
状
況
な
ど
多
様
な
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
わ
る
国
家
や
地
域
に

よ
っ
て
帰
国
し
た
移
民
の
性
格
も
、「
帰
」
の
含

意
も
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の

移
民
の
比
較
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
「
帰
」
と
の
対
話
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
組
織
さ
れ
た
の
が
、

民
博
の
共
同
研
究
「
帰
還
移
民
の
比
較
民
族
誌

的
研
究

―
帰
還
・
故
郷
を
め
ぐ
る
概
念
と
生

活
世
界
」
で
あ
る
。
本
共
同
研
究
で
は
、
ア
フ
リ

カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
日
本
、
中
国
（
大

陸
・
台
湾
）、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
い
っ
た
地
域
を
対

象
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
生
き
る
「
母
国
」
に

「
戻
っ
て
き
た
」
移
民
個
人
の
生
活
世
界
、
戦
略

的
な
生
き
方
の
選
択
、
公
的
史
観
や
血
筋
、
身
体

的
特
徴
、
移
住
先
で
え
た
文
化
的
要
素
や
人
間

関
係
が
い
か
に
し
て
彼
ら
／
彼
女
ら
の
生
活
を
制

限
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
切

り
込
み
、
実
証
的
に
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

移
動
に
よ
っ
て
故
郷
認
識
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
、

ど
の
よ
う
に
「
故
郷
」
が
「
創
出
」
さ
れ
る
の
か
、

ま
た
は
「
故
郷
」
は
永
久
に
固
定
さ
れ
た
も
の
な

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

帰
国
華
僑
の「
異
文
化
」体
験

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
帰
国
華
僑
を
考
察
し
て
き

た
。
帰
国
華
僑
と
は
文
字
ど
お
り
帰
っ
て
き
た
華

僑
華
人
（
個
人
、
集
団
の
両
方
を
指
す
）
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
お
も
に
、
中
華
人
民
共
和
国

誕
生
前
後
の
一
九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代

に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
帰
国
し
た
華
僑
華
人
を
対
象

と
す
る
。
こ
の
時
期
の
帰
国
の
理
由
は
大
き
く
ふ

た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
の
動

き
の
な
か
で
、
華
僑
排
斥
運
動
が
激
化
し
、（
半
）

強
制
的
に
帰
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
た
め
。
も
う
ひ

と
つ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
後
の
一
九
四

〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
を
中
心
に
、
中
国
（
大

陸
）
で
進
学
す
る
た
め
、
も
し
く
は
革
命
運
動
に

参
加
す
る
た
め
に
、
自
ら
進
ん
で
、
あ
る
い
は
両

親
の
勧
め
で
帰
国
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
っ
た
帰
国
華
僑
と
接
し
て

い
る
と
、
わ
た
し
と
は
国
籍
、
年
代
な
ど
の
条
件

は
異
な
る
も
の
の
、
彼
ら
／
彼
女
ら
と
同
じ
気
持

ち
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
留
学
生
と
し

て
異
国
の
地
に
い
る
わ
た
し
と
、
共
通
す
る
事
柄

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
帰
国
当
時
、

籍せ
き
か
ん貫

（
父
方
祖
先
の
出
身
地
）
を
知
っ
て
い
る
も

の
の
、
そ
こ
に
家
が
な
く
、
親
族
と
の
連
絡
も
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
人
が
大
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

血
縁
・
地
縁
上
、
一
応
は
中
国
に
ゆ
か
り
が
あ
る

も
の
の
、
彼
ら
に
と
っ
て
実
際
、
中
国
は
「
外

国
」
で
あ
っ
た
。
移
住
先
地
で
は
、
現
地
の
こ
と

ば
や
中
国
の
地
方
語
（
広カ

ン

東ト
ン

語
、
客ハ

ッ

家カ

語
、
閩ミ

ン

南ナ
ン

語
等
）
を
話
し
て
い
た
た
め
、
帰
国
し
て
か
ら

改
め
て
「
普
通
話
」（
標
準
中
国
語
）
を
学
び
、

地
元
の
気
候
、
農
作
業
、
生
活
習
慣
と
い
っ
た

「
異
文
化
」
に
適
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
な
か
に
は
心
理
的
に
不
安
定
で
、
中
国

に
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
再
び
第
三
の
地

へ
移
住
し
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
る
人
も
見
ら
れ

た
。
実
際
に
、
香
港
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
な
ど
へ
再
移
住
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
帰
国
華
僑
女
性
の
運
命

わ
た
し
が
「
母
」
と
し
て
慕
う
ミ
ャ
ン
マ
ー
帰

国
華
僑
の
女
性
（
一
九
五
三
年
生
ま
れ
・
籍
貫
は

福ふ
っ

建け
ん

省
安ア

ン

溪シ
ー

、
厦ア

モ
イ門
在
住
）
が
い
る
。
彼
女
は

一
九
六
七
年
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
近

い
小
さ
な
町
か
ら
姉
と
二
人
で
帰
国
し
た
。
雲う

ん

南な
ん

に
着
く
と
、
今
後
の
生
活
を
政
府
に
任
せ
る
か
、

自
分
の
力
で
や
っ
て
い
く
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
。

彼
女
は
政
府
に
従
う
こ
と
を
選
び
、
江こ

う
せ
い西
に
落
ち

着
く
こ
と
に
な
り
、
地
元
の
中
学
に
編
入
し
た
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
時
代
、
中
華
学
校
に
通
っ
て
い
た
。

勉
強
が
好
き
で
、
将
来
は
中
国
の
大
学
に
進
学
し
、

教
師
に
な
る
こ
と
が
夢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

江
西
で
は
政
治
動
乱
の
た
め
に
授
業
を
受
け
ら
れ

な
い
日
々
が
続
い
た
。
高
校
卒
業
後
は
政
府
に
よ

り
靴
下
製
造
工
場
に
配
属
さ
れ
、
退
職
ま
で
そ
こ

で
働
い
た
。「
工
場
に
配
属
さ
れ
た
と
き
に
は
地

獄
に
突
き
落
さ
れ
た
気
持
ち
だ
っ
た
」
と
、
彼
女

は
語
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
中
華
学
校
で
聞
か
さ
れ

て
い
た
理
想
的
な
中
国
と
、
現
実
の
中
国
と
の
あ

い
だ
に
は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
た
の
で

あ
っ
た
。
彼
女
は
ず
っ
と
帰
国
を
後
悔
し
て
い
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
、
帰
国
後
初
め
て
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
親
戚
訪
問
に
行
き
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
の

遅
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、「
近
年
の
中

国
経
済
の
発
達
を
み
る
と
帰
国
は
正
し
か
っ
た
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

か
ら
中
国
の
江
西
、
そ
し
て
厦
門
と
移
動
を
繰
り

返
し
て
き
た
。
ど
こ
の
出
身
か
と
聞
か
れ
た
と
き
、

「
安
溪
人
と
答
え
る
と
発
音
が
違
う
と
言
わ
れ
る
。

江
西
に
は
一
番
長
く
い
た
け
れ
ど
、
特
に
気
に
か

け
る
人
も
い
な
い
の
で
愛
着
を
感
じ
な
い
。
今
は

厦
門
に
家
族
が
い
る
の
で
こ
こ
が
居
場
所
。
で
も

こ
れ
か
ら
息
子
が
落
ち
着
く
場
所
に
移
動
す
る

か
も
し
れ
な
い
」。

彼
女
の
故
郷
認
識
は
、
中
国
か
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
い

う
国
家
を
基
準
に
す
る
こ
と
や
、
籍
貫
が
ど
こ
に

あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
家
族
、
親
戚

な
ど
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
が
今
ど
こ
で
ど
の
よ

う
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
更
に
、
中
国
の
政
治
的
・
経

済
的
・
文
化
的
政
策
の
変
化
や
元
移
住
先
と
中
国

と
の
関
係
も
ま
た
故
郷
認
識
に
影
響
を
与
え
て
い

る
。
帰
国
華
僑
に
と
っ
て
「
故
郷
」
と
は
、
周
囲

を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
意

味
づ
け
ら
れ
続
け
る
流
動
的
な
概
念
で
あ
る
。

「
故
郷
」に
つ
い
て
問
う

生
活
経
験
の
な
い
「
母
国
」
へ
「
戻
っ
て
く

る
」
移
民
に
と
っ
て
「
帰
」（
戻
っ
て
く
る
こ
と
）

が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
追

及
す
る
に
は
、
当
事
者
が
置
か
れ
た
時
代
の
国
際

社
会
の
状
況
、
出
身
国
と
移
住
先
国
と
の
歴
史

的
・
政
治
的
・
経
済
的
関
係
や
宗
教
的
要
因
、

家
族
や
個
人
の
価
値
観
、
社
会
的
立
場
や
経
済

移住先国で生まれ育ち、いまだ見ぬ「母国」へ「帰国」することになった移民の第二世代以降の
人びとがいる。彼ら／彼女らにとって「母国」は「故郷」か「他郷」か。
帰国した人びとが日常生活の実践のなかでつくり上げてきた文化、組織的活動、人間関係の
サークルをとおして検討してみたい。
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