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一

調
査
の
ね
ら
い

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
か
ら
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
に
か
け
て
九
度
に
わ
た
り
青
森
県
下
北
半
島
を
訪

れ
た
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
は
、
そ
の
調
査
の
成
果
を
ま
と
め
た
著
書
『
私
の
日
本
地
図 

３ 

下
北
半
島
』（
同
友
館
、

一
九
六
七
）
の
中
で
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
） 

年
、
青
森
県
下
北
半
島
西
部
に
位
置
す
る
戦
後
の
開
拓
村
、
野
平
を

訪
れ
た
時
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
多
く
の
開
拓
地
を
見
て
あ
る
い
た
。
し
か
し
そ
の
中
で
か
が
や
か
し
い
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
も
の
は
少
な

い
。
は
じ
め
か
ら
成
功
の
お
ぼ
つ
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
入
植
さ
せ
指
導
も
援
助
も
お
粗
末
を
き
わ
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
重
い
責
任
だ
け
を
負
わ
せ
た
。
入
植
の
た
め
に
、
そ
の
人
生
を
無
駄
に
し
た
者
は
少
な
く
な
い
。

野
平
も
ま
た
あ
え
ぎ
つ
づ
け
て
い
る
開
拓
地
で
あ
る

１

。

樺
太
引
揚
者
と
山
形
県
出
身
の
満
州
義
勇
軍
が
主
体
と
な
っ
た
満
州
引
揚
者
の
二
グ
ル
ー
プ
で
構
成
さ
れ
た
入
植
者
一

団
に
よ
っ
て
、
野
平
が
農
耕
地
と
し
て
本
格
的
に
利
用
さ
れ
る
の
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

宮
本
が
調
査
に
訪
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
六
年
ほ
ど
経
過
し
た
時
期
で
、
初
期
に
支
給
さ
れ
て
い
た
開
墾
補
助
金
が
打

ち
切
ら
れ
、
現
金
収
入
を
頼
っ
て
い
た
製
炭
の
た
め
の
材
木
も
切
り
尽
く
し
、
ま
さ
に
貧
困
に
「
あ
え
ぎ
つ
づ
け
て
」
い

た
頃
で
あ
っ
た

２
。
痩
せ
こ
け
た
牛
の
い
る
荒
れ
た
牧
草
地
や
台
所
さ
え
整
っ
て
い
な
い
貧
し
い
家
屋
な
ど
、
野
平
の
苦

況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
宮
本
の
嘆
息
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
こ
の
言
葉
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
国
内
の
山
野
に

唐
突
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
多
く
の
開
拓
地
の
状
況
を
言
い
得
て
い
る
。
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第
二
次
世
界
大
戦
で
大
敗
を
喫
し
た
日
本
は
、
戦
後
、
膨
大
な
数
の
戦
災
者
、
復
員
者
、
海
外
引
揚
者
、
失
業
者
を
抱

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
救
済
と
、
戦
災
に
よ
る
農
村
の
荒
廃
が
も
た
ら
し
た
食
糧
難
を
克
服
す
る
国
家

事
業
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、昭
和
二
〇
年
一
一
月
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
緊
急
開
拓
事
業
実
施
要
領
」
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
約
一
五
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
耕
地
造
成
と
一
〇
〇
万
戸
の
入
植
者
を
目
標
に
、
国
家
的
事
業
と
し
て

の
開
拓
が
全
国
一
斉
に
始
め
ら
れ
た

３

。

青
森
県
も
、五
年
間
に
六
七
〇
〇
戸
の
入
植
と
約
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
開
墾
を
行
う
計
画
を
立
て
、広
く
入
植
者
を
募
っ

た
。
東
北
最
大
の
被
害
を
出
し
た
青
森
空
襲
の
戦
災
者
や
樺
太
か
ら
の
引
揚
者
を
中
心
と
し
た
県
出
身
者
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
山
形
県
、
宮
城
県
、
長
野
県
、
東
京
な
ど
、
県
外
か
ら
の
入
植
者
も
多
数
応
募
し
、
岩
木
山
麓
、
八
甲
田
山
麓
、

そ
し
て
下
北
半
島
な
ど
県
下
全
域
に
わ
た
っ
て
、
短
期
間
に
多
く
の
開
拓
村
が
出
現
し
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
国
策
と
し
て
展
開
さ
れ
た
開
拓
事
業
の
実
践
の
場

と
な
っ
た
土
地
で
撮
影
さ
れ
た「
開
拓
写
真
」で
あ
る
。「
開
拓
写
真
」と
い
う
言
葉
は
、日
本
の
歴
史
の
中
で
多
く
の
場
合
、

明
治
期
の
「
北
海
道
開
拓
写
真
」
と
の
関
連
で
現
れ
る
。「
北
海
道
開
拓
写
真
」
は
近
代
日
本
に
お
け
る
内
的
植
民
地
の

開
拓
事
業
の
経
過
を
記
録
し
た
最
初
の
写
真
群
と
し
て
、
歴
史
、
社
会
史
、
写
真
史
と
い
っ
た
様
々
な
文
脈
に
位
置
づ
け

ら
れ
語
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
戦
後
の
日
本
写
真
史
に
お
い
て
は
、
一
九
六
八
年
に
日
本
写
真
家
協
会
の
主
催
で
開
催

さ
れ
た
「
写
真
一
〇
〇
年
―
―
日
本
人
に
よ
る
写
真
表
現
の
歴
史
展
」

４
の
準
備
段
階
で
写
真
史
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
者

た
ち
、
な
か
で
も
北
海
道
写
真
を
含
む
パ
ー
ト
を
担
当
し
た
写
真
家
の
内
藤
正
敏
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
て
以
来

５
、

そ
の
「
記
録
」
に
徹
す
る
撮
影
の
姿
勢
が
、「
表
現
」
と
し
て
の
芸
術
写
真
を
批
判
的
に
語
る
際
の
対
極
に
あ
る
理
想
像

と
位
置
付
け
ら
れ
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
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一
方
で
、
戦
後
の
「
緊
急
開
拓
事
業
」
に
連
な
る
あ
ら
た
な
開
拓
事
業
の
写
真
に
関
し
て
は
、
当
時
盛
ん
だ
っ
た
リ
ア

リ
ズ
ム
写
真
運
動
の
枠
内
で
の
個
別
の
評
価
に
留
ま
り
、
戦
後
の
「
開
拓
写
真
」
総
体
と
し
て
俯
瞰
的
に
捉
え
た
時
に
浮

か
び
上
が
る
社
会
的
、
歴
史
的
意
義
を
考
慮
に
入
れ
た
多
角
的
な
考
察
の
対
象
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

開
拓
の
営
為
そ
の
も
の
が
、「
北
海
道
開
拓
」
で
あ
れ
「
満
州
開
拓
」
で
あ
れ
、
明
治
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で

の
日
本
の
近
代
化
の
過
程
の
中
に
の
み
存
在
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
事
態
を
招
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
冒
頭
の
宮
本
常
一
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
戦
後
の
開
拓
地
に
は
、
そ
の
過
酷
な
自
然
条
件
ゆ
え
に
生
活

を
成
り
立
た
せ
る
の
が
困
難
で
早
々
に
離
散
、
解
消
に
追
い
込
ま
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
短
期
間
で
あ
っ
て
も
国
策
に
従
っ
て
新
天
地
に
根
づ
こ
う
と
試
み
た
人
々
の
痕
跡
を
留
め
た

写
真
は
、
そ
の
見
え
に
く
さ
ゆ
え
に
無
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
が
ち
な
戦
後
開
拓
事
業
の
証
左
と
し
て
、「
作
品
」
と
い
う

価
値
を
超
え
て
、
考
察
を
加
え
る
べ
き
余
地
を
多
分
に
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
筆
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と

す
る
青
森
県
に
残
る
戦
後
開
拓
写
真
の
二
つ
の
事
例
を
主
に
検
証
す
る
。

二

小
島
一
郎
（
一
九
二
四
―
一
九
六
四
）
の
ヌ
ラ
平
開
拓
写
真

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
、
青
森
市
大
町
（
現 

本
町
）
に
玩
具
と
写
真
材
料
を
扱
う
商
店
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

た
小
島
一
郎
は
、
青
森
県
立
商
業
学
校
（
現 
青
森
県
立
青
森
商
業
高
等
学
校
）
を
卒
業
後
、
出
征
。
復
員
後
、
戦
後
の

混
乱
期
を
経
て
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
頃
か
ら
本
格
的
に
写
真
を
始
め
た
。
父
親
の
小
島
平
八
郎
は
写
真
材
料
店

を
営
む
傍
ら
自
ら
も
カ
メ
ラ
を
手
に
し
、
青
森
県
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
界
の
草
分
け
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
、
小
島
は
そ

の
父
が
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
創
始
し
た
青
森
で
最
も
古
い
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
「
北
陽
会
」
に



戦後開拓写真調査ノート ―東北を中心に009

属
し
、
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
と
し
て
腕
を
磨
き
な
が
ら
、
徐
々
に
頭
角
を
現
し
て
い
っ
た
。
日
本
の
報
道
写
真
の
先
駆
者
・

名
取
洋
之
助
は
小
島
の
才
能
を
早
く
か
ら
認
め
、
自
ら
も
そ
の
実
現
に
一
役
買
っ
た
小
島
の
東
京
で
の
初
個
展
「
津
軽
」

（
一
九
五
八
年
）
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
、「
平
凡
な
対
象
か
ら
非
凡
な
も
の
を
見
出
す
目
と
、
平
凡
な
ア
ン
グ
ル
に
よ
っ
て

強
い
写
真
を
撮
る
腕
と
を
持
っ
て
い
ま
す
。」
と
新
進
気
鋭
の
写
真
家
の
実
力
を
称
え
る
言
葉
を
寄
せ
て
い
る

６
。

土
門
拳
が
一
九
五
〇
年
、「
カ
メ
ラ
と
モ
チ
ー
フ
の
直
結
」
と
「
絶
対
非
演
出
の
絶
対
ス
ナ
ッ
プ
」
を
原
則
に
提
唱
し

た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
運
動
」
は
、
小
島
が
写
真
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
一
九
五
四
年
頃
に
は
、「
第
一
期
リ
ア
リ

ズ
ム
終
焉
宣
言
」
と
と
も
に
以
前
の
訴
求
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
が
、
地
方
の
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
は
、
い
っ
た
ん

叩
き
込
ま
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
念
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず

に
い
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
そ
う
し
た
周
囲
の
写
真
家

た
ち
と
同
様
、
被
写
体
の
選
択
に
お
い
て
は
青
森
と
い
う
地
方
の
風
景
に
徹
底

し
た
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
小
島
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
「
構
成
派
」
の
淵
上
白

陽
に
師
事
し
た
平
八
郎
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
と
は
一
線
を

画
す
「
造
型
美
」７
の
探
求
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
。
逆
光
の
空
か
ら

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
陰
影
を
炙
り
出
す
べ
く
、
覆
い
焼
き
の
技
法
で
焼
き
込
ま
れ

た
津
軽
の
秋
の
田
の
夕
暮
れ
の
光
景
【
図
１
】、
下
北
半
島
の
荒
々
し
い
冬
の

印
象
を
基
に
、
複
写
の
プ
ロ
セ
ス
を
大
胆
に
採
り
入
れ
て
生
み
出
し
た
激
し
い

白
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
厳
寒
の
雪
景
【
図
２
】
な
ど
、
郷
土
、
青
森
に

生
き
る
人
々
へ
の
深
い
共
感
を
、
暗
室
で
の
技
法
を
駆
使
し
な
が
ら
印
画
紙
に

図１ 小島一郎 つがる市木造
1958 年 青森県立美術館蔵
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圧
着
し
た
よ
う
な
濃
密
な
情
動
を
湛
え
た
写
真
の
数
々
が
、
約
一
〇
年
と

い
う
短
い
写
真
家
生
命
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
暗
室
技
巧
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
写
真
を
作
り
上
げ
て
い
っ

た
小
島
に
と
っ
て
、
撮
影
済
み
の
フ
ィ
ル
ム
の
中
か
ら
適
当
な
カ
ッ
ト
を

選
び
出
す
に
は
、
密
着
焼
き
で
は
用
を
な
さ
ず
、
あ
る
程
度
の
焼
き
込

み
作
業
が
許
さ
れ
る
最
低
限
の
大
き
さ
に
ま
で
引
き
伸
ば
し
て
み
る
必
要

が
あ
っ
た

８
。
そ
の
結
果
、
小
島
は
生
前
の
活
動
の
中
で
、
試
し
焼
き
あ

る
い
は
焼
き
加
減
の
見
本
の
意
味
を
持
っ
た
膨
大
な
量
の
名
刺
判
前
後
の

サ
イ
ズ
の
プ
リ
ン
ト
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
一
年
に
上
京

し
て
か
ら
小
島
は
、
フ
リ
ー
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
活
動
を
始
め
る
に
あ

た
っ
て
、
写
真
雑
誌
の
編
集
者
な
ど
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

に
、
こ
の
小
さ
な
プ
リ
ン
ト
に
ネ
ガ
と
一
致
さ
せ
る
た
め
の
番
号
を
ふ
り

な
が
ら
、
粗
末
な
台
紙
に
貼
り
付
け
た
一
種
の
ア
ル
バ
ム
を
制
作
し
て
い
る
。
三
〇
〇
葉
以
上
に
及
ぶ
そ
の
ア
ル
バ
ム
の

中
に
、「
ぬ
ら
平
」
と
い
う
見
出
し
と
、
一
九
五
九
年
九
月
の
撮
影
時
期
を
意
味
す
る
「
1
9
5
9
・
9
」
と
い
う
数
字
が

書
き
込
ま
れ
た
四
点
の
台
紙
が
含
ま
れ
て
い
る
【
図
３
―
６
】。
そ
の
各
台
紙
に
は
、
長
辺
五
二
m
m
、
短
辺
三
五
m
m

の
小
さ
な
プ
リ
ン
ト
が
二
〇
～
二
七
枚
、
台
紙
四
点
の
合
計
で
九
八
枚
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ヌ
ラ
平
と
呼
ば
れ
た
八
甲
田
山
麓
の
そ
の
集
落
は
酸
ヶ
湯
か
ら
下
湯
温
泉
に
至
る
中
間
、
現
在
の
青
森
市
荒
川
寒
水
沢

地
区
に
含
ま
れ
る
標
高
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
あ
っ
た
。
戦
災
者
、
海
外
引
揚
者
、
失
業
者
救
済
の
国
策
と
し
て
行

図 2 小島一郎 《疾走》 下北地方
1961 年頃 青森県立美術館蔵
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図 3

小島一郎の印画の整理アルバムから「ぬら平開拓」 青森県立美術館蔵

図 4
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図 5

図 6

小島一郎の印画の整理アルバムから「ぬら平開拓」 青森県立美術館蔵
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な
わ
れ
た
緊
急
開
拓
事
業
の
中
で
開
拓
地
に
定
め
ら
れ
た
こ
の
集
落
に
入
植
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
一
九
五
三
（
昭
和

二
八
）
年
九
月
。
満
州
か
ら
の
引
揚
者
を
中
心
に
、
青
森
県
出
身
者
に
加
え
、
新
潟
県
、
栃
木
県
、
長
野
県
な
ど
県
外
出

身
者
を
多
く
含
む
二
二
戸
が
暮
ら
し
始
め
た
。
ヌ
ラ
平
を
含
む
青
森
市
雲
谷
財
産
区
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
歴
史
編

纂
誌
『
お
や
す
の
里
』
に
は
ヌ
ラ
平
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ヌ
ラ
平
と
い
う
索
漠
た
る
地
に
七
ヶ
年
入
植
し
た
と
い
う
魂
は
引
揚
者
二
十
二
戸
の
団
長
宮
川
福
次
の
中
国
陝
西

省
延
安
に
於
け
る
中
国
共
産
党
毛
沢
東
主
席
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
日
本
労
農
学
校
校
長
野
坂
参
三
の
訓
導
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
く
、
日
本
再
建
を
目
的
に
民
主
的
精
神
の
も
と
民
衆
に
奉

仕
し
、
異
常
な
ま
で
の
同
志
的
団
結
を
し
て
、
粗
末
な
衣
食
住
に
甘
ん
じ

耐
え
指
導
者
同
僚
を
信
ず
る
所
謂
毛
沢
東
思
想
を
、
信
奉
仕
し
た
こ
と
に

よ
り
こ
の
ヌ
ラ
平
に
お
け
る
共
同
経
営
ぶ
り
は
開
拓
の
鑑
と
し
て
全
国
的

に
注
視
を
浴
び
た
も
の
で
あ
る

９
。

「
全
国
的
に
注
視
を
浴
び
た
」
と
あ
る
通
り
、
入
植
か
ら
約
一
年
を
経
た
こ

の
開
拓
村
の
様
子
を
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
九
五
四
年
七
月
七
日
号
は
、「
引

揚
者
の
道
険
し

―
唯
一
の
集
団
農
場
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
見
開
き

で
紹
介
し
て
い
る
【
図
７
】

10
。
掲
載
さ
れ
た
写
真
の
中
に
は
働
き
盛
り
の
年

齢
の
男
性
た
ち
が
作
業
に
従
事
す
る
姿
や
自
分
た
ち
で
作
っ
た
と
い
う
「
八

図 7 「引揚者の道険し」『アサヒグラフ』
1954 年 7 月 7 日号 4-5 頁
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甲
田
節
」
に
合
わ
せ
て
老
若
男
女
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
様
子
が
見
ら
れ
、
集
落
全
体
に
漲
る
活
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

し
か
し
最
初
の
数
年
は
、「
同
志
的
団
結
」
に
よ
っ
て
気
力
で
凌
い
だ
過
酷
な
環
境
で
の
生
活
も
、
想
定
以
上
の
年
月

を
費
や
す
こ
と
と
な
っ
た
土
地
基
盤
整
備
作
業
や
冷
涼
な
気
候
が
妨
げ
と
な
っ
て
一
向
に
展
望
の
開
け
な
い
農
業
、
酪
農

の
運
営
が
重
荷
と
な
り
、
入
植
五
年
目
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
続
々
離
村
者
が
出
始
め
る
。
小
島
一
郎
が
ヌ
ラ
平
を
撮
影
し
た

の
は
、
入
植
か
ら
六
年
が
経
過
し
て
い
た
時
期
で
、
資
料
が
伝
え
る
に
は
、
そ
の
頃
こ
の
開
拓
村
で
生
活
を
続
け
て
い
た

世
帯
の
数
は
、
入
植
当
時
の
半
分
以
下
九
戸
ほ
ど
ま
で
に
減
っ
て
い
た

11 

。

ア
ル
バ
ム
の
中
の
小
島
の
写
真
は
、
集
落
へ
と
続
く
ぬ
か
る
み
の
よ
う
な
山
道
だ
け
を
フ
レ
ー
ム
に
収
め
た
カ
ッ
ト
に

始
ま
り
、
開
拓
村
の
敷
地
の
入
り
口
付
近
か
ら
遠
巻
き
に
捉
え
た
集
合
住
宅
の
大
き
な
建
物
、
そ
し
て
中
年
の
男
女
や
子

供
た
ち
が
四
―
五
人
で
脱
穀
作
業
に
勤
し
む
姿
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
日
小
島
は
、
青
森
市
内
か
ら
ヌ
ラ
平
ま
で
、
片
道

二
〇
キ
ロ
余
り
の
道
の
り
を
歩
い
て
こ
の
村
に
辿
り
着
き
、
こ
こ
で
一
夜
を
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う
。
写
真
は
夕
暮
れ
ま
で

続
く
農
作
業
の
風
景
の
後
に
、
ラ
ン
プ
の
灯
り
が
と
も
る
室
内
の
様
子
へ
と
移
っ
て
い
る
。
ラ
ン
プ
の
下
に
置
か
れ
た

ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
み
、
夕
飯
を
食
べ
な
が
ら
、
書
類
を
広
げ
て
何
か
を
話
合
っ
て
い
る
よ
う
な
数
人
の
男
性
、
ま
た
別
の
写

真
で
は
ラ
ン
プ
の
下
に
眠
る
子
供
の
傍
で
縫
物
を
す
る
女
性
な
ど
、
ラ
ン
プ
の
灯
を
中
心
に
し
た
村
人
た
ち
の
夜
の
営
み

を
追
っ
た
写
真
が
続
く
。
そ
の
後
で
、
写
真
は
朝
の
場
面
へ
と
転
じ
て
い
る
。
向
日
葵
を
前
景
に
朝
日
を
浴
び
た
集
合
住

宅
の
外
観
、
そ
し
て
窓
か
ら
差
し
込
む
光
の
中
で
朝
餉
を
準
備
す
る
一
人
の
女
性
や
、
机
に
向
っ
て
書
き
物
を
す
る
一
人

の
男
性
と
い
っ
た
朝
の
光
に
浸
さ
れ
た
屋
内
外
の
風
景
の
写
真
で
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
か
つ

て
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
が
伝
え
た
活
気
や
賑
わ
い
と
は
対
照
的
な
、
寂
寞
か
つ
閑
散
と
し
た
集
落
の
様
子
が
克
明
に
写
し
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出
さ
れ
て
い
る
。

生
前
に
陽
の
目
を
み
る
こ
と
の
無
か
っ
た
こ
の
一
連
の
写
真
を
、
小
島
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
や
意
図
で
撮
影
し
た
か
に

つ
い
て
は
、
今
と
な
っ
て
は
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
入
植
当
初
に
「
全
国
的
に
注
視
を
浴
び
た
」
こ
の
開
拓

村
の
「
今
」
が
気
に
な
り
、
二
日
間
に
わ
た
っ
て
密
着
取
材
し
た
成
果
を
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
組
写
真
で
、
雑

誌
媒
体
等
に
発
表
す
る
機
会
を
探
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
島
が
撮
影
を
し
た
翌
年
の
一
九
六
〇
年
、
細
々
と
存
続
し
て
い
た
残
り
の
世
帯
す
べ
て
が
ヌ
ラ
平
で
の
暮
ら
し
に
見

切
り
を
つ
け
て
、
近
隣
の
雲
谷
山
吹
地
区
に
移
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
、
同
地
は
採
草
地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ヌ

ラ
平
と
い
う
当
時
の
地
名
は
地
図
上
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
消
え
ゆ
く
寸
前
の
集
落
に
暮
ら
す
人
々
の
秋
の
一
日
を
と

ど
め
た
小
島
の
写
真
は
、
戦
後
、
約
七
年
間
の
み
存
続
し
た
開
拓
村
の
数
少
な
い
記
録
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

三

川
村
勇
（
一
九
二
五
―
）
の
六
ヶ
所
村
開
拓
写
真

青
森
県
下
北
半
島
の
基
部
に
位
置
し
、
東
を
太
平
洋
に
臨
む
六
ヶ
所
村
は
、
県
内
で
も
有
数
の
多
雪
地
帯
で
、
夏
に
は

ヤ
マ
セ
と
呼
ば
れ
る
偏
東
風
の
影
響
か
ら
日
照
時
聞
が
少
な
く
、
低
温
多
雨
。
農
耕
に
向
か
ず
、
往
時
よ
り
土
地
の
利
用

に
乏
し
い
地
域
だ
。
そ
の
六
ヶ
所
村
倉
内
芋
ヶ
崎
地
区
に
、
山
形
県
庄
内
郷
か
ら
開
拓
団
が
入
っ
た
の
は
、
終
戦
か
ら
約

二
年
後
の
こ
と
で
あ
る

12

。
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
先
遣
隊
が
入
り
、
翌
年
に
は
、
佐
藤
繁
作
団
長
を
中
心
と
し

た
計
六
五
戸
の
開
拓
村
が
こ
の
地
に
作
ら
れ
た
。
こ
の
開
拓
団
の
成
り
立
ち
は
、
ヌ
ラ
平
の
開
拓
団
と
同
様
、
満
蒙
開
拓

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
山
形
県
二
市
三
郡
か
ら
成
る
庄
内
郷
開
拓
団
は
、
日
本
で
最
初
に
作
ら
れ
た
分
郷
開
拓
団
の

一
つ
で
、
当
時
二
〇
代
の
佐
藤
繁
作
は
、
そ
の
青
年
団
長
を
つ
と
め
た
人
物
だ
っ
た
。
終
戦
後
、
佐
藤
団
長
は
、
生
き
残
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り
の
団
員
を
引
き
連
れ
て
日
本
に
帰
っ
て
き
た
が
、
故
郷
の
山
形
に
安
住
の
地
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
団
員
と
と

も
に
六
ヶ
所
村
に
新
天
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
戦
を
挟
む
約
一
〇
年
に
わ
た
り
、
大
陸
と
日
本
で
、
多
く
の
苦

労
を
共
に
し
た
経
験
は
、
こ
の
開
拓
団
の
結
束
を
強
靭
な
も
の
に
し
て
い
た
。

開
拓
民
は
入
植
と
同
時
に
、
共
同
体
の
営
農
と
生
活
の
基
盤
と
な
る
農
業
協
同
組
合
を
結
成
す
る
の
が
一
般
的
で
、
庄

内
13

に
も
早
々
に
開
拓
農
協
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
農
協
に
、
川
村
勇
と
い
う
職
員
が
い
た
。
川
村
が
庄
内
の
開
拓
村
に

移
り
住
ん
だ
の
は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
四
月
。
村
は
入
植
か
ら
八
年
が
経
過
し
て
い
た
。
鉱
山
で
の
勤
務
、
入

隊
、
代
用
教
員
な
ど
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
を
生
き
な
が
ら
、
カ
メ
ラ
を
唯
一
の
趣
味
と
し
、
お

金
の
な
い
時
は
、
手
作
り
の
カ
メ
ラ
で
撮
影
を
続
け
る
ほ
ど
写
真
に
熱
中
し
て
い
た
川
村
は
、
あ
る
時
佐
藤
団
長
か
ら
、

馬
鈴
薯
の
冷
害
の
惨
状
を
訴
え
る
た
め
の
写
真
を
撮
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
川
村
は
、

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
） 
年
に
離
村
す
る
ま
で
の
約
七
年
間
に
わ
た
り
、
仕
事
の
合
問
を
見
つ
け
て
は
村
の
様
子
を
撮
り

続
け
た
。

川
村
が
滞
在
し
て
い
た
時
期
の
庄
内
は
、
昭
和
二
〇
年
代
末
の
大
冷
害
を
受
け
て
、
畑
作
主
体
か
ら
酪
農
へ
の
転
換
期

に
あ
っ
た
。
農
協
の
職
員
と
し
て
川
村
は
、馬
鈴
薯
、菜
種
、デ
ン
ト
コ
ー
ン
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
耕
種
農
業
の
試
み
や
【
図

８
、９
】、乳
牛
の
導
入
な
ど
、営
農
に
お
け
る
出
来
事
を
写
真
に
残
す
一
方
で
、ラ
ン
プ
の
灯
る
部
屋
で
の
家
族
の
団
欒【
図

10
】、
演
芸
会
の
練
習
、
嫁
入
り
【
図
11
】、
墓
参
り
な
ど
、
村
人
た
ち
の
ハ
レ
と
ケ
、
双
方
に
わ
た
る
日
々
の
営
み
を
も

く
ま
な
く
写
し
た
。

独
学
で
写
真
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
川
村
だ
が
、
他
の
地
方
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
の
例
に
漏
れ
ず
、
当
時
隆
盛
期
に

あ
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
運
動
の
波
を
一
身
に
受
け
た
一
人
で
あ
っ
た
。特
に
木
村
伊
兵
衛
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
、
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図 8 川村勇 開墾作業
1957 年頃 個人蔵

図 9 川村勇 馬鈴薯の収穫
1955-62 年 個人蔵

図 10 川村勇 いろりとランプの生活
 1955-62 年 個人蔵

図 11 川村勇 山形の風習「嫁ぶれ」
 1955-62 年 個人蔵
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巨
匠
が
撮
影
会
の
た
め
十
和
田
湖
を
訪
れ
た

時
は
、
そ
の
技
を
盗
も
う
と
ぴ
っ
た
り
と
側

に
つ
い
て
歩
い
た
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
豊

か
な
自
然
の
中
で
無
邪
気
に
遊
ぶ
子
供
た
ち
、

額
に
汗
し
て
働
く
男
、
満
面
の
笑
み
で
収
穫

を
歓
ぶ
農
婦
、
農
作
業
の
合
間
に
授
乳
す
る

た
く
ま
し
い
母
の
姿
な
ど
【
図
12
】、
川
村
の

写
真
が
描
き
出
す
農
村
社
会
の
牧
歌
的
な
様

相
は
、
木
村
伊
兵
衛
が
一
九
五
〇
年
代
か
ら

二
〇
年
以
上
通
い
詰
め
て
撮
影
し
た
「
秋
田
」

の
シ
リ
ー
ズ
を
想
わ
せ
る
。

同
時
代
の
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
が
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、
川
村
も
ま
た
腕
試
し
に
地
方
の
新
聞
や
カ
メ
ラ
雑
誌

の
投
稿
欄
に
写
真
を
応
募
し
、
入
選
の
実
績
を
重
ね
て
い
た
と
こ
ろ
を
み
る
と

14
、
本
人
が
自
ら
の
写
真
に
「
作
品
」
的

価
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
方
で
、
家
族
同
然
に
付
き
合
っ
て
い
た
被
写
体
と
な
っ
た
村
人
た
ち
に

と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
良
質
な
記
念
写
真
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
プ
リ
ン
ト
は
多
め
に
焼
い
て
な
る
べ
く
被
写

体
と
な
っ
た
人
々
に
分
け
与
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
写
真
家
自
身
は
、
村
を
離
れ
る
際
の
引
っ
越
し
の
ど
さ
く
さ
で
、
当

時
の
ネ
ガ
や
プ
リ
ン
ト
の
多
く
を
失
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
人
の
手
元
に
は
多
く
の
写
真
が
残
さ
れ
、
そ
れ
ら
は

こ
の
開
拓
村
の
記
憶
の
継
承
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

図 12 川村勇 農作業の合間の授乳
 1955-62 年 個人蔵
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一
九
七
七
（
昭
和
五
二
） 

年
、
庄
内
開
拓
の
入
植
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
『
入
植
三
十
周
年
記
念
誌

挑

開
拓
三
十
星
霜
』

15
に
は
、「
三
十
周
年
想
い
出
写
真
集
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
、
川
村
の
写
真
が
多
数
編
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
庄
内
酪
農
農
業
協
同
組
合
は
、『
目
で
見
る
庄
内
開
拓
史
』
と
銘
打
ち
、
川
村
の
プ
リ
ン
ト

や
入
植
第
一
弾
の
メ
ン
バ
ー
の
肖
像
写
真
を
貼
付
け
た
大
き
な
ア
ル
バ
ム
を
作
成
し
て
い
た
【
図
13
】。
さ
ら
に
一
〇
年

が
経
過
し
、
入
植
四
〇
周
年
の
折
。
三
〇
周
年
記
念
誌
に
載
せ
た
写
真
が
好
評
だ
っ
た
た
め
、
記
念
誌
に
加
え
、『
拓
跡
』

と
題
さ
れ
た
四
六
ペ
ー
ジ
の
写
真
集
が
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
巻
頭
で
、
川
村
と
親
し
か
っ
た
土
田
浩
は
「
此
の
生
き
た
写

真
の
多
く
は
当
時
職
員
だ
っ
た
川
村
勇
君
が
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
想
像
出
来
な
い
頃
の
こ
と
だ
け
に
彼
の

技
術
の
良
さ
は
勿
論
の
こ
と
、
移
り
替
る
四
季
の
中
に
拓
か
れ
る
生
命
を
追
い
続
け
る
執
念
が
写
真
に
の
り
移
っ
て
い
る

と
し
か
思
わ
れ
な
い
」16
と
、
友
人
が
残
し
た
写
真
の
魅
力
を
熱
く
語
っ
て
い

る
。「
開
懇
」、「
ナ
タ
ネ
、
馬
鈴
薯
、
雑
穀
」、「
生
活
」、「
酪
農
の
始
ま
り
」

と
章
立
て
し
な
が
ら
、
川
村
の
数
々
の
写
真
を
掲
載
し
た
こ
の
写
真
集
は
、

ま
さ
に
『
拓
跡
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、
開
拓
団
の
足
跡
を
た
ど
る
ア

ル
バ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
庄
内
の
「
拓
跡
」
と
し
て
供
さ
れ
る
時
の
川
村
の
写
真
に
は
、

一
点
一
点
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
解
説
が
付
さ
れ
る
の
が
常
だ
。
例
え
ば
、
び
っ

し
り
と
雪
が
凍
み
つ
い
た
井
戸
の
写
真
に
は
「
冬
の
水
く
み
は
大
変
だ
っ
た
」

【
図
14
】、
初
め
て
室
内
に
電
灯
が
と
も
っ
た
瞬
間
を
撮
っ
た
写
真
に
は
「
電

気
が
灯
い
た
‼ 

（
昭
和
三
十
二
年
）」【
図
15
】、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
地
を
決
め
る

図 13 アルバム「目で見る庄内開拓史」
 らくのう青森農業協同組合蔵
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べ
く
村
人
た
ち
が
手
作
り
の
供
養
塔
を
原
野
に

立
て
る
様
子
を
撮
っ
た
写
真
に
は
「
我
が
家
の

墓
地
は
こ
こ
で
す
」
な
ど
。
被
写
体
の
声
と
し

て
響
く
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
と
も
す
る
と

木
村
伊
兵
衛
調
の
「
作
品
」
に
な
り
た
が
る
川

村
の
写
真
か
ら
、
入
植
以
来
の
苦
難
に
満
ち
た

道
の
り
を
生
々
し
く
呼
び
起
こ
す
。

そ
の
後
、
五
〇
周
年
、
六
〇
周
年
と
続
く
記

念
誌
の
中
で
は
、
在
住
の
人
た
ち
が
撮
っ
た
写

真
の
割
合
が
増
え
、
川
村
の
写
真
は
数
え
る
程

度
に
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
盛

大
に
行
わ
れ
た
五
〇
周
年
記
念
の
際
は
、
丘
陵

地
で
鍬
を
振
り
上
げ
て
切
り
株
を
掘
り
起
こ
す

農
夫
を
捉
え
た
、
開
拓
の
象
徴
と
も
い
え
る
川

村
の
写
真
を
テ
レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド
に
し
た
も
の

が
、
記
念
品
と
し
て
皆
に
配
ら
れ
て
い
る
【
図

16
】。
二
〇
一
八
年
に
庄
内
地
区
は
、
開
拓
七
〇

周
年
を
迎
え
た
。
少
子
高
齢
化
に
よ
る
後
継
者

図 15 アルバム
「目で見る庄内開拓史」より

図 16 入植 50 周年記念に庄内酪農
 農業協同組合が作った
 テレフォンカード

図 14 『入植四十周年記念
「写真集」 拓跡』
（庄内酪農協同組合
1988 年）より
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不
足
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
入
植
か
ら
続
く
家
系
の
三
世
な
ど
が
中
心
と
な
り
、
酪
農
を
軸
に
村
を
存
続
さ

せ
て
い
る
。

『
拓
跡
』 

の
中
で
、
入
植
三
代
目
の
伊
藤
和
夫
は
こ
う
語
っ
て
い
た
。

現
在
の
よ
う
な
情
報
化
時
代
は
、
経
験
を
誇
る
語
り
部
を
必
要
と
し
な
い
の
で
す
が
、
余
り
に
も
多
す
ぎ
る
過
去
、

現
在
、
未
来
に
至
る
情
報
は
と
て
も
吸
収
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
去
法
に
よ
り
次
々
と
入
れ
替
え
な
い

と
つ
い
て
い
け
な
い
時
代
で
す
。（ 

… 

） 

こ
の
写
真
集
は
、
私
遠
の
歩
み
を
確
認
で
き
る
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

今
迄
同
様
に
誇
れ
る
庄
内
を
、
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う

17 

。

一
九
六
〇
年
代
末
に
始
ま
る
六
ヶ
所
村
を
中
心
と
す
る
大
規
模
臨
海
工
業
地
帯
の
建
設
を
目
的
と
し
た
「
む
つ
小
川
原

開
発
」。
そ
れ
に
と
も
な
う
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
よ
る
土
地
の
買
い
占
め
は
、
庄
内
の
よ
う
な
戦
後
の
開
拓
集
落
を
狙
い
撃
ち

し
た

18
。
開
拓
集
落
は
在
来
集
落
に
比
べ
て
、
広
い
土
地
を
所
有
し
な
が
ら
、
度
重
な
る
冷
害
や
農
政
の
失
策
に
よ
り
経

営
に
行
き
詰
ま
り
、
多
額
の
負
債
を
抱
え
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
見
込
ん
で
い
た
地
価
の
五
倍
か
ら
一
〇
倍
の
値
で

交
渉
し
て
く
る
土
地
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
話
は
、生
活
に
困
窮
す
る
開
拓
農
家
の
人
々
に
と
っ
て
、渡
り
に
船
の
申
し
入
れ
だ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
自
ら
の
手
で
切
り
拓
い
た
土
地
に
留
ま
る
意
志
を
保
持
し
た
庄
内
の
開
拓
村
の
人
々
に
と
っ

て
、
入
植
以
来
の
辛
苦
の
日
々
の
記
憶
は
、
開
発
の
波
へ
抵
抗
す
る
た
め
の
精
神
的
砦
と
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。「
こ

の
写
真
集
は
、
私
遠
の
歩
み
を
確
認
で
き
る
も
の
で
す
。」
と
い
う
伊
藤
和
夫
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
時
、
常
に
入

植
当
時
に
連
れ
戻
し
て
く
れ
た
川
村
の
写
真
が
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



022

四 

ま
と
め

一
九
五
〇
年
代
後
半
と
い
う
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
同
じ
青
森
県
内
で
戦
後
の
緊
急
開
拓
地
の
様
子
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
い

た
小
島
一
郎
と
川
村
勇
。
前
者
は
取
材
を
目
的
と
し
た
わ
ず
か
二
日
ば
か
り
の
来
訪
者
で
あ
り
、
後
者
は
開
拓
地
に
暮
ら

す
当
事
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
被
写
体
に
向
か
う
立
ち
位
置
は
自
ず
と
異
な
る
。
ま
た
、
小
島
が
訪
れ
た
ヌ
ラ
平
は
数

え
る
程
の
世
帯
を
残
す
風
前
の
灯
火
の
開
拓
集
落
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
川
村
が
撮
影
し
た
の
は
、
今
日
ま
で
続
く
よ
う

な
耐
久
力
を
具
え
た
開
拓
団
が
暮
ら
す
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
状
況
は
違
っ
て
い
て
も
、
二
人
が
写
し
出
す
開
拓
地
の

風
景
に
は
共
通
す
る
要
素
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
茫
漠
と
し
た
大
地
を
相
手
に
し
た
労
働
、
馬
力
に
頼
っ
た
農
耕
、
そ

し
て
ラ
ン
プ
の
灯
火
に
よ
る
夜
の
生
活
、
こ
う
し
た
素
朴
な
生
の
営
み
は
、
戦
前
の
日
本
の
植
民
地
で
の
開
拓
民
ら
の
体

験
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
高
度
経
済
成
長
期
と
い
う
当
時
の
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

風
景
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
後
の
開
拓
事
業
は
全
国
規
模
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同

事
業
が
始
ま
る
終
戦
後
ま
も
な
い
時
期
か
ら
終
了
と
な
る
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
こ
う
し
た
前
近
代
的
風
景

が
全
国
各
地
に
点
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。こ
の
推
測
を
助
け
る
青
森
県
外
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
、

最
後
に
岩
手
県
の
戦
後
開
拓
の
地
を
撮
っ
た
一
冊
の
写
真
集
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

そ
の
写
真
集
は
青
山
学
院
大
学
写
真
部
が
共
同
製
作
と
し
て
行
っ
た
活
動
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
、『
岩
手
山
麓

戦
後
12
年
目
の
開
拓
村
を
み
る
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
九
六
〇
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る

19
【
図
17
】。
青
山
学

院
大
学
写
真
部
の
部
員
ら
が
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
一
年
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
開
拓
村
に
通
い
、

時
に
は
村
人
と
寝
食
を
共
に
し
な
が
ら
撮
影
し
た
写
真
が
、
開
拓
村
の
営
農
形
態
に
分
け
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、
社
会
学

的
視
点
か
ら
の
考
察
も
含
ん
だ
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
性
格
の
強
い
写
真
集
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
取
材
に
入
っ
た
岩
手
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山
麓
の
開
拓
村
も
ま
た
満
州
や
そ
の
他
の
外
地
か
ら
の
引
揚
者

が
入
植
者
の
多
く
を
占
め
、
中
に
は
ヌ
ラ
平
の
よ
う
に
中
国
共

産
党
下
で
の
教
育
に
従
っ
て
集
団
農
場
の
生
活
を
続
け
て
い
る

集
落
も
含
ま
れ
て
い
る
。
青
山
学
院
大
学
写
真
部
が
取
材
に
入
っ

た
の
は
、
入
植
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
約
一
〇
年
が
経
過
し
た
時

点
で
、
そ
の
頃
に
は
当
初
四
万
戸
を
数
え
た
入
植
者
の
数
は
四

分
の
一
ま
で
減
っ
て
い
た
と
言
う
。
最
初
の
一
〇
年
間
の
暗
中

模
索
を
乗
り
越
え
て
、
あ
る
程
度
軌
道
に
乗
っ
た
開
拓
の
営
み

と
は
言
え
未
だ
厳
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
を
伝
え
る
こ
の
本
に
編
ま

れ
た
写
真
で
は
、
原
野
で
の
根
株
の
掘
り
起
こ
し
作
業
【
図
18
】、

雪
で
覆
わ
れ
凍
み
つ
い
た
井
戸
【
図
19
】、
馬
を
使
っ
た
農
耕
作

業
、
ラ
ン
プ
の
下
で
の
生
活
な
ど
【
図
20
】、
小
島
一
郎
や
川
村

勇
の
写
真
に
も
見
ら
れ
た
同
じ
よ
う
な
場
面
が
く
り
返
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
れ
ら
の
写
真
は
、「
乳
と
蜜
の
流
れ
る
地
」
を
夢
見
て
生
み

出
さ
れ
た
戦
前
の
開
拓
村
が
、
戦
後
、
日
本
の
山
野
に
場
所
を
移
し
、
高
度
経
済
成
長
期
の
陰
で
続
い
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
戦
後
の
開
拓
地
の
中
に
は
、
そ
の
過
酷
な
環
境
に
よ
る
人
々
の
生
活
の
不
安
定
さ
ゆ
え
に
、
道
場

親
信
が
「
戦
後
開
拓
と
農
民
闘
争

―
社
会
運
動
の
中
の
「
難
民
」
体
験
」
の
中
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
や
が
て
、
基
地

図 17 青山学院大学写真部共同製作による写真集
『岩手山麓 戦後 12 年目の開拓村をみる』
（1960 年）中 タイトル頁
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図 18 『岩手山麓 戦後 12 年目の開拓村をみる』
「集団農場」の章から開墾 (22-23 頁 )

図 19 『岩手山麓 戦後 12 年目の開拓村をみる』
「散在部落」の章から冬の生活 (8-9 頁 )

図 20 『岩手山麓 戦後 12 年目の開拓村をみる』
「散在部落」の章からランプの生活 (16-17 頁 )
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の
（
茨
城
県
百
里
基
地
）、
空
港
の
（
千
葉
県
三
里
塚
）、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
（
青
森
県
六
ケ
所
村
）、
オ
ウ
ム
真

理
教
教
団
施
設
の
（
山
梨
県
上
九
一
色
村
）
の
用
地
買
収
の
標
的
と
な
り
、
大
き
な
社
会
運
動
の
現
場
と
な
っ
た
も
の
も

あ
っ
た

20
。「「
戦
後
開
拓
」
は
「
帝
国
」
が
「
国
民
国
家
」
の
衣
装
を
ま
と
う
た
め
に
偽
装
さ
れ
た
国
内
植
民
地
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
」

21
道
場
は
い
み
じ
く
も
こ
う
語
っ
て
い
る
。

小
島
一
郎
、
川
村
勇
、
そ
し
て
青
山
学
院
大
学
写
真
部
の
部
員
ら
が
撮
っ
た
写
真
は
、
空
港
の
滑
走
路
や
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
施
設
の
下
で
土
塊
に
消
え
た
い
く
つ
も
の
戦
後
開
拓
の
営
み
を
指
し
示
し
な
が
ら
、
今
私
た
ち
が
立
つ
場
所
を
厳
し

く
問
い
続
け
る
。
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１

宮
本
常
一
『
私
の
日
本
地
図 

３ 

下
北
半
島
』
同
友
館
、
一
九
六
七
年
、
二
一
四
頁

2

大
邑
登
喜
夫
『
野
平
物
語
』
大
邑
登
喜
夫
（
私
版
）、
一
九
九
九
年
、
一
四
二
―
一
四
三
頁

3

青
森
県
農
林
部
農
地
調
整
課
編
『
青
森
県
戦
後
開
拓
史
』、
一
九
七
六
年
、
五
頁

4

「
写
真
一
〇
〇
年
―
―
日
本
人
に
よ
る
写
真
表
現
の
歴
史
展
」
は
一
九
六
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
東
京
の
西
武
百
貨
店
を
皮
切       

り
に
、
名
古
屋
、
大
阪
、
新
潟
に
巡
回
し
た
。

5

内
藤
正
敏
「
北
海
道
開
拓
時
代
と
記
録
写
真
」『
世
界
』
一
九
六
八
年
一
一
月
号
、
二
六
三
―
二
六
五
頁
。「
私
説
・
田
本
研
造
論
」

『
季
刊
写
真
映
像
』
一
号
、
一
九
六
九
年
、
一
六
四
―
一
七
〇
頁
。

6

「
津
軽
」
と
題
さ
れ
た
小
島
一
郎
の
初
個
展
は
一
九
五
八
年
六
月
六
日
―
十
一
日
に
か
け
て
、
東
京
銀
座
の
小
西
六
フ
ォ
ト
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
こ
の
会
場
で
配
布
さ
れ
た
も
の
で
、
小
島
一
郎
の
あ
い
さ
つ
の
言
葉
と
名
取
洋

之
助
の
言
葉
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

7

『
カ
メ
ラ
毎
日
』
一
九
五
六
年
一
二
月
号
の
「
新
人
の
場
」
に
小
島
一
郎
が
下
北
で
取
材
し
た
写
真
と
共
に
紹
介
さ
れ
た
記
事
の

中
で
、
写
真
家
の
コ
メ
ン
ト
欄
に
「
ス
ナ
ッ
プ
よ
り
造
型
美
で
ゆ
き
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

8

小
島
は
『
カ
メ
ラ
毎
日
』
一
九
六
三
年
九
月
号
「
わ
た
し
の
技
法
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津
軽
野

―
夏
か
ら
冬
ま
で
」
の
中
で
、
こ
の
「
印
画
の

整
理
ア
ル
バ
ム
」
に
触
れ
、「
私
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
っ
た
も
の
は
、
全
部
名
刺
判
に
引
き
伸
ば
し
て
整
理
し
て
い
る
。
密
着
焼

き
で
も
よ
い
の
だ
が
、
私
の
写
真
に
は
、
焼
き
込
み
な
ど
す
る
も
の
が
非
常
に
多
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
引
き
伸
ば
し
て
み
な
け

れ
ば
そ
の
感
じ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。」
と
語
っ
て
い
る
。

9

雲
谷
財
産
区
史
編
纂
委
員
会
『
雲
谷
財
産
区
史
「
お
や
す
の
里
」』
青
森
市
雲
谷
財
産
区
、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
五
頁

10

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
九
五
四
年
七
月
七
日
号
、
四
―
五
頁
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11

前
掲
『
青
森
県
戦
後
開
拓
史
』、
三
七
〇
頁

12

六
ヶ
所
村
倉
内
芋
ヶ
崎
地
区
庄
内
に
お
け
る
開
拓
の
歴
史
に
つ
い
て
は
前
掲
『
青
森
県
戦
後
開
拓
史
』、
四
六
三
頁
―
四
七
八
頁

を
参
照
し
た
。

13

こ
こ
で
は
庄
内
開
拓
団
が
定
住
し
た
六
ヶ
所
村
の
特
定
の
地
域
を
指
す
た
め
に
、
開
拓
団
や
周
辺
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
慣
習
的

に
用
い
ら
れ
た
「
庄
内
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。

14

『
カ
メ
ラ
毎
日
』
一
九
五
六
年
一
〇
月
号
で
は
、
密
着
焼
の
部
門
で
、
佳
作
に
《
子
供
の
世
界
》
が
、
組
写
真
の
部
門
に
お
い
て

は
三
等
に
《
愉
快
な
将
棋
》
が
入
選
。
ま
た
同
誌
の
一
九
五
六
年
一
二
月
号
で
は
、
密
着
焼
の
部
門
で
一
等
の
《
花
火
》、
佳
作

の
《
開
拓
地
に
て
》、
第
三
次
審
査
を
パ
ス
し
た
《
葉
脈
》
と
三
点
の
作
品
が
入
選
し
て
い
る
。

15

庄
内
酪
農
農
業
協
同
組
合
に
よ
る
発
行
。

16

村
井
正
昌
、
星
川
和
夫
編
『
拓
跡
』
庄
内
酪
農
農
業
協
同
組
合
、
一
九
八
八
年
、
一
頁

17

同
前
書
、
三
六
頁

18

「
む
つ
小
河
原
開
発
」
に
よ
る
六
ヶ
所
村
の
開
発
の
経
緯
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
主
に
参
照
し
た
。
六
ヶ
所
村
文
化
財
審
議

委
員
会
編
『
六
ヶ
所
村
戦
後
開
拓
史
巻
１

―
千
歳
・
庄
内
開
拓
地
区
―
』
六
ヶ
所
村
教
育
委
員
会
、一
九
七
九
年
。
鎌
田
慧
『
六
ヶ

所
村
の
記
録
』
上
・
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。
舩
橋
晴
俊
、
長
谷
川
公
一
、
飯
島
伸
子
編
『
巨
大
地
域
開
発
の
構
想
と
帰

結

む
つ
小
川
原
開
発
と
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

19

一
九
五
八
年
七
月
に
は
東
京
・
銀
座
の
小
西
六
フ
ォ
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
写
真
集
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
青
山
学
院
大
学
写
真
部
の
こ
の
岩
手
山
麓
開
拓
村
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
仕
事
に
対
し
て
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
度

第
五
回
毎
日
写
真
賞
特
別
賞
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
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20

道
場
親
信
「
戦
後
開
拓
と
農
民
闘
争
―
社
会
運
動
の
中
の
「
難
民
」
体
験
―
」『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
号
、
二
一
二

―
二
三
九
頁
。

21

同
前
書
、
二
三
六
頁
。

附
記

本
稿
は
、
拙
稿
「
開
拓
の
地
層

―
六
ケ
所
村
開
拓
写
真
が
問
う
も
の
」『photographers’gallery press no. 7

』

（photographers’gallery

、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
二
―
二
一
七
頁
）
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。




