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【
山
崎
浩
司
（
東
京
大
学
特
任
講
師
）】　

東
京
大
学
の
山
崎
浩
司
で
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私
の
専
門
は
社

会
学
、
特
に
医
療
社
会
学
で
、
普
段
は
ガ
ン
、
エ
イ
ズ
、
緩
和
ケ
ア
、
死
別
悲
嘆
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
も
う

一
つ
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
、
漫
画
に
お
け
る
死
生
の
問
題
に
関
す
る
死
生
学
的
研
究
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
も
と
も
と

こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
私
が
先
に
発
表
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
鄭
先
生
の
ご
発
表
の
方
が
よ
り
包
括
的
な
内
容
で

し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
先
に
や
っ
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
私
が
各
論
的
に
個
別
の
テ
ー
マ
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
ス
ラ
イ
ド
を
お
見
せ
し
な
が
ら
発
表
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
．
は
じ
め
に

原
爆
被
爆
国
で
あ
る
日
本
は
、
そ
の
不
幸
に
し
て
特
異
な
体
験
を
生
き
た
人
び
と
が
、
世
界
で
最
も
多
く
住
ん
で
い
る
国
で
あ

る
。
被
爆
体
験
を
「
生
き
延
び
た
」
で
は
な
く
「
生
き
た
」
と
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
は
、
生
き
た
痕
跡
は
あ
っ
て
も
生
き
延
び
ら

れ
な
か
っ
た
無
数
の
人
び
と
が
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
過
去
形
で
は
な
く
現
在
完
了
形
と
し
て
こ
れ

ま
で
被
爆
体
験
を
生
き
て
き
て
、
今
も
そ
れ
を
生
き
続
け
て
い
る
人
び
と
が
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

体
験
を
生
き
た
「
日
本
人
」
で
は
な
く
「
人
び
と
」
と
し
た
の
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
日
本
人
の
陰
に
、
朝
鮮
人
を
中
心
に

東
ア
ジ
ア
の
隣
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
に
、
思
い
を
馳
せ
る
た
め
で
あ
る1
。

六
十
五
年
の
歴
史
を
も
つ
こ
う
し
た
状
況
と
、
中
国
が
核
兵
器
保
有
国
で
あ
り
、
北
朝
鮮
も
そ
の
仲
間
入
り
を
ほ
の
め
か
し
て

い
る
現
状
に
鑑
み
る
と
、
日
本
の
、
そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
は
、
原
爆
／
核
を
そ
の
切
実
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
し
て
位

原
爆
マ
ン
ガ
に
お
け
る
責
め
の
考
察

―
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
を
題
材
に

山
崎
浩
司
｜
東
京
大
学
特
任
講
師
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置
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
日
本
の
死
生
学
は
、
日
本
社
会
が
他
の
ど
の
社
会
よ
り
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
数
世
代
に
わ

た
っ
て
、
当
事
者
な
ら
び
に
非
当
事
者
が
、
特
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
言
説
を
積
み
重
ね
て
き
た
歴
史
を
も
つ
こ
と
か
ら
、

調
査
、
考
察
、
施
策
な
ど
の
各
方
面
で
、
主
導
的
役
割
を
果
た
す
責
務
が
あ
ろ
う2
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
死
生
学
的
考
察
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
と
い
う
原
爆

マ
ン
ガ
を
題
材
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
原
爆
に
ま
つ
わ
る
責
め
を
検
討
す
る
。
以
下
、
手
始
め
に
、『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
が
分

類
さ
れ
る
原
爆
マ
ン
ガ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
続
い
て
、
作
中
か
ら
三
つ
の
場
面
を
選
択
し
、
被
爆
者
で
あ
る

主
人
公
が
各
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
責
め
を
誰
に
向
け
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
こ
の
作
品

に
関
す
る
既
存
の
論
考
か
ら
得
ら
れ
る
洞
察
を
絡
め
な
が
ら
、
加
害
者
対
被
害
者
と
い
っ
た
従
来
か
ら
あ
る
二
項
対
立
に
回
収
さ

れ
な
い
原
爆
責
任
論
と
核
な
き
世
界
の
訴
え
方
の
可
能
性
を
示
唆
し
、
本
論
を
締
め
く
く
り
た
い
。

二
．
原
爆
マ
ン
ガ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

日
本
の
マ
ン
ガ
は
、
①
そ
の
読
者
層
が
子
ど
も
に
限
定
さ
れ
ず
、
上
は

六
十
歳
以
上
ま
で
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
う
え
、
知
識
人
層
に
も
少
な
か
ら

ず
浸
透
し
て
い
る
こ
と
、
②
そ
う
し
た
多
様
な
世
代
や
社
会
層
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
べ
く
、
そ
れ
が
小
説
や
映
画
と
同
じ
く
ら
い
（
ま
た
は
そ
れ
以
上

に
）
実
に
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
、
③
そ
の
全
出
版

物
の
年
間
販
売
部
数
に
占
め
る
割
合
が
約
三
十
五
％
に
の
ぼ
る
こ
と3
、
④

ア
ニ
メ
化
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
、
映
画
化
な
ど
の
「
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
」

山崎浩司氏
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に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
広
く
社
会
に
流
通
す
る
こ
と
か
ら
、
現
代
日
本
に
お
け
る
影
響
力
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

本
論
で
と
り
あ
げ
る
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
は
、「
原
爆
マ
ン
ガ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
で
き
る
。
原
爆
マ
ン
ガ
を
原
爆

体
験
が
テ
ー
マ
の
中
心
で
あ
る
作
品
と
定
義
す
る
と
、
総
数
は
十
数
作
品
に
し
か
満
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
娯
楽
を
主
た
る
目

的
と
す
る
マ
ン
ガ
で
は
、
往
々
に
し
て
政
治
的
・
思
想
的
色
合
い
を
帯
び
や
す
い
原
爆
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
重
た
す
ぎ
る
も
の
と

し
て
敬
遠
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る4
。

原
爆
マ
ン
ガ
の
歴
史5
は
、
一
九
五
七
年
に
谷
川
一
彦
が
少
女
マ
ン
ガ
誌
『
な
か
よ
し
』
に
連
載
し
た
「
星
は
み
て
い
る
」
に
始

ま
る
。
こ
の
作
品
は
数
年
前
に
広
島
平
和
記
念
資
料
館
（
原
爆
資
料
館
）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
で6
、
そ
れ
ま
で
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
最
古
の
マ
ン
ガ
は
、
一
九
五
九
年
に
白
土
三
平
が
発
表
し
た
『
消
え
行
く
少
女
』
と
思
わ
れ
て
い
た
。『
消
え
行
く
少

女
』
は
今
で
も
名
作
の
誉
れ
高
く7
、
当
時
の
「
難
病
少
女
も
の
」
マ
ン
ガ
の
流
行
、
原
水
爆
禁
止
運
動
、
強
制
連
行
さ
れ
て
い
た

朝
鮮
人
の
第
一
次
引
き
揚
げ
、
と
い
っ
た
時
代
背
景
の
下
で
描
か
れ
た8
。

そ
の
後
、
こ
の
作
品
に
続
く
も
の
は
長
ら
く
刊
行
さ
れ
ず
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
も
原
爆
マ
ン
ガ
は
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で

あ
り
続
け
た
。
わ
ず
か
に
、
山
岸
凉
子
が
一
九
六
七
年
に
女
性
誌
『
セ
ブ
ン
テ
ィ
ー
ン
』
八
月
号
に
「
夏
の
寓
話9
」
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
掲
載
し
た
の
と
、
一
九
六
九
年
に
『
あ
る
惑
星
の
悲
劇―

在
東
京
・
広
島
に
お
け
る
一
被
爆
者
の
記
録11
』
と
い
う
、

マ
ン
ガ
と
記
録
文
が
一
冊
に
綴
じ
ら
れ
た
書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
も
、
辰
巳
ヨ
シ
ヒ
ロ
が
『
週
刊
プ

レ
イ
ボ
ー
イ
』
一
九
七
一
年
九
月
十
四
日
号
・
二
十
一
日
号
に
、「
地
獄11
」
と
い
う
作
品
を
掲
載
し
た
時
点
で
は
、
相
変
わ
ら
ず

原
爆
マ
ン
ガ
と
大
ヒ
ッ
ト
は
無
縁
と
思
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
数
年
後
に
異
変
が
起
き
る
。
自
身
被
爆
者
で
あ
る
中
沢
啓
治
（
一
九
三
九
年
生
ま
れ
）
の
自
伝
的
マ
ン
ガ
『
は
だ

し
の
ゲ
ン12
』
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
九
七
三
〜
七
四
年
に
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
連
載
さ
れ
、
一
九
七
五
年
に

全
四
巻
の
コ
ミ
ッ
ク
と
し
て
ひ
と
ま
ず
刊
行
さ
れ
る
と
、
同
年
に
そ
れ
を
全
国
被
爆
教
師
の
会
や
広
島
平
和
教
育
研
究
所
が
、
平
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和
教
育
の
教
材
と
し
て
積
極
活
用
す
る
と
決
定
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
国
に
読
者
を
獲
得
し
て
い
っ
た13
。
結
果
的
に
、『
は
だ

し
の
ゲ
ン
』
は
日
本
全
国
の
多
く
の
小
中
学
校
図
書
館
に
配
架
さ
れ
た14
だ
け
で
な
く
、
実
写
映
画
化
（
一
九
七
六
年
・
七
七
年
・

八
〇
年
）、
ア
ニ
メ
化
（
一
九
八
三
年
・
八
六
年
）、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
（
二
〇
〇
七
年
）
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
が
、
現

在
に
至
る
ま
で
何
度
も
行
な
わ
れ
る
大
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
読
者
は
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
〇
〇
五
年
現
在
ま

で
に
少
な
く
と
も
十
一
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
の
人
び
と
に
読
ま
れ
て
い
る15
。

こ
う
し
た
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
大
ヒ
ッ
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
ま
た
長
ら
く
原
爆
マ
ン
ガ
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
大
き

く
発
展
し
な
か
っ
た
。
終
戦
五
十
周
年
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
に
、
三
枝
義
浩
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
証
言
」
と
い
う
短
編
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
マ
ン
ガ
を
刊
行
し
た
く
ら
い
で
あ
る
。

再
び
原
爆
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
マ
ン
ガ
界
お
よ
び
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
全
般
で
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
、
こ
う
の
史
代
（
一
九
六
八
年
生
ま
れ
）
が
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国16
』
を
刊
行
す
る
と
、
同
年
度
の
第

八
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
マ
ン
ガ
部
門
大
賞
と
第
九
回
手
塚
治
虫
文
化
賞
新
生
賞
を
ダ
ブ
ル
受
賞
し
、
新
聞
や
雑
誌
で
も
絶

賛
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
に
は
実
写
映
画
に
も
な
っ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
た17
。
本
書
は
二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
九
日
現
在
、

累
計
販
売
部
数
三
十
八
万
五
千
部
を
記
録
し
て
い
る18
。
こ
う
の
に
よ
れ
ば
、
読
者
は
「
男
女
同
比
率
。
年
齢
層
は
、
二
十
代
か
ら

五
十
代
ま
で
。
マ
ン
ガ
オ
タ
ク
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
か
ら
、
書
評
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
読
ん
で
み
た
と
い
う
人

ま
で
」
多
様
だ
と
い
う19
。

ま
た
、
こ
う
の
は
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
の
続
編
と
い
え
る
『
こ
の
世
界
の
片
隅
に
』（
上
巻
・
中
巻
・
下
巻21
）
を
二
〇
〇
八

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
刊
行
し
、
こ
ち
ら
も
（
二
〇
〇
九
年
度
）
第
十
三
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
マ
ン
ガ
部
門
優
秀
賞
を
受

賞
。
書
評
も
極
め
て
好
意
的
な
も
の
が
多
く
、『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
同
様
、
多
数
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
（
二
〇
一
〇
年
十

月
二
十
九
日
現
在
の
全
三
巻
累
計
販
売
部
数
は
二
十
四
万
九
千
部21
）。
こ
う
の
に
よ
る
こ
れ
ら
の
作
品
は
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
以
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来
の
大
ヒ
ッ
ト
で
あ
り
、
コ
ア
な
マ
ン
ガ
読
者
を
超
え
て
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
爆
マ
ン
ガ
の
ジ
ャ
ン
ル

に
お
け
る
新
た
な
古
典
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

三
． 
責
め
の
場
面
の
分
析

『
夕
凪
の
街 
桜
の
国
』
は
、「
夕
凪
の
街
」、「
桜
の
国
（
一
）」、「
桜
の
国
（
二
）」
の
三
編
で
構
成
さ
れ
た
連
作
短
編
集
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
本
論
で
は
「
夕
凪
の
街
」
に
注
目
す
る
。
こ
の
物
語
の
舞
台
は
、
原
爆
投
下
か
ら
十
年
経
っ
た
一
九
五
五
年
、
広

島
市
内
の
基
町
バ
ラ
ッ
ク
（
通
称
「
原
爆
ス
ラ
ム
」）。
主
人
公
の
皆み
な
み実
は
二
十
三
歳
の
女
性
で
、
や
は
り
被
爆
者
で
あ
る
母
と
同

居
し
、
家
事
を
し
た
り
、
仕
事
に
行
っ
た
り
、
職
場
の
同
僚
男
性
に
好
意
を
抱
い
た
り
と
、
お
よ
そ
淡
々
と
し
た
日
常
を
送
っ
て

い
る
（
図
1
）。

一―
 

場
面
一
：
「
自
分
」
に
向
け
ら
れ
る
責
め
（
十
五
〜
十
六
頁
）

そ
ん
な
あ
る
日
、
皆
実
は
銭
湯
で
人
び
と
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
被
爆
の
傷
跡
を
見
て
い
た
。
す
る
と
、
被
爆
直
後
の
惨
状
の
フ

ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
起
こ
る
。
皆
実
は
自
ら
の
身
体
に
も
刻
ま
れ
た
原
爆
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
見
つ
め
な
が
ら
、
心
の
な
か
で
呟

く―

ぜ
ん
た
い
、
こ
の
街
の
人
は
不
自
然
だ
。
誰
も
あ
の
事
を
言
わ
な
い
。
い
ま
だ
に
わ
け
が
、
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
わ
か
っ
て

い
る
の
は
「
死
ね
ば
い
い
」
と
、
誰
か
に
思
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
思
わ
れ
た
の
に
生
き
延
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
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て
い
ち
ば
ん
怖
い
の
は
、
あ
れ
以
来
、
本
当
に
そ
う
思
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
人
間
に
自
分
が
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、

自
分
で
時
々
気
づ
い
て
し
ま
う
こ
と
だ
。（
十
五
〜
十
六
頁
、
図
1
）

当
事
者
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、「
こ
の
街
」
に
住
む
自
分
た
ち
被
爆
者
の
「
誰
も
」
が
、
十
年
前
の
原
爆
投
下
が
も
た
ら
し
た

惨
劇
に
つ
い
て
語
ら
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
も
容
易
に
は
理
解
し
が
た
い
体
験
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
理
解
を
示
し

な
が
ら
も
、
皆
実
は
ま
ず
責
め
る
。
つ
ま
り
、
責
め
は
同
じ
街
に
住
む
自
分
た
ち
被
爆
者
自
身
に
向
か
う
。

続
い
て
、
自
分
た
ち
が
「『
死
ね
ば
い
い
』
と
、
誰
か
に
思
わ
れ
た
」
と
い
う
強
烈
な
不
条
理
に
つ
い
て
、
そ
う
思
っ
た
相
手

図１　Ⓒ『夕凪の街 桜の国』／こうの史代／双葉社

を
皆
実
は
「
誰
か
」
と
し
か
特
定
せ
ず
、

さ
ら
に
こ
の
理
不
尽
な
行
為
の
主
体
を
責

め
ず
に
、
た
だ
そ
う
し
た
行
為
の
存
在
を

認
め
る
に
と
ど
め
る
（「
わ
か
っ
て
い
る

の
は
…
…
」）。
ま
た
、
こ
の
文
章
は
受
動

態
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
死
ね
ば

い
い
」
と
思
わ
れ
た
責
め
は
自
分
た
ち
に

あ
る
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
み
だ
し
て
い

る
。
続
く
文
章
は
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に

「（
死
ね
ば
い
い
と
）
思
わ
れ
た
の
に
生
き

延
び
て
い
る
」
と
い
う
、
相
手
の
意
図
に

反
し
て
い
る
自
分
た
ち
の
状
況
へ
の
後
ろ
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め
た
さ
を
加
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
一
文
で
初
め
て
「
自
分
」
と
い
う
主
語
が
明
示
さ
れ
る
。「
自
分
」
は
、
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
十
年
前
の
八

月
六
日
以
来
、「
誰
か
」
に
存
在
を
否
定
さ
れ
て
も
反
論
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
に
本
当
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
十
年

経
っ
て
平
穏
さ
を
取
り
戻
し
た
か
に
見
え
る
日
常
の
な
か
で
な
お
、
ふ
と
し
た
と
き
に
そ
れ
に
「
気
づ
い
て
し
ま
う
」
こ
と
が
、

原
爆
が
も
た
ら
し
た
最
も
恐
ろ
し
い
災
厄
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
い
わ
ば
人
間
性
喪
失
に
対
す
る
恐
怖
の
表
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
で
は
な
く
「
自
分
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。「
わ
た
し
」
で
あ
れ
ば
他
の
誰
で
も

な
い
己
（
つ
ま
り
「
自
己
」）
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
鮮
明
に
な
る
が
、「
自
分
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か

の
「
自0

ら
の
分0

け
ま
え22
」
と
い
う
響
き
が
残
る
。
被
爆
に
よ
っ
て
存
在
を
否
定
さ
れ
て
も
反
論
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
に
な
っ
た

の
は
、
他
な
ら
ぬ
皆
実
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
女
と
同
じ
く
「
自
ら
の
分
け
ま
え
」
を
こ
の
街
の
被
爆
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か

ら
得
て
い
る
他
の
被
爆
者
で
も
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
人
間
性
喪
失
の
責
め
を
、
皆
実
は
街
の

他
の
被
爆
者
と
分
有
す
る
「
自
分
」
に
向
け
て
い
る
と
読
め
る
余
地
が
あ
る
。

二―
 

場
面
二
：
「
わ
た
し
」
に
向
け
ら
れ
る
責
め
（
二
十
二
〜
二
十
六
ペ
ー
ジ
）

と
こ
ろ
が
、
次
の
責
め
の
場
面
に
な
る
と
、「
わ
た
し
」
の
「
自
分
」
か
ら
の
分
化
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
橋
の
袂
で
、
好
意

を
抱
い
て
い
た
職
場
の
男
性
打う
ち
こ
し越

と
初
め
て
キ
ス
を
し
、
愛
を
確
認
し
あ
っ
た
瞬
間
、
皆
実
は
再
び
「
あ
の
日
」
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ

バ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、
打
越
を
振
り
払
っ
て
走
り
去
る
。
だ
が
、
土
手
の
草
に
足
を
捕
ら
れ
て
転
ん
で
し
ま
う
（
そ
の
草
は
ま
る
で

人
の
手
の
よ
う
な
形
で
、
皆
実
の
足
に
絡
み
つ
い
て
い
る
）。
そ
し
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
は
皆
実
の
回
想
の
語
り
と
と
も
に

続
く―
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八
月
六
日
（
水
を
く
だ
さ
い　

助
け
て
く
だ

さ
い
）
何
人
見
殺
し
に
し
た
か
わ
か
ら
な
い
。

塀
の
下
の
級
友
に
今
助
け
を
呼
ん
で
く
る
と

言
っ
て
そ
れ
き
り
戻
れ
な
か
っ
た
。

…
…
七
日
に
は
霞
か
す
み

姉
ち
ゃ
ん
と
会
え
た
。

死
体
を
平
気
で
ま
た
い
で
歩
く
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
時
々
踏
ん
づ
け
て
灼
け
た
皮
膚
が

む
け
て
滑
っ
た
。
…
…
わ
た
し
は
、
腐
っ
て

な
い
お
ば
さ
ん
を
冷
静
に
選
ん
で
、
下
駄
を

盗
ん
で
履
く
人
間
に
な
っ
て
い
た
。

あ
の
橋
を
通
っ
た
の
は
八
日
の
こ
と
だ
。

…
…
川
に
ぎ
っ
し
り
浮
い
た
死
体
に
霞
姉

ち
ゃ
ん
と
瓦
礫
を
投
げ
つ
け
た
。
な
ん
ど
も

な
ん
ど
も
投
げ
つ
け
た
。

し
あ
わ
せ
だ
と
思
う
た
び
、
美
し
い
と
思
う

た
び
、
愛
し
か
っ
た
都
市
の
す
べ
て
を
、
人

の
す
べ
て
を
思
い
出
し
、
す
べ
て
失
っ
た
日

に
引
き
ず
り
戻
さ
れ
る
。
お
ま
え
の
住
む
世

図 2　Ⓒ『夕凪の街 桜の国』／こうの史代／双葉社
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界
は
こ
こ
で
は
な
い
と
、
誰
か
の
声
が
す
る
。（
二
十
三
〜
二
十
五
頁
、
図
2
）

「
塀
の
下
の
級
友
に
今
助
け
を
呼
ん
で
く
る
」
と
約
束
し
、
そ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
の
は
、
他
で
も
な
い
「
わ
た
し
」
だ
っ
た
。

死
体
を
平
然
と
ま
た
い
だ
り
踏
ん
だ
り
し
た
の
も
、
汚
れ
て
い
な
い
下
駄
を
死
人
か
ら
剥
い
だ
の
も
、「
わ
た
し
」
だ
っ
た
。

た
だ
、
石
を
投
げ
つ
け
て
死
者
を
冒
涜
し
た
の
は
「
わ
た
し
」
だ
け
で
な
く
、「
霞
姉
ち
ゃ
ん
」
も
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
場
面
の
先
の
三
十
頁
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
姉
は
二
ヵ
月
後
に
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
、
死
ぬ
こ
と
で
生
き
て
い

た
と
き
に
死
者
に
し
た
仕
打
ち
は
免
罪
さ
れ
、
姉
は
「
わ
た
し
」
の
共
犯
者
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
女

は
「
お
ま
え
の
住
む
世
界
は
こ
こ
で
は
な
い
」
と
「
わ
た
し
」
に
迫
る
「
誰
か
」
の
一
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
責
め
は
「
わ

た
し
」
だ
け
に
向
け
ら
れ
る
。

い
ま
や
体
中
に
絡
み
つ
い
た
草
（
死
者
の
手
）
を
払
い
、
そ
の
責
め
か
ら
何
と
か
逃
れ
、
や
っ
と
の
思
い
で
帰
宅
す
る
と
、
母

は
驚
い
て
皆
実
に
尋
ね
る―

「
ど
し
た
ん
、
皆
実
、
泥
だ
ら
け
じ
ゃ
」。
そ
の
コ
マ
と
続
く
二
コ
マ
に
は
、
皆
実
の
心
情
を
理

解
で
き
な
い
顔
を
す
る
母
と
、
そ
の
母
を
突
き
放
す
眼
差
し
や
態
度
を
見
せ
る
皆
実
が
描
か
れ
、
同
時
に
彼
女
の
声
な
き
独
白
が

示
さ
れ
る―

お
母
さ
ん
は
あ
の
日
の
こ
と
を
見
て
い
な
い
。
顔
が
腫
れ
て
、
ひ
と
月
も
目
が
開
か
な
か
っ
た
の
だ
。
わ
た
し
が
忘
れ
て
し

ま
え
ば
す
む
こ
と
だ
っ
た
。（
二
十
五
頁
、
図
2
左
端
）

こ
こ
に
は
、
日
常
で
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
で
、
と
も
に
こ
の
街
の
被
爆
者
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
母
が
、
実
は
皆
実
に

と
っ
て
決
し
て
「
自
分
」
と
責
め
を
分
有
し
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
続
く
三
つ
の
コ
マ
で
は
、
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父
は
職
場
で
爆
死
し
、
妹
は
行
方
不
明
に
な
り
、
弟
は
五
年
も
前
か
ら
遠
く
に
疎
開
に
出
し
て
い
て
、「
す
っ
か
り
見
知
ら
ぬ
少

年
で
、
広
島
へ
帰
る
の
を
む
こ
う
の
こ
と
ば
で
嫌
が
っ
た
」
た
め
、
伯
母
夫
婦
に
「
養
子
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
」
こ
と
が
明
か

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
母
以
外
の
他
の
家
族
も
ま
た
、
皆
実
と
と
も
に
責
め
を
負
え
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
や
は
り
責
め
は
「
わ

た
し
」
だ
け
に
向
け
ら
れ
る
。

こ
の
責
め
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
皆
実
は
「
あ
の
日
」
の
記
憶
を
忘
れ
る
と
い
う
方
法
を
試
み
た
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
こ
と
は
、「
わ
た
し
が
忘
れ
て
し
ま
え
ば
、
す
ん
で
し
ま
う
事
だ
っ
た
」、
そ
の
は
ず
だ
っ
た
と
い
う
言
い
回
し
で
表
現
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
浜
邦
彦
が
「
塀
の
下
の
級
友
」
と
の
約
束
を
皆
実
が
守
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
あ
の
日
」
の
記
憶
の
忘
却
は
不
可
能
な
の
だ―

約
束
と
い
う
言
語
行
為
が
、
皆
実
を
そ
の
場
面
に
縛
り
つ
け
て
い
る
。
約
束
し
た
相
手
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の

約
束
も
消
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
果
た
せ
な
か
っ
た
約
束―

こ
こ
で
待
っ
と
っ
て
ね

―

と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
ま
ま
、
向
こ
う
側
で
、
皆
実
を
待
ち
続
け
る
の
で
あ
る23
。

三―
 

場
面
三
：
「
原
爆
を
落
と
し
た
人
」
に
向
け
ら
れ
る
責
め
（
二
十
八
〜
三
十
四
頁
）

こ
れ
ま
で
の
描
写
の
分
析
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
原
爆
に
ま
つ
わ
る
責
め
は
、「
あ
の
日
」
の
記
憶
の
領

有
と
、
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
記
憶
や
思
い
を
分
か
ち
合
え
な
い
こ
と
な
ど
を
条
件
に
発
生
し
、
く
り
返
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
生
き
る
か
ぎ
り
「
あ
の
日
」
の
記
憶
や
思
い
は
忘
れ
得
な
い
と
な
る
と
、「
わ
た
し
」
に
向
け
ら
れ
た
責
め
か
ら
解
放
さ

れ
る
に
は
、
そ
れ
ら
を
他
者
と
分
か
ち
合
っ
て
み
る
し
か
な
い
。
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そ
こ
で
、
つ
い
に
皆
実
は
打
越
に
胸
の
内
を
明
か
す―

  

…
…
教
え
て
く
だ
さ
い
。
う
ち
は
こ
の
世
に
お
っ
て
も
え
え
ん
じ
ゃ
と
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。
十
年
前
に
あ
っ
た
こ
と
を

話
さ
せ
て
下
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
、
う
ち
が
死
な
ず
に
残
さ
れ
た
意
味
が
、
わ
か
る
か
も
知
れ
ん
。
そ
う
し
た
ら
、
打
越
さ

ん
に
逢
う
た
事
と
か
を
、
姉
や
妹
や
み
ん
な
に
、
す
ま
ん
と
思
わ
ん
で
す
む
か
も
し
れ
ん
。（
二
十
八
頁
）

そ
れ
に
対
し
、「
う
ん
…
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
思
う
た
」
と
打
越
は
笑
顔
で
応
え
る
。
彼
は
皆
実
を
受
け
容
れ
る
。
そ
う
し
て
受

け
容
れ
ら
れ
た
皆
実
は
、「
ハ
ー
、
な
ん
か
体
の
力
が
抜
け
て
し
も
う
た
」
と
安
堵
す
る
。
打
越
は
続
け
る―

「
平
野
さ
ん
、

生
き
と
っ
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
な
」。
そ
し
て
二
人
は
手
を
つ
な
ぐ
。
皆
実
の
生
が
肯
定
さ
れ
る
。
皆
実
は
み
ず
か
ら
を
責

め
か
ら
解
放
し
、
幸
せ
に
な
る
自
分
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
す
る―

「
そ
し
て
そ
れ
き
り
、
力
は
抜
け
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
」。

と
こ
ろ
が
、
責
め
か
ら
解
放
さ
れ
て
幸
福
に
向
か
う
は
ず
の
皆
実
の
生
は
急
速
に
暗
転
し
て
い
く―

翌
日
会
社
を
休
ん
だ
。
…
…
打
越
氏
に
「
お
ま
え
」
と
呼
ば
れ
た
。
…
…
う
た
っ
て
い
る
の
を
初
め
て
見
た
。
…
…
そ
し
て

そ
れ
き
り
、
朝
に
は
足
が
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
。

朝
、
お
母
さ
ん
が
お
粥
を
作
っ
て
く
れ
た
。
…
…
そ
れ
き
り
午
後
に
は
何
も
飲
み
込
め
な
く
な
っ
た
。
夕
方
、
お
医
者
様
が

栄
養
剤
を
打
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

…
…
わ
た
し
が
寝
込
ん
で
か
ら
、
母
も
わ
た
し
も
、
ひ
と
言
も
（
原
爆
症
で
死
ん
だ
）
姉
の
話
を
し
な
く
な
っ
た
。
夜
お
そ

く
、
ま
っ
く
ろ
な
血
を
吐
い
た
。（
図
3
）

翌
日
か
ら
、
い
ろ
ん
な
人
が
お
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
。
…
…
そ
し
て
そ
れ
き
り
目
も
見
え
な
く
な
っ
た
。
…
…
だ
ま
っ
て
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手
を
握
る
人
が
い
た
。
知
っ
て
い
る
手
だ
っ
た
。

痛
い
。
の
ど
を
ま
た
、
生
ぬ
る
い
か
た
ま
り
が

通
っ
て
く
る
。
も
う
た
だ
の
血
で
は
な
く
て
、

内
臓
の
破
片
だ
と
思
う
。
う
で
は
便
器
を
持
つ

の
が
精
一
杯
。
髪
も
抜
け
と
る
の
か
も
知
れ
ん

が
、
触
っ
て
確
か
め
る
気
力
も
な
い
。
あ
し
た

に
し
よ
う
…
…
…
…
あ
し
た
…
…
（
三
十
〜

三
十
三
頁
）

  や
っ
と
自
責
か
ら
解
放
さ
れ
、
不
安
が
薄
ら
い
だ

矢
先
、
不
安
は
現
実―

原
爆
症―

と
な
っ
て

迅
速
か
つ
容
赦
な
く
皆
実
を
蝕
み
始
め
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
皆
実
は
つ
い
に
、
こ
の
計
り
知
れ
な
い
理
不

尽
を
自
分
に
も
た
ら
し
た
相
手
に
初
め
て
責
め
を
向

け
る―

「
嬉
し
い
？　

十
年
経
っ
た
け
ど
、
原

爆
を
落
と
し
た
人
は
わ
た
し
を
見
て
、『
や
っ
た
！

ま
た
ひ
と
り
殺
せ
た
』
と
ち
ゃ
ん
と
思
う
て
く
れ
と

る
？
」

こ
の
強
烈
な
皮
肉
は
、「
原
爆
を
落
と
し
た
人
」

図 3　Ⓒ『夕凪の街 桜の国』／こうの史代／双葉社
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に
対
し
、
原
爆
を
無
差
別
大
量
殺
戮
兵
器
で
は
な
く
、
さ
さ
や
か
な
日
常
を
紡
ご
う
と
す
る
一
人
ひ
と
り
の
「
わ
た
し
」
の
生
を

抹
殺
す
る
兵
器
で
あ
る
と
、「
ち
ゃ
ん
と
」
自
覚
し
て
使
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、「
わ
た
し
」
に
向
け
た
「
死
ね
ば
い
い
」
と
の
思

い
を
長
い
年
月
忘
れ
ず
も
ち
続
け
、
そ
れ
が
実
際
の
「
わ
た
し
」
の
死
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
、「
ち
ゃ
ん
と
」
満
足
し

て
い
る
か
、
を
静
か
な
怒
り
を
込
め
て
問
責
し
て
い
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
存
在
を
肯
定
さ
れ
、
や
っ
と
死
の
搦
め
手
か
ら
解
放

さ
れ
た
と
思
っ
た
矢
先
に
、
け
っ
き
ょ
く
死
の
潮
に
よ
っ
て
彼
岸
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
や
る
せ
な
さ
を
、
皆
実
は
こ
の
帰

結
を
招
い
た
直
接
の
原
因
を
つ
く
っ
た
者
に
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

だ
が
、
最
後
に
初
め
て
他
者
に
向
け
た
こ
の
怒
り
の
責
め
さ
え
も
、
皆
実
は
最
期
に
そ
の
矛
先
を
鈍
ら
せ
、
独
白
の
よ
う
な
嘆

き
に
変
え
る―

「
ひ
ど
い
な
あ
。
て
っ
き
り
わ
た
し
は
死
な
ず
に
す
ん
だ
人
か
と
思
っ
た
の
に
」。
人
智
の
及
ば
な
い
運
の
要

素
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
「
原
爆
を
落
と
し
た
人
」
の
加
害
者
化
が
や
は
り
抑
制
さ
れ
て
い
る
。

四
．
加
害
と
被
害
の
二
項
対
立
を
超
え
て―

原
爆
の
悲
し
み
と
日
常
へ
の
哀
れ
み
を
読
み
と
る

一―
 

傷
つ
け
ら
れ
た
者
に
自
責
を
も
た
ら
す
原
爆
の
悲
し
み

原
爆
責
任
論
の
枠
組
で
は
、
侵
略
戦
争
を
頑
な
に
や
め
ず
、
周
辺
諸
国
に
多
大
な
被
害
を
与
え
続
け
る
日
本
の
軍
国
主
義
を
止

め
る
た
め
に
、
原
爆
投
下
は
必
要
で
あ
っ
た―

つ
ま
り
、
加
害
者
自
ら
が
招
い
た
罰
で
あ
り
責
め
で
あ
る―

と
い
う
認
識

が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
主
流
で
あ
る24
。
ま
た
、
韓
国
語
版
『
夕
凪
の
街 
桜
の
国
』
の
出
版
に
際
し
、
現
地
の
出
版
社
が
、
作
者
と

日
本
の
出
版
社
の
了
解
を
得
た
う
え
で
、「
原
爆
投
下
は
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
決
定
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は

あ
の
と
き
、
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
の
苦
痛
と
悲
し
み
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
」
と
の
文
言
を
帯
に
付
す
判
断
を
し
た
こ
と
か
ら
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も
、
加
害
国
日
本
の
横
行
阻
止
に
よ
る
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
の
た
め
の
原
爆
投
下
と
い
う
見
方
が
、
韓
国
で
も
人
口
に
膾
炙

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る25
。

原
爆
マ
ン
ガ
の
古
典
で
あ
る
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
に
は
、
主
人
公
ゲ
ン
の
母
親
で
あ
る
君
江
が
次
の
よ
う
に
語
る
場
面
が
あ

る―
ま
っ
た
く
日
本
人
は
お
め
で
た
い
よ
！　

戦
争
で
も
う
け
る
や
つ
に
す
っ
か
り
お
ど
ら
さ
れ
て
、
天
皇
陛
下
を
し
ん
じ
て
は

だ
か
に
さ
れ
て
…
天
皇
陛
下
も
か
っ
て
す
ぎ
る
よ
…
。
戦
争
に
ま
け
る
と
わ
か
っ
た
ん
な
ら
、
な
ぜ
も
う
す
こ
し
は
や
く
戦

図 4　Ⓒ『はだしのゲン』／中沢啓治／汐文社

争
を
や
め
て
く
れ
な
か
っ
た
の

か
ね
…
。
せ
…
せ
め
て
一
週
間

ま
え
戦
争
が
お
わ
っ
て
い
れ
ば
、

広
島
も
長
崎
も
新
型
爆
弾
を
お

と
さ
れ
ず
、
な
ん
十
万
の
人
た

ち
が
死
な
ず
に
す
ん
だ
の
に
…

（
三
巻
一
九
三
頁
、
図
4
）。

こ
の
描
写
で
は
、「
加
害
国
日
本
」

の
よ
う
な
国
単
位
の
く
く
り
方
は
採

用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
加
害
者
と

し
て
の
「
戦
争
で
も
う
け
る
や
つ
」
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や
「
天
皇
」
に
対
し
て
、
彼
ら
に
踊
ら
さ
れ
た
「
お
め
で
た
い
」
一
般
庶
民
＝
被
害
者
と
い
う
二
項
対
立
構
造
に
は
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
お
ど
ら
さ
れ
て
」
侵
略
戦
争
に
加
担
し
た
の
だ
か
ら
、
結
局
国
全
体
と
し
て
や
は
り
自
分
た
ち
日
本
人
は
加
害
者
で

あ
り
、
原
爆
を
落
と
さ
れ
た
の
は
仕
方
が
な
か
っ
た
と
い
う
図
式
に
乗
っ
て
い
る
。

前
節
で
分
析
し
た
「
夕
凪
の
街
」
で
は
、
原
爆
に
ま
つ
わ
る
責
め
は
「
こ
の
街
（
広
島
）」
の
被
爆
者
で
あ
る
「
自
分
」
た
ち

や
「
わ
た
し
」
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
自
分
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
責
め
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
上
の
『
は

だ
し
の
ゲ
ン
』
の
例
と
重
な
る
。
し
か
し
、
責
め
の
中
身
を
見
る
と
、
そ
れ
は
原
爆
を
使
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
原
爆

で
死
な
な
か
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
加
害
者
対
被
害
者
の
対
立
構
造
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
災
厄
を
も
た

ら
し
た
者
を
特
定
し
、
そ
の
者
に
責
め
を
向
け
る
こ
と
で
成
立
す
る
わ
け
だ
が
、「
夕
凪
の
街
」
で
は
、
災
厄
を
も
た
ら
さ
れ
た

者
が
、
生
き
残
っ
た
が
ゆ
え
に
（
死
者
を
介
し
て
）
自
ら
を
責
め
る
と
い
う
構
図
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
原
爆
責
任
論
に
お
け

る
一
般
的
な
二
項
対
立
が
迂
回
さ
れ
て
い
る
。

「
夕
凪
の
街
」
で
描
か
れ
て
い
る
責
め
に
は
、
分
析
で
見
た
よ
う
に
、
一
人
称
複
数
形
の
「
自
分
（
た
ち
）」
に
向
け
ら
れ
た
も

の
と
、
一
人
称
単
数
形
の
「
わ
た
し
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
い
わ
ゆ
る
自
責
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
は
、

そ
れ
は
災
禍
の
生
存
者
が
し
ば
し
ば
直
面
す
る
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
（survivor’s guilt

）―

自
分
が
生
き
残
っ
た
こ
と
に

対
し
て
生
存
者
が
抱
く
罪
の
意
識―

で
あ
る
。
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
は
、
助
け
る
べ
き
人
（
び
と
）
を
助
け
ら
れ
な
か
っ

た
、
ま
た
は
、
自
分
の
代
わ
り
に
そ
の
人
（
び
と
）
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
っ
た
罪
悪
感
に
基
づ
く26
。

こ
こ
で
、
こ
の
定
義
に
一
見
適
合
し
な
さ
そ
う
な
自
責
行
為
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
皆
実
が

姉
と
行
な
っ
た
、「
川
に
ぎ
っ
し
り
浮
い
た
死
体
」
に
向
か
っ
て
瓦
礫
を
幾
度
と
な
く
投
げ
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し

サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
を
抱
く
者
に
上
述
の
罪
悪
感
が
根
底
に
あ
る
の
な
ら
、
皆
実
は
死
者
を
哀
悼
す
る
の
で
は
な
く
、
な

ぜ
瓦
礫
を
投
げ
つ
け
る
よ
う
な
冒
涜
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
出
の
浜
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
供
す
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る―

あ
の
よ
う
な
（
お
ぞ
ま
し
い
）
姿
で
川
面
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
死
者
た
ち
を
許
せ
な
い
の
は
、
自
分
も
ま
た
そ
の
「
ひ
と

つ
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
こ
の
上
も
な
く
あ
か
ら
さ
ま
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
死
者
た
ち

は
、
こ
れ
が
お
前
の
姿
だ
っ
た
の
だ
、
お
前
は
た
ま
た
ま
、
髪
の
毛
一
本
ほ
ど
の
偶
然
で
、
こ
の
よ
う
な
姿
に
な
ら
ず
に
す

ん
だ
だ
け
な
の
だ
、
と
囁
き
か
け
る
。
自
分
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
、
こ

の
よ
う
な
姿
で
私
を
侮
蔑
し
、
恥
じ
入
ら
せ
て
い
る
…
…
。
自
分
を
見
捨
て
て
先
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
死
者
た
ち
へ
の
非
難
、

そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
死
者
た
ち
が
生
き
残
っ
た
自
分
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
へ
の
非
難
な
の
で
あ
る27
。

死
者
か
ら
の
責
め
を
責
め
で
返
し
て
相
殺
を
図
ろ
う
と
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
行
為
は
、
現
実
に
は
責
め
る
力
を
も
た
な
い
死

者
を
、
自
責
の
た
め
に
利
用
し
た
う
え
に
さ
ら
に
責
め
を
加
え
て
い
る
の
で
、
相
殺
し
な
い
ど
こ
ろ
か
自
責
を
倍
加
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。

「
夕
凪
の
街
」
で
、
皆
実
は
死
者
を
踏
ん
だ
り
ま
た
い
だ
り
、
死
者
か
ら
物
を
奪
っ
た
り
、
死
者
に
瓦
礫
を
投
げ
つ
け
た
り
し

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
原
爆
に
よ
っ
て
日
常
を
突
き
破
り
突
然
現
れ
た
生
き
地
獄
を
、
実
際
的
に
も
心
理
的

に
も
破
壊
さ
れ
ず
に
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
皆
実
の
生
の
代
償
と
し
て
、
死
者
は
ま
さ
に
死
に
、
利
用
さ
れ
、

冒
涜
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
て
生
き
残
っ
た
皆
実
は
、
必
ず
そ
の
責
め
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
消
え
る
こ
と

の
な
い
「
あ
の
日
（
あ
の
惨
劇
）」
の
記
憶
の
領
有
で
あ
り
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で
あ
り
、
死
者
の
呼
ぶ
声
で
あ
っ
た
。

結
局
こ
の
作
品
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
原
爆
の
被
爆
が
も
た
ら
す
惨
状
を
生
き
延
び
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
日
本
人
で
あ

れ
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
、
朝
鮮
人
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
、
等
し
く―
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① 

こ
の
自
責―

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
存
者
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
の
言
う
「
人
間
的
な
連
帯
に
お
い
て
失
格
し

た
と
い
う
告
発
、
あ
る
い
は
自
己
告
発28
」―

を
負
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
、

② 
そ
の
責
め
を
負
っ
た
場
合
、
自
分
の
体
験
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
こ
と
や
、
そ
の
帰
結
と
し
て
他
者
か
ら
己
の
生
を
肯

定
し
て
も
ら
う
の
は
容
易
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

③ 

た
と
え
こ
れ
ら
を
実
現
し
て
自
責
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
、
原
爆
症
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
恐
れ
は
つ
き
ま
と
い
、
そ
れ

が
現
実
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

④ 

そ
も
そ
も
私
に
向
か
っ
て
原
爆
が
落
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
私
の
存
在
を
否
定
し
抹
消
し
た
い
と
思
う

「
誰
か
（
同
じ
人
間
）」
が
い
た
こ
と
の
確
認
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

―

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
傷
つ
け
ら
れ
た
者
の
こ
う
し
た
自
責
に
よ
る
苦
し
み
の
増
大
は
、
核
兵
器
が
あ
る
限
り
、

場
所
・
人
・
時
代
に
か
か
わ
ら
ず
起
こ
り
う
る
た
め
、
そ
れ
は
人
類
全
体
の
悲
し
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
原
爆
に
ま
つ
わ
る
責
め
を
考
え
る
と
き
、
人
類
に
こ
う
し
た
悲
し
み
を
も
た
ら
す
兵
器
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
、
使
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
い
ま
だ
数
多
く
生
産
・
保
有
し
て
い
る
こ
と
の
責
任
は
、
個
別
の
国
家
や
集
団
を
超
え

た
人
類
全
体
の
次
元
に
お
い
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二―
 

原
爆
に
さ
え
破
壊
し
つ
く
さ
れ
な
い
日
常
へ
の
哀
れ
み

原
爆
責
任
論
を
加
害
者
対
被
害
者
の
二
項
対
立
か
ら
解
放
し
、
原
爆
が
人
類
全
体
に
も
た
ら
す
悲
し
み
を
問
う―

本
論
で
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は
、
そ
の
よ
う
に
「
夕
凪
の
街
」
が
読
め
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
、「
広
島
の
記
憶
の
世
界
化
、
原
爆

の
記
憶
の
普
遍
化
を
装
い
つ
つ
、
そ
の
実
『
唯
一
の
被
爆
国
』『
日
本
』
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
潜
在
的
感
情
に
訴
え
か
け
よ
う

と
し
て
い
る
側
面
は
否
定
で
き
な
い29
」
と
い
う
評
価
も
一
方
で
あ
る
。

そ
う
評
価
す
る
川
口
隆
行
は
、
こ
う
の
が
丹
念
に
描
き
出
し
て
い
る
皆
実
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
「
原
爆
ス
ラ
ム
」
で
は
、

実
際
に
は
そ
の
住
人
の
多
く
が
そ
も
そ
も
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
発
展
さ
せ
た
在
日
朝
鮮
人
で
あ
り
、
日
本
人
で
あ
っ
て
も
彼
ら

と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
つ
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
大
田
洋
子
や
大
江
健
三
郎
の
原
爆
文
学
を
引
き
な
が
ら
指
摘

す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
の
が
大
田
た
ち
の
よ
う
に
「
原
爆
ス
ラ
ム
」
を
描
か
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
懸
念
を
、
次
の
よ
う
に
表
明
し

て
い
る―

『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
が
、
被
爆
六
〇
年
を
目
前
に
「
日
常
の
視
点
」
を
備
え
た
「
穏
や
か
な
」
原
爆
の
記
憶
を
表
象
化
し

え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
代
償
に
払
っ
た
の
が
、
い
さ
さ
か
表
現
は
き
つ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
被
爆
都
市
の
記
憶
の
横
領
と

い
っ
た
事
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
排
他
的
占
有
と
い
っ
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
広
島
と

い
う
都
市
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
さ
え
不
可
視
化
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う31
。

し
か
し
、
こ
う
の
は
、
広
島
と
い
う
都
市
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
被
爆
者
の
原
爆
体
験
と
絡
め
て
正
確
に
可
視
化
す
る
目
的

で
、
主
人
公
の
皆
実
が
日
常
を
送
る
街
を
丹
念
に
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
特
定
の
場
所
を
基
盤
に
し

つ
つ
も
ど
ん
な
状
況
で
も
展
開
す
る
さ
さ
や
か
な
日
常
の
魅
力
を
、
そ
れ
を
脅
か
す
被
爆
に
よ
る
自
責
の
苦
し
み
や
死
の
不
安
と

の
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
も
と
に
、
哀
れ
み31
を
も
っ
て
表
現
し
た
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
丹
念
に
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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本
稿
で
引
用
し
た
図
の
い
ず
れ
を
見
て
も
、
そ
こ
こ
こ
に
当
時
の
日
常
性
を
象
徴
す
る
も
の
や
行
為
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
、
当
時
の
広
島
の
基
町
バ
ラ
ッ
ク
と
い
う
具
体
的
な
時
間
と
場
所
を
基
盤
に
も
ち
な
が
ら
も
、
ど
こ
で
も
普
遍
的

に
展
開
し
う
る
日
常
の
さ
さ
や
か
だ
が
確
か
な
営
み
を
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
目
的
で
描
か
れ
て
い
る
と
読
み
う
る
。
つ
ま
り
、

こ
う
し
た
描
写
は
「
被
爆
都
市
の
記
憶
の
横
領
」
で
は
な
く
、
あ
る
視
点
か
ら
の
被
爆
都
市
の
記
憶
の
一
部
の
「
再
現
」
と
い
え

る
。実

際
の
基
町
バ
ラ
ッ
ク
の
主
た
る
住
民
で
あ
っ
た
と
い
う
在
日
朝
鮮
人
の
生
活
や
、
彼
ら
と
主
人
公
た
ち
と
の
や
り
と
り
を
描

か
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
日
本
人
読
者
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
に
訴
え
か
け
る
こ
と
に
直
結
す
る
と
は
、

私
に
は
考
え
に
く
い
。

確
か
に
、
な
ぜ
こ
う
の
が
こ
う
し
た
こ
と
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
が
被
爆
都
市
広
島
を
表
象

し
て
い
く
う
え
で
、
そ
れ
を
唯
一
の
被
爆
国
日
本
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
と
ど
め
ず
、
時
代
と
場
所
を
変
え
て
普
遍
的
に
出
現
し
て

し
ま
い
か
ね
な
い
「H

iroshim
a

」
と
し
て
も
描
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、「
広
島
の
あ
る
日
本
の
あ
る
こ
の
世
界
を
愛
す
る
す

べ
て
の
人
へ
」（
四
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
の
は
決
し
て
被
爆
者
の
日
常
の
描
写
を
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
レ
ベ
ル
で
と
ど
め
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、「
広
島
／
ヒ
ロ
シ
マ
／H

iroshim
a

」
と
い
う
重
層
性
を
念
頭
に
置
い
て
、『
夕

凪
の
街 

桜
の
国
』
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三―
 

悲
哀
の
物
語
と
し
て
の
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』―
も
う
ひ
と
つ
の
核
な
き
世
界
の
訴
え
方

結
論
と
し
て
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
は
、
原
爆
が
人
類
に
も
た
ら
す
悲
し
み
と
原
爆
で
さ
え
破
壊
し
つ
く
せ
な
い
日
常
に
対

す
る
哀
れ
み
の
物
語―

す
な
わ
ち
、
悲
哀
の
物
語―

と
し
て
読
め
る
。
こ
れ
は
、
原
爆
に
対
す
る
恨
み
と
怒
り
の
物
語
と
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し
て
読
め
る
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
の
作
者
で
あ
る
こ
う
の
が
戦
無
派
世
代
で
あ
る
の
に
対
し
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
作
者
の
中
沢
は
被

爆
者
・
戦
争
体
験
者
で
あ
る
た
め
、
テ
ー
マ
に
対
す
る
距
離
の
と
り
方
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
違
い
が
で
る
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。ま

た
、『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
の
時
代
設
定
が
原
爆
投
下
か
ら
十
年
後
と
約
五
十
年
後
で
、
原
爆
症
や
密
や
か
に
展
開
す
る

被
爆
者
差
別
に
照
準
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
は
主
に
原
爆
投
下
直
前
か
ら
投
下
後
二
年
間
を
描
い
て
お
り
、

被
爆
の
直
接
的
被
害
や
悲
惨
さ
と
あ
か
ら
さ
ま
な
被
爆
者
差
別
に
照
準
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
両
作
品
の
差
異
を
鮮
明
に
し
て
い

る
。加

え
て
、
一
方
の
主
人
公
が
二
十
三
歳
の
女
性
な
の
に
対
し
、
も
う
一
方
は
十
歳
の
少
年―

一
方
的
な
加
害
に
必
死
に
抗

す
る
純
真
無
垢
な
存
在
と
し
て
描
き
や
す
い
対
象32―

で
あ
る
こ
と
も
、
両
者
の
違
い
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
差
異
は
両
作
品
の
優
劣
を
意
味
し
な
い
。
特
に
核
な
き
世
界
の
訴
え
方
を
考
え
る
と
き
、
両
者
は
と
も
に

一
般
市
民
の
視
点
と
人
間
の
感
性
を
重
視
し
た
側
面
か
ら
そ
う
し
た
世
界
の
実
現
に
訴
え
る
、
強
力
な
資
源
と
な
り
う
る
。
従
っ

て
、
本
論
の
よ
う
な
原
爆
マ
ン
ガ
の
考
察
は
、
米
欧
社
会
が
近
年
採
用
し
て
い
る
、
核
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
脅
威
と
そ
の
防
衛
を
強
調

す
る
こ
と
で
、
核
な
き
世
界
の
実
現
を
政
治
的
か
つ
理
性
重
視
で
訴
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ33
と
は
異
な
る
核
な
き
世
界
の
訴
え
方
に
、

私
た
ち
の
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

現
時
点
で
国
際
的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
の
プ
ラ
ハ
演
説
が
象
徴
す
る
後
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
核

な
き
世
界
を
訴
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
政
治
的
・
理
性
重
視
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
形
成
さ
れ
る
国
際
的
な
輿よ

論ろ
ん

（public opinion

）
だ
け
で
な
く
、
一
般
市
民
の
日
常
生
活
の
視
点
を
も
と
に
し
た
感
性
重
視
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
み
出
す
世せ

論ろ
ん

（public sentim
ent

）34

に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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確
か
に
こ
れ
ま
で
も
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
よ
う
な
作
品
が
、
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
日
本
人
を
超
え
て
読
ま
れ
て
き
た

こ
と
で
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
核
な
き
世
界
の
訴
え
に
お
い
て
、
世
論
形
成
の
一
翼
を
少
な
か
ら
ず
担
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
、

加
害
者
対
被
害
者
の
二
項
対
立
を
超
え
る
枠
組
を
も
つ
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
が
登
場
し
、
こ
の
国
際
的
世
論
形
成
の
も
う
一

翼
を
担
い
う
る
こ
と
が
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
原
爆
マ
ン
ガ
が
核
な
き
世
界
の
訴
え
に
今
後
変
化
を
も
た
ら
し
う
る
か
、
そ

の
影
響
力
が
注
目
さ
れ
る
。

﹇
註
﹈

1 

二
〇
〇
七
年
現
在
、
北
朝
鮮
に
は
三
八
二
人
の
被
爆
者
の
生
存
が
確
認
さ
れ
て
い
た
（「
北
朝
鮮
の
ヒ
バ
ク
シ
ャ 

記
録
映
画
、
十
三
で
上

映 

援
護
な
い
苦
悩
、
カ
メ
ラ
追
う
」、『
朝
日
新
聞
』、
二
〇
一
〇
年
九
月
十
九
日
、
朝
刊
、
大
阪
市
内
・
一
地
方
、
二
十
九
面
）。
ま
た
、

二
〇
〇
四
年
一
月
九
日
現
在
、
韓
国
原
爆
被
害
者
協
会
の
全
国
登
録
者
数
は
、
二
〇
一
四
人
で
あ
っ
た
（
在
韓
ヒ
バ
ク
シ
ャ
問
題
市
民

会
議
、
資
料
二　

原
爆
被
害
者
福
祉
会
館
、w

w
w

.asahi-net.or.jp/~
hn3t-oikw

/

、
二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
閲
覧
）。
中
国
人
被
爆
者
・

在
中
被
爆
者
の
情
報
が
少
な
い
が
、
長
崎
の
浦
上
刑
務
所
と
広
島
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
て
い
た
中
国
人
捕
虜
の
被
爆
（
浦
上
：
二
十
七

名
爆
死
、
広
島
：
十
九
人
被
爆
十
名
爆
死
）
情
報
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
散
見
さ
れ
る
（
中
国
人
被
爆
者
に
つ
い
て
、w

w
w

.no-

m
ore-hiroshim

a.com
/zaigai/zaigai14.htm

 ; 

広
島
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
ヒ
ロ
シ
マ
の
い
ま
か
ら
過
去
を
見
て
回
る
会
、
十
。
吉
島
刑
務
所
塀
と
安

野
発
電
所
（
中
国
人
被
爆
者
・
捕
虜
労
働
）、w

w
3.enjoy.ne.jp/~

sim
oiti1329/sensouiseki/11yosijim

auasunochuugokujin.htm
 ; 

共

に
二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
閲
覧
）。

2 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
生
学
と
い
う
枠
組
を
明
示
し
た
う
え
で
原
爆
／
核
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
は
、
私
が
現
時
点
で
知
る
と
こ
ろ
で
は
、

次
の
一
点
の
み
で
あ
る
。
末
廣
眞
由
美
（
二
〇
〇
八
年
）「
長
崎
平
和
公
園―

慰
霊
と
平
和
祈
念
と
の
は
ざ
ま
で
」
小
佐
野
重
利
・
木

下
直
之
編
著
『
死
生
学　

四―

死
と
死
後
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
文
化
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
：
一
九
九
〜
二
三
二
頁
。
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3 

二
〇
〇
九
年
デ
ー
タ
。
阿
部
信
行
編
（
二
〇
一
〇
年
）『
二
〇
一
〇
出
版
指
標
年
報
』
全
国
出
版
協
会
・
出
版
科
学
研
究
所
：
二
一
五
頁
。

4 

中
野
晴
行
（
二
〇
一
〇
年
）『「
消
え
行
く
少
女
」
読
本―

核
兵
器
の
恐
怖
と
マ
ン
ガ
』、
小
学
館
（『
消
え
行
く
少
女
』
前
編
特
別
付
録
）。

5 

こ
こ
に
列
挙
す
る
作
品
は
、
す
べ
て
広
島
の
原
爆
体
験
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
長
崎
を
舞
台
に
し
た
原
爆
マ
ン
ガ
は
、

私
の
知
る
か
ぎ
り
次
の
二
冊
の
み
で
あ
る
。
い
し
か
わ
ま
み
（
二
〇
〇
五
年
）「
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
の
鐘
」、『
一
九
四
五
年　

十
代
の
戦
争
』

所
収
、
講
談
社
：
三
〜
一
一
六
頁
。
西
岡
由
香
（
二
〇
〇
八
年
）『
夏
の
残
像―

ナ
ガ
サ
キ
の
八
月
九
日
』、
凱
風
社
。
な
ぜ
こ
う
い
っ

た
状
況
な
の
か
、
今
後
の
メ
デ
ィ
ア
論
的
分
析
が
望
ま
れ
る
。

6 

発
見
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
：
「
幻
の
原
爆
漫
画 

発
掘 

資
料
館
で
展
示 

『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
十
六
年
前
連
載
」、『
朝
日

新
聞
』、
二
〇
一
〇
年
一
月
八
日
、
夕
刊
、
東
京
本
社
、
十
二
面
。

7 

湯
浅
学
（
二
〇
〇
九
年
）「（B

O
O

K
 

読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
）『
消
え
行
く
少
女
』
白
土
三
平
著―

薄
幸
な
少
女
と
白
土
漫
画
の
憤

怒
」、『
週
刊A

E
R

A
』、
六
月
二
十
九
日
号
、
九
十
二
頁
。

8 

現
在
は
復
刻
版
を
入
手
で
き
る
。
白
土
三
平
（
二
〇
〇
九
年
）『
消
え
ゆ
く
少
女　

前
編
・
後
編
』
小
学
館
。
ち
な
み
に
、
こ
の
マ
ン
ガ

の
後
編
に
は
、
主
人
公
で
あ
る
原
爆
症
の
日
本
人
少
女
と
日
本
に
強
制
連
行
さ
れ
た
朝
鮮
人
男
性
の
李
貴
道
の
交
流
（
と
悲
劇
）
が
描

か
れ
て
い
る
。

9 

山
岸
凉
子
（
二
〇
一
〇
年
）「
夏
の
寓
話
」、『
山
岸
凉
子
ス
ペ
シ
ャ
ル
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅵ　

夏
の
寓
話
』、
潮
出
出
版
、
二
六
五
〜
三
一
五
頁
。

11 

劇
画
・
旭
丘
光
志
、
手
記
・
草
河
達
夫
（
一
九
六
九
年
）『
あ
る
惑
星
の
悲
劇―

在
東
京
・
広
島
に
お
け
る
一
被
爆
者
の
記
録
』、
講

談
社
。

11 

辰
巳
ヨ
シ
ヒ
ロ
（
二
〇
〇
三
年
）「
地
獄
」、『
大
発
掘
』、
青
林
工
藝
舎
、
三
〜
三
十
一
頁
。

12 

中
沢
啓
治
（
一
九
七
五
〜
一
九
八
七
年
）『
は
だ
し
の
ゲ
ン 
第
一
巻
〜
第
十
巻
』、
汐
文
社
。
ち
な
み
に
中
沢
は
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
以

外
に
も
原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
数
々
の
作
品
を
描
い
て
い
る
。

13 

四
方
利
明
（
二
〇
〇
六
年
）「「
境
界
」
で
出
会
っ
た
「
他
者
」」、
吉
村
和
真
・
福
間
良
明
編
著
『「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
が
い
た
風
景―

マ
ン
ガ
・
戦
争
・
記
憶
』、
梓
出
書
房
、
一
八
二
〜
二
一
〇
頁

14 

伊
藤
遊
（
二
〇
〇
六
年
）「『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
民
俗
誌
」、
吉
村
和
真
・
福
間
良
明
編
著
『「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
が
い
た
風
景―

マ
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ン
ガ
・
戦
争
・
記
憶
』、
梓
出
書
房
、
一
四
七
〜
一
八
一
頁
。

15 

十
一
言
語
と
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
朝
鮮
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
、
タ
イ
語
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
あ
る
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
：
は
だ
し
の
ゲ
ン
、http://ja.w

ikipedia.

org/w
iki/%

E
3%

81%
A

F%
E

3%
81%

A
0%

E
3%

81%
97%

E
3%

81%
A

E
%

E
3%

82%
B

2%
E

3%
83%

B
3#cite_ref-19

、
二
〇
一
〇
年

九
月
三
十
日
閲
覧
）。
ま
た
、「
世
界
中
の
人
々
に
読
ま
れ
て
い
る
」
と
は
言
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
の
規
模
で
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
は

定
か
で
は
な
い
。
韓
国
で
は
、
そ
も
そ
も
マ
ン
ガ
読
者
人
口
が
比
率
的
に
言
っ
て
も
日
本
の
よ
う
に
多
く
は
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る

こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
が
、
全
十
巻
合
計
で
約
四
万
部
程
度
の
販
売
部
数
に
と
ど
ま
っ
た
（
山
中
千
恵
（
二
〇
〇
六
年
）「
読
ま
れ
え

な
い
「
体
験
」・
越
境
で
き
な
い
「
記
憶
」、
吉
村
和
真
・
福
間
良
明
編
著
『「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
が
い
た
風
景―

マ
ン
ガ
・
戦
争
・
記

憶
』、
梓
出
書
房
、
二
一
一
〜
二
四
五
頁
）。

16　

こ
う
の
史
代
（
二
〇
〇
四
年
）『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』、
双
葉
社
。

17　

公
式
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.yunagi-sakura.jp/

）

18　

双
葉
社
の
大
東
氏
に
二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
九
日
に
電
話
で
確
認
。
内
訳
は
単
行
本
三
十
万
五
千
部
、
文
庫
本
八
万
部
で
あ
る
。

19　
「
時
代
の
カ
タ
リ
ス
ト
（
三
十
六
）『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
を
歩
く―

こ
う
の
史
代
氏
＋
染
谷
誠
氏
」、『JM

A
 M

anagem
ent R

eview

』、

第
十
一
巻
第
十
二
号
（
二
〇
〇
五
年
十
二
月
号
）、
二
〇
〜
二
四
頁
。
引
用
部
分
は
二
十
一
頁
。

21　

こ
う
の
史
代
（
二
〇
〇
八
〜
二
〇
〇
九
年
）『
こ
の
世
界
の
片
隅
に
』（
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
）、
双
葉
社
。

21　

出
典
は
註
18
に
同
じ
。
内
訳
は
、
上
巻
八
万
九
千
部
、
中
巻
八
万
二
千
部
、
下
巻
七
万
八
千
部
で
あ
る
。

22　

木
村
敏
（
一
九
七
二
年
）『
人
と
人
の
あ
い
だ
』
東
京
：
弘
文
堂
。
北
山
忍
（
一
九
九
八
年
）『
自
己
と
感
情
』
東
京
：
共
立
出
版
。

23　

浜
邦
彦
（
二
〇
〇
八
年
）「
生
き
延
び
た
者
の
〈
恥
〉―
『
夕
凪
の
街
・
桜
の
国
』
に
見
る
身
体
・
言
語
・
性
」、『
大
阪
経
済
法
科
大

学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』、
第
五
号
、
三
十
〜
三
十
七
頁
。
引
用
は
三
十
二
頁
。

24　

飯
田
守
（
二
〇
一
〇
年
）「M

y B
ook 77　

旅
へ
の
一
冊―

『
原
爆
の
子
』（
上
・
下
） 

広
島
平
和
文
化
セ
ン
タ
ー
理
事
長 

ス
テ
ィ
ー

ブ
ン
・
リ
ー
パ
ー
」、『
ア
ゴ
ラ
』、
八
月
号
、
六
十
八
〜
六
十
九
頁
。

25　

隅
田
義
孝
（
二
〇
〇
五
年
）「
被
爆
描
い
た
漫
画
『
夕
凪
の
街　

桜
の
国
』、
韓
国
で
翻
訳
出
版
」、『
朝
日
新
聞
』、
十
月
十
四
日
、
社
会
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面
、
十
五
頁
。

26　

野
田
正
彰
（
一
九
九
七
年
）「
遺
志
の
社
会
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
」、
デ
ー
ケ
ン
・
Ａ
、
柳
田
邦
男
編
『〈
突
然
の
死
〉
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
』、

東
京
：
春
秋
社
、
二
十
二
〜
四
十
六
頁
。

27　

浜
（
二
〇
〇
八
年
）
前
掲
出
、
三
十
五
頁
。

28　

浜
（
二
〇
〇
八
年
）
前
掲
出
、
三
十
三
頁
に
引
用
さ
れ
た
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
（
二
〇
〇
〇
年
）「
恥
辱
」『
溺
れ
る
も
の
と
救
わ
れ

る
も
の
』
所
収
、
竹
山
博
英
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
八
十
五
頁
か
ら
の
抜
粋
。
訳
文
は
浜
と
訳
書
の
も
の
を
合
成
。

29　

川
口
隆
行
（
二
〇
〇
五
年
）「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
漫
画
、
甦
る
原
爆
の
記
憶―

こ
う
の
史
代
『
夕
凪
の
街 

桜
の
国
』
試
論
」、『
原
爆

文
学
研
究
』、
第
四
号
、
八
十
三
〜
九
十
二
頁
。
引
用
部
分
は
八
十
八
頁
。

31　

川
口
（
二
〇
〇
五
年
）
前
掲
出
、
九
十
頁
。

31　

こ
こ
で
い
う
「
哀
れ
み
」
と
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
愛
や
慈
愛
の
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

32　

大
月
隆
寛
（
二
〇
〇
七
年
）「『
戦
争
＝
悲
惨
』
と
い
う
図
式
の
貧
困―

『
体
験
』
を
別
の
『
物
語
』
に
転
生
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
の
必
要
性

を
考
え
る
」『
正
論
』
平
成
十
九
年
十
一
月
号
、
二
一
〇
〜
二
二
二
頁
。

33　

こ
の
路
線
は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
四
日
の
米
紙
『
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
、「
核
兵
器
な
き
世
界
（A

 W
orld Free 

of N
uclear W

eapons

）」
と
題
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
シ
ュ
ル
ツ
元
米
国
務
長
官
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
リ
ー
元
米
国
防
長

官
、
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
元
米
国
務
長
官
、
サ
ム
・
ナ
ン
元
米
上
院
議
員
が
、
構
想
・
推
進
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
、N

uclear Security P
roject

（
Ｎ
Ｓ
Ｐ
：
核
安
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
立
ち
上
げ
、
全
世
界
に
向
け
て
核
兵
器
な
き
世
界
の
早
急
な
実

現
の
呼
び
か
け
と
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
踏
む
べ
き
十
個
の
具
体
的
ス
テ
ッ
プ
の
提
示
を
し
て
い
る
（http://w

w
w

.nucleartippingpoint.

org/nuclear_security_project/index.htm
l ; 

二
〇
一
〇
年
九
月
三
十
日
閲
覧
）。
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
米
大
統
領
に
よ
る
二
〇
〇
九
年
四
月

五
日
の
プ
ラ
ハ
演
説
（
い
わ
ゆ
る
「
核
な
き
世
界
」
演
説
）
は
、「
核
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」

へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
路
線
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

34　

佐
藤
卓
己
（
二
〇
〇
三
年
）「
あ
い
ま
い
な
日
本
の
「
世
論
」」、
佐
藤
卓
己
編
『
戦
後
世
論
の
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
』、
東
京
：K

A
SH

IW
A

学
術
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
十
一
〜
二
十
三
頁
。


