た
の
は
、

に
よ
っ
て
も
賠
償
さ
せ
る
と
い
う
厳
し
い
姿
勢
で
あ
っ
た
。



「シベリア抑留」の起源

明
ら
か
に
こ
の
議
論
に
不
安
を
抱
い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
草
命
の
と
き
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
は
「
無
併
合
、
無
償
金
の
講

和
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
た
の
に
、
今
度
は
賠
償
を
要
求
す
る
つ
も
り
か
と
質
問
し
た
。
こ
れ
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
「
だ

（却）

か
ら
私
は
あ
な
た
に
［
自
分
は
］
保
守
党
員
に
な
る
と
言
っ
た
の
だ
」
と
冗
談
を
交
え
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。
賠
償
を
め
ぐ
る
や
り

と
り
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
が
、
英
米
の
指
導
者
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
賠
償
に
か
け
る
強
い
意
欲
を
確
認
し
た
。
他
方
、
ス
タ
ー
リ
ン
の

ほ
う
で
も
、
こ
の
問
題
で
連
合
国
の
中
に
不
同
意
の
気
分
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
敗
戦
国
に
容
赦
の
な
い

講
和
を
要
求
す
る
姿
勢
は
、
も
は
や
既
定
の
路
線
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
テ
ヘ
ラ
ン
会
議
以
前
に
外
務
省
に
付
属
す
る
形
で
設
置
し
た
委
員
会
の
議
論
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

る
。
委
員
会
と
は
、
一
九
四
三
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
次
官
を
長
と
す
る
講
和
条
約
と
戦
後
体
制
の
問
題
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
と
、
ヴ
ォ
ロ
シ
l
ロ
フ
政
治
局
員
を
長
と
す
る
休
戦
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
、
そ
し
て
一
一
月
二

一
一
日
に
設
置
さ
れ
た
マ
イ
ス
キ
l
次
官
を
長
と
す
る
、
ド
イ
ツ
と
そ
の
同
盟
国
に
よ
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
委

員
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヴ
ォ
ロ
シ

l
ロ
フ
委
員
会
と
マ
イ
ス
キ

I
委
員
会
は
、
ド
イ
ツ
の
労
働
力
を
賠
償
と
し
て
利
用
す
る
案
を
検

（幻）

討
し
た
。
特
に
こ
の
点
で
は
マ
イ
ス
キ
ー
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
長
く
駐
英
全
権
代
表
を
務
め
た
彼
は
、
戦
時
中
の
イ
ギ

リ
ス
圏
内
に
反
ド
イ
ツ
感
情
が
満
ち
て
い
る
状
況
を
見
て
、
ド
イ
ツ
国
民
に
労
働
に
よ
る
戦
後
賠
償
を
要
求
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
人

は
反
対
す
る
こ
と
が
な
い
と
判
断
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

マ
イ
ス
キ
l
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
会
議
後
に
彼
が
モ
ロ
ト
フ
外
相
に
提
出
し
た
文
書
に
よ
っ
て
も
確

認
さ
れ
た
。
彼
は
一
九
四
四
年
一
月
一
一
日
付
で
「
将
来
の
講
和
の
望
ま
し
い
基
礎
」
と
題
す
る
文
書
を
提
出
し
、
そ
こ
で
「
我
が

国
は
、
上
記
の
期
間
（
三
O
年
か
ら
五
0
年
間
）
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
が
今
後
他
国
に
対
す
る
い
か
な
る
攻
撃
も
思
い
つ
く
こ
と
が
な
い

よ
う
な
条
件
が
創
り
出
さ
れ
る
ま
で
、
同
国
の
可
能
な
限
り
完
全
な
『
無
害
化
」
を
図
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。

以
上
に
続
け
て
、
マ
イ
ス
キ
l
は
戦
勝
国
が
と
る
べ
き
措
置
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
全
ド
イ
ツ
領
土
に
お
け
る
戦
略
的
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拠
点
の
長
期
的
な
占
領
」
、
第
二
に
「
多
少
と
も
独
立
し
た
一
連
の
国
家
的
構
成
物
へ
の
ド
イ
ツ
の
分
割
」
、
第
三
に
「
軍
事
的
、
産

業
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
な
ド
イ
ツ
の
武
装
解
除
、
第
四
に
「
ド
イ
ツ
か
ら
の
賠
償
、
特
に
労
働
に
よ
る
賠
償
の
取
り
立
て
」
、

48 

第
五
に
「
用
語
を
広
義
の
意
味
で
解
釈
し
た
戦
争
犯
罪
人
の
厳
罰
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
彼
個
人
の
考
え
と
い
う
よ
り
、

こ
の
時
期
に
ソ
連
内
外
で
表
明
さ
れ
て
い
た
議
論
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
第
四
の
労
働
に
よ
る

賠
償
と
い
う
議
論
に
は
、

マ
イ
ス
キ

1
本
人
の
意
見
が
強
く
反
映
し
て
い
た
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
彼
は
こ
の
点
で
次
の
よ
う

な
説
明
を
付
し
た
。

「
こ
の
［
賠
償
と
い
う
］
問
題
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
方
で
賠
償
は
、
ド
イ
ツ
が
ソ
連
そ
の
他
の
国
家
に
与
え
た
損
害
を
早
急
に
回

復
さ
せ
る
う
え
で
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
他
方
で
そ
れ
は
、
特
に
労
働
に
よ
る
賠
償
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
国
民
経
済
か
ら
数
百
万
の
労
働
単

（担）

位
を
毎
年
徴
用
す
る
策
は
、
不
可
避
的
に
そ
の
経
済
と
軍
事
力
を
弱
め
る
は
ず
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
そ
の
労
働
力
を
徴
用
す
る
と
い
う
マ
イ
ス
キ
l
の
構
想
に
は
、
戦
後
賠
償

の
一
環
と
い
う
意
味
と
ド
イ
ツ
の
弱
体
化
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
後
者
の
点
も

「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
さ
し
あ
た
り
は
、
連
合
国
内
の
こ
の
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

知
ら
れ
る
限
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
、
戦
後
に
ド
イ
ツ
人
捕
虜
を
ソ
連
国
内
で
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
ソ
連
側
の
意
向

は
、
一
九
四
四
年
春
に
は
他
の
連
合
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
三
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
が
こ
う
し
た
希
望
が
ソ
連
政
府
か
ら
表
明

さ
れ
て
い
る
と
伝
え
る
と
、
ソ
連
側
か
ら
怒
り
の
表
明
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
騒
ぎ
は
す
ぐ
に
鎮
静
化
し
、
以
後
は
何
も
報
道

（お）

さ
れ
な
か
っ
た
。

次
に
こ
の
問
題
が
連
合
国
間
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、

一
九
四
五
年
二
月
に
聞
か
れ
た
ヤ
ル
タ
会
議
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
五



ソ
連
側
は
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
ド
イ
ツ
人
を
労
働
力
と
し
て
受
け
取
り
た

い
と
願
っ
て
い
る
の
か
と
率
直
に
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
統
領
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
の
機
械
も
ド
イ
ツ
人
の
労
働
力
も

必
要
と
し
な
い
と
付
け
加
え
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
牽
制
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
「
ソ
連
政
府
は
物
質
的
賠
償
計
画
を
有

し
て
い
る
」
と
答
え
た
が
、
肝
心
の
捕
虜
労
働
に
つ
い
て
は
、
「
ド
イ
ツ
の
労
働
力
の
利
用
に
関
し
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
［
答
え

る
］
準
備
が
で
き
て
い
な
い
」
と
応
じ
た
。
明
ら
か
に
彼
は
こ
の
問
題
で
の
対
応
が
ソ
連
の
国
際
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
と
判
断
し
、

回
答
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
に
い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
は
こ
れ
で
満
足
し
な
か
っ
た
。
「
ソ
連
の
賠
償
計

日
の
会
議
で
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ス
タ
ー
リ
ン
に
対
し
て
、

画
に
つ
い
て
、
教
え
て
も
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
」
と
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
仕
方
な
く
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
の
点

は
マ
イ
ス
キ
l
に
答
え
さ
せ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
マ
イ
ス
キ
l
の
議
論
も
、
賠
償
要
求
が
膨
大
な
額
に
の
ぼ
る
こ
と
や
、
ド

イ
ツ
の
有
す
る
金
融
資
産
だ
け
で
は
賠
償
に
足
り
な
い
の
で
、
同
国
の
工
場
や
機
械
、
鉄
道
車
両
な
ど
の
現
物
に
よ
っ
て
支
払
わ
せ

る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
ば
か
り
で
、
捕
虜
労
働
に
よ
る
賠
償
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
結
局
、
こ
の
日
の

ソ
連
側
が
ド
イ
ツ
人
の
労
働
に
よ
る
賠
償
を
既
定
の
方
針
と
し
て
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け

議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
ス
タ
ー
リ
ン
自
身
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「シベリア抑留」の起源

「ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
語
る
よ
う
に
、
も
し
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
ド
イ
ツ
か
ら
機
械
、
あ
る
い
は
労
働
力
を
受
け
取
る
こ
と
に
関
心
が
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
原
料
な
ど
、
同
国
に
と
っ
て
よ
り
適
切
な
他
の
賠
償
形
態
が
見
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賠

（
川
崎
）

償
権
は
ど
こ
の
国
よ
り
も
敵
の
破
滅
に
最
も
多
く
貢
献
し
た
国
家
が
受
け
取
る
と
い
う
点
は
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

ス
タ
ー
リ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
問
題
は
労
働
に
よ
る
賠
償
と
い
う
要
求
の
是
非
で
は
な
く
、
賠
償
の
取
り
立
て
方
法
に

つ
い
て
の
選
択
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
す
り
替
え
ら
れ
で
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
は
何
も
反
論
を
し
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
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ソ
連
側
が
こ
の
問
題
で
の
自
国
の
立
場
を
こ
れ
以
上
明
示
し
な
い
以
上
、
敢
え
て
深
入
り
す
べ
き
で
な

い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
一
一
日
の
外
相
会
議
に
ア
メ
リ
カ
側
が
提
出
し
た
ヤ
ル
タ
会
議
総
括
案
が
示
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
「
賠
償
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
労
働
力
の
利
用
は
当
面
は
触
れ
な
い
で
、
後
に
こ
の
問
題
は
討
議
さ
れ
る
こ
と
と
し
、

現
物
に
よ
る
ド
イ
ツ
か
ら
の
賠
償
の
取
り
立
て
は
［
捕
虜
労
働
以
外
の
］
次
の
二
つ
の
方
法
に
よ
る
」
と
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。
こ
の

文
章
は
、
モ
ロ
ト
フ
が
七
日
に
英
米
両
国
の
外
務
担
当
者
に
手
交
し
た
提
案
に
あ
る
文
面
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ

（部）
っ
た
。
こ
こ
で
ソ
連
側
は
、
既
に
ド
イ
ツ
人
捕
虜
な
ど
を
囲
内
で
使
役
し
て
い
な
が
ら
、
捕
虜
労
働
に
よ
る
賠
償
に
つ
い
て
の
見
解

50 

ア
メ
リ
カ
政
府
と
し
て
は
、

を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
側
は
敢
え
て
ソ
連
側
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
、
こ
の
点
を
連
合
国
内
で

問
題
に
す
る
こ
と
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
提
案
の
賠
償
額
に
つ
い
て
こ
そ
反
対
意
見
を
表
明
し
た
が
、
捕
虜
労
働
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
な

ソ
連
側
が
提
唱
し
た
現
物
支
払
い
を
含
む
二

O
O億
ド
ル
の
賠
償
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
は

多
額
す
ぎ
る
と
し
て
難
色
を
示
し
、
こ
の
問
題
で
ロ

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
支
持
を
取
り
付
け
た
。
し
か
し
他
方
で
、
ド
イ
ツ
人
に
賠
償

（部）

と
し
て
労
働
さ
せ
る
と
い
う
要
求
に
は
反
対
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
合
意
事
項
と
し
て
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
側
の
会
議
録
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
に
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
以
上
の
議
論
を

ま
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
、

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

さ
ら
に
言
え
ば
、

ス
タ
ー
リ
ン
と
モ
ロ
ト
フ
は
、
こ
こ
で
彼
ら
が
意
図
し
て

い
る
の
は
、
お
よ
そ
二

O
O万
人
か
ら
三

O
O万
人
の
ド
イ
ツ
人
を
一

0
年
間
に
わ
た
っ
て
ソ
連
囲
内
の
復
興
作
業
に
利
用
す
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
労
働
力
は
、
ま
ず
比
較
的
罪
の
軽
い
戦
犯
（

Z
8
2
4
s
：ュ
E
S
Z）
か
ら
、
次
い
で
積
極
的
な
ナ
チ
ス
党

（幻）

員
か
ら
、
さ
ら
に
無
職
者
か
ら
選
抜
さ
れ
る
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
録
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
ソ
連
の
指
導
者
は
、
ド
イ
ツ
人
の
労
働
に
よ
っ
て
賠
償
さ
せ
る
と
い
う
構
想
を
英
米
両
国
の
指

導
者
た
ち
に
呑
ま
せ
る
た
め
に
、
戦
犯
な
ど
に
対
す
る
懲
罰
と
い
う
新
た
な
次
元
の
説
明
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
う

補
足
す
る
ソ
連
側
指
導
者
の
発
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、



ま
で
も
な
く
、
戦
犯
の
概
念
を
極
端
に
広
く
と
ら
な
い
限
り
、
二

O
O万
人
か
ら
三

O
O万
人
の
ド
イ
ツ
人
を
労
働
力
と
し
て
確
保

で
き
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ソ
連
が
目
指
す
も
の
と
そ
の
説
明
の
聞
に
は
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヤ
ル
タ
会
議
で
の
議
論
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
人
な
ど
敵
国
兵
士
に
賠
償
と
し
て
強
制
労
働
を
科
す
と
い

う
ソ
連
の
提
案
は
、
英
米
両
国
の
指
導
者
に
よ
っ
て
積
極
的
で
な
い
に
し
ろ
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
四
五
年

八
月
に
ソ
連
軍
が
日
本
軍
を
大
量
に
捕
獲
し
、
ソ
連
に
連
行
し
て
強
制
労
働
に
駆
り
立
て
た
と
き
、
英
米
両
国
は
、
そ
れ
が
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
第
九
項
に
あ
る
、
日
本
人
捕
虜
は
戦
争
終
結
後
に
速
や
か
に
帰
国
さ
せ
る
と
い
う
規
定
に
明
ら
か
に
違
反
し
て
い
る
と
看
倣

さ
れ
る
ま
で
、
対
応
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
捕
虜
問
題
で
批
判
の
声
を
あ
げ
る
の
は
、
米
ソ
関
係
の
緊
張

が
表
面
化
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

び

「シベリア抑留」の起源

「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
は
幾
つ
も
の
前
史
を
持
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
帝
政
期
の
「
シ
ベ
リ
ア
流
刑
」
に
ま
で
遡
っ
て
「
シ
ベ
リ
ア
抑

留
」
を
説
明
す
る
議
論
も
存
在
す
る
。
こ
の
議
論
は
け
っ
し
て
す
べ
て
が
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
以
外
の
国
の
歴
史
に

お
い
て
見
ら
れ
た
流
刑
制
度
と
の
比
較
な
し
に
、
ロ
シ
ア
史
に
お
い
て
の
み
過
去
か
ら
の
連
続
性
を
強
調
す
る
議
論
は
や
は
り
一
面

的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
ソ
連
史
の
中
で
き
わ
め
て
深
刻
な
意
味
を
持
つ
「
収
容
所
体
制
」
に
起
源
を
求
め
る
議

論
が
あ
る
。
こ
れ
も
一
定
の
真
実
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ソ
連
体
制
が
「
囚
人
」
と
し
た
人
々
と
「
戦
犯
・
抑
留

者
」
と
し
た
人
々
は
、
こ
の
体
制
の
中
で
同
一
に
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
」
の
中
で
優
れ
た
観
察
力
を
持
っ
て
い
た
人
物
は
、
囚
人
待
遇
の
と
き
の
給
養
と
倖
虜
待
遇
の
と
き
の
給
養
が

（犯）

異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
録
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
見
て
き
た
通
り
、
ソ
連
体
制
が
最
初
に
作
成
し
た
捕
虜
規
定
は
、
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捕
虜
の
強
制
労
働
を
禁
止
し
て
い
た
。
過
去
か
ら
の
連
続
の
中
に
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
を
捉
え
る
議
論
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
無
視

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
は
、
捕
虜
・
抑
留
者
ラ
l
ゲ
リ
が
収
容
所
体
制
の
中
に
独
自
の
組
織
と

し
て
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年
の
新
捕
虜
規
定
が
採
択
さ
れ
た
時
点
を
も
っ
て
直
接
的
な
起
源
を
持
つ
と
考
え
る
べ
き
で
あ

52 

ろ、っ。他
方
で
、
本
論
の
問
題
設
定
の
部
分
で
取
り
上
げ
た
、
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
の
起
源
を
一
九
四
五
年
夏
の
事
件
に
求
め
る
解
釈
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
、
い
ま
だ
に
同
年
八
月
二
三
日
の
国
家
防
衛
委
員
会
の
決
定
の
形
成
過
程
を
示
す
文
書
が
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
日
本
軍
上
層
部
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
取
引
」
説
に
し
て
も
、
交
渉
の
事
実
そ
の
も
の
を
示
す
史
料
は
見
出
さ
れ

て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
ソ
連
の
収
容
所
体
制
に
つ
い
て
の
議
論
や
、
第
二
次
大
戦
中
の
連
合
国
内
の
議
論

な
ど
、
そ
れ
以
前
に
起
こ
っ
た
事
実
を
無
視
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
の
記
録
を
事
実
と
す
れ
ば
、
ソ
連
指
導
部
は
ド
イ
ツ
軍
将
兵
ば
か
り
か
日
本
軍
将
兵
の
中
に
「
比
較
的
罪
の
軽
い
戦

犯
」
を
見
出
し
、
彼
ら
に
過
酷
な
強
制
労
働
を
科
し
た
。
ま
た
ナ
チ
ス
党
員
同
様
に
、
日
本
人
の
協
和
会
参
加
者
や
憲
兵
、
警
察
官
、

司
法
関
係
者
、
満
州
国
行
政
部
の
勤
務
者
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
強
制
労
働
を
科
し
た
。
日
本
人
抑
留
者
の
回
想
は
し
ば
し
ば

（却）

「
前
職
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
利
用
し
て
、
こ
う
し
た
人
々
が
抑
留
中
に
受
け
た
差
別
的
取
扱
い
に
言
及
し
て
い
る
。
ス
タ
ー

リ
ン
指
導
部
は
こ
と
さ
ら
に
ド
イ
ツ
と
日
本
の
違
い
を
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
戦
後
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
蒋
経
国
に
対
し
て
、
日
本
の
軍
事
的
復
活
を
阻
止
す
る
た
め
に
日
本
軍
の
将
校
と
将
官
を
多
数

（却）

捕
虜
に
す
べ
き
だ
と
語
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
マ
イ
ス
キ
ー
が
ド
イ
ツ
の
労
働
力
の
利
用
は
同
国
の
弱

体
化
に
役
立
つ
と
説
い
た
主
張
と
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
日
本
は
ド
イ
ツ
と
同
じ
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
一
九
四
五
年
夏
に
ソ
連
軍
に
投
降
し
た
日
本
軍
の
将
兵
は
、
よ
ほ
ど
の
異
変
が
起
き
な
い
限

り
は
、
あ
る
い
は
ソ
連
指
導
部
の
中
で
、
ベ
リ
ヤ
の
持
つ
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
生
じ
な
い
限
り
は
、
ソ
連
に
捕
獲
さ
れ
た



ド
イ
ツ
軍
将
兵
と
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
盟
国
の
将
兵
と
同
じ
よ
う
に
、
過
酷
な
運
命
を
免
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「シベリア抑留」の起源

（1
）
和
田
春
樹
「
日
ソ
戦
争
」
、
原
輝
之
・
外
川
継
男
編
『
ス
ラ
ブ
と
日
本
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
）
、

（2
）
斉
藤
六
郎
『
シ
ベ
リ
ア
の
挽
歌
』
（
終
戦
史
料
館
出
版
部
、
一
九
九
五
）
、
二
ハ
一
ペ
ー
ジ
。

（3
）
ロ
シ
ア
語
原
本
の
タ
イ
ト
ル
の
直
訳
は
『
グ
ラ
l
グ
群
島
一
九
一
八
l
一
九
五
六
』
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
を

そ
の
ま
ま
記
し
た
。
原
著
は
と

2
8号
ユ
。

5
8
5
3
L込
s
a
a
c
q
t
h
F
N
U
N匂
l
N
g
q
（E
E
m
L
S
ω
l
H
S
a）・

（4
）
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
（
木
村
浩
訳
）
『
収
容
所
群
島
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
五
）
第
一
巻
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（5
）
同
右
、
一
四
四
1
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（6
）
内
村
剛
介
『
生
き
急
ぐ
｜
｜
ス
タ
ー
リ
ン
獄
の
日
本
人
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二

O
O
一
）
二

O
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
本
書
は
、
三

省
堂
か
ら
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
一
名
の
著
作
を
底
本
と
し
て
い
る
。

（7
）
ジ
ヤ
ツ
ク
H

ロ
ッ
シ
（
染
谷
茂
校
閲
、
内
村
剛
介
監
修
、
梶
浦
智
吉
・
麻
田
恭
一
ほ
か
訳
）
『
ラ
l
ゲ
リ
註
解
事
典
』
（
恵
雅
堂
出
版
、

一
九
九
六
）
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

N
E
W
問。
ωω
「
伝
言
。
R
b
s
$
h
g
c
q
h』
C
F
n
b
g
H
4
（冨
g
w
g
L申
告
）
ゐ
－

H∞
戸
な
お
、
同
書
の
ロ

シ
ア
語
版
は
二
冊
本
で
あ
る
。

（8
）
前
掲
書
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。
問
。
ω
ω
r
o唱・巳

f
司－
H

窓
・
な
お
「
特
別
ラ
l
ゲ
リ
」
の
訳
語
も
見
ら
れ
る
。

（9
）
〉
・
戸
問
。
－
2
ュP
〈・

z－
pwzー。
4
0
p
w
c
q
h
k由。、
NMWN可
lMMwm。
（
冨
g
w
d
p
N
c
o
g・唱・∞・

（
叩
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ア
ン
H

ア
プ
ル
ボ
l
ム
（
川
上
洗
訳
）
『
グ
ラ
l
グ
｜
｜
ソ
連
集
中
収
容
所
の
歴
史
』
（
白
水
社
、

二
O
O
六
）
第
二

O
章。

（
日
）
こ
の
事
実
を
日
本
で
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
寺
山
恭
輔
の
報
告
「
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ソ
連
に
お
け
る
捕
虜
問
題
に
関
す
る
研

究
」
で
あ
る
。
『
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
シ
リ
ー
ズ
八
一
号
、
日
ソ
戦
争
と
戦
後
抑
留
の
諸
問
題
』
（
北
海
道
大
学
、
二

O
O
二
年
）
。

ま
た
寺
山
が
そ
こ
で
利
用
し
た
研
究
書
の
一
つ
は
、
長
勢
了
治
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
イ
リ
l
ナ・

V
・
ベ
ズ
ボ
ロ

l
ド
ワ
（
長

勢
了
治
訳
）
「
も
う
一
つ
の
収
容
所
群
島
｜
｜
ソ
連
捕
虜
抑
留
者
管
理
総
局
（
グ
プ
ヴ
ィ
）
の
歴
史
』
（
長
勢
了
治
、
二

O
O
四）。

（
ロ
）
冨
・
冨
・

N
m
m
o
E
F一p
o
p－
－
、
ミ
ミ
お
も
な
お
お
河
内
包
句
句
匂
同
（
冨
g
w
d
m－
Ncos－冨
y
芯
l芯
・
也
Nhp・

（日）

H
V
E
－－司司・誌

la・
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（日）

H
E
P－唱・斗印・

（
日
）
同
E
p
w阿
yHNH・

（
凶
）
日
本
の
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
一
般
に
ソ
連
人
（
帝
政
期
に
は
ロ
シ
ア
人
）
を
対
象
と
し
た
囚
人
労
働
制
度
と

外
国
人
を
対
象
と
し
た
捕
虜
収
容
所
の
同
一
性
を
主
張
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
が
、
ソ
連
体
制
に
お
け
る
制
度
の
変
化

に
つ
い
て
軽
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
連
続
説
に
立
つ
代
表
的
著
作
と
し
て
以
下
を
参
照
。
若
槻
泰
雄
『
シ
ベ
リ
ア
捕

虜
収
容
所
」
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）
、
阿
部
軍
治
「
シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
の
実
態
』
（
彩
流
社
、
二

O
O
五）。

（
げ
）
富
・
冨
・
Nω
開。

2
－丙。・。司・の伊丹－

b
・8
・

（時）

H
E
P－司－

s・

（
問
）
根
本
雄
太
郎
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
作
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
「
主
計
少
尉
」
と
さ
れ
て
い
る
。
相

沢
英
之
『
ボ
ル
ガ
は
遠
く
』
（
ぶ
ん
か
社
、
二

O
一
O
年
）
、
二
ニ

0
1
一
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
初
）
根
本
雄
太
郎
「
収
容
所
の
管
理
」
『
ウ
ラ
ル
を
越
え
て
｜
｜
若
き
抑
留
者
の
見
た
ソ
連
』
（
乾
元
社
、
一
九
四
九
年
）
、
二
二
、
一

一
六
ペ
ー
ジ
。
そ
の
他
の
寄
稿
者
も
、
ソ
連
側
は
希
望
に
よ
っ
て
就
労
す
る
旨
の
サ
イ
ン
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
が
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
問
、
五
六
ペ
ー
ジ
（
梶
原
康
人
）
。

（
幻
）
。
－
om
〈
・
同
E
2
E
C
F
M
J宮
町
な
な
ミ
ミ
同
営

c
a
h
a－（
Z
O羽
田

m
w
d
g
h
w
F
o
E。
P
N
c
o
s－匂－
N主・

（
勾
）
冨
・
冨
・

N
m
m
o
g－－
w。・

8
・の芹・・

3
・8Nlmω
品・

（
お
）
。
司
・
巳
f
u・5
h
R
H
b
E
S
F
g
w
ロ
。
・
ロ
・
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
抜
粋
で
あ
る
。
参
考
に
ド
イ
ツ
を
加
え
た
。

（M
）
岡
山
。
g
a
g
E
o
p
gミ
ミ
ぬ
お
な
を
お

S
h之
社
色
町
ミ
旬
。
常
ミ
同
町
、
守
宮
h
《
否
認
S
S
宮
島
、
旬
。
s
k
s
a
s
S
8
1
N
m
w
u
p
（N
Z
E。
F

N
o
g－匂．印
ω．
同
。
民
l巴叫。丹
σ円
冨
巴
】
⑦
円
－
侍
の
⑦
吋
ι
同．

c
各
2ω
の
F卸吋．同帆
H』
吋
、
ぱ
＝
£
、
凧
芯
同
常

Nw応旬
H、
N匂恥同
lN匂恥九叫、
k

由（リ、帆同

遺偽

s同（同》同．。〈－【－角
W

ロの
σ．
H匂∞

J

可）．唱－

Nhmmw・

（
お
）
冨
・
冨
・

Nmm。
E
－丙。・。司・の伊丹よ宮司－

m
S
I
S
M－
た
だ
し
後
者
で
は
死
者
は
一
二

O
万
人
と
し
て
い
る
。

（
お
）
ド
イ
ツ
軍
の
捕
虜
に
な
っ
た
ソ
連
人
の
数
に
つ
い
て
は
以
下
に
拠
っ
て
い
る
o
C
E各
国

2
g
p
同

事

号

、

ミ

ぎ

ぎ

る

3

（ハ
umBσ
江
島
問
0

・
5
句、吋）・同】・
H

旬、吋・
H

∞斗・

（
幻
）
こ
の
提
案
は
、
収
容
所
管
理
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
力
調
達
の
問
題
と
食
料
不
足
の
問
題
が
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て

54 



L
O
 

L
O
 

：二時。
G.

M
.
 lvanova, /storiia G

U
L
A
G
a
,
 1
9
1
8
-
1
9
5
8
 (Moskva, 2006), pp.259-226. 

（
~
）
 

M
.
 M
.
 Zagorul'ko, op.cit., pp.368-369. Ila:

到
着
主
蝶

!lti
＇
誕
梢
ヘ
会

p
e
討
轍
!
l
~
炉
時
拭
軸
込
戦
案
説
話
機
物
£
ド
エ

t-Q。

（お）
棋

11
去
~
＋
＜
鑑
tr!l

回
特
有
込
轄
瞥
’
窓
WR栴

!l設
J
ν

，入J
¥¥ ~
塑
醐
や
！
と
持

!l
0
エ
ド
当
’
割

~:&i!l
株
毒
症
!l戦＂－／

~fir,量
思
露
骨
庵
駅
込

持
時

0
~
心
吋
’
笠
~
）
ι
当
’
~
小
＿
＿
）
~
~
刑
似
事
主

4ト
信
号
兵

P
話芸：古a~;lJ申

糊
型
車
＿
＿
）
~
ム
ト
ト
ム
入

Tく
~
~
-
Q
e
細
線
下

.）＂＼令。。
V
a
n
W
a
-

terreford, 
Prisoners o

f
 the Japanese in 

W
o
r
l
d

研＇a
r
II, 

Statisitical History, Personal Narratives a
n
d
 Memorials 

Concerning P
O
W
s
 in C

a
m
p
s
 a
n
d
 Hellships, Civilian Internees, Asian Slave Laborers a

n
d
 Othe1

’Captured in the pa-

cific Theater (North Carolina, 1994). 

（忠）
Tegeranskaia konferentsiia ru

孟
ovoditelei

trekh soiuznykh derzhav -
S
S
S
R
,
 S
S
h
a
A
 i

 Vekobritanii, (Mosk-

va, 1984), p.143. 

（お）
Ocherki istorii ministerstva inostrannykh del Rossii, vol.2, (Moskva, 2002), pp.309-310. 

（お）
Zaniat’cia podgotovkoi b

u
d
u
s
h
c
h
e
g
o
 mir

孔
Istochnik,

1995, n. 
4. 

pp. 126-127. 

(g'.5) 
Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin, T

h
e
研＇ay

T
h
e
y
 W
a
g
e
d
 a
n
d
 the Peace T

h
e
y
 Sought (Princeton, 1957), 

p.359.
布
~
T
i
m
e
s
緩
や
当

TI~経
同
跡
申
蜂
.
.
.
.
.
）
~
為
’

E貢
坦
キ

j布
~

¥¥ 
~
o
 

（~） 
K
r
y
m
s
k
a
i
a
 konferentsiia rukovoditelei trekh soiuznykh derzhv -

S
S
S
R
,
 S
s
h
a
A
 i

 防
rlikobritanii

(Moskva, 1984), 

pp.70-76. 

（お）
Ibid., p.106, p.233. 

（潟）
Ibid., pp.199-201. ~

~
’
 
1
0
巴

!l
ャ
ー
ト
λ
式
要

-R
＆
中
ロ
ム
ト

!l件
特
〈
れ
）
~
~

「2ム
ヤ
ト
会
＆
~
盟
組
醤
判
い
：
l
~
~
t
-
Q

田正蛋
J

.：.ポ
t-Q料
輸

!lti
’

2ム
ヤ
ト
会
♂
e
盟
理
~
~
信
手

.s;;:-.1斗
い
~
誕
e

1
 0.l..J.....Jν

「2ム
ヤ
ト
－
＜
~
京
電

.l...l~毒
手
掛

!l
吋

t-Q~軍
湘
~
~
m
:
:
J

.l...l"\€'t-Q。
リ
リ

!l"\€'t-Q
「
~
毒
事
掛

!l
吋

t-Q鐸
地

J
e
輔
蛍
さ
~

K-m:::ね
込
’
「

2ム
ヤ
ト
－
＜
~
京
電
~
~
m
:
:
J

.l...l
；
二
小
判
幡
宮
、
ヤ
多
骨
子

rくe
判

懸
会
｝
！
時
Jν

：L
t-Q。

J
<
g
[
て
－
~
~
。

（
~
）
 

Herbert Feis, op. cit., 
p.537. 

（沼）
機
剥
保
倒
「
明
~
s
緩
’
~
s
困
製
回

J
『
審
判
e
摺
冊
一
－
~
鰻

Ill試
蜜
零
掴

sriri量
犠
』
（
憲
判
制
’

＿
·
；
~
。
布
~
榊
栴
当
時
輸

S.l..J.s;;:-.~.l..J常
総
会
』
総
台
~
－
＜
毒
事
手

.J"\€'t-Q。

1
~
.
µ
♀
）
 ，
.
伊
兵
一
＜
o
て

農山哨

e「顕零トへ－て＼日」



法学研究83巻 12号（2010:12) 

（
鈎
）
右
記
「
朔
北
の
道
草
』
に
も
、
こ
の
事
実
を
伝
え
る
回
想
が
あ
る
。
三
九
ペ
ー
ジ
（
斉
藤
平
五
郎
）
、
五
七
二
ペ
ー
ジ
（
橋
口
松
雄
）
。

他
の
回
想
で
も
同
様
の
指
摘
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お
日
本
外
務
省
な
ど
引
き
揚
げ
担
当
官
庁
が
、
ソ
連

軍
占
領
地
域
に
お
い
て
ソ
連
軍
が
「
戦
争
犯
罪
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
」
日
本
人
を
「
前
職
関
係
者
」
と
呼
称
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
平
野

法
治
「
第
二
章
「
戦
争
犯
罪
』
の
裁
判
」
『
戦
後
強
制
抑
留
史
』
（
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
、
二

O
O
五
）
、
第
五
巻
一

O
五
ペ
ー
ジ
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
「
前
職
者
」
を
下
敷
き
に
し
て
造
語
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
却
）
横
手
慎
二
「
ス
タ
ー
リ
ン
の
日
本
人
送
還
政
策
と
日
本
の
冷
戦
へ
の
道
」
『
法
学
研
究
』
第
八
二
巻
九
号
（
二

O
O九
年
九
月
）

四
ペ
ー
ジ
。
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