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人
文
科
学
研
究
所
が
主
催
し
た
公
開
講
演
会
、
研
究
会
、
談
話
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
う
ち
、
専
攻
を
異
に
す
る

研
究
員
に
と
っ
て
も
興
味
深
く
、
研
究
者
間
の
交
流
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
、
例
え
ば
学
際
的
領
域
を
扱
っ
た
テ
ー

マ
の
も
の
を
「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
研
究
チ
ー
ム
か
ら
提
案
の
あ
っ
た

企
画
を
含
め
、
運
営
委
員
会
が
立
案
、
実
施
し
た
後
、
同
委
員
会
が
審
議
の
う
え
決
定
し
た
も
の
を
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

の
対
象
と
し
ま
し
た
。

　

研
究
所
で
は
、
共
同
研
究
の
成
果
を
「
紀
要
」、「
叢
書
」
と
し
て
刊
行
し
て
い
ま
す
が
、
人
文
科
学
の
名
で
呼
ば

れ
る
研
究
分
野
は
あ
ま
り
に
も
多
岐
で
あ
り
、
時
に
、
研
究
チ
ー
ム
間
の
関
係
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
で
す
。
日
常
の

研
究
領
域
の
枠
を
越
え
る
方
へ
我
々
を
刺
激
し
て
く
れ
る
こ
れ
ら
口
頭
に
よ
る
発
表
や
報
告
も
、
研
究
所
の
重
要
な

研
究
活
動
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。
催
し
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
研
究
員
に
、
後
日
そ
の
内
容
を
届
け
る
の
が
目
的
で

す
が
、
同
時
に
、
口
頭
の
発
表
で
あ
る
た
め
に
、
お
の
ず
と
専
門
語
は
敷
衍
さ
れ
、
読
者
は
解
説
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
一
研
究
所
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
方
々
に
も
親
し
く
読
ん
で
い

た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
　

一
九
九
三
年
五
月
二
二
日

 
 

 
 

 
 

 

中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所

「
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
の
発
刊
に
あ
た
り
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歴
史
の
周
辺
を
さ
ま
よ
っ
て 

― 

人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し
て
人
の
移
動

　

本
日
は
お
忙
し
い
中
、
会
場
お
よ
び
配
信
で
ご
参
集
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
中
央
大

学
人
文
科
学
研
究
所
・
研
究
会
チ
ー
ム
「
歴
史
の
中
の
「
個
」
と
「
共
同
体
」
─ 

社
会
史
を
こ
え
て
」
お
よ
び

「
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
都
市
と
国
家
の
歴
史
」
の
共
催
で
、
本
年
度
を
も
ち
ま
し
て
ご
定
年
退

職
を
迎
え
ら
れ
ま
す
文
学
部
西
洋
史
学
専
攻
の
松
本
悠
子
先
生
を
講
師
と
い
た
し
ま
し
て
、
談
話
会
を
始
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

松
本
先
生
の
詳
し
い
ご
経
歴
・
ご
業
績
は
、
お
手
元
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
教
室
と

オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
と
い
う
形
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
施
し
た
上
で
の
開
催
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
不

便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
と
ぞ
ご
海
容
く
だ
さ
い
。
僭
越
で
す
が
、
西
洋
史
学
専
攻
の
杉
崎
が
進
行
を
務
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

で
は
、
本
日
は
「
歴
史
の
周
辺
を
さ
ま
よ
っ
て 
─ 
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し
て
人
の
移
動
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
、
松
本
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
拍
手
で
お
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迎
え
く
だ
さ
い
。（
拍
手
）

　

一
九
九
三
年
に
中
央
大
学
文
学
部
に
ま
い
り
ま
し
て
か
ら
、
ほ
ぼ
三
〇
年
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
数
字
と
し

て
は
長
い
の
で
す
が
、
授
業
や
研
究
な
ど
、
毎
日
の
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
に
追
わ
れ
て
あ
っ
と
い
う
間
だ
っ
た

と
い
う
気
も
し
ま
す
。
今
日
は
、
皆
様
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
時
間
を
い
た
だ
き
、
最
後
の
ご
挨
拶
の
機
会
を

作
っ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
文
研
の
談
話
会
な
の
で
、
何
某
か
自
分
の
研
究
の
よ
う
な
も
の
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、

ど
の
よ
う
に
私
が
歴
史
の
周
辺
を
彷
徨
っ
て
き
た
か
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
て
、
今
日
の
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
つ
い
て
お
り
ま
す
略
歴
を
作
り
な
が
ら
思
い
返
し
て
み
る
と
、
つ
く
づ
く
私
は
歴
史
研
究
の

主
流
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
の
で
は
な
く
歴
史
の
周
辺
の
テ
ー
マ
を
追
い
求
め
て
き
た
と
感
じ
ま
す
。
卒
論
の
題

目
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
れ
ば
は
み
出
し
も
の
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
植
民
地
の
建
設
で
す
。

当
時
の
卒
論
指
導
の
先
生
が
イ
ギ
リ
ス
史
の
大
家
の
一
人
で
、
大
学
院
に
入
れ
ば
当
然
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
て
く
る

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
ア
メ
リ
カ
）
に
上
陸
し
て
し
ま
い
、

先
生
の
お
怒
り
を
買
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
学
院
で
も
西
洋
史
と
し
て
は
周
辺
に
位
置
す
る
運
命
で
し
た
。
現
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在
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
半
世
紀
前
は
、
ア
メ
リ
カ
は
、
少
な
く
と
も
大
学
の
組
織
と
し
て

は
、
西
洋
史
の
範
疇
に
入
っ
て
い
な
い
も
同
然
だ
っ
た
の
で
す
。

　

大
学
院
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
や
外
交
で
は
な
く
、
移
民
史
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
移
民
労
働
者
の

歴
史
な
ど
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
後
の
研
究
も
歴
史
の
周
辺
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の
研
究
の
関
心
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
動
き
と
歴
史
研
究
の
方
法

の
変
化
に
そ
れ
な
り
に
影
響
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
の
後
の
多
文
化
主
義
の

動
き
の
中
で
、
人
種
の
問
題
を
避
け
て
ア
メ
リ
カ
史
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伝
統
的
な
人
種
差
別
と
抵
抗
の
歴
史
に
は
す
で
に
研
究
の
厚
み
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
種
集
団
は
所
与
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
治
と
社
会
が
作
っ
て
き
た
と
い
う
視
点
か
ら
人
種
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、

人
種
集
団
を
そ
の
よ
う
に
規
定
し
た
主
流
社
会
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
の
で
す
。
現
在
の
ア
メ
リ

カ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ヴ
ズ
マ
タ
ー
の
運
動
や
制
度
的
人
種
主
義
の
議
論
を
見
て
、
そ
の
意
を
さ
ら
に
強
く
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
国
民
国
家
の
相
対
化
の
研
究
が
西
洋
史
学
で
も
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
も
例
外
で

は
な
く
、
国
民
国
家
と
し
て
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、
国
民
国
家
と
い
う
共
同
体
構
築
の
過
程
で
国
内
の
あ

る
人
々
を
「
他
者
化
」
す
る
、
そ
し
て
「
人
種
化
す
る
」
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
関

心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
研
究
で
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
が
前
提
で
す
か
ら
発
想
し
に
く
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か
っ
た
の
で
す
が
、
西
洋
史
学
専
攻
に
所
属
し
、
先
輩
の
諸
先
生
が
た
か
ら
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
き
、
授
業

で
西
洋
現
代
史
を
講
義
す
る
た
め
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
中
で
、
西
洋
史
、
あ
る
い
は
世
界
史
の
中
で

ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
少
し
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

　

歴
史
の
周
辺
と
い
う
意
味
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
も
伝
統
的
歴
史
学
か
ら
す
れ
ば
周
辺
に
位
置
す
る
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
女
性
だ
か
ら
女
性
史
を
研
究
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
っ
て
む
し
ろ
若
い
時
に
は
避
け
て

い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
女
性
史
研
究
に
は
、
伝
統
的
な
黒
人
史
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
女
性
が
ど
れ

だ
け
差
別
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
も
例
外
的
に
頑
張
っ
た
女
性
が
い
た
、
あ
る
い
は
女
性
運
動
が
女
性

の
権
利
を
獲
得
し
て
き
た
、
と
い
う
叙
述
が
多
く
、
こ
れ
は
こ
れ
で
重
要
で
す
が
、
あ
る
意
味
、
こ
れ
ま
で
の
歴

史
研
究
に
付
け
加
え
る
、
と
い
う
意
味
の
研
究
が
多
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
し
ょ

う
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
の
意
味
は
自
然
の
も
の
で
は
な
く
、
昔

か
ら
不
変
の
も
の
で
も
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
要
を
と
す
る
社
会
や
国
家
の
あ
り
方
と
は
何
か
、
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
の
提
言
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
い
つ
も
授
業
で
言
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
職
業
と
し
て
の
料
理
人
は
男
性
が
多
い
の
に
、
料
理
が
で
き
な
け
れ
ば
女
性
は
結
婚
相
手
を
見
つ
け
ら
れ
な

い
、
と
い
う
よ
う
な
男
女
双
方
に
あ
る
強
迫
観
念
の
よ
う
な
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
を
考
え
る
こ
と
が
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
の
第
一
歩
で
す
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、
近
代
社
会
の
性
別
役
割
分
業
や
男
女
の
領
域
論

の
あ
り
方
、
国
家
の
組
織
の
基
盤
と
考
え
ら
れ
て
き
た
家
庭
や
家
族
の
持
つ
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。

　

と
い
っ
て
、
私
の
研
究
対
象
が
人
種
の
歴
史
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

両
者
の
交
差
性
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
人
種
は
血
統
の
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
再
生
産

と
い
う
意
味
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
共
に
権
力
関
係
、
す
な
わ
ち
政

治
力
学
の
歴
史
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
最
近
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
、
交
差

性
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
来
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
他
の
要
素
、
例

え
ば
人
種
に
基
づ
く
差
別
が
結
び
つ
き
、
交
差
す
る
こ
と
で
生
じ
る
差
別
を
考
え
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
す
。
私

自
身
も
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
交
差
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
差
別
を
強
調
す
る
現
代
の
関
心
と
は
少
し
異
な
り
、

両
者
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
関
わ
り
、
そ
こ
に
社
会
や
国
家
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、

を
今
後
も
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
中
で
、
こ
の
と
こ
ろ
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
場
と
な
っ
た

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
で
す
。
第
一
次
大
戦
と
そ
の
戦
場
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
興
味
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を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
中
大
の
フ
ラ
ン
ス
研
究
関
係
の
先
生
方
と
交
流
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と

同
様
に
自
由
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
理
念
を
国
是
と
す
る
国
で
あ
る
の
に
、
そ
の
考
え
方
が
違
う
こ
と
に
気
づ
い

た
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
人
種
に
関
し
て
、
理
念
と
し
て
人
種
集
団
の
存
在
を
認
め
ず
、
セ
ン
サ
ス
に
も
分
類
を

し
な
い
、
し
た
が
っ
て
人
種
主
義
に
つ
い
て
も
ア
メ
リ
カ
よ
り
寛
容
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
分
析
が
、
フ
ラ
ン

ス
史
研
究
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
比
較
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
人
種
認
識
は
、
理
念
だ

け
で
は
論
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
社
会
規
範
な
ど
の
大
き
な
枠
組
み
の
構
築
と
日
常
生
活
で
の

人
々
の
接
触
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
感
情
や
感
覚
、
相
互
の
理
解
あ
る
い
は
誤
解
の
両
面
が
関
わ
る
と
こ
ろ
で
作
ら

れ
ま
す
が
、
ど
こ
で
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
人
種
認
識
は
異
な
る
方
向
に
進
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は

本
当
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
一
九
世
紀
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
大
陸
の
地
域
で
は
、

大
半
の
人
々
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
日
常
生
活
で
の
他
の
人
種
と
の
接
触
は
あ
ま
り
な
く
、
一
部
の
学
者

や
植
民
地
統
治
に
関
わ
る
人
以
外
に
は
、
万
博
や
書
物
で
与
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
で

は
、
第
一
次
大
戦
で
多
様
な
人
種
民
族
が
戦
場
と
そ
の
後
方
の
社
会
に
入
っ
て
き
て
日
常
的
に
接
触
が
起
き
た
時

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
人
種
認
識
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
関
心
が
出
発
点
で
し
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
が
「
世
界
」
の
戦
争
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
次
大
戦
の
多
様
な
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側
面
は
、
す
で
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
第
一
次
大
戦
に
関
す
る
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
日
本
の
第
一
次
大
戦
に
関
す
る
研
究
で
は
、
多
様
な
人
種
民
族
、
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
々
と
接
触
の
な
か
っ
た
非
白
人
の
人
々
の
出
会
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
の
世
界
の
戦
争
で
あ

る
こ
と
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
他
方
、
戦
争
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
と
、
戦
う
男

ら
し
さ
、
総
力
戦
で
の
女
性
の
役
割
、
兵
士
で
は
な
い
が
戦
場
で
活
躍
し
た
女
性
な
ど
が
主
な
研
究
テ
ー
マ
で
す

が
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
種
の
交
差
性
が
戦
場
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

か
と
い
う
視
点
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
大
戦
に
参
加
し
た
国
々
に
お
い
て
も
、
世
界
の
人
種
民
族
を
動
員
し
た
戦
争
で
あ
る
こ
と
は
、
二
〇
世

紀
末
ま
で
あ
る
意
味
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
末
以
降
の
記
憶
の
再
生
の
事
例
を
少
し
紹
介
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
ス
ラ
イ
ド
（
１
）
の
フ
レ
ジ
ュ
ス
の
黒
人
部
隊
の
像
は
、
実
は
、
一
九
二
四
年
に
ラ
ン
ス
に
作
ら
れ

た
像
が
一
九
四
〇
年
に
ナ
チ
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
そ
の
レ
プ
リ
カ
が
、
初
代
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
の
大
統
領
レ
オ

ポ
ル
ド
・
セ
ン
ゴ
ー
ル
の
一
九
四
八
年
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
セ
ネ
ガ
ル
狙
撃
兵
に
あ
て
て
」
と

い
う
詩
の
一
部
を
刻
ん
だ
プ
レ
ー
ト
と
も
に
、
一
九
九
四
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
コ
ー
ト
ダ
ジ
ュ
ー
ル
の

優
雅
な
海
岸
に
あ
り
、
し
か
も
私
は
夏
に
行
っ
た
の
で
な
ん
と
も
場
違
い
な
感
じ
で
し
た
が
、
こ
の
地
が
あ
と
で

述
べ
る
よ
う
に
、
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
動
員
さ
れ
た
兵
士
た
ち
の
キ
ャ
ン
プ
地
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
な
ぜ
、
二
〇
世
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紀
末
に
な
っ
て
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
調
べ
切
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
記
憶
の
再
生
の
一
つ
の
例
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
も
、

二
〇
〇
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
の
近
く
に
、
第

一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
加
し
た
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
カ

リ
ブ
海
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
兵
士

た
ち
を
記
念
し
た
「
メ
モ
リ
ア
ル
ゲ
ー
ト
」
を
作
り
ま
し
た
。
ス

ラ
イ
ド
（
２
）
の
よ
う
に
、
柱
に
参
加
し
た
地
域
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
は
、
二
〇
〇
六
年
に
、
第
一
次
大
戦
に

お
け
る
植
民
地
出
身
の
兵
士
や
労
働
者
の
歴
史
の
回
復
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
、
開
戦
か
ら
一
世
紀
を
記
念
す
る
マ
ル

セ
イ
ユ
の
展
覧
会
は
、
残
念
な
が
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、「
東
と
西
の
出
会
う
場
所
」
と
し
て
の
第
一
次
大
戦
時

の
マ
ル
セ
イ
ユ
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

二
〇
一
五
年
に
は
、「
セ
ネ
ガ
ル
狙
撃
兵
」
展
と
い
う
小
さ
な
展

覧
会
が
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
を
巡
回
展
示
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、

(1) 
 

スライド（１）
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フ
レ
ジ
ュ
ス
の
丘
の
上
に

あ
る
、
海
兵
隊
の
建
物
で

見
ま
し
た
が
、
私
た
ち
以

外
誰
も
い
な
く
て
、
受
付

の
兵
士
も
手
持
ち
無
沙
汰

の
様
子
で
、
全
国
的
に
記

憶
の
再
生
が
あ
っ
た
と
は

と
て
も
い
え
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
第
一
次

大
戦
一
〇
〇
年
を
機
に
試

み
が
行
わ
れ
た
例
と
い
え

ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
（
３
）

は
、
こ
の
展
覧
会
の
メ
イ

ン
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
る

パ
ネ
ル
で
、
こ
の
パ
ネ
ル

「フランス社会における黒人のイメージの変化」 
 
(3)La Caravane de la mémoire,  
        Les Tirailleurs Sénégalais 
              Association Solidarité Internationale 

スライド（３）

(2) The Memorial Gates, 
London 
 

スライド（２）
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は
軍
事
面
で
す
が
こ
の
隣
の
パ
ネ
ル
で
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
、「
黒
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
肯
定
的
な
も
の

に
変
化
し
た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
実
際
に
ど
の
く
ら
い
の
非
白
人
の
人
種
民
族
が
動
員
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
確
定
的
な
統
計
は
今
の
と

こ
ろ
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
複
数
の
研
究
な
ど
か
ら
の
寄
せ
集
め
の
推
定
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、

北
ア
フ
リ
カ
、
仏
領
西
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
シ
ナ
な
ど
の
植
民
地
か
ら
動
員
さ
れ
た
兵
士
は
約
六
〇
万
人
、
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
、
イ
ン
ド
シ
ナ
な
ど
の
植
民
地
か
ら
の
の
労
働
者
の
動
員
は
約
一
八
万
人
、
中
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
本
土

へ
の
契
約
労
働
者
は
約
三
七
、〇
〇
〇
人
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
イ
ン
ド
か
ら
は
、
兵
士
八
七
、〇
〇
〇
人
、

労
働
者
四
九
、〇
〇
〇
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
し
、
英
領
カ
リ
ブ
海
域
か
ら
一
〇
、〇
〇
〇
人
、
南
ア
フ
リ
カ
労
働

部
隊
が
二
〇
、〇
〇
〇
人
、
中
国
か
ら
の
契
約
労
働
者
九
五
、〇
〇
〇
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
戦
争
に
参
加
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
約
二
〇
万
人
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
が
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
し
、
イ
ギ
リ
ス
自
治

植
民
地
の
先
住
民
や
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
な
ど
の
動
員
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
各
地
か
ら
動
員
さ
れ
た
人
々
は
、
戦
争
に
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
誰
が
ど
こ
で
戦
う
の
か
、
む
し
ろ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
戦
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
は
、
第

一
次
大
戦
参
加
国
の
戦
争
の
組
織
化
に
お
い
て
重
要
な
基
準
の
一
つ
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
戦
線
で
非
白
人
が
武
器
を
持
っ
て
白
人
と
戦
う
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
は
「
白
人
の
戦
争
」「
文
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明
化
さ
れ
た
戦
争
」
で
あ
る
、
な
ど
の
言
葉
を
使
っ
て
否
定
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
非
白
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
の
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
を
、
文
化
文
明
を
守
る
、
と
い
う
見
地
か
ら
批
判
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ

リ
ス
は
、
広
く
大
英
帝
国
か
ら
志
願
兵
を
募
り
ま
し
た
が
、
カ
リ
ブ
海
域
か
ら
の
志
願
兵
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
戦
線
で
の
受
け
入
れ
に
消
極
的
で
、
最
後
は
労
働
者
と
し
て
受
け
入
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
ア
フ
リ

カ
系
ア
メ
リ
カ
人
部
隊
は
、
三
つ
の
部
隊
が
フ
ラ
ン
ス
に
貸
し
出
さ
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
旗
の
も
と
で
戦
闘
に

参
加
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
、
全
て
非
戦
闘
部
隊
と
し
て
処
遇
さ
れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
国
内

の
人
種
隔
離
体
制
の
維
持
の
た
め
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
本
音
で
し
ょ
う
。
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の
場
合
も
、
植
民

地
兵
に
武
器
を
持
た
せ
る
と
、
戦
後
の
植
民
地
経
営
に
支
障
を
き
た
す
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
が
本
音
だ
と
思
い
ま

す
が
、
同
時
に
植
民
地
周
辺
で
の
戦
闘
で
は
イ
ギ
リ
ス
も
ド
イ
ツ
も
植
民
地
兵
を
戦
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、

こ
の
理
由
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
ま
せ
ん
。
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
争
の
初
期
の
段
階
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
戦
線
で
の
戦
闘
へ
の
参
加
が
「
白
人
の
名
誉
」
を
示
す
こ
と
を
各
国
の
政
治
家
も
軍
部
も
メ
デ
ィ
ア
も
繰

り
返
し
論
じ
た
こ
と
は
、
人
々
の
人
種
認
識
を
形
成
す
る
一
つ
の
要
素
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
連
合
国
側
で
唯
一
非
白
人
兵
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
線
に
送
り
出
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、

「
黒
人
部
隊
」「
イ
ン
ド
シ
ナ
部
隊
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
の
白
人
兵
と
は
異
な
る
組
織
を
作
っ
て
い
ま
す
。
特

に
、「
黒
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
先
程
の
フ
レ
ジ
ュ
ス
の
像
で
も
そ
う
で
す
が
、
ス
ラ
イ
ド
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（
４
）
の
左
側
の
絵
葉
書
で
も
、「
黒
人
部
隊
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
植
民
地
兵
、
セ
ネ
ガ
ル
兵
と
い
う
言
葉
も
あ
る
の
で
す

が
、「
黒
」
と
い
う
肌
の
色
を
分
類
の
基
準
と
す
る
名
称
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
種
認
識
を
考
え
る
上
で
、
重

要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
黒
人
部
隊
、
い
わ
ゆ
る
「
セ
ネ
ガ
ル
狙
撃
兵
」
と

言
わ
れ
る
戦
闘
部
隊
は
、「
好
戦
的
な
部
族
」「
戦
闘
に
秀
で
た
部

族
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
も
と
、
突
撃
の
先
兵
に
使
わ
れ
、

戦
死
率
も
高
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
イ
ン
ド
シ
ナ

兵
は
戦
闘
に
向
か
な
い
と
い
う
先
入
観
か
ら
、
前
線
に
送
ら
れ
る

時
期
が
遅
く
な
り
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
（
４
）
の
右
側
は
、
そ
の

西
ア
フ
リ
カ
兵
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
表
象
で
す
。
一
方
で
、
白

人
の
下
士
官
を
主
人
、
あ
る
い
は
父
親
と
し
、
ア
フ
リ
カ
兵
は
子

供
の
よ
う
だ
と
す
る
組
織
の
考
え
方
も
ま
た
、
そ
の
後
の
人
種
の

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
定
着
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

(4)Chantel Antier-Renaud, Les Soldats des colonies (Éditions Ouest-France, 
      2008) 56,77  

スライド（４）
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ス
ラ
イ
ド
（
５
）
は
、
セ
ネ
ガ
ル
兵
の
フ
レ
ジ
ュ
ス
の
キ
ャ
ン
プ

の
様
子
で
す
が
、
隔
離
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
こ
の
周
囲
で
は

一
九
一
五
年
か
ら
酒
の
販
売
を
禁
止
す
る
な
ど
、
厳
し
い
規
律
が

適
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
集
団
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

で
規
定
し
、
軍
隊
の
組
織
化
の
基
準
と
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

イ
ン
ド
軍
の
編
成
に
関
し
て
も
同
様
で
、
軍
隊
と
植
民
地
支
配
の

人
種
認
識
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
軍
隊
の
人
種
認
識
は
、
有
色
人
種
は
「
肉
体
労

働
」
に
向
い
て
い
る
、
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
も
強
化
し
ま
し

た
。
ス
ラ
イ
ド
（
６
）
は
中
国
人
労
働
者
、
イ
ン
ド
シ
ナ
人
労
働

者
の
生
活
と
働
く
様
子
で
す
。
こ
の
よ
う
に
隔
離
と
管
理
を
厳
し

く
し
た
理
由
に
は
、
女
性
、
酒
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
か
ら
遠
ざ
け
る
だ

け
で
な
く
、
労
働
運
動
や
政
治
活
動
を
経
験
さ
せ
な
い
こ
と
も

あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
特
に
強
調
し
た
い
点
は
、
中
国
人
労
働

者
の
扱
い
で
す
。
彼
ら
は
あ
く
ま
で
契
約
労
働
者
で
あ
る
に
も
か

(5)フレジュスのアフリカ兵のキャンプ生活 
La Caravane de la mémoire,  
        Les Tirailleurs Sénégalais 
              Association Solidarité 
 Internationale 
 

スライド（５）
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か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
軍
部
の
指
揮
下
に
お
い
て
生
活
を
厳
重

に
管
理
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
国
が
植
民
地
の
支
配
下

に
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
契
約
労
働
者

と
は
異
な
り
、
植
民
地
労
働
者
を
扱
う
省
庁
の
管
理
下
に
中
国
人

労
働
者
を
置
き
、
軍
隊
式
の
管
理
を
受
け
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、

中
国
人
労
働
者
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
軍
部
と
労
働
者
管
理
の
資
料

で
頻
出
し
て
い
る
の
が
、
中
国
人
＝
「
原
住
民
」、
そ
れ
に
対
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
と
い
う
わ
け
方
で
す
。
植
民
地
で
も
な
い
の

に
「
原
住
民
」
と
分
類
す
る
こ
と
自
体
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く

フ
ラ
ン
ス
に
も
人
種
認
識
が
育
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
い
う
呼
称
は
、

お
よ
そ
白
人
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
、
分
類
の

仕
方
に
人
種
認
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
の
約
八
割
も
同
様
に
労
働
部
隊
で
し
た
が
、

あ
る
資
料
で
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
が
、
こ
の
よ
う
な

（６）中国人労働者、インドシナ人労働者の生活と労
働 
Chantel Antier-Renaud, Les Soldats des colonies 
(Éditions Ouest-France, 
      2008)100ー102 
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区
別
は
奴
隷
制
を
想
起
さ
せ
る
、
と
抗
議
し
て
い
た
と
あ
り
ま
し

た
。

　

戦
闘
が
激
化
す
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
兵
や
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
兵
は
も
と
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
兵
や
南
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
労
働

者
達
も
、
そ
し
て
契
約
労
働
者
で
あ
っ
た
中
国
人
労
働
者
も
契
約

に
反
し
て
、
前
線
の
す
ぐ
近
く
ま
で
送
ら
れ
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド

（
７
）
は
セ
ネ
ガ
ル
兵
が
塹
壕
を
掘
る
訓
練
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
シ
ャ
ベ
ル
が
小
さ
す
ぎ
る
気
が
し
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

手
作
業
で
は
、
人
員
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
て
も
足
り
な
い
わ
け
で
、

動
員
さ
れ
た
労
働
者
達
も
、
非
戦
闘
員
と
言
い
な
が
ら
、
多
く
の

死
傷
者
を
出
し
て
戦
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
し
て
も
隔
離

さ
れ
て
い
る
か
前
線
に
い
る
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
や
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
と
接
触
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し

か
し
、
実
際
に
は
、
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
で
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

（７）塹壕の掘り方を
学ぶ「セネガル狙撃
兵」 
Christophe Dutrone, 
Les Soldats de 
l ’empire (OREP 
Éditions, 2018)27 
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は
戦
場
で
交
差
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
軍
の
イ
ン
ド
人
部
隊

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
家
に
民
泊
、
中
国
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
北
ア
フ
リ

カ
の
労
働
者
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
と
も
に
軍
需
工
場
で
働

く
、
西
ア
フ
リ
カ
兵
は
冬
は
耐
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
理
由

で
こ
れ
も
先
入
観
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
長
く
南

フ
ラ
ン
ス
に
駐
屯
し
て
い
た
の
で
、
監
視
が
あ
っ
て
も
地
域
と
の

接
触
が
あ
っ
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
軍
部
や
フ
ラ

ン
ス
の
地
方
の
行
政
、
植
民
地
省
は
地
域
の
人
々
、
特
に
女
性
と

の
接
触
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
一
五

年
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
病
院
管
理
担
当
は
、
軍
関
係
の
病
院
の
看
護

婦
に
、「
植
民
地
兵
と
親
し
く
し
な
い
よ
う
に
。
写
真
を
撮
ら
せ

る
な
。」
と
い
う
通
達
を
出
し
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
（
８
）
の
左

側
の
よ
う
な
写
真
が
多
く
出
回
っ
て
い
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
軍

は
西
ア
フ
リ
カ
兵
の
た
め
だ
け
の
病
院
を
南
フ
ラ
ン
ス
に
作
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
際
看
護
担
当
は
全
て
男
性
に
し
た
病
院
も
あ
り

↑  
(8) 戦時代母La Caravane de la mémoire,  
        Les Tirailleurs Sénégalais 
              Association Solidarité Internationale 
← Chantel Antier-Renaud, Les Soldats des colonies (Éditions Ouest-France, 
      2008) 94 
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ま
す
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ス
ラ
イ
ド
（
８
）
の
右
側
の
よ

う
に
前
線
の
兵
士
に
女
性
達
が
「
代
母
」
と
し
て
手
紙
を
書
い
た

り
、
物
資
を
送
る
、
休
暇
に
は
実
際
に
会
う
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
代
母
」
と
は
い
う
も
の
の
、

実
際
は
兵
士
に
と
っ
て
も
女
性
と
の
接
触
の
機
会
で
あ
り
、
フ
ラ

ン
ス
軍
部
は
、
ア
フ
リ
カ
系
の
兵
と
の
関
わ
り
を
控
え
る
よ
う
、

警
告
を
発
し
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
（
９
）
の
よ
う
に
、
ミ
ド
ル

ク
ラ
ス
以
上
の
女
性
達
が
黒
人
に
近
づ
く
こ
と
が
盛
ん
に
揶
揄
、

批
判
さ
れ
ま
す
。

　

軍
需
工
場
で
は
、
非
白
人
労
働
者
の
住
居
な
ど
を
有
刺
鉄
線
で

囲
ん
で
、
厳
し
い
監
視
を
つ
け
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
工
場
で
完

全
に
女
性
労
働
者
と
接
触
さ
せ
な
い
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
休

日
に
街
に
出
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た
。
植
民
地
出
身
お
よ
び
中
国

人
労
働
者
の
手
紙
は
、
郵
便
検
閲
の
対
象
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
報
告
で
は
、
売
春
宿
へ
の
出
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
の

Chantel Antier-Renaud, Les Soldats des colonies (Éditions Ouest-France, 
      2008) 97 

La Vie Parisienne(Juillet,1918) Susan R. Grayzel ? Tammy M. 
Proctor, Gender and the Great War(Oxford UP,2017) 69 

(9) 

スライド（９）
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付
き
合
い
や
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
に
関
す
る
感
想
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
の
写
真
な
ど
、
が
検
閲
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
日
常
の
接
触
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と

歩
い
て
い
た
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
出
身
の
労
働
者
が
、
黒
い
肌
を
揶
揄
す
る
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
暴
力
沙

汰
に
な
る
な
ど
、
多
く
の
暴
力
事
件
が
起
こ
り
、
非
白
人
労
働
者
に
フ
ラ
ン
ス
人
家
庭
を
訪
問
さ
せ
な
い
な
ど
、

自
治
体
と
協
力
す
る
地
域
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
す
。
ま
た
、
管
理
売
春
の
方
策
も
取
ら
れ
ま
し
た
。
少
し
話
が
そ
れ

ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
管
理
売
春
は
フ
ラ
ン
ス
の
退
廃
に
染
ま
る
こ
と

に
な
る
と
、
兵
士
に
出
入
り
を
禁
じ
、
フ
ラ
ン
ス
当
局
を
当
惑
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
い
う
と
こ
ろ
の

「
道
徳
」
と
は
？
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
異
人
種
間
の
接
触
に
関
す
る
危
惧
は
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
の
行
動
を
厳
し
く
監
視
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
も
本
国
の
病
院
で
イ
ギ
リ
ス
人
看
護
婦

に
イ
ン
ド
兵
と
接
触
さ
せ
な
い
な
ど
の
規
制
が
行
わ
れ
、
イ
ン
ド
人
部
隊
の
郵
便
検
閲
を
し
て
、
白
人
女
性
と
の

関
わ
り
に
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
、
西
イ
ン
ド
諸
島
出
身
の
「
黒
人
兵
」
や
中

国
人
労
働
者
と
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
の
関
係
が
原
因
と
な
っ
た
人
種
暴
動
も
起
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
異
人
種
間
の
「
親
密
な
関
係
」
の
危
惧
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
に
親
切
に
さ
れ
る
と
植

民
地
兵
が
「
傲
慢
に
な
る
」
と
い
う
言
説
に
も
み
ら
れ
る
植
民
地
行
政
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
マ
ダ
ガ
ス
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カ
ル
兵
の
手
紙
の
検
閲
の
報
告
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
と
付
き
合
う
こ
と
は
、
植
民
地
で
の
白
人
男
性
の
振
る
舞

い
へ
の
報
復
だ
、
と
い
う
手
紙
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
異
人
種
間
の
関
わ
り
が
フ
ラ
ン
ス
人
女

性
の
「
堕
落
」corruption 

を
招
く
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。「
国
家
の
純
潔
」
の
象
徴
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
を
「
守
る
」
と
い
う
言
説
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る

わ
け
で
す
。

　

ど
の
よ
う
に
規
制
を
し
て
も
、
結
婚
に
至
る
異
人
種
間
の
「
親
密
な
関
係
」
は
お
こ
り
、
多
く
の
事
例
が
検
閲

の
報
告
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
雇
用
者
、
労
働
者
や
兵
士
の
管
理
担
当
、
自
治
体
は
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ

て
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
、
特
に
植
民
地
に
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
が
妻
と
し
て
行
く
こ
と
を
極
力
阻
止
し
よ
う

と
し
ま
し
た
。
現
地
で
は
一
夫
多
妻
制
や
奴
隷
の
よ
う
な
生
活
が
待
っ
て
い
る
、
と
い
う
言
葉
で
女
性
の
家
族
を

説
得
し
よ
う
と
す
る
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
植
民
地
で
は
、
白
人
女
性
と
い
え
ど
も
、
現
地
の
男

性
を
長
と
す
る
家
族
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
人
種
秩
序
を
基
盤
と
す
る
植
民
地
支
配

に
お
い
て
、
宗
主
国
の
男
性
と
現
地
の
女
性
の
関
係
は
許
容
し
て
も
、
そ
の
逆
は
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

結
果
と
し
て
、
現
地
の
伝
統
に
基
づ
く
家
族
制
度
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
人
種
秩
序
に
よ
る
支
配
を
同
時
に
維
持

し
た
こ
と
に
よ
る
矛
盾
が
、
戦
争
に
よ
る
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
交
差
で
露
呈
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
方
、

こ
の
よ
う
な
結
婚
の
事
例
が
自
治
体
を
悩
ま
し
、
議
論
に
な
る
ほ
ど
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
一



20

般
の
人
々
に
人
種
認
識
が
浸
透
し
て
い
な
い
証
左
で
も
あ
り
ま
す
。
規
制
を
し
よ
う
と
し
た
当
局
は
、
フ
ラ
ン
ス

人
女
性
、
特
に
労
働
者
階
級
の
女
性
達
の
「
モ
ラ
ル
」
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
異
人
種
間
の
親
密
な
関
係
の
結
果
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
混
血
（
こ
の
言
葉
は
あ
ま
り
使
い
た
く
な
い

の
で
す
が
）
の
誕
生
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
他
者
、
植
民
者
と
被
植
民
者
、
白
人
と
非
白
人
の
間
の
政
治
的
文
化

的
境
界
を
ど
こ
に
置
く
か
、
と
い
う
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
植
民
地
に
お
け

る
白
人
男
性
と
現
地
の
女
性
と
の
間
の
子
供
は
、
想
定
範
囲
内
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
逆
が
実
例
と
な
っ
た
と

き
、
数
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
て
も
、
多
方
面
で
議
論
を
呼
び
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
血
が
入
っ
て
い

る
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ば
子
供
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

一
九
一
九
年
ぐ
ら
い
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
法
務
省
も
乗
り
出
し
て
、
結
婚
さ
せ
な
い
、
あ
る
い
は
結
婚
し
た
と
し
て

も
植
民
地
出
身
の
男
性
に
は
親
権
を
取
ら
せ
な
い
工
夫
を
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
実
践
面
で
多
様
な
障
害
を
設
置

し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
当
時
の
優
生
学
の
流
行
も
反
映
し
て
、「
混
血
」
は
「
退
化
」
だ
と
い
う
議
論
が
多
く
飛

び
交
い
ま
し
た
。
実
は
、
戦
争
初
期
、
ド
イ
ツ
の
侵
攻
が
あ
っ
た
と
き
も
、「
野
蛮
な
人
種
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

ド
イ
ツ
人
兵
士
と
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
の
子
供
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
議
論
が
激
化
し
、
そ
の
中
に
は
中
絶
も

選
択
肢
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
混
血
」
の
問
題
は
、
父
親
に
親
権
が
あ
り
、
母
親
は
法

的
に
無
能
力
で
あ
る
と
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
制
を
脅
か
し
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
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で
す
。
な
お
、
興
味
深
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
同
時
期
、
多
く
の
州
で
異
人
種
間
結
婚
禁
止
法
が
施
行
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
白
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
人
種
の
境
界
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
一
滴
で
も
非
白
人
の
血
が
入

れ
ば
非
白
人
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
完
全
な
公
民
権
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
奴
隷
制
以
来
の
人

種
認
識
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
半
分
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
血
が
混
じ
れ
ば
フ

ラ
ン
ス
人
で
す
。
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か
、
私
の
中
で
も
ま
だ
答
え
は
出
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
異
人
種
間
の
親
密
な
関
係
に
関
す
る
危
惧
を
利
用
し
た
の
が
戦
時
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
す
。
戦
時

の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
有
力
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
敵
兵
が
「
我
々
の
女
性
」
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
、
と
い
う

の
は
常
套
句
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
も
、
そ
の
後
の
戦
争
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
第
一
次
大
戦
で
も
連
合

国
側
は
ド
イ
ツ
兵
が
「
野
蛮
」
で
あ
り
、
残
虐
行
為
を
す
る
と
非
難
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ド
イ
ツ
兵
を
ゴ
リ
ラ
の

よ
う
に
描
い
た
ポ
ス
タ
ー
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
は
、
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
第
一
次
大
戦
で
は
、「
黒
人
兵
」
が
白
人
女
性
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
、
と
い
う
言
説
が
飛
び

交
い
ま
し
た
。
興
味
深
い
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
塹
壕
で
作
ら
れ
た
新
聞
に
、
味
方
の
は
ず
の
ア
フ
リ
カ
兵
と
、

フ
ラ
ン
ス
人
女
性
の
関
係
を
揶
揄
、
非
難
す
る
風
刺
画
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

ド
イ
ツ
軍
は
、
そ
の
よ
う
な
塹
壕
新
聞
の
内
容
を
知
っ
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
「
野
蛮
な
ア
フ
リ
カ
兵
」

の
関
わ
り
に
対
す
る
前
線
の
兵
士
の
疑
心
暗
鬼
を
煽
る
ビ
ラ
を
配
っ
て
い
る
の
で
す
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
火
に
油
を
注
い
だ
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ
軍
で
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
で
は
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
が
白
人
女
性
と
話
し
た
だ
け
で
軍
の
警
察
に
摘
発
さ
れ
る
ほ
ど
人
種
隔
離
が
明
確
に

維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
カ
リ
ブ
海
域
や
ア
フ
リ
カ
の
出
身
者
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
「
黒
人
」
全
般
に
対
す
る
人
種
主
義
的
言
説
を
繰
り
返
し
、
行
動
に
も
出
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
や

駐
屯
地
の
地
域
に
対
し
て
、
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
人
種
隔
離
を
求
め
、
ス
ラ
イ
ド
（
９
）
の
右
の
よ
う
な

雑
誌
の
表
象
に
驚
愕
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
検
閲
を
行
う
よ
う
に
要
求
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
に
対
す
る
ア

メ
リ
カ
軍
の
公
式
報
告
で
は
、
自
ら
の
軍
の
兵
士
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
「
怠
け
者
」
で

あ
り
、「
白
人
女
性
を
お
そ
う
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
ま
し
た
。
一
九
一
八
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ナ
ー
ル
報
告

が
フ
ラ
ン
ス
軍
に
提
出
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
リ
ナ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
と
の
連
絡
将
校

で
す
。
リ
ナ
ー
ル
報
告
は
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
に
関
し
て
気
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
を
具
体

的
に
ま
と
め
た
あ
と
、「
ア
メ
リ
カ
人
は
黒
人
と
白
人
女
性
の
人
前
で
の
親
密
さ
に
憤
慨
し
て
い
る
」
と
記
し
て

い
ま
す
。
実
際
に
、
ア
フ
リ
カ
兵
と
白
人
女
性
と
の
関
わ
り
に
激
怒
し
た
ア
メ
リ
カ
人
兵
や
ア
メ
リ
カ
軍
警
察
に

よ
る
発
砲
事
件
も
起
き
て
い
ま
し
た
。
暴
行
事
件
が
相
次
い
て
い
る
状
況
の
も
と
、
一
九
一
九
年
に
は　

グ
ア
ダ

ル
ー
プ
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
、
レ
ユ
ニ
オ
ン
選
出
の
議
員
（
黒
人
二
人
と
白
人
一
人
）
か
ら
フ
ラ
ン
ス
議
会
に

「
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
」
が
提
出
さ
れ
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
知
っ
た
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当
時
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
運
動
家
は
、
そ
の
内
容
を
額

面
通
り
に
受
け
取
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
人
種
主
義
が
な
い
天
国
だ
、

と
い
う
神
話
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
セ
ネ
ガ
ル
狙
撃
兵
の
扱
い
や
異
人

種
間
の
関
係
の
規
制
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
宣
言

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス

の
国
内
政
治
の
意
図
も
含
め
て
検
討
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
休
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
占
領
地
域
に

セ
ネ
ガ
ル
兵
、
モ
ロ
ッ
コ
兵
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
兵
な
ど
を
送
り
込

ん
だ
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
黒
い
恥
辱
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展

開
さ
れ
ま
し
た
。
戦
争
中
か
ら
、
ス
ラ
イ
ド
（
10
）
に
あ
る
よ
う

に
、
ド
イ
ツ
は
ア
フ
リ
カ
兵
を
野
蛮
な
動
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な

描
写
を
行
な
っ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
占
領
と
い
う
パ
ニ
ッ
ク
の
中
で
実
際
に
接

す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
時
、
人
々
を
恐
れ
さ
せ
た
と
い
え
る
で

（１０）ドイツの
プロパガンダに見
る黒人兵のイメー
ジ 
La Caravane de la 
mémoire,  
     Les Tirailleurs 
Sénégalais            
Association 
Solidarité 
Internationale 
 

スライド（10）
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し
ょ
う
。
実
際
の
事
件
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
領
軍
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
「
黒
人
兵
」
が
女

性
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
、
と
い
う
言
説
が
飛
び
交
い
ま
し
た
。
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
「
ラ
イ

ン
ラ
ン
ト
の
黒
人
化
」、「
混
血
は
退
化
の
生
き
た
証
」
と
言
っ
た
言
葉
で
煽
り
、
彼
の
著
作
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

翻
訳
さ
れ
て
様
々
な
国
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
運
動
も
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
人
女
優
も
、
ド
イ
ツ
本
土
を
回
っ
て
ア
メ
リ
カ
流
人
種
主
義
的
観
点
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
兵
を
非
難
し
た

の
で
す
。
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
人
種
主
義
の
輸
出
で
す
。
こ
の
情
報
戦
と
い
う
か
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の

流
布
は
、
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
よ
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
国
境
を
こ
え
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
規
制
と
交
差
す
る
人
種
主
義
の
共
有
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
は
、
戦
場
に
も
生
活
と
人
生
が
あ
り
、
そ
の
中
で
人
種
に
よ
る
分
断
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く

規
制
の
交
差
が
人
の
「
生
」、
生
き
る
と
い
う
意
味
で
の
生
と
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
で
の
性
を
意
味
し

ま
す
が
、
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
側
面
で
す
。
し
か
し
、
戦
争
は
、
今
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
何
よ
り
も
破
壊
と
不
条
理
な
死
を
意
味
し
ま
す
。
戦
死
者
を
ど
う
処
遇
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
、
人
種
に

よ
る
分
断
な
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
連
合
国
は
、「
象
徴
的
な
平
等
主
義
」
で
対
処
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は

一
部
兵
士
の
遺
体
を
家
族
の
元
に
送
り
届
け
ま
し
た
が
、
大
き
な
共
同
墓
地
を
北
西
部
の
激
戦
の
地
に
作
り
ま
し
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た
。
ス
ラ
イ
ド
（
11
）
は
、
激
戦
地
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
近
く
の
ド
ー

モ
ン
の
共
同
墓
地
と
納
骨
堂
で
す
が
、
一
五
、〇
〇
〇
名
の
墓
標

が
外
に
広
が
り
、
納
骨
堂
に
は
名
前
の
わ
か
ら
な
い
三
二
、

〇
〇
〇
体
の
遺
骨
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
右
下
の
写
真
は
、
訪

問
し
た
の
が
秋
の
霧
の
日
で
、
な
ん
と
な
く
霊
気
が
感
じ
ら
れ
て

印
象
深
か
っ
た
の
で
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
近
く
に
あ
る
ド
イ
ツ

兵
の
墓
地
も
、
ス
ラ
イ
ド
（
12
）
の
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
管
理
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
平
等
主
義
は
徹
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
二
三
年
に
ア
メ
リ
カ
戦
闘
記
念
碑
委
員

会
が
組
織
さ
れ
、
遺
体
を
本
国
に
送
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
場

に
広
が
っ
て
い
る
遺
骨
を
八
つ
の
墓
地
に
ま
と
め
、
ア
メ
リ
カ
軍

の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
作
る
こ
と
に
合
意
し
ま
し
た
。
基
本
方
針
は

「
象
徴
的
平
等
主
義
」
で
、「
個
人
が
国
家
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
」

と
い
う
理
念
の
も
と
に
、
人
種
に
よ
る
違
い
も
わ
か
ら
な
い
よ
う

に
留
意
し
て
計
画
を
進
め
た
と
の
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
厳

（１１）L’Ossuaire de Douaumont 
 1916年ヴェルダンの激戦地 

スライド（11）
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格
な
隔
離
政
策
と
ア
メ
リ

カ
本
国
の
南
部
で
は
墓
地

に
お
い
て
も
こ
の
時
期
に

は
隔
離
が
見
ら
れ
た
こ
と

を
想
起
す
る
と
、
こ
の
平

等
主
義
は
ど
の
よ
う
な
発

想
だ
っ
た
の
か
、
も
う
少

し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ス

ラ
イ
ド
（
13
―
１
）
で
わ

か
る
よ
う
に
、
墓
地
は

一
九
二
〇
年
代
に
作
ら
れ

て
、
そ
の
後
、
第
二
次
世

界
大
戦
の
戦
死
者
も
埋
葬

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ス
ラ

（13）−１ 

スライド（13─１）

（１２） 

スライド（12）
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イ
ド
（
13
─
２
）
で
わ
か

る
よ
う
に
墓
地
は
広
大
な

公
園
の
よ
う
で
あ
り
、
ま

た
、
ス
ラ
イ
ド
（
13
─

３
）
の
右
側
の
像
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
子
供
の

よ
う
な
白
人
の
若
い
男
性

が
ア
メ
リ
カ
の
兵
士
の
象

徴
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
印
象
的
で
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
（
14
）
の
記
念

碑
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
ア
ル
ゴ

ン
ヌ
の
激
戦
地
に
ア
メ
リ

カ
が
建
て
た
も
の
で
、
高

さ
二
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
の
円

（13）−３ 

スライド（13─３）

（13）ー２ 

スライド（13─２）
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柱
の
上
に
自
由
の
像
が
載
っ
て
お
り
、
近
く
に
は
、
廃
墟
が
残
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
な
に
も
な
い
丘
の
上
に
建
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
題
か
ら
は
そ
れ
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

巨
大
な
墓
地
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
作
り
、
現
在
ま

で
よ
く
手
入
れ
を
し
て
管
理
し
て
い
る
の
か
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ

ン
ス
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
虚
勢
の
よ
う
な
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
も
、
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ス
墓
地
委
員
会
が
中
心
に
な
っ

て
、
戦
後
直
後
に
出
身
地
ご
と
の
墓
地
を
フ
ラ
ン
ス
に
作
り
ま
し

た
。
中
国
人
労
働
者
の
墓
地
、
イ
ン
ド
兵
の
墓
地
な
ど
、
ど
の
墓

地
も
宗
教
色
を
薄
め
る
と
と
も
に
、
各
地
域
の
文
化
的
背
景
を
取

り
入
れ
る
な
ど
、
宗
主
国
の
視
点
か
ら
の
東
洋
の
イ
メ
ー
ジ
が
透

け
て
見
え
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
（
15
）
は
中
国
人
墓
地
で
す
が
、
本

当
に
小
さ
な
村
の
中
に
、
東
洋
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
漢
字
の
墓
標
が

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
イ
ギ
リ
ス
の
管
理
下
で
最
大
の
中
国
人

（14）Monfaucon American Monument   
      Meuse Argonneの激戦地 

スライド（14）
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の
労
働
キ
ャ
ン
プ
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
ス
ラ
イ

ド
（
16
）
は
イ
ン
ド
兵
の

墓
地
で
す
が
、
イ
ン
ド
兵

は
開
戦
当
初
に
前
線
に
送

ら
れ
た
も
の
の
、
多
大
な

死
傷
者
を
出
し
て

一
九
一
五
年
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
移
動
さ
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
激
戦

地
に
作
ら
れ
た
墓
地
で
、

イ
ン
ド
古
代
の
神
殿
の
様

式
を
模
倣
し
、
ア
シ
ョ
カ

大
帝
の
作
っ
た
円
柱
を
模

し
た
彫
像
に
イ
ギ
リ
ス
帝

（16）インド人兵の墓地 
     Neuve-Chapelle Memorial, Pas de Calais 

スライド（16）

Noyelles Saint Étienne au Mont （15）中国人労働者の墓地 

スライド（15）
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国
の
王
冠
、
ス
タ
ー
オ
ブ
イ
ン
デ
ィ
ア
と
ハ
ス
の
花
の
彫
刻
が
添

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
大
英
帝
国
の
理
解
の
仕

方
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
も
本
題
と
は
直
接
関
わ

り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
の
か
、
興
味
深
い
点

で
す
。
ス
ラ
イ
ド
（
17
─
１
）
は
南
ア
フ
リ
カ
兵
及
び
労
働
者
の

墓
地
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。
右
側
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
中
の
展

示
は
、
最
近
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
兄
弟
の
よ
う

に
私
た
ち
は
死
ん
だ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
象
徴
的
で
す
。
ス

ラ
イ
ド
（
17
─
２
）
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
墓
地
に
は
労
働
者
す

な
わ
ち
ア
フ
リ
カ
人
の
墓
も
一
緒
に
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
墓
地

が
一
九
二
六
年
完
成
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
後
か
ら
付
け
加

え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
南
ア
フ
リ
カ
に
も
戦
争
の
死
者
に
対

し
て
の
象
徴
と
し
て
の
平
等
主
義
が
見
ら
れ
た
の
か
、
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
ら
に
、
究
極
の
平
等
主
義
は
、
ス
ラ
イ
ド
（
18
）
に
あ
る
よ

(17)-1 南アフリカ人墓地 
     Delville Wood, Somme  

スライド（17─１）
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う
に
無
名
戦
士
の
墓
で
す
。

左
側
が
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー

リ
ン
ト
ン
墓
地
、
右
側
が

イ
ギ
リ
ス
の
ウ
エ
ス
ト
ミ

ン
ス
タ
ー
寺
院
で
す
が
、

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が

一
九
二
〇
年
の
休
戦
の
日
、

ア
メ
リ
カ
が
そ
の
一
年
後

に
無
名
戦
士
の
埋
葬
の
セ

レ
モ
ニ
ー
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。
無
名
戦
士
の
墓
に

つ
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
か
ら
見
た
論
考
が
多

く
あ
る
の
で
、
繰
り
返
し

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

（18）無名戦士の墓 

スライド（18）

（17）−２ 

スライド（17─２）



32

国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
時
に
、
国
を
超
え
た
戦
死
者
へ
の
追

悼
を
示
す
こ
と
に
よ
る
究
極
の
平
等
主
義
を
も
う
少
し
考
え
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
平
等
主
義
の
裏
に
は
、
人
種
秩
序
が
垣
間

見
え
る
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
遺

体
の
回
収
、
墓
地
の
建
設
の
大
半
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

の
白
人
兵
が
先
に
故
郷
に
帰
っ
た
後
、
ス
ラ
イ
ド
（
19
）
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
中
国
人
労
働
者
や
ア
フ
リ
カ
人
兵
士
、
ア
メ
リ
カ
の

墓
地
に
関
し
て
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
兵
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
争
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
し
て
戦
死

者
と
母
親
の
関
係
を
論
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で

は
戦
死
者
の
住
居
に
は
金
の
星
が
つ
け
ら
れ
、
特
に
母
親
は
ゴ
ー

ル
ド
ス
タ
ー
マ
ザ
ー
と
し
て
称
え
ら
れ
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
を
中

心
に
選
ば
れ
た
戦
死
者
の
家
族
が
、
一
九
三
〇
年
代
、
国
費
で
フ

ラ
ン
ス
の
墓
参
の
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
総
勢

Saint-Mihiel American Cemeteryの展示より。 

（19）遺体の回収、墓地の建設をおこなるアフリカ 
系アメリカ人兵 

Chad L. Williams, Torchbearers of Democracy (The 
University of North Carolina Press, 2010)202 

スライド（19）
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一
七
、〇
〇
〇
人
の
う
ち
六
〇
〇
人
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

の
家
族
は
船
も
宿
泊
も
隔
離
さ
れ
ま
し
た
。
生
き
残
っ
た
も
の
の

間
に
は
平
等
主
義
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
戦
場
に
お
け
る
人
種
民
族
に
よ
る
分
断
と
死
者
に

対
す
る
平
等
主
義
の
狭
間
で
、
戦
死
者
の
記
憶
は
、
人
種
民
族
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
も
な
り
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド

（
20
）
は
、
パ
リ
の
中
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
リ
ヨ
ン
駅
の
裏

側
の
建
物
の
壁
や
、
イ
ン
ド
シ
ナ
系
の
中
国
人
が
多
く
店
を
構
え

て
い
る
地
区
の
小
さ
な
公
園
に
中
国
人
労
働
者
の
第
一
次
大
戦
へ

の
貢
献
を
記
念
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
ス
ラ
イ
ド
（
21
）
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
ハ
ー
レ
ム
の
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
志
願
兵
の

部
隊
が
フ
ラ
ン
ス
軍
と
共
に
戦
っ
た
こ
と
を
示
す
記
念
碑
を
黒
人

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
退
役
軍
人
達
が
激
戦
の
地
セ
シ
ョ
ー
に
つ
く
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
記
念
碑
を
建
て
る
た
め
に
長
い
年
月
、
ア
メ

リ
カ
の
軍
部
や
公
的
機
関
と
の
争
い
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

↑ 
パリのリヨン駅の壁面 

→Due Chretien d Troyes  

（20）中国系のコミュニティによる記念碑 

スライド（20）
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本
当
に
何
も
な
い
小
さ
な
村
の
外
れ
に
あ
る
の
で
、
最
初
分
か
ら

な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
人
墓
地
の
管
理
を
し
て
い
る
退
役
軍
人
と
思

し
き
人
に
聞
い
て
み
る
と
、
自
分
た
ち
は
一
切
関
わ
り
が
な
い
か

ら
わ
か
ら
な
い
と
そ
っ
け
な
い
答
え
が
返
っ
て
き
た
こ
と
が
今
も

記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
象
徴
と
し
て
の
平
等
主
義
は

矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
、
話
が
広
が
り
す
ぎ
、
ま
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
戦
場
に
お
け
る
人
種
認
識
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
制

の
交
差
は
、
戦
場
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
植
民
地
の
社

会
秩
序
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
国
を
越
え
た

人
種
主
義
の
形
成
の
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
生
き
て
い
る
も
の
に
た
い
す
る
分
断
や
差
別

と
戦
死
者
に
対
す
る
平
等
主
義
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
理
解
す

れ
ば
良
い
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
植
民
地

（21）ニューヨークのアフリカ系アメリカ人 
部隊の記念碑 
   Séchault 

スライド（21）
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支
配
を
再
検
討
す
る
糸
口
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
今
回
は
、
全
く
お
話
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
各
植
民
地
で
の
独
立
運
動
に
第
一
次
大
戦
の
経
験
が
ど
の
よ
う
な
刺
激
を
与
え
た
か
、

あ
る
い
は
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
運
動
と
そ
れ
に
対
す
る
締
め
付
け
の
強
化
、

パ
ン
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
動
き
、
パ
リ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
「
黒
人
文
化
」
の
流
行
な
ど
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、

第
一
次
大
戦
の
人
種
民
族
の
出
会
い
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
交
差
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
だ
、
在
外
研
究
や
科
研
費
を
い
た
だ
い
て
集
め
た
資
料
の
多
く
が
手
付
か
ず
の
ま
ま
な
の
で
、
退
職
後
も

細
々
と
な
ん
と
か
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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