
１

大
田
洋
子
ほ
ど
文
壇
か
ら
も
出
身
地
（
広
島
）
か
ら
も
嫌
わ
れ
た
作
家
も
ま

た
め
ず
ら
し
い
。

た
と
え
ば
、
次
に
上
げ
る
の
は
平
林
た
い
子
の
文
章

（
注
１
）

で
あ
る
。

次
第
に
、
原
子
爆
弾
の
害
悪
を
世
間
が
声
高
に
い
う
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
彼
女
は
「
人
間
襤
褸
」
と
い
う
小
説
を
か
い
た
。
こ
の
小
説
が
そ
の

年
の
女
流
文
学
賞
の
候
補
に
上
っ
た
。

上
京
し
て
か
ら
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
彼
女
か

ら
こ
の
時
不
意
に
猛
烈
な
働
き
か
け
が
き
た
の
に
は
お
ど
ろ
い
た
。
速
達

が
き
、
電
報
が
き
、
ま
た
速
達
が
来
、
彼
女
が
た
ず
ね
て
く
る
。

私
は
彼
女
の
日
常
生
活
振
り
は
い
つ
も
笑
っ
て
見
て
い
た
が
、
彼
女
の

芯
に
あ
る
文
学
魂
は
尊
敬
し
て
い
た
か
ら
、
彼
女
の
依
頼
に
応
じ
て
、
あ

ち
こ
ち
に
電
話
を
か
け
た
り
、
会
っ
て
頼
ん
だ
り
し
た
。
結
局
吉
屋
さ
ん

と
二
人
で
そ
の
年
の
賞
を
頒
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
あ
ま
り
烈
し
い
運

動
振
り
を
非
難
す
る
人
も
あ
っ
た
。

こ
の
賞
の
授
与
式
に
は
彼
女
は
欠
席
し
た
。
病
気
で
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
決
っ
た
か
ら
も
う
行
く
必
要
な
い
と
い
っ
た

気
持
が
想
像
出
来
て
、
私
は
愉
快
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
は
私
も
病
気

の
た
め
欠
席
し
て
い
た
が
。

某
新
聞
社
が
、
吉
屋
信
子
さ
ん
の
受
賞
の
祝
福
の
た
め
贈
っ
た
何
か
を

半
分
わ
け
て
く
れ
と
、
使
い
が
吉
屋
家
に
行
っ
た
と
き
い
た
と
き
に
は
、

い
つ
も
の
よ
う
に
た
だ
笑
っ
た
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
後
味
が
残
っ
た
。

こ
の
交
友
録
「
大
田
洋
子
さ
ん
と
私
」
は
「
大
田
洋
子
さ
ん
と
は
随
分
古
い

知
合
い
で
あ
る
。」
と
い
う
一
文
か
ら
始
め
ら
れ
る
が
、
ふ
た
り
が
出
会
う
き

っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
長
谷
川
時
雨
が
昭
和
三
年
七
月
に
創
刊
し
た
後
期
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『
女
人
芸
術
』
を
通
じ
て
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
創
刊
号
に
平
林
た
い
子
は
短

編
「
生
活
」
を
載
せ
て
お
り
、
大
田
洋
子
は
、
翌
四
年
の
六
月
、
文
壇
第
一
作

の
「
聖
母
の
ゐ
る
黄
昏
」
を
同
誌
に
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
七
年
四
月

に
は
、
読
売
新
聞
紙
上
で
、
大
田
洋
子
・
平
林
た
い
子
・
吉
屋
信
子
・
岡
田
禎

子
・
矢
田
津
世
子
・
真
杉
静
枝
の
六
人
が
「
女
流
作
家
座
談
会
」
を
開
い
て
も

い
る
。
引
用
に
あ
る
『
人
間
襤
褸
』
は
、
昭
和
二
六
年
八
月
、
河
出
書
房
か
ら

刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
吉
屋
信
子
の
『
鬼
火
』
と
と
も
に
第
四
回
女
流
文
学
賞

を
受
賞
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
大
田
洋
子
さ
ん
と
私
」
は
、
基
本
的
に
は
、
大
田
洋
子
の
優
れ
た
「
芸
術

家
と
し
て
の
素
質
」、「
理
性
的
な
」
側
面
、「
凛
々
し
」
さ
等
々
を
浮
き
上
が

ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
逸
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ

は
、
い
ず
れ
も
大
田
洋
子
の
「
現
実
に
対
す
る
非
妥
協
」
的
な
、
い
わ
ば
傲
慢

で
偏
狭
な
性
格
を
読
者
に
印
象
づ
け
ず
に
は
お
か
な
い
。

が
し
か
し
、
こ
こ
で
大
田
洋
子
の
作
家
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
像
と
そ
の

内
実
に
つ
い
て
云
々
す
る
つ
も
り
は
、
わ
た
し
に
は
な
い
。
た
だ
、
大
田
洋
子

の
文
学
的
評
価
に
こ
う
し
た
作
家
像
の
い
く
ら
か
が
影
響
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
や
は
り
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大
田
洋
子
の
唯
一
の
本
格
的
評
伝
、
研
究
書
で
も
あ
る
江
刺
昭
子
の
『
草
饐

評
伝
大
田
洋
子
』

（
注
２
）

の
一
節
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

広
島
に
は
、
終
戦
直
後
か
ら
続
く
い
く
つ
も
の
同
人
雑
誌
形
態
を
と
っ
た

文
芸
雑
誌
が
あ
っ
て
、
広
島
文
化
の
母
胎
に
な
っ
て
い
た
。
当
然
こ
れ
ら

の
雑
誌
は
、
原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら

の
雑
誌
で
洋
子
に
原
稿
の
注
文
を
す
る
と
に
べ
も
な
く
断
っ
て
き
た
と
い

う
。
一
方
洋
子
は
、
小
説
を
は
じ
め
随
筆
な
ど
の
形
で
中
央
の
雑
誌
に
間

断
な
く
原
爆
の
こ
と
を
書
き
続
け
た
。
原
民
喜
が
今
ほ
ど
に
は
評
価
さ
れ

ず
、
峠
三
吉
の
活
動
は
広
島
の
土
地
を
母
胎
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

そ
れ
ほ
ど
全
国
的
に
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
洋
子
一
人
が
原
爆

作
家
の
よ
う
に
騒
が
れ
た
の
で
あ
る
。
原
爆
の
悲
惨
を
一
人
で
背
負
っ
て

立
っ
て
い
る
よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
か
ら
騒
が
れ
た
洋
子
に
対
し
て
広
島
の
人

は
反
発
し
た
。
一
種
の
や
っ
か
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、「
原
爆
を
売
り

も
の
に
し
て
名
を
得
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
偏
狭
と
い
え
ば
い
え

る
地
方
文
壇
人
の
感
情
的
な
反
発
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

大
田
洋
子
は
広
島
で
出
さ
れ
て
い
た
雑
誌
か
ら
の
原
稿
依
頼
を
「
に
べ
も
な

く
断
っ
た
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
事
実
な
の
か
。
た
し
か
に
、
今
日
見
る
こ
と

の
で
き
る
も
っ
と
も
詳
し
い
大
田
洋
子
の
年
譜
、
浦
西
和
彦
編
の
「
大
田
洋
子

年
譜
」

（
注
３
）

等
を
見
る
か
ぎ
り
、
大
田
洋
子
が
地
元
誌
に
寄
稿
し
た
の
は
、
わ
ず
か

一
誌
に
す
ぎ
な
い

（
注
４
）

。
江
刺
昭
子
の
文
章
、
そ
れ
に
大
田
洋
子
年
譜
を
重
ね
合
わ

せ
て
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
や
は
り
、
大
田
洋
子
の
傲
慢
で
非
妥
協
的
な
、
中

央
志
向
の
文
学
者
の
像
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
後
間
も
な
く
広
島
で
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
Ｗ
・
プ
ラ
ン
ゲ
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文
庫
広
島
県
雑
誌
の
部
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
示
す
と
四
八
一
誌
（
こ
の
う
ち

昭
和
二
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
は
六
三
誌
）
に
の
ぼ
る
。
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫

は
、
周
知
の
と
お
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令

部
）
の
発
出
し
た
プ
レ
ス
コ
ー
ド
に
基
づ
き
Ｃ
Ｃ
Ｄ
（C

iv
il

C
en

so
rsh

ip

D
etach

im
en

t

／
民
間
検
閲
支
隊
）
が
昭
和
二
〇
年
九
月
か
ら
二
四
年
一
〇
月

ま
で
行
っ
た
検
閲
資
料
で
あ
る
。
大
田
洋
子
が
被
爆
後
再
上
京
す
る
の
は
、
昭

和
二
二
年
九
月
頃
で
あ
る
の
で
、
大
田
洋
子
が
地
元
広
島
に
疎
開
し
て
い
た
期

間
と
そ
れ
は
重
な
る
。
大
田
洋
子
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
地
元
誌
に
対
し
て
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
冷
淡
で
あ
っ
た
の
か
。
大
田
洋
子
が
戦
後
広
島
に
滞
在

し
た
二
二
年
九
月
ま
で
の
作
家
的
動
向
は
、
浦
西
和
彦
編
の
年
譜
に
よ
れ
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
20
年
（
１
９
４
５
年
）
四
十
二
歳
（
※
印
は
未
確
認
を
示
す
。）

１
月
20
日

戦
ふ
女
性
※

文
学
報
国
　
44
号

２
月
１
日

白
雁

新
青
年
　
26
巻
２
号
48
〜
56
頁

８
月
30
日

海
底
の
や
う
な
光
―
原
子
爆
弾
の
空
襲
に
遭
つ
て
―

朝
日
新
聞

昭
和
21
年
（
１
９
４
６
年
）
四
十
三
歳

４
月
〜
７
月

青
春
の
頁
※

新
　
椿

５
月
29
日
・
６
月
１
日
　
緑
の
谷
間
に
て（
一
）（
二
）

万
朝
報

７
月
１
日

仮
睡
（
前
編
）
―
あ
る
混
血
児
の
手
帖
―

婦
人
画
報
　
503
号
38
〜
42
頁

８
月
１
日

仮
睡
（
後
編
）

婦
人
画
報
　
504
号
54
〜
57
頁

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
年
）
四
十
四
歳

５
月
１
日

六
如
抄
―
あ
る
手
記
の
内
―

新
小
説
　
２
巻
２
号
20
〜
41
頁

８
月
１
日

高
啼
く
ひ
と

婦
人
文
庫
　
２
巻
８
号
44
〜
54
頁

右
に
記
し
た
年
譜
に
あ
る
「
青
春
の
頁
」
が
大
田
洋
子
が
地
元
誌
に
協
力
し

た
唯
一
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

が
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
に
よ
れ
ば
、
次
に
上
げ
る
よ
う
な
作
品
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

昭
和
21
年
（
１
９
４
６
年
）

７
月
１
日

人
間
勉
強
に
つ
い
て瀬

戸
内
海
創
刊
号
30
〜
33
頁

３
月
25
日

長
編
小
説
　
青
春
の
頁
（
一
回
）

女
櫛

新
椿
創
刊
特
集
号

６
月
１
日

長
編
小
説
　
青
春
の
頁
（
２
回
）

深
沢
ゆ
り
え

新
椿
第
一
巻
第
二
号
48
〜
55
頁

７
月
１
日

長
編
小
説
　
青
春
の
頁
（
３
）
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ふ
た
つ
の
手
紙

新
椿
第
三
号
38
〜
44
頁

８
月
１
日

長
編
　
青
春
の
頁
　
４

新
椿
第
四
号
50
〜
56
頁

閉
ざ
さ
れ
た
青
春

９
月
１
日

生
活
、
恋
愛
、
文
学
を
語
る

畑
耕
一
・
大
田
洋
子
対
談
会郷

友
九
月
号
20
〜
32
頁

12
月
１
日

青
春
の
頁
第
五
回

新
椿
第
５
号
52
〜
57
頁

深
沢
烈
と
七
穂
子

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
年
）

１
月
１
日

青
春
の
頁
（
第
六
回
）

新
椿
第
２
巻
第
１
号
50
〜
57
頁

鹿

３
月
１
日

青
春
の
頁
（
最
終
回
）

新
椿
第
２
巻
第
２
号
34
〜
39
頁

大
田
洋
子
は
、
尾
道
市
の
浜
根
汽
船
株
式
会
社
出
版
部
が
刊
行
し
た
『
瀬
戸

内
海
』、
佐
伯
郡
観
音
村
（
現
・
広
島
市
。
の
ち
祗
園
、
横
川
へ
と
移
る
）
の

新
建
設
社
（
の
ち
新
椿
社
）
の
『
新
椿
』
そ
れ
ぞ
れ
の
創
刊
号
に
原
稿
を
寄

せ
、
広
島
市
の
株
式
会
社
郷
友
社
か
ら
出
て
い
た
『
郷
友
』
で
は
、
畑
耕
一
と

の
長
時
間
に
わ
た
る
対
談
を
こ
な
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
創
刊
号
『
新
椿
』

の
あ
と
が
き
で
あ
る
「
編
輯
室
」
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

新
建
設
者マ
マ

が
女
性
の
生
活
と
教
養
の
為
に
月
刊
雑
誌
『
新
椿
』
を
発
刊

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
今
、
雨
後
の
筍
の
如
く
に
出
て
ゐ
る
世

間
の
雑
誌
刊
行
の
流
行
に
追
随
す
る
為
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら

ゆ
る
方
面
に
於
て
、『
地
方
対
中
央
』
の
権
勢
の
差
異
を
今
迄
私
達
は
余

り
に
も
切
実
に
見
せ
つ
け
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
文
化
的
方
面
に
於
て
特
に

そ
の
傾
向
は
甚
ち
ぢ
る
し
く
感
じ
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
幾
多
の
人
々
幾
多

の
団
体
に
依
つ
て
幾
度
試
み
ら
れ
企
て
ら
れ
た
こ
と
で
せ
う
か
。
然
し
其

の
殆
ん
ど
は
中
央
に
集
権
さ
れ
た
営
利
的
既
成
勢
力
の
前
に
無
惨
に
も
倒

れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
私
達
は
地
方
文
化
向
上
の
為
に
、
今
迄
に
な
い
新

し
い
力
を
生
み
出
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
従
来
中
央
か
ら
地

方
へ
と
流
れ
受
け
て
来
た
も
の
に
対
し
て
反
対
に
、
地
方
か
ら
中
央
へ
と

何
か
謝
礼
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
幸
に
郷
土
よ
り
細
田
民
樹
、

畑
耕
一
、
大
田
洋
子
各
氏
の
執
筆
を
得
た
こ
と
は
何
等
か
の
暗
示
で
は
な

い
で
せ
う
か
。
特
に
畑
耕
一
氏
は
生
れ
出
る
赤
子
の
産
婆
役
と
し
て
一
方

な
ら
ぬ
御
援
助
を
得
ま
し
た
こ
と
を
誌
上
を
借
り
て
読
者
の
皆
様
と
共
に

感
謝
し
て
お
く
次
第
で
す
。

こ
れ
ら
が
帰
納
す
る
の
は
、
広
島
で
被
爆
し
、
再
上
京
す
る
ま
で
の
期
間
に

か
ぎ
れ
ば
、
地
元
誌
に
対
し
て
非
協
力
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
風
説
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
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２

こ
の
『
新
椿
』
に
連
載
さ
れ
た
「
青
春
の
頁
」
に
対
す
る
言
説
が
ま
た
、
大

田
洋
子
と
い
う
作
家
を
な
か
ば
貶
め
る
大
き
な
一
因
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
こ

う
で
あ
る
。

こ
の
作
品
（
注
・
「
桜
の
国
」）
と
も
う
一
つ
、
敗
戦
直
後
の
広
島
で

創
刊
さ
れ
た
婦
人
雑
誌
『
新
椿
』
に
掲
載
し
た
「
青
春
の
頁
」
が
、
し
ば

し
ば
洋
子
の
原
爆
文
学
の
価
値
を
半
減
す
る
か
の
如
く
語
ら
れ
る
。
二
十

一
年
の
四
月
か
ら
七
月
ま
で
『
新
椿
』
に
載
っ
た
作
品
を
私
は
見
て
い
な

い
が
、
や
は
り
原
爆
と
は
関
係
の
な
い
青
春
恋
愛
小
説
だ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
作
品
は
、「
編
集
者
と
作
者
大
田
洋
子
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て

途
中
で
休
載
に
な
っ
た
」（「
中
国
新
聞
「
戦
後
広
島
文
芸
史
」）
と
い
う

い
わ
く
つ
き
の
も
の
。

洋
子
を
非
難
す
る
人
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、「『
屍
の
街
』
ほ
ど
の
意
識

の
高
い
作
品
を
書
き
な
が
ら
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
そ
ん
な
く
だ
ら
な
い

、
、
、
、
、

も

の
を
書
い
た
の
は
洋
子
の
姿
勢
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
言
い
切
る
の
も
酷
な
気
が
す
る
。
む
し
ろ
、
戦
後

の
価
値
の
変
動
の
中
で
、
昔
日
の
夢
を
追
い
、
右
往
左
往
し
て
い
た
洋
子

の
姿
が
う
か
が
わ
れ
て
、
哀
れ
に
思
え
る
。「
書
き
の
こ
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
使
命
感
で
「
屍
の
街
」
を
書
き
あ
げ
た
も
の

の
、
原
爆
を
口
に
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
、
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
な
れ
ば
、
な
に
か
を
書
い
て
生
計
を
た
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
い
き
お
い
手
慣
れ
た
傾
向
の
も
の
に
手
を
染
め
た
の
も
う

な
づ
け
る
。（
傍
点
原
文
の
ま
ま
）

先
に
上
げ
た
江
刺
昭
子
『
草
饐

評
伝
大
田
洋
子
』
中
の
文
章
で
あ
る
。
江

刺
昭
子
は
同
著
の
別
な
箇
所
で
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

大
牟
田
氏
に
お
め
に
か
か
っ
た
あ
と
、
私
は
二
、
三
の
い
わ
ゆ
る
広
島

の
文
化
人
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
接
し
た
。
果
し
て
私
は
、
洋
子
か
ら
気
持

の
よ
く
な
い
仕
打
ち
を
う
け
た
こ
と
か
ら
来
る
明
ら
さ
ま
な
反
発
の
色
を

み
た
。
洋
子
が
残
し
た
悪
印
象
の
数
々
を
語
る
に
は
、
既
に
長
い
年
月
が

流
れ
て
、
今
更
そ
れ
を
語
る
の
は
大
人
気
な
い
と
思
う
の
か
具
体
的
な
こ

と
は
何
も
聞
け
な
か
っ
た
が
、
そ
の
反
発
は
微
妙
に
洋
子
の
文
学
の
評
価

に
反
映
し
て
い
た
。
同
じ
原
爆
を
描
い
た
作
家
の
中
で
も
、
原
民
喜
の
純

情
と
清
潔
な
悲
劇
を
悲
し
む
ほ
ど
に
は
惜
し
ま
れ
ず
、
峠
三
吉
の
怒
り
の

文
学
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
平
和
運
動
を
実
践
し
て
い
る
人
々
が
峠
を
評

価
す
る
ほ
ど
に
、
洋
子
の
文
学
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
屍

の
街
」
を
書
い
た
と
同
じ
時
期
に
「
青
春
の
頁
」
の
よ
う
な
作
品
を
書
い

た
こ
と
や
、
晩
年
を
原
爆
文
学
ひ
と
す
じ
に
貫
か
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す

る
非
難
の
声
が
大
き
い
。
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ま
ず
、「
青
春
の
頁
」
が
「
編
集
者
と
作
者
大
田
洋
子
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が

あ
っ
て
途
中
で
休
載
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
事
実
な
の
か
。
先
に
示
し
た
よ

う
に
、
大
田
洋
子
は
、『
新
椿
』
創
刊
号
か
ら
一
度
の
休
載
も
な
く
最
終
回
に

当
た
る
第
七
回
ま
で
連
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

最
終
回
の
「
青
春
の
頁
」
に
は
そ
の
回
の
小
タ
イ
ト
ル
は
付
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、『
新
椿
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
回
に
は
「
女
櫛
」、
以
下
第
六
回
ま

で
、「
深
沢
ゆ
り
え
」、「
二
つ
の
手
紙
」、「
閉
ざ
さ
れ
た
青
春
」、「
鹿
」
と
そ

れ
ぞ
れ
小
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
一
度
の

休
載
も
な
い
。
最
終
回
も
書
か
れ
て
い
る
。

「
青
春
の
頁
」
は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

暗
く
て
窓
の
外
は
見
え
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
列
車
が
ふ
る
さ
と
へ
近
づ

い
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
、
日
高
七
穂
子
の
顔
に
、
生
々
と
美
し
い
血
が

の
ぼ
つ
た
。

走
る
汽
車
の
中
で
、
た
つ
た
一
人
、
年
の
暮
を
見
送
る
こ
と
も
、
珍
ら

し
く
て
、
愉
し
か
つ
た
。
日
高
菜
穂
子
は
時
計
を
巻
い
た
白
い
腕
を
、
眼

の
前
に
曲
げ
て
覗
き
込
ん
だ
。
こ
つ
こ
つ
と
針
の
す
す
む
音
が
し
て
、
十

二
時
を
す
ぎ
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
苦
し
く
て
長
か
つ
た
戦
争
の
昭
和
十
九

年
が
終
つ
た
の
だ
。

「
ず
い
分
こ
の
汽
車
お
く
れ
た
ん
だ
ね
。
十
二
時
十
四
分
に
は
、
広
島

へ
着
い
て
な
く
ち
や
な
ら
な
い
の
に
ね
え
」

「
ま
だ
岡
山
を
出
た
ば
か
り
よ
」

七
穂
子
の
う
し
ろ
の
席
か
ら
、
そ
ん
な
風
に
話
し
て
ゐ
る
夫
婦
ら
し
い

人
の
声
が
き
こ
え
た
。

「
こ
の
汽
車
、
呉
ま
は
り
で
す
ね
。
三
原
で
降
り
て
、
す
ぐ
あ
と
に
く

る
博
多
ゆ
き
に
乗
り
か
へ
ま
す
と
、
二
時
間
も
早
い
ん
だ
そ
う
で
す
の

よ
。
さ
う
な
さ
い
ま
せ
ん
？
」

七
穂
子
の
前
に
か
け
て
ゐ
て
、
時
々
話
し
か
け
た
婦
人
が
、
七
穂
子
に

云
つ
た
。

女
子
医
専
を
卒
業
し
四
谷
に
あ
る
総
合
病
院
に
勤
務
す
る
内
科
医
日
高
菜
穂

子
は
、
昭
和
二
〇
年
を
、
婚
約
者
原
瓏
一
が
い
る
故
郷
広
島
に
向
か
う
呉
線
経

由
の
列
車
の
中
で
迎
え
る
。
七
穂
子
の
父
も
医
師
で
あ
り
、
渋
谷
で
開
業
し
て

い
た
が
、
空
襲
に
明
け
暮
れ
る
東
京
か
ら
七
穂
子
を
祖
父
母
の
い
る
牛
田
に
疎

開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
瓏
一
は
広
島
文
理
科
大
学
で
独
文
学
を
専
攻
す
る
助
教

授
で
あ
っ
た
。

七
穂
子
は
瓏
一
の
世
話
で
彼
の
友
人
深
沢
が
外
科
医
と
し
て
勤
務
す
る
宇
品

の
佐
久
良
病
院
に
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
瓏
一
と
の
生
活
を
夢
見
た
七
穂
子
で

は
あ
る
が
、
瓏
一
は
深
沢
の
妹
ゆ
り
え
と
深
い
仲
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た

こ
と
も
あ
り
、
七
穂
子
は
次
第
に
深
沢
に
惹
か
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
お
り
、
七

穂
子
の
も
と
に
、
東
京
か
ら
母
が
病
気
で
あ
る
と
の
電
報
が
届
く
。

「
青
春
の
頁
」
最
終
回
、
七
穂
子
が
ふ
た
た
び
広
島
に
帰
っ
て
く
る
列
車
は
、
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冒
頭
の
一
節
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
八
時
四
〇
分
広
島
着
の
呉
線
ま
わ
り

の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
日
は
、
昭
和
二
〇
年
八
月
六
日
の
列
車
で

あ
っ
た
。

「
途
中
で
休
載
に
な
っ
た
」、「
原
爆
と
は
関
係
な
い
」「
く
だ
ら
な
い

、
、
、
、
、

」「
青

春
恋
愛
小
説
」
の
実
質
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

七
穂
子
が
呉
市
の
焼
野
原
に
、
眼
を
注
い
で
暗
澹
と
し
た
感
慨
に
陥
つ

て
ゐ
た
と
き
、
広
島
市
は
前
代
未
聞
の
空
襲
の
た
め
、
さ
か
ん
な
火
の
柱

を
街
々
の
空
に
突
き
あ
げ
燃
え
亡
び
て
ゐ
た
の
だ
つ
た
。

乗
客
た
ち
は
、
総
立
ち
に
な
つ
て
ひ
し
め
き
、
構
内
を
埋
め
て
蒼
白
に

な
つ
た
。
群
衆
に
交
つ
て
佇
ん
だ
七
穂
子
の
胸
に
、
ま
つ
た
く
反
射
的

に
、
突
き
ぬ
け
て
通
つ
た
最
初
の
人
の
顔
は
瓏
一
で
あ
つ
た
。
ど
こ
か
ら

と
も
な
く
、
刻
々
に
耳
へ
這
入
つ
て
く
る
広
島
市
の
情
報
は
、
そ
こ
に
住

む
人
々
を
根
こ
そ
ぎ
死
へ
誘
つ
た
か
と
思
は
れ
た
。
深
沢
の
愛
を
よ
ろ
こ

び
を
持
つ
て
受
け
入
れ
た
今
と
な
つ
て
も
、
な
ほ
誰
よ
り
先
き
に
瓏
一
の

安
否
を
想
ふ
自
分
を
七
穂
子
は
ふ
し
ぎ
に
思
つ
た
。

こ
れ
が
日
高
菜
穂
子
の
迎
え
た
八
時
一
五
分
で
あ
る
。
原
瓏
一
と
深
沢
烈
が

迎
え
た
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
長
文
に
な
る
が
、
い
ま
ま
で
誤

解
さ
れ
た
ま
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
そ
の
ま
ま
引
用

す
る
。

平
生
の
通
り
だ
つ
た
ら
、
爆
撃
の
中
心
地
ち
か
く
、
市
電
で
走
つ
て
ゐ

る
時
刻
で
あ
つ
た
。
深
沢
は
燃
え
る
街
を
い
く
ど
か
遠
廻
り
で
、
地
獄
か

と
思
へ
る
壊
滅
の
全
市
に
耐
え
難
い
想
ひ
を
抱
き
な
が
ら
、
病
院
へ
行
つ

た
。
入
り
口
の
部
厚
な
硝
の
二
枚
扉
も
ば
つ
た
り
倒
れ
、
そ
の
下
敷
に
な

つ
て
呻
い
て
ゐ
る
若
い
看
護
婦
の
頬
が
破
れ
て
、
血
の
点
が
も
は
や
み
み

ず
の
や
う
に
、
か
た
ま
つ
て
ゐ
た
。

負
傷
者
は
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
詰
め
か
け
、
長
い
廊
下
ま
で
う
め

つ
く
し
た
そ
の
人
々
の
間
を
血
の
匂
ひ
が
流
れ
て
ゐ
た
。

夕
方
で
あ
つ
た
。
街
々
は
ま
だ
燃
え
て
ゐ
た
。
火
災
を
喰
ひ
と
め
た
作

久
良
病
院
の
、
骨
組
み
だ
け
に
な
つ
た
建
物
の
二
階
ま
で
深
沢
が
順
々
に

怪
我
人
た
ち
の
手
当
を
し
な
が
ら
上
つ
て
行
つ
た
と
き
、

「
深
沢
か
い
？
」

と
誰
か
が
声
を
か
け
た
。
聞
き
馴
れ
た
声
の
や
う
に
も
深
沢
は
思
つ
た

け
れ
ど
も
、
誰
が
ど
こ
で
呼
ん
だ
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
か
つ
た
。

「
僕
だ
。
こ
こ
に
ゐ
る
の
だ
よ
」

二
度
目
の
同
じ
声
で
、
深
沢
は
は
ツ
と
し
た
。
原
瓏
一
！
あ
あ
、
だ
つ

た
ら
声
が
変
つ
て
ゐ
る
。

廊
下
の
片
隅
、
高
い
窓
も
こ
は
れ
た
下
に
、
灰
い
ろ
の
襤
褸
が
う
づ
く

ま
つ
た
や
う
な
恰
好
で
、
一
人
の
青
年
が
仰
向
け
に
、
の
び
の
び
と
寝
て

ゐ
た
。

深
沢
は
近
づ
い
て
、
そ
の
青
年
の
か
ら
だ
に
掩
ひ
か
ぶ
さ
る
や
う
に
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し
、
顔
を
覗
き
込
ん
だ
。

「
原
か
？
」

さ
う
念
を
押
さ
な
け
れ
ば
判
ら
な
い
く
ら
ひ
、
瓏
一
の
面
ざ
し
は
変
り

果
て
て
ゐ
た
。
光
線
の
火
傷
の
た
め
に
眼
ま
で
腫
れ
つ
ぶ
れ
た
顔
は
、
無

気
味
な
蒼
ぐ
ろ
い
色
を
塗
つ
た
や
う
で
あ
つ
た
。
光
線
は
全
身
を
焼
い
て

ゐ
た
。

「
ど
こ
に
ゐ
た
の
だ
ね
」

深
沢
は
す
ぐ
聴
診
機
を
胸
に
あ
て
て
訊
い
た
。
心
臓
は
す
つ
か
り
弱
つ

て
ゐ
る
。

「
八
時
に
家
を
出
て
八
丁
堀
ま
で
電
車
で
行
つ
て
ゐ
た
ん
だ
よ
。
広
島

駅
へ
行
か
う
と
思
つ
て
ね
」

「
駅
へ
？
」

「
さ
う
だ
。
七
穂
子
に
最
後
の
わ
か
れ
を
す
る
た
め
に
。
僕
は
電
車
ご

と
や
ら
れ
た
。
電
車
は
テ
ン
ピ
の
や
う
に
焼
け
焦
げ
た
よ
。
僕
は
入
口
に

立
つ
て
て
、
外
へ
こ
ろ
が
り
落
ち
て
ね
、
倒
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
と
き
は
こ

ん
な
に
す
つ
か
り
僕
の
か
ら
だ
は
焼
け
て
ゐ
た
ん
だ
ね
」

「
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
の
か
し
ら
」

深
沢
は
瓏
一
の
手
を
し
つ
か
り
握
つ
て
、
や
さ
し
く
云
ひ
か
け
た
。

「
僕
は
が
む
し
や
ら
に
火
を
く
ぐ
つ
て
、
こ
こ
ま
で
歩
い
て
来
た
ん
だ

よ
。
君
の
治
療
を
受
け
た
い
と
思
つ
た
も
の
だ
か
ら
ね
」

「
な
ん
に
し
て
も
ひ
ど
く
や
ら
れ
た
も
の
だ
。
で
も
死
ぬ
ん
ぢ
や
な
い

よ
。
僕
は
君
を
死
な
せ
な
い
」

深
沢
の
眼
は
充
血
し
て
来
た
。

「
ゆ
り
え
さ
ん
は
？
生
き
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
」

「
わ
か
ら
な
い
。
多
分
生
き
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
だ
か
ら
君
も
生
き
な
く

て
は
な
ら
な
い
よ
」

「
僕
は
も
う
な
ん
に
も
要
ら
な
い
。
水
を
く
れ
給
へ
。
い
ま
は
水
だ
け

が
ほ
し
い
」

火
傷
の
患
者
の
誰
で
も
が
、
口
を
そ
ろ
へ
て
、
水
、
水
と
叫
ん
で
ゐ

た
。
深
沢
は
そ
の
人
た
ち
に
、
水
を
の
ま
せ
な
い
方
針
を
と
つ
て
ゐ
た
け

れ
ど
も
、
瓏
一
の
容
態
が
す
で
に
最
悪
へ
の
道
を
辿
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
知

つ
て
、
水
を
取
り
に
行
か
う
と
し
た
。

深
沢
が
死
を
控
え
た
瓏
一
の
か
ら
だ
か
ら
離
れ
て
立
つ
た
と
き
、
も
う

夜
が
来
て
ゐ
た
。

「
先
生
。
あ
た
く
し
―
―
」

深
沢
が
振
り
向
く
や
い
な
や
、
こ
れ
も
疲
れ
切
つ
て
頬
の
落
ち
た
七
穂

子
が
、
崩
れ
る
や
う
に
深
沢
の
硬
い
胸
に
ぶ
つ
か
つ
て
来
た
。

「
よ
く
帰
つ
て
き
て
く
れ
た
。
あ
り
が
た
う
」

思
は
ず
肩
を
引
き
寄
せ
て
、
囁
く
や
う
に
深
沢
は
云
つ
た
。
亡
霊
の
や

う
に
倒
れ
て
ゐ
る
瓏
一
を
七
穂
子
は
深
沢
の
肩
ご
し
に
見
た
。

七
穂
子
は
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
気
づ
か
な
か
つ
た
。

「
菜
穂
子
さ
ん
、
原
が
来
て
ま
す
よ
。
あ
な
た
診
て
お
や
ん
な
さ
い
ね
」
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深
沢
は
七
穂
子
の
手
に
聴
診
機
を
渡
し
た
。
そ
し
て
後
か
ら
そ
の
か
ら

だ
を
掴
む
や
う
に
し
、
瓏
一
の
傍
へ
し
や
が
ま
せ
た
。

街
か
ら
街
の
死
体
の
な
か
を
通
り
抜
け
て
来
た
菜
穂
子
の
眼
に
、
瓏
一

の
死
に
瀕
し
た
姿
が
、
黒
々
と
悲
惨
に
写
つ
た
。
こ
の
世
の
出
来
ご
と
と

は
思
へ
な
か
つ
た
。
烈
し
い
衝
動
を
う
け
た
人
が
、
す
ぐ
に
は
そ
れ
を
感

じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
に
、
七
穂
子
は
う
つ
ろ
で
あ
つ
た
。

黙
つ
て
瓏
一
の
黒
い
髪
の
毛
を
、
そ
つ
と
撫
で
、
自
分
の
頬
を
、
相
手

の
頬
に
寄
せ
た
。
涙
が
止
め
度
な
く
流
れ
た
。
瓏
一
は
七
穂
子
の
手
を
握

つ
て
離
さ
な
か
つ
た
。

深
沢
は
□
（
注
・
一
字
判
読
不
能
）
の
上
に
両
手
を
組
ん
で
、
じ
つ
と

二
人
の
様
子
を
見
下
し
て
ゐ
た
。

瓏
一
は
翌
七
日
の
夜
明
け
に
亡
く
な
る
。
建
物
疎
開
の
勤
労
奉
仕
に
出
て
い

た
ゆ
り
え
は
、
市
内
の
収
容
所
で
も
似
ノ
島
の
収
容
所
で
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
小
説
は
、
一
度
の
休
載
も
な
く
、
原
爆
を
最
終
回
で
描
き
、
深
沢
と
七

穂
子
が
広
島
市
郊
外
の
祇
園
で
新
し
い
生
活
を
始
め
よ
う
と
決
意
す
る
場
面
で
、

全
七
回
の
連
載
を
終
え
る
。

３

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
青
春
の
頁
」
が
「
途
中
で
休
載
に
な
っ
た
」、「
原
爆

と
は
関
係
な
い
」「
く
だ
ら
な
い

、
、
、
、
、

」「
青
春
恋
愛
小
説
」
と
い
っ
た
刻
印
を
押
さ

れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、「
青
春
の
頁
」
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
よ
っ
て
検
閲
が

行
わ
れ
て
い
た
期
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

検
閲
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
が
昭
和
二
〇
年
九
月
一
九
日
に
発
出
し
た
一

〇
カ
条
の
プ
レ
ス
コ
ー
ド
（「
日
本
新
聞
遵
則
〈
日
本
出
版
法
・P

ress
C

ode

for
Jap

an

〉」）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
が
、
占
領
下
の
検
閲
の
実
態
は
極
力

秘
匿
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
配
布
さ
れ
た
「
雑
誌
及
ビ
定
期
刊
行

物
ノ
事
前
検
閲
ニ
関
ス
ル
手
続
」
の
第
九
条
に
は
、「
訂
正
ハ
常
ニ
必
ズ
製
作

ノ
組
直
シ
ヲ
以
テ
ナ
ス
ベ
ク
、
絶
対
ニ
削
除
箇
所
ヲ
イ
ン
キ
ニ
テ
抹
消
シ
、
余

白
ト
シ
テ
ノ
コ
シ
、
或
ハ
ソ
ノ
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
尚
、
ゲ
ラ

刷
ヲ
提
出
セ
ル
後
ハ
、
当
検
閲
部
ノ
承
認
ナ
キ
追
加
又
ハ
変
更
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ

得
ズ
」
と
あ
り
、
こ
の
条
を
補
う
も
の
と
し
て
出
版
社
に
配
布
さ
れ
た
注
意
書

第
一
条
に
は
「
削
除
を
指
令
さ
れ
た
る
場
合
は
左
の
如
き
行
為
を
せ
ず
必
ず
組

み
変
え
印
刷
す
る
こ
と
　
１
、
墨
に
て
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
　
２
、
白
紙
を
は
る

こ
と
　
３
、
○
○
○
等
に
て
埋
め
る
こ
と
　
４
、
白
く
ブ
ラ
ン
ク
に
す
る
こ
と

５
、
頁
を
破
り
取
る
こ
と
」
と
あ
り
、
第
六
条
に
は
「
ゲ
ラ
刷
の
‖
＝
○
□
×

等
の
記
号
は
出
来
得
る
範
囲
で
こ
れ
を
避
け
も
し
止
む
を
得
ず
使
用
す
る
場
合

に
は
必
ず
真
の
意
味
す
る
『
仮
名
』
又
は
『
漢
字
』
を
も
つ
て
書
き
込
む
こ

と
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
検
閲
の
実
態
は
最
初
か
ら
そ
の
痕
跡
を
隠
し
、

秘
匿
さ
れ
る
よ
う
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
一
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
新
椿
』
が
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
指
摘
を
受
け
た
最

初
の
も
の
は
同
年
の
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
働
く
婦
人
と
明
日
の
政
治
」（
森
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戸
辰
男
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
翌
二
二
年
一
月
号
の
根
津

菊
治
郎
「
一
九
四
七
年
の
展
望
」
が
指
摘
を
う
け
て
い
る
。
両
者
に
関
し
て
は

福
岡
市
橋
口
町
に
あ
っ
た
第
三
地
区
検
閲
局
（
検
閲
官
歩
兵
大
尉
ジ
ョ
ー
ジ
・

Ｐ
・
ソ
ロ
ブ
ス
コ
イ
）
か
ら
発
行
人
本
山
登
一
郎
に
当
て
たC

E
N

S
O

R
S

H
IP

D
O

C
U

M
E

N
T

S
が
残
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
田
洋
子
の
「
青
春
の
頁
」
最
終
回
が
載
っ
た
、
二
二
年
三
月

に
刊
行
さ
れ
た
二
・
三
月
合
併
号
（
第
二
巻
第
二
号
）
で
あ
る
が
、
こ
の
号

は
、
そ
れ
ま
で
の
号
と
異
な
り
、
実
に
多
く
の
指
摘
を
受
け
、
表
紙
に
はR

e-

ex
am

と
あ
る
。
指
摘
さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

栗
田
治
人
「
イ
ン
フ
レ
と
三
月
危
機
」

英
文
注
記
　S

C
A

P
,

as
to

B
29,

B
ritish

P
.M

.,
A

n
g

ro-U
.S

,

C
om

m
en

t
on

price
policy

of
S

oviet
U

n
ion

by
A

P
,

二
ヵ
所
判
読
不
能
、
判
読
不
能of

E
n

g
lan

d,S
C

A
P

兼
綱
悦
雄
「
三
月
危
機
と
農
村
」

英
文
注
記
　
一
ヵ
所
判
読
不
能
、SC

A
P

,as
to

N
ew

lan
d

low
,in

f.

神
近
市
子
「
危
機
に
際
し
て
の
婦
人
の
態
度
」

英
文
注
記
　U

.S
.A

峠
三
吉
「
青
年
運
動
の
ゆ
く
道
」

英
文
注
記
　
一
ヵ
所
判
読
不
能
、occu

pation
policy

綾
瀬
し
げ
る

英
文
注
記
　as

to
air

raid
in

T
okio

大
田
洋
子
「
青
春
の
頁
」（
最
終
回
）

英
文
注
記
　A

-bom
b,

disastrou
s

scen
e

by
bom

b （
注
５
）

こ
の
号
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
刊
行
さ
れ
た
の
か
は
、
プ
ラ
ン
ゲ
文

庫
に
こ
の
号
のD

O
C

U
M

E
N

T
S

が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
今
の
と

こ
ろ
確
認
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
の
で
刊
行
さ

れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
が
、
次
号
三
・
四
月
合
併
号
が
通
し
番
号
第
二

巻
第
三
号
と
な
っ
て
お
り
、
あ
と
が
き
に
も
特
別
の
記
載
が
な
い
の
で
、
先
ず

刊
行
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

ち
な
み
に
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
広
島
県
雑
誌
四
八
一
誌
に
お
い
て
、
掲
載
予
定

の
小
説
全
文
が
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
よ
り
指
摘
を
受
け
た
例
は
一
例
だ
け
あ
る
。
そ
れ

は
、
昭
和
二
一
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
「
郷
友
」
の
最
初
の
号
の
ゲ
ラ
刷
り
全

頁
に
わ
た
り
文
章
全
体
に
大
き
く
×
印
の
あ
る
宇
野
哲
郎
の
小
説
「
前
後
」
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
に
こ
う
し
た
例
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
大
田
洋
子
の
「
青
春
の
頁
」
は
、
原
爆
の
事
実
、
主
要
な
原
爆

の
悲
惨
な
描
写
部
分
を
削
除
の
う
え
、
発
表
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。「
青
春

の
頁
」
は
、
こ
う
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
占
領
下
と
い
っ
た
特
別
の
時
代
の

特
別
の
事
情
ゆ
え
に
誤
解
さ
れ
、
つ
い
に
は
、
大
田
洋
子
の
文
学
そ
の
も
の
を

貶
め
る
証
左
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
田
洋
子
が
、
国
策
政
策
に
乗
り
、
昭
和
一
三
年
八
月
、
中
央
公
論
社
の
知

識
階
級
総
動
員
懸
賞
小
説
に
応
募
す
る
た
め
に
「
海
女
」（
14
・
１
、
創
作
第
一
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席
当
選
）
を
執
筆
し
、
一
四
年
二
月
に
は
東
京
朝
日
新
聞
の
懸
賞
小
説
「
桜
の

国
」（
15
・
１
、
当
選
）
を
書
き
、
一
五
年
五
月
に
は
、
輝
ク
部
隊
の
慰
問
使
と

し
て
、
中
国
大
陸
に
渡
っ
た
、
と
い
う
事
実
は
事
実
と
し
て
、
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
昭
和
一
六
年
一
二
月
八
日
の
太
平
洋
戦
争
の
開
始
に
当
た
り
、

当
日
の
八
日
、
米
英
に
対
し
て
聖
な
る
宣
戦
が
布
告
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
開
戦
は
び
っ
く
り
し
た
り
、
驚
愕
の
念
を
抱
か
せ
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
が
鮮
明
に
具
体
化
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
八
日

は
新
聞
や
ラ
ジ
オ
に
く
っ
つ
い
て
ゆ
き
、
涙
を
流
し
、
眼
ざ
め
る
よ
う
な

思
い
が
し
、
新
鮮
な
焔
を
感
じ
た
。

（
注
６
）

と
記
し
た
作
家
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
が
、
こ
う
し
た
戦
前
の
事
例
を

も
と
に
「
青
春
の
頁
」
を
推
測
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て

や
、
作
家
大
田
洋
子
の
人
間
像
を
重
ね
て
読
み
解
く
と
い
っ
た
こ
と
は
控
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
要
は
、
作
品
と
先
入
観
な
し
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。

今
後
大
田
洋
子
の
作
品
が
さ
ら
に
発
掘
さ
れ
、
大
田
洋
子
と
い
う
作
家
が
ト

ー
タ
ル
な
形
で
像
を
結
ぶ
こ
と
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

注注
１
　
平
林
た
い
子
「
大
田
洋
子
さ
ん
と
私
」（『
自
伝
的
交
友
録
・
実
感
的
作
家
論
』
昭

和
35
・
12
、
所
収
）

注
２
　
江
刺
昭
子
『
草
饐

評
伝
大
田
洋
子
』（
濤
書
房
、
昭
和
46
・
８
。
大
月
書
店
版
、

昭
和
56
・
７
）

注
３
『
大
田
洋
子
集
第
四
巻
』
所
収
、
昭
和
57
・
10
。
復
刻
初
版
、
平
成
13
・
11
）

注
４
　
大
田
洋
子
は
、
浦
西
和
彦
編
年
譜
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
七
年
二
月
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
「
新

ら
し
い
文
学
運
動
及
び
新
人
に
何
を
期
待
す
る
か
」
を
「
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
１
号
」
に
寄
せ

て
い
る
。「
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
」
は
も
と
、
広
島
で
創
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
東
京
版
で

あ
る
の
で
、
地
元
誌
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
岩
崎
清
一
郎
「
広
島
の
文
学
│
ゆ

か
り
の
あ
る
作
家
た
ち（
六
）│
（
戦
後
編
）」（『
梶
葉
』
終
刊
特
別
号
、
平
成
一
二
年
七

月
）
に
よ
れ
ば
、『
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
』（
広
島
版
）
も
同
月
付
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

注
５

「
青
春
の
頁
」
最
終
回
の
最
初
の
引
用
文
に
当
た
る
箇
所
に
「A

-bom
b

」
と
注
記

さ
れ
た
指
摘
が
あ
り
、
次
の
引
用
文
に
「disastrou

s
scen

e
by

bom
b

」
の
注
記
と

指
摘
が
あ
る
。

注
６
「
暁
は
美
し
く
│
十
二
月
八
日
の
夜
│
」（『
暁
は
美
し
く
』
赤
塚
書
房
、
昭
和
18
・

３
、
所
収
）

本
稿
は
、
平
成
一
九
年
度
一
一
月
二
五
日
開
催
の
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
い
て
、

同
題
で
講
演
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基

盤
研
究(

Ｃ
）「
課
題
番
号
１
７
５
２
０
１
１
６
」「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
時
代
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
（
民
間

検
閲
支
隊
）
に
よ
る
検
閲
に
関
す
る
研
究
」
の
一
部
と
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
時
間

的
制
約
も
あ
り
、
第
一
次
調
査
の
報
告
と
す
る
が
、
再
度
精
査
し
、
大
田
洋
子
の
作
品
の

確
認
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
稿
を
起
こ
す
つ
も
り
で
あ
る
。

―
い
わ
さ
き
・
ふ
み
と
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
―
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