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犠
牲
を
強
い
る
シ
ス
テ
ム

憂
鬱
で
執
拗
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
世
界
に
蔓
延
し
て
い
る
。
ま
る
で

暴
力
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
に
。
そ
の
犠
牲
者
は
、
二
〇
一
四
年

だ
け
で
も
三
万
人
を
超
え
る
。

国
際
社
会
は
、
テ
ロ
を
戦
争
と
位
置
づ
け
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
が

二
一
世
紀
の
主
要
な
戦
争
の
一
つ
に
な
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
中
で
無
辜
の
人
々
が
犠
牲
と
な
り
、
テ
ロ
と
の
戦
い
が
始
ま
っ

て
一
〇
年
間
に
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
だ
け
で
三
七
万

人
が
死
亡
し
、
う
ち
二
一
万
人
が
民
間
人
と
言
わ
れ
る

１

。
ま
た

シ
リ
ア
内
戦
で
は
二
〇
一
一
年
三
月
か
ら
二
〇
一
五
年
末
ま
で
に

二
六
万
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る

２

。
戦
争
の
犠
牲
は
自
然

災
害
の
そ
れ
と
は
桁
違
い
に
多
い
。

小
説
家
を
夢
見
て
い
た
若
き
日
の
司
馬
遼
太
郎
（
福
田
定
一
）
は
、

二
〇
歳
の
頃
、
戦
争
に
取
ら
れ
た
。
人
生
の
夢
を
中
途
で
断
た
れ
た

福
田
青
年
は
、「
人
の
人
生
を
台
無
し
に
す
る
よ
う
な
権
能
を
誰
が

国
家
に
与
え
た
の
か
」
と
い
ぶ
か
し
む
。
だ
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法

に
兵
役
義
務
が
あ
る
の
を
思
い
出
し
、「
法
治
国
家
の
下
で
平
等
に

な
っ
た
こ
と
を
誰
も
が
喜
ん
だ
の
だ
か
ら
、
不
意
の
徴
兵
も
仕
方
な

い
」
と
観
念
し
た
と
い
う
（『
司
馬
遼
太
郎
の
言
葉
』）３

。

先
頃
、
知
覧
の
特
攻
平
和
会
館
を
訪
れ
た
。
昭
和
二
〇
年
の
四
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
沖
縄
の
海
に
散
っ
て
い
っ
た
一
〇
三
六
人
の
若

き
特
攻
隊
員
を
慰
霊
し
、
平
和
の
尊
さ
を
噛
み
し
め
る
施
設
だ
。
そ

こ
で
目
に
し
た
若
者
た
ち
の
遺
書
の
多
く
に
は
、
国
の
魁
と
な
り
犠

牲
と
な
っ
た
者
た
ち
の
死
へ
の
覚
悟
や
家
族
へ
の
惜
別
の
情
が
淡
々

犠
牲
で
生
か
さ
れ
る
者
と
し
て
―
共
同
体
の
紐
帯
と
し
て
の
シ
ン
パ
シ
ー

井
上
　
忠
男

　
（
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）

巻
頭
挨
拶
に
代
え
て

と
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
運
命
の
不
条
理
へ
の
や
る
せ
な
い
思

い
や
諦
観
を
率
直
に
吐
露
し
た
も
の
も
あ
る
。

「
人
の
世
は
わ
か
れ
る
も
の
と
知
り
な
が
ら　

別
れ
は
な
ど

て
か
く
も
悲
し
き
」（
上
原
良
司
大
尉
）４

隊
員
の
中
に
は
死
を
前
に
し
て
自
然
へ
の
極
め
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
感
性
を
持
ち
続
け
る
者
も
い
た
。

〝
あ
ん
ま
り
緑
が
美
し
い
。
今
日
こ
れ
か
ら
死
に
行
く
こ
と

す
ら
わ
す
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

真
青
な
空　

ぽ
か
ん
と
浮
か
ぶ
白
い
雲
。
六
月
の
知
覧
は　

も
う
セ
ミ
の
声
が
し
て
夏
を
思
わ
せ
る
。

〈
中
略
〉
小
鳥
の
声
が
た
の
し
そ
う
。「
俺
も
こ
ん
ど
は
小
鳥

に
な
る
よ
」

日
の
あ
た
る
草
の
上
に
ね
こ
ろ
ん
で
杉
本
が
こ
ん
な
こ
と
を

云
っ
て
い
る
。
笑
わ
せ
る
な
。〟  （
枝
幹
二
大
尉
）５

話
が
ち
ょ
っ
と
逸
れ
る
が
、
こ
ん
な
自
然
へ
の
美
的
感
性
は
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
体
験
を
記
し
た
『
夜
と
霧
』
の
中
に
も
あ
る
。
フ
ラ

ン
ク
ル
は
、
収
容
所
生
活
の
中
で
も
、
夕
日
に
染
ま
り
燃
え
上
が
る

雲
に
見
と
れ
る
者
や
、
水
溜
り
に
映
え
る
空
を
見
つ
め
て
「
世
界
っ

て
ど
う
し
て
こ
う
綺
麗
な
ん
だ
ろ
う
」
と
呟
く
者
が
い
た
と
い
う
。

死
と
隣
り
合
わ
せ
に
身
を
置
い
て
も
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
感
じ
入

る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち
が
い
た
こ
と
は
極
限
状
況
の
中
に
希
望
を

見
る
思
い
さ
え
す
る
。

話
を
本
筋
に
戻
そ
う
。
こ
れ
ら
若
者
は
戦
争
の
犠
牲
者
だ
が
、
そ

れ
は
ま
た
国
家
と
い
う
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
の
犠
牲
者
で
も
あ
る
。
で

は
、
国
民
に
犠
牲
を
強
い
る
権
能
を
誰
が
国
家
に
与
え
た
の
だ
ろ
う
。

近
代
民
主
国
家
の
理
念
に
影
響
を
与
え
た
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
ソ
ー
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
他
人
の
犠
牲
に
お
い
て
自
分
の
生
命
を
保
存
し
よ
う
と
す

る
人
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
ま
た
他
人
の
た
め
に
そ
の
生

命
を
投
げ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
統
治
者
が
市
民
に
向

か
っ
て
『
お
前
の
死
ぬ
こ
と
が
国
家
に
役
立
つ
の
だ
』
と
い
う

と
き
、
市
民
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
条

件
に
よ
っ
て
の
み
彼
は
今
日
ま
で
安
全
に
生
き
て
き
た
の
で
あ

り
、
ま
た
彼
の
生

命
は
単
に
自
然
の

恵
み
だ
け
で
は
も

は
や
な
く
、
国
家

か
ら
の
条
件
つ
き

の
贈
物
な
の
だ
か

ら
…
…
」（『
社
会

契
約
論
』）

国
家
が
前
面
に
押
し
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出
さ
れ
る
戦
争
は
、
そ
こ
で
生
き
る
国
民
の
犠
牲
を
当
然
強
い
る
こ

と
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
国
家
論
の
延
長
に
あ
る
ル
ソ
ー
は
犠
牲
を

容
認
す
る
だ
け
で
な
く
、そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
言
う
。若
き

司
馬
遼
太
郎
は
、こ
の
現
実
に
目
覚
め
兵
役
に
得
心
し
た
の
だ
ろ
う
。

犠
牲
の
な
い
社
会
は
な
い

そ
も
そ
も
民
主
社
会
は
多
数
決
の
原
理
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

少
数
者
の
犠
牲
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
民
主
主
義
は
「
犠
牲
の
論
理
」

の
上
に
立
つ
と
言
え
る
。
自
由
や
民
主
主
義
、
平
等
な
権
利
を
謳
う

民
主
的
な
国
家
に
お
い
て
も
、
完
全
な
機
会
の
均
等
や
結
果
の
平
等

を
保
障
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
治
の
要
諦
は
「
犠

牲
の
除
去
」
で
は
な
く
「
犠
牲
の
最
小
化
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か

つ
て
菅
直
人
総
理
は
、「
最
小
不
幸
社
会
」
の
実
現
を
標
榜
し
た
が
、

そ
れ
は
不
幸
（
犠
牲
）
の
存
在
を
認
め
、
万
人
の
等
し
い
幸
福
な
ど
不

可
能
な
こ
と
を
言
外
に
認
め
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
、「
あ

ら
ゆ
る
選
択
は
犠
牲
で
あ
る
」
と
い
い
、「
経
済
学
は
犠
牲
の
合
理

的
な
管
理
」（『
犠
牲
と
羨
望
』）６

の
こ
と
だ
と
い
う
。
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
、

decision

（
決
断
）
の
語
源
が
ラ
テ
ン
語
のdecidere

（「
生
贄
の
喉
を
切
る
」

の
意
）
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
、
政
治
の
決
断
（
選
択
）
は
、
そ
れ
に

伴
う
犠
牲
を
不
可
避
と
す
る
と
考
え
た
。

同
じ
よ
う
な
状
況
を
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
、「
絶
対
的
犠
牲

（sacrifice absolu

）」
と
言
い
換
え
た
。
そ
し
て
政
治
的
、
経
済
的
、
法
的

秩
序
が
う
ま
く
機
能
す
る
た
め
に
は
「
犠
牲
の
恒
常
的
な
実
行
が
あ

る
」（『
死
を
与
え
る
』）７

と
説
く
。

ま
た
、
国
家
と
犠
牲
の
関
係
に
着
目
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ナ
ン

は
、「
国
民
と
は
、
人
々
が
か
つ
て
払
っ
た
犠
牲
と
い
ま
な
お
払
う

準
備
の
あ
る
犠
牲
の
感
情
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
一
個
の
大
き
な

連
帯
」（『
国
民
と
は
何
か
』）８

で
あ
る
と
い
い
、
人
間
は
共
通
の
苦
痛

を
体
験
す
る
こ
と
で
連
帯
感
が
強
固
に
な
る
と
考
え
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
西
洋
の
思
想
家
の
論
考
に
は
、
な
ぜ
「
犠
牲
」
を

め
ぐ
る
も
の
が
多
い
の
か
。
ア
メ
リ
カ
の
パ
ニ
ッ
ク
映
画
で
も
、
人

類
を
救
う
た
め
に
犠
牲
と
な
る
ヒ
ー
ロ
ー
像
が
美
化
さ
れ
パ
タ
ー
ン

化
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
も
西
洋
思
想
の
根
底
に
は
犠
牲
を
肯
定
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
不
可
避
と
考
え
る
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
原
型
は
ど
う
も
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
あ
り
そ
う
だ
。

人
類
の
罪
を
背
負
っ
て
十
字
架
に
か
か
っ
た
イ
エ
ス
は
、
人
類
の

罪
を
贖
う
た
め
の
「
犠
牲
」
の
象
徴
と
な
っ
た
。
イ
エ
ス
の
死
（
犠
牲
）

と
い
う
代
償
に
よ
り
人
類
は
神
か
ら
離
反
し
た
罪
を
赦
さ
れ
、
十
字

架
上
の
死
を
自
分
の
罪
の
贖
い
と
信
ず
る
者
は
救
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
「
犠
牲
と
救
済
」
の
構
造
は
、
西
洋
思
想
に
地
下
水
の
よ
う

に
底
流
し
て
い
る
。

旧
約
聖
書
を
共
有
す
る
一
神
教
の
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
社

会
も
例
外
で
は
な
い
。Ｉ
Ｓ
の
自
爆
テ
ロ
、異
教
徒
の
残
虐
な
斬
首
も
、

神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
るdecidere

（「
生
贄
の
喉
を
切
る
」）
の
行
為
に
通

じ
る
も
の
を
感
じ
る
。必
ず
し
も
一
般
化
は
で
き
な
い
が
、一
神
教
の

世
界
で
は
神
へ
の
義
が
徳
目
の
第
一
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
犠
牲
は

神
に
喜
ば
れ
、
犠
牲
と
な
っ
た
殉
教
者
は
天
国
で
神
の
祝
福
を
受
け
、

殉
教
者
は
報
わ
れ
る
と
い
う
構
図
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
日
本
で
は
、

国
家
の
犠
牲
者
を
靖
国
神
社
で
神
と
し
て
祀
る
儀
式
に
置
き
換
え
ら

れ
た
。ど
の
よ
う
な
社
会
に
も
国
家
の
犠
牲
者
が
報
わ
れ
る
シ
ス
テ

ム
は
備
わ
っ
て
い
る
。そ
れ
が
無
け
れ
ば
国
家
の
紐
帯
が
綻
び
を
見

せ
、誰
も
大
義
の
た
め
に
犠
牲
に
な
ろ
う
と
は
思
わ
な
く
な
る
。

戦
争
は
国
家
と
犠
牲
の
関
係
を
際
立
た
せ
る
が
、
犠
牲
を
強
い
る

の
は
国
家
だ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
社
会
（
共
同
体
）
に
も
、
そ

こ
に
は
普
遍
的
に
犠
牲
が
存
在
す
る
。
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
強
ま

る
世
界
の
相
互
依
存
構
造
は
、
一
旦
、
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
吸

い
込
ま
れ
た
ら
、
い
か
な
る
国
家
も
個
人
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
そ
の
恩
恵
を
享
受
す
る
者
が
い
れ

ば
そ
の
弊
害
を
受
け
る
者
も
い
る
。
こ
う
し
た
「
犠
牲
の
構
図
」
は
、

テ
ロ
や
戦
争
の
犠
牲
者
だ
け
で
な
く
、
福
島
原
発
や
沖
縄
の
基
地
問

題
あ
る
い
は
派
遣
切
り
や
温
暖
化
で
沈
み
つ
つ
あ
る
小
国
に
至
る
ま

で
、
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
結
局
、「
犠
牲
の
な
い
社
会
は
な
い
」
と

い
う
の
が
世
の
真
実
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

犠
牲
と
生
の
偶
然
性

で
は
、
犠
牲
に
な
る
者
と
な
ら
な
い
者
は
ど
う
し
て
決
ま
る
の
か
。

実
は
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
し
か
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
デ

ビ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
世
に
偶
然
な
ど
存
在
せ
ず
、
偶
然
を

信
じ
る
の
は
無
知
だ
か
ら
だ
と
言
っ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
偶
然
と
は

因
果
関
係
の
有
無
で
は
な
く
、「
自
己
の
意
思
を
超
え
て
そ
の
人
の

身
に
起
こ
る
出
来
事
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

テ
ロ
や
震
災
の
犠
牲
者
は
、
誰
も
が
自
分
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、

あ
る
日
突
然
犠
牲
者
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
人
が
イ
ン
ド
の
貧

農
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
か
、
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
の
子
と
し
て
生
ま
れ

る
か
は
、
本
人
の
意
思
と
は
無
関
係
で
意
思
を
超
え
た
運
命
の
い
た

ず
ら
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
を

例
に
と
る
ま
で
も
な
く
、
自
分
の
出
自
を
自
ら
の
意
思
で
選
び
取
っ

た
者
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
人
間
は
誰
も
が「
偶

然
（
運
命
）
の
子
」
で
あ
る
。
一
五
世
紀
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
指
導
者
カ

ビ
ー
ル
は
、
ヴ
ァ
ル
ナ
（
カ
ー
ス
ト
）
差
別
を
批
判
し
て
、「
も
し
創
造

者
が
ヴ
ァ
ル
ナ
を
考
え
た
な
ら
ば
、［
人
は
］
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
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［
額
に
シ
ヴ
ァ
派
の
象
徴
印
の
］
三
本
線
を
な
ぜ
付
け
て
こ
な
い
の
か
。

〈
中
略
〉
賤
し
き
者
は
誰
も
い
な
い
、
賤
し
い
の
は
口
に
ラ
ー
ム
（
真

実
在
）
が
い
な
い
者
。」（『
ラ
マ
イ
ニ
ー
』、橋
本
泰
元
）９

で
あ
る
と
説
い
た
。

「
生
の
偶
然
性
」
に
目
覚
め
る
と
、
人
は
「
同
じ
こ
と
が
自
分
に
も

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
た
り
す
る
。
運
命
の
巡
り
合
わ
せ

で
、
誰
も
が
相
手
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
言
い
変
え
れ
ば
、
生
の
偶
然
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
、「
他

者
の
中
に
自
分
を
見
る
こ
と
」
で
も
あ
る
。
六
道
輪
廻
を
信
ず
る
イ

ン
ド
仏
教
で
は
、
動
物
の
中
に
自
己
の
前
世
や
来
世
を
見
て
、
生
き

物
と
し
て
の
衆す

じ
ょ
う生

の
不ア

ヒ
ン
サ
ー

殺
生
を
説
く
。
自
分
と
同
じ
輪
廻
、
運
命
を

分
か
つ
も
の
と
し
て
人
や
動
物
を
見
る
感
性
は
、
当
然
、
他
者
や
人

間
以
外
の
生
物
へ
の
共
感
や
寛
容
な
態
度
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
一
神
教
の
世
界
で
は
こ
う
し
た
マ
イ
ン
ド
は
稀
薄
で
、
自

他
不
二
あ
る
い
は
自
他
合
一
と
い
う
考
え
は
乏
し
い
。
自
己
は
他
者

と
は
全
く
別
個
の
自
律
的
存
在
で
あ
り
同
化
す
る
こ
と
は
な
い
、
と

い
う
の
が
西
洋
思
想
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
個
人
主
義
の
考
え
方
で
あ

る
。
結
果
、
強
烈
な
個
の
主
張
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。

民
族
紛
争
が
激
し
か
っ
た
旧
ユ
ー
ゴ
で
は
、
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
は

イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
ま
っ
た
く
「
同
じ
人
間
」
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
、「
人
間
は
人
間
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
が
、
彼
ら
は
人
間
で

は
な
い
か
ら
殺
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
論
理
に
道
を
開
く
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
言
語
に
絶
す
る
殺
戮
が
行
わ
れ
た
。
同
様
の
論
理

が
ル
ワ
ン
ダ
の
部
族
紛
争
で
も
再
燃
し
た
。
こ
れ
は
人
間
性
に
対
す

る
悍お

ぞ

ま
し
い
ほ
ど
の
無
知
で
あ
る
。
敵
と
味
方
、
自
分
と
他
者
、
正

義
と
悪
の
枢
軸
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
設
定
は
、
社
会
と
人
間
性
へ

の
理
解
や
想
像
力
の
欠
如
か
ら
生
ず
る
。
そ
し
て
社
会
に
宥
和
で
は

な
く
緊
張
の
種
を
生
む
。

異
な
る
他
者
に
優
し
く
寛
容
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、「
生
の
偶

然
性
」
へ
の
認
識
に
基
づ
く
、
自
他
の
生
の
は
か
な
さ
や
無
常
を
感

じ
る
心

―
共
感
の
心

―
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
は

そ
う
し
た
感
性
が
比
較
的
豊
か
だ
っ
た
し
、
そ
れ
が
社
会
の
極
端
な

緊
張
や
混
乱
を
抑
制
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
外
国
人
が
驚
嘆
し
た

震
災
時
の
日
本
人
の
沈
着
さ
、
冷
静
さ
、
秩
序
あ
る
行
動
は
そ
れ
と

無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

古
事
記
な
ど
多
く
の
日
本
の
古
典
を
現
代
語
訳
し
て
き
た
作
家
の

池
澤
夏
樹
は
、
日
本
人
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
ん
な
に
戦
わ
な
い
民
も
珍
し
い
と
思
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

殺
し
合
い
は
あ
る
。
天
皇
位
を
争
っ
て
兄
弟
が
武
器
を
取
っ
た

話
は
い
く
つ
も
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
な
の
だ
。
邪
魔
な
者

を
排
除
し
た
後
で
相
手
の
一
族
皆
殺
し
と
い
う
展
開
に
は
な
ら

な
い
。
い
つ
も
小
競
り
合
い
の
範
囲
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
島
の
中
で
は
島
原
の
乱
と
一
向
一
揆
ま
で
数
万
の
単
位
の
人

が
一
方
的
に
殺
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
世
界
の
歴

史
上
で
は
実
に
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
…
…
改
め
て
全
体
を
見
て
、

な
ん
と
平
和
的
な
民
で
あ
る
か
と
思
っ
た
。
他
の
国
の
文
学
史

に
比
べ
て
戦
記
や
武
勲
詩
の
類
が
少
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
人

を
殺
す
話
が
少
な
い
。」（『
あ
ん
じ
ゃ
り
』、
二
〇
一
四
）10

こ
う
し
た
穏
や
か
な
文
化
を
多
様
な
価
値
を
受
容
す
る
日
本
的
文

化
と
重
ね
る
学
者
も
い
る
。
宗
教
学
者
の
山
折
哲
雄
は
、
戦
争
や
災

害
な
ど
の
危
機
に
際
し
て
、
多
様
な
価
値
観
を
柔
軟
に
応
用
し
て
生

き
延
び
て
き
た
日
本
的
構
造
が
社
会
の
安
定
に
寄
与
し
て
き
た
と
分

析
す
る
。

偶
然
、
何
か
の
縁
で
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
者
同
士
と
し
て
、
互

い
の
生
の
は
か
な
さ
に
思
い
を
馳
せ
、
縁
や
偶
然
を
大
事
に
し
て
生

き
よ
う
と
す
る
思
い
は
日
本
人
の
精
神
的
な
核
と
な
っ
て
き
た
と
思

う
。
そ
う
し
た
感
受
性
が
相
手
へ
の
自
他
不
二
の
思
い
や
共
感（
同
情
）

を
生
み
出
し
、
日
本
社
会
が
極
端
な
対
立
や
殺
戮
の
連
鎖
に
向
か
う

こ
と
を
抑
制
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
洋
に
も
こ
う
し

た
認
識
が
人
権
意
識
の
醸
成
と
無
縁
で
な
い
こ
と
を
説
く
ジ
ャ
ン
・

Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
の
よ
う
な
学
者
が
い
る
。
彼
は
、「
人
間
が
同
類

に
な
る
条
件
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
他
者
の
姿
を
自
分
の
中
に

持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
」（『
他
者
の
権
利
』）11

と
言
っ
て
い
る
。

共
同
体
の
紐
帯
と
し
て
の
シ
ン
パ
シ
ー

 

互
い
の
「
生
の
偶
然
性
」
の
認
識
は
、
他
者
に
対
す
る
同
情
・
共

感
（sym

pathy

）
の
感
情
と
大
い
に
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
。
自
分
の
成
功

や
地
位
を
自
分
だ
け
の
努
力
の
結
果
と
み
る
か
、
他
者
と
の
関
係
性

の
中
で
得
ら
れ
た
成
果
と
見
る
か
で
社
会
に
対
す
る
解
釈
は
大
き
く

異
な
る
。
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
の
悲
劇
は
、
高
位
の
カ
ー
ス
ト

が
「
自
分
も
別
の
カ
ー
ス
ト
に
生
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う

「
生
の
偶
然
性
」
に
対
す
る
想
像
力
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
こ
と
に
あ
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
は
、
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
や
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ

ブ
ス
な
ど
の
社
会
的
成
功
は
、
彼
ら
だ
け
の
努
力
の
賜
物
だ
ろ
う
か

と
問
い
か
け
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
個
人
の
才
能
と
努

力
は
必
要
だ
が
、
才
能
さ
え
も
親
か
ら
遺
伝
的
に
引
き
継
い
だ
も
の

に
過
ぎ
ず
自
分
の
手
柄
で
は
な
い
。
事
業
の
成
功
も
、
彼
の
ビ
ジ
ネ

ス
を
必
要
と
し
て
い
た
時
代
に
運
よ
く
生
ま
れ
た
と
い
う
僥
倖
、
時

代
の
状
況
が
味
方
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
銀
行
を
始
め
多
く
の
支

援
者
の
支
え
や
国
の
制
度
的
優
遇
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
運
」
と
い
う

僥
倖
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
成
功
も
個
人
の

努
力
の
み
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
、と
い
う
の
が
『
正
義
（Justice

）』12
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に
お
け
る
彼
の
主
張
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
と
い
う
現
代
的
な
視
点
か
ら
も
、
地
球
社
会
は

相
互
依
存
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
一
つ
の
共
同
体
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

ま
た
今
日
の
日
本
の
繁
栄
は
、
先
の
大
戦
の
多
く
の
犠
牲
の
上
に
築

か
れ
た
と
い
う
点
で
時
間
を
超
え
て
過
去
と
現
在
は
犠
牲
を
仲
立
ち

と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
私
た
ち
の
生
は
、
誰
か
の
犠

牲
（
そ
れ
を
他
者
の
労
苦
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
）
の
上
に
成
り
立
た
ざ

る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
共
同
体
社
会
は
、「
無
意
識
の
信
頼
」
の
上
に
成

り
立
つ
。
私
た
ち
が
、
ス
ー
パ
ー
の
食
品
を
何
の
疑
い
も
な
く
食
べ

た
り
、
飛
行
機
や
バ
ス
の
安
全
を
疑
わ
ず
に
利
用
す
る
の
は
、
共
同

体
シ
ス
テ
ム
へ
の
ざ
っ
く
り
と
し
た
暗
黙
の
信
頼
が
あ
る
か
ら
だ
。

人
々
の
行
動
は
、
基
本
的
に
「
善
」
の
法
則
で
支
配
さ
れ
、
他
者
に
危

害
を
加
え
よ
う
と
し
て
行
動
す
る
者
は
通
常
あ
り
え
な
い
こ
と
を
暗

黙
裡
に
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
則
は
、
自
分
が
犠
牲
に

な
っ
た
時
に
共
同
体
の
誰
か
が
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
っ
た
暗
黙
の
期
待
に
つ
な
が
る
。
も
し
、
こ
の
期
待
が

頻
繁
に
裏
切
ら
れ
る
社
会
だ
と
し
た
ら
、
共
同
体
を
結
び
つ
け
て
い

る
暗
黙
の
信
頼
は
崩
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
犠
牲

者
へ
の
支
援
は
結
果
と
し
て
共
同
体
へ
の
信
頼
を
強
固
に
す
る
。
こ

う
し
た
認
識
か
ら
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
生
き
る
一
人
ひ
と
り
の

他
者
へ
の
態
度
が
導
か
れ
る
。

佐
伯
啓
思
は
『
自
由
と
は
何
か
』13

の
中
で
、「
生
と
は
あ
ら
か
じ
め

与
え
ら
れ
た
自
明
の
事
実
で
は
な
く
、そ
れ
自
体
が
偶
然
の
産
物
で

あ
る
。
こ
の
偶
然
性
の
根
底
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
『
生
』
に
先
行
す
る

死
者
た
ち
、犠
牲
者
た
ち
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
重
要

性
を
説
く
。
結
局
、人
は
「
何
か
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い

う
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、偶
然
、犠
牲
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は
、偶
然
、

犠
牲
に
な
っ
た
身
代
わ
り
に
対
す
る
責
任
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
語
に
は
こ
う
し
た
人
間
同
士
の
関
係
性
を
う
ま
く
表
現
し
た
言

葉
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
お
互
い
様
」
や
「
お
蔭
様
」
の
思
想
だ
と
思
う
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
、
社
会
の
相
互
依
存
構
造
を
強
め
る
と
と
も

に
自
己
利
益
と
い
う
経
済
的
合
理
性
だ
け
を
追
求
す
る
個
人
を
生
み

出
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
社
会
が
進
め
ば
、
共
同
体
の
相
互
信
頼
は

揺
ら
ぎ
社
会
の
基
盤
は
不
安
定
化
す
る
。
混
沌
と
す
る
世
界
に
あ
っ

て
他
者
の
中
に
自
己
を
見
る
心
を
研
ぎ
澄
ま
せ
、
他
者
へ
の
思
い
や

り
を
深
め
る
こ
と
が
結
局
は
共
同
体
の
存
続
に
繋
が
る
。

『
種
の
起
源
』
で
適
者
生
存
を
説
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

は
、
晩
年
の
著
作
『
人
間
の
進
化
と
性
淘
汰
』14

の
中
で
「
最
も
思
い

や
り
（sym

pathy

）
の
強
い
メ
ン
バ
ー
を
最
も
多
く
含
ん
で
い
る
、
そ
の

様
な
社
会
（com

m
unities

）
が
最
も
繁
栄
し
、
最
も
多
く
の
子
孫
を
育
成

す
る
」
と
指
摘
し
た
。
動
物
の
中
で
も
最
も
弱
い
存
在
で
あ
る
人
間

は
、
思
い
や
り
に
基
づ
く
助
け
合
い
に
よ
り
過
酷
な
環
境
を
生
き
延

び
て
き
た
と
い
う
の
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
確
信
だ
っ
た
。
こ
の
確
信
は
、

自
己
利
益
を
原
理
と
す
る
経
済
理
論
に
「
共
感
（sym

pathy

）
と
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
」15

と
い
う
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の

思
想
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

戦
争
、
災
害
と
犠
牲
の
絶
え
な
い
混
迷
す
る
時
代
で
あ
る
。
人
類

が
生
き
残
り
、
そ
し
て
共
生
す
る
た
め
に
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
確
信

を
人
類
の
確
信
へ
と
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

注１　

米
国
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
ワ
ト
ソ
ン
研
究
所
、Costs of war, April, 2015.

２　

シ
リ
ア
人
権
監
視
団
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
発
表
デ
ー
タ

に
よ
る
。

３　
『
没
後
二
〇
年
司
馬
遼
太
郎
の
言
葉
』
週
刊
朝
日
ム
ッ
ク
、
朝
日
新

聞
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

４　

新
編
『
知
覧
特
別
攻
撃
隊
』
高
岡
修
編
、
ジ
ャ
プ
ラ
ン
、
二
〇
一
五
年
。

５　

同
右
。

６　

ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
『
犠
牲
と
羨
望

―
自
由
主
義

社
会
に
お
け
る
正
義
の
問
題
』
米
山
親
能
・
泉
谷
安
規
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
。

７　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
死
を
与
え
る
』
廣
瀬
浩
司
・
林
好
雄
訳
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
。

８　

犠
牲
を
巡
る
論
考
と
し
て
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ナ
ン
「
国
民
と
は

何
か
」
ら
の
論
考
を
収
録
し
た
『
国
民
と
は
何
か
』
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、

一
九
九
七
年
の
他
、
高
橋
哲
哉
著
『
犠
牲
の
シ
ス
テ
ム

―
福
島
・
沖

縄
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

９　
『
宗
教
の
壁
を
乗
り
越
え
る

―
多
文
化
共
生
社
会
へ
の
思
想
的
基

盤
』
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
六
年
に
収
録
の
橋
本
泰
元
著
「
異
宗
教
間

の
〈
境
界
〉
と
〈
共
生
〉

―
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム

に
つ
い
て
」
を
参
照
。

10　
『
あ
ん
じ
ゃ
り
』
二
〇
一
四
年
一
一
月
号
、
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
発

行
に
収
録
の
池
澤
夏
樹
「
列
島
が
我
々
を
作
っ
た
」
を
参
照
。

11　

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
他
に
よ
る
『
人
権
に
つ
い
て
』
中
島
吉
弘
・
松

田
ま
ゆ
み
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
に
収
録
の
ジ
ャ
ン
＝

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
の
論
考
「
他
者
の
権
利
」
を
参
照
。
ま
た
、

セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
『
他
者
の
権
利

―
外
国
人
、
居
留
民
、
市
民
』

向
山 

恭
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

12　

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
正
義
の
話
を
し
よ
う

―
い

ま
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学
』（
原
題: Justice:what's the right things to 

do

）
鬼
澤
忍
訳
、
ハ
ヤ
カ
ワ
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
庫
、
早
川
書
房
、

二
〇
一
一
年
。

13　

佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
四
年
。

筆
者
は
京
都
大
学
名
誉
教
授
。

14　

原
題
は
、The D

escent of M
an and Selection in Relation to Sex .

邦
訳

は
『
人
間
の
進
化
と
性
淘
汰
』
ダ
ー
ウ
ィ
ン
著
作
集
〈
１
〉、
長
谷
川
真

理
子
訳
、
文
一
総
合
出
版
、
一
九
九
九
年
。

15　

ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン 

『
合
理
的
な
愚
か
者
』
大
庭
健
・
川
本
隆
史
訳
、

勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
。
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は
じ
め
に

赤
十
字
国
際
委
員
会
の
招
待
に
よ
り
東
京
を
訪
れ
た
期
間
中
の

二
〇
一
五
年
一
〇
月
八
日
、
私
は
日
本
の
専
門
家
及
び
学
者
集
団
か

ら
の
依
頼
で
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
適
用
さ
れ
る
法
と
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
つ
い
て
講
義
を
持
っ
た
。
そ
の
後
、
講
義
の
概
要
に
つ
い
て
の

小
論
文
を
寄
稿
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
。
こ
れ
は
そ
の
論
文
で
あ

る
。サ

イ
バ
ー
の
問
題
は
今
日
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

私
た
ち
は
「
サ
イ
バ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
普
段
ど
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
使
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

私
は
、
そ
れ
は
不
特
定
多
数
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
中
か
ら
作
動
し
て
い
る
も
の
を
検
知
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
か
、
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
機
能
に
と
っ
て
代
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
か
、
ま
た
は
単
純
に
二
つ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ

ム
が
設
計
さ
れ
、
意
図
し
た
通
り
に
同
時
に
作
動
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
何
ら
か
の

方
法
で
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
相
互
作
動
さ
せ
る
た
め
に
使
用
す

サ
イ
バ
ー
戦
争
に
お
け
る
法
と
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル

ビ
ル
・
ブ
ー
ス
ビ
ー

　

特
別
寄
稿

ビ
ル
・
ブ
ー
ス
ビ
ー　

元
イ
ギ
リ
ス
空
軍
法
務
部
副
部

長
・
准
将
。
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
関
す
る
法
の
タ
リ
ン

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
た
め
の
専
門
家
部
会
委
員
、
同

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
のCCD

/CO
E

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

起
草
委
員
会
委
員
、「
敵
対
行
為
へ
の
直
接
的
参
加
」

の
概
念
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
専
門
家
部
会
委
員
な
ど

を
務
め
る
。

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
使
用
し
た
戦
争

―
サ
イ
バ
ー
戦
争

―
と
い
う
概
念
が
創
出
さ

れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
相
互
に
作
動
す
る
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
生
じ
る
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
と
い
う
新
し
い
人
工
的
な
環

境
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
サ
イ
バ
ー
空
間

は
無
秩
序
な
空
間
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
新
し
い
未
開

拓
の
地
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
戦

争
を
規
律
す
る
よ
う
な
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
文
で
は
サ

イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

エ
ス
ト
ニ
ア
、
タ
リ
ン
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
サ
イ
バ
ー
防
衛
セ
ン
タ
ー

（Cooperative Cyber D
efence Centre of Excellence, CCD

CO
E

）
が
率
い
る
専

門
家
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
三
年
に
渡
る
議
論
を
経

て
、
二
年
半
前
に
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
適
用
可
能
な
国
際
法
に
関
す
る

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
刊
行
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
、
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
国
家
を
拘
束
す
る
国
際
法
で

は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
に
は
主
に
二
つ
の
も
の
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
一
つ
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
文
書
化
さ
れ
た
国
家
間
の
国
際

協
定
、
つ
ま
り
条
約
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る

こ
と
が
法
的
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
実
行
さ
れ
る
国

家
の
一
般
的
な
慣
行
、
つ
ま
り
国
際
慣
習
法
で
あ
る
。
こ
の
タ
リ
ン

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
サ
イ

バ
ー
空
間
に
お
け
る
戦
争
に
関
す
る
法
と
は
何
か
つ
い
て
の
専
門
家

た
ち
の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
中
の
太
字
で
印

字
さ
れ
た
箇
所
は
、
専
門
家
の
間
で
合
意
さ
れ
た
規
則
で
あ
る
。
他

方
で
通
常
の
字
体
で
印
字
さ
れ
た
各
規
則
に
付
随
す
る
説
明
は
、
そ

の
規
則
の
法
的
根
拠
と
意
義
を
示
す
も
の
で
、
専
門
家
間
で
合
意

に
達
し
た
、
ま
た
は
意
見
が
分
か
れ
た
関
連
す
る
問
題
、
も
し
く

は
、
規
則
が
定
め
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
編
集
済
み
の
一
般
書
籍
や
他
の
論

文
集
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
評
価
す
べ
き
点
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
専
門

家
か
ら
の
見
解
を
大
き
く
引
き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
ロ
シ

ア
や
中
国
と
い
っ
た
国
々
は
必
ず
し
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
す
べ
て
の
内

容
に
は
合
意
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
、
国
家
が
情
報
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
持
つ
「
情
報
空
間
」
と
い
う

概
念
を
主
張
し
て
い
る
。

タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
以
外
の
試
み
と
し
て
は
、
国
際
的
な
安
全
保

障
の
視
点
か
ら
情
報
や
通
信
分
野
で
の
発
展
を
考
慮
し
た
検
討
プ
ロ

セ
ス
が
進
ん
で
い
る
。
国
連
総
会
に
は
二
〇
カ
国
が
参
加
す
る
政
府

専
門
家
集
団
（
Ｇ
Ｇ
Ｅ
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
〇
一
三
年
の
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報
告
は
、
国
際
法
、
特
に
国
連
憲
章
の
サ
イ
バ
ー
空
間
へ
の
適
用
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
国
際
的
な
安
定
、
透
明
性
、

信
頼
性
の
確
立
の
必
要
性
を
訴
え
る
専
門
家
た
ち
は
、
サ
イ
バ
ー
空

間
の
信
頼
性
を
高
め
る
措
置
が
、
ア
ク
セ
ス
が
自
由
で
安
全
な
サ
イ

バ
ー
空
間
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
専
門

家
た
ち
は
、
責
任
者
が
明
確
な
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
行
動
に
つ

い
て
の
拘
束
力
を
も
た
な
い
規
則
を
提
案
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
既

存
の
国
際
法
の
義
務
は
国
家
の
情
報
技
術
の
利
用
に
も
適
用
さ
れ
る

こ
と
、
ま
た
国
家
の
情
報
技
術
の
使
用
に
国
際
法
が
い
か
に
適
用
さ

れ
る
か
に
つ
い
て
共
通
理
解
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

る
。 

関
連
す
る
法

前
提
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
次
に
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
の
ル
ー

ル
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え

る
。
国
連
憲
章
二
条
四
項
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使

を
禁
止
し
て
い
る
。
最
も
重
大
な
武
力
行
使
の
形
態
は
武
力
攻
撃
で

あ
り
、
そ
れ
は
被
害
国
に
自
衛
に
必
要
な
武
力
を
用
い
る
権
利
を
与

え
て
い
る
。
こ
の
自
衛
権
は
国
家
に
付
随
す
る
特
徴
の
一
つ
と
い
う

意
味
で
固
有
の
権
利
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
武
力
」、「
武

力
攻
撃
」
ま
た
「
自
衛
の
た
め
の
武
力
」
と
い
う
概
念
を
論
じ
る
際
、

私
た
ち
は
国
連
憲
章
の
主
要
な
目
的
、
つ
ま
り
、
国
際
の
平
和
と
安

全
の
維
持
と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
の
た
め

に
国
家
は
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

国
連
憲
章
体
制
を
サ
イ
バ
ー
空
間
に
適
用
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る

こ
と
だ
ろ
う
か
。
私
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

仮
に
国
と
国
と
の
間
で
不
測
の
武
力
衝
突
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
場

合
、
そ
れ
は
国
際
人
道
法
（
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
）
が
適

用
さ
れ
る
国
家
間
の
武
力
紛
争
、
い
わ
ゆ
る
国
際
的
武
力
紛
争
の
事

態
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

国
際
司
法
裁
判
所
が
、「
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
使
用
の
合
法
性
に
つ

い
て
の
勧
告
的
意
見
」
の
三
九
節
で
、
国
際
人
道
法
は
「
使
用
さ
れ
る

兵
器
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
い
か
な
る
武
力
行
使
に
も
適
用
さ
れ
る
」

と
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
判
決
の
後
段
、
七
八
節
で
は
、
国

際
人
道
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
「
区
別
の
原
則
」
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
区
別
の
原
則
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
戦
争
行
為
に

も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
区
別
の
原
則
が
何

を
要
求
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

「
区
別
の
原
則
」
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
は
、
一
九
七
七
年
に
採
択

さ
れ
た
第
一
追
加
議
定
書
第
四
八
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
条
は
、

「
紛
争
当
事
者
は
、
文
民
た
る
住
民
と
戦
闘
員
と
を
、
ま
た
、
民
用

物
と
軍
事
目
標
と
を
常
に
区
別
し
、
及
び
軍
事
目
標
の
み
を
軍
事
行

動
の
対
象
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
軍
事
行
動
に
適
用
さ
れ

る
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、区
別
の
原
則
は「
攻
撃
」

に
関
す
る
原
則
で
あ
る
。「
攻
撃
」
の
概
念
は
同
第
一
追
加
議
定
書
第

四
九
条
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
攻
撃
と
は
、「
攻
勢
と
し
て
で

あ
る
か
防
御
と
し
て
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
敵
に
対
す
る
暴
力
行
為
」

を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
行
為
が
現
実
に
発
生
し
、
そ
れ
が
実

行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
攻
撃
者
が
敵
に
対
し
て
攻
勢
を
仕
掛

け
る
の
か
、
敵
の
攻
勢
を
迎
え
撃
つ
の
か
は
問
題
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
暴
力
行
為
」
の
概
念
を
サ
イ
バ
ー
空
間
に
応
用
す
る
場

合
に
は
、
あ
る
問
題
が
生
じ
る
。
も
し
、
攻
撃
者
の
行
為
の
大
半
が

不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
拡
散
す
る
た
め
に
「
キ
ー
を
押
す
」
と
い
う
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
暴
力
行
為
と
合
理
的
に
と
み
な
す
こ
と
が
い
か

に
し
て
可
能
な
の
か
。
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
専
門
家
た
ち
は
、
死

亡
、
負
傷
、
損
害
ま
た
は
破
壊
と
い
っ
た
形
態
は
問
わ
ず
、
サ
イ
バ
ー

攻
撃
と
み
な
さ
れ
る
行
為
が
暴
力
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
否
か
に

よ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
極
め
て
納
得
の
い
く
考
え
方
だ
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ラ
イ
フ
ル
の
発
砲
を
考
え
た
場
合
、
発
砲
す
る

4
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4

4
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あ
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あ
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あ
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。
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こ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
概
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
国
際
人

道
法
の
大
部
分
を
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
行
動
に
適
用
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
法
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
は
な

く
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
特
定
の
状
況
に
対
し
て
法
が
ど
の
よ
う
に

適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
人
道
法
の
ル
ー
ル

に
着
目
す
る
と
、
ま
ず
、
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
四
項
に
よ
り
無

差
別
な
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
実
行
者
に

は
同
議
定
書
五
七
条
に
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
予
防
措
置
を
取
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
軍
事
作
戦
に
関
わ
る
す
べ

て
の
者
は
、
い
か
な
る
時
に
も
一
般
市
民
と
非
軍
事
的
な
目
標
を
保

護
す
る
た
め
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
国
の
管

理
下
に
あ
る
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
に
は
、
サ
イ
バ
ー
作
戦
の
影
響

か
ら
国
民
、
民
間
の
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
最
大
限
実
行
可
能
な

あ
ら
ゆ
る
予
防
措
置
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
サ
イ
バ
ー
攻
撃

の
概
念
が
以
上
の
よ
う
に
解
さ
れ
、
結
果
と
し
て
区
別
の
原
則
が
サ

イ
バ
ー
攻
撃
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
疑
問
は
、
サ
イ

バ
ー
「
兵
器
」
に
適
用
さ
れ
る
法
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
サ
イ
バ
ー
兵
器
の
定
義
を
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考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
国
際
法
に

は
「
兵
器
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の

実
際
的
な
解
釈
と
し
て
、「
武
力
紛
争
に
お
い
て
敵
対
す
る
当
事
者

に
対
し
、
負
傷
ま
た
は
損
害
を
与
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
ま
た

使
用
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
、
も
し
く
は
そ
う
設
計
さ
れ
た
物
、
道

具
、
ま
た
は
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。   

  

サ
イ
バ
ー
攻
撃
と
い
う
概
念
は
確
か
に
、
そ
う
し
た
結
果
を
引

き
起
こ
す
た
め
に
使
用
さ
れ
、
ま
た
意
図
さ
れ
、
も
し
く
は
設
計
さ

れ
た
サ
イ
バ
ー
不
正
ウ
ィ
ル
ス
に
も
適
用
可
能
な
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
サ
イ
バ
ー
兵
器
の
概
念
が
意
義
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
兵
器
に

関
す
る
法
も
ま
た
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
が
意
味
す
る
も
の

さ
ら
な
る
議
論
を
進
め
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
簡
単
に
振

り
返
っ
て
み
る
。
仮
に
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
企
て
る
者
が
予
防
措
置
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
攻
撃
の
対
象
が
区

別
の
原
則
に
照
ら
し
て
正
し
い
攻
撃
目
標
か
ど
う
か
を
確
認
せ
ず
に

攻
撃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
攻
撃
者
は
、
サ

イ
バ
ー
攻
撃
を
企
て
る
前
に
、
予
想
さ
れ
る
市
民
の
負
傷
、
ま
た
、

民
間
の
財
産
へ
の
損
害
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
攻
撃
の
危
険
を
被
る
民
間
の
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
、
ま
た
、

一
般
市
民
や
民
間
の
財
産
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
影
響
は
何
か
を
決

定
す
る
た
め
に
、
攻
撃
目
標
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
ノ
ー
ド
（
※
訳
注:

サ
ー
バ
ー
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
）
を

何
ら
か
の
方
法
で
地
図
上
に
示
す
作
業
（
マ
ッ
ピ
ン
グ
）
が
必
要
に
な

る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
攻
撃

目
標
は
、
そ
の
攻
撃
の
計
画
自
体
を
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
敵
が

そ
れ
を
迎
え
撃
つ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
私
の
見
解
で
は
、
例
え

ば
ど
の
よ
う
な
付
随
的
影
響
が
生
じ
る
か
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
な
し
で
は

予
測
で
き
な
い
場
合
に
は
、
サ
イ
バ
ー
上
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
依
然
と

し
て
義
務
と
な
る
し
、
そ
れ
が
作
戦
の
障
害
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
に
沿
っ
た
他
の
適
切
な
攻
撃
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
闘
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
評
価
し
、
サ

イ
バ
ー
攻
撃
の
影
響
を
見
極
め
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
実
行
後
に
そ
の
目
標
に
さ
ら
な
る
攻
撃

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
目
標
を
再
び
攻
撃
す
る
こ
と
で
い
か
な
る
追
加
の
軍
事
的
利
益

が
期
待
で
き
る
の
か
、
そ
の
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。上

に
述
べ
た
と
お
り
、
国
に
は
、
そ
の
領
域
内
で
生
じ
る
攻
撃
の

影
響
を
防
ぐ
た
め
の
予
防
措
置
を
と
る
義
務
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
予

防
措
置
は
早
期
に
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
い
く
つ

か
は
紛
争
が
発
生
す
る
前
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
で
効
果
を
発
揮
す
る
。

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
実
行
不
可
能
な
指
摘
に
聞
こ
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
は
民
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
軍
事
的
な

利
用
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
実
行
可
能
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
軍
民
双
方
の
機
能
を
あ
わ
せ
持
つ
宇
宙
空
間
の
衛
星
を
例

に
と
る
と
、
そ
れ
は
実
行
不
可
能
な
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
し
た
区
別
が
可
能
か
ど
う
か
は
前
も
っ
て
検
証
し
て
お
く
べ
き

だ
ろ
う
。
同
様
に
、
管
理
機
能
を
持
つ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム

が
、
発
電
所
や
送
電
線
、
浄
水
施
設
、
ガ
ス
シ
ス
テ
ム
、
航
空
管
制
、

海
洋
交
通
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
と
い
っ
た
国
家
の
基
本
的
イ
ン
フ
ラ

に
不
可
欠
な
も
の
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
は

区
別
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
区
別
は
攻
撃
の
危
険
性

を
完
全
に
払
拭
す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
サ

イ
バ
ー
空
間
で
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
作
戦
に
お
い
て
、
民
間
の
施
設

に
対
す
る
影
響
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
程
度
は
役
立
つ
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
社
会
基
盤
に
不
可
欠
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
サ
イ
バ
ー
攻

撃
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ
て

い
る
ど
う
か
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の

紛
争
の
特
徴
、
規
模
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
ア

ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ど
の
程
度
必
要
に
な
る
か
を
判
断
す
る
一

つ
の
基
準
に
も
な
る
。
同
様
に
、
国
の
基
本
的
イ
ン
フ
ラ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
脆
弱
性
を
特
定
す
る
た
め
に
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
紛

争
の
特
徴
を
十
分
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

他
の
賢
明
な
予
防
措
置
と
し
て
は
、
家
庭
用
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
お
い
て
も
十
分
な
予
防
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
ま
た
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
は
、
攻
撃
を
受

け
た
際
に
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
を
稼
働

さ
せ
る
た
め
、
紛
争
が
生
じ
て
い
る
間
は
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
に
Ｉ
Ｔ

技
術
者
を
二
四
時
間
待
機
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。

デ
ー
タ
は
定
期
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
り
最
大
限
の
予
防
措
置

を
講
じ
て
お
く
こ
と
、
ま
た
、
十
分
な
ウ
ィ
ル
ス
対
策
と
応
急
対
応

の
準
備
を
定
期
的
に
見
直
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
目
標
識
別
の
法
の
適
用
か
ら
引
き
出

さ
れ
る
い
く
つ
か
の
含
意
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
多
く
の
考
察

が
引
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
論
じ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
サ
イ
バ
ー
兵
器
を
法
、
と
り
わ
け
国
際
人
道
法
の
観
点

か
ら
考
察
す
る
と
、
サ
イ
バ
ー
兵
器
が
過
度
の
損
傷
ま
た
不
必
要
な

苦
痛
を
引
き
起
こ
す
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
使
用
は
禁
止
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
サ
イ
バ
ー
兵
器
が
、
特
定
の
軍
事
目

4

4

4

4

4

4
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標
に
目
標
を
限
定
で
き
な
い
か
、
攻
撃
に
よ
る
損
害
や
有
害
な
影
響

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
軍
事
目
標
に
限
定
で
き
ず
、
そ
の
性
質
か
ら
無
差
別
的
で
あ
る
場

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

合
に
は
、
そ
れ
を
理
由
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
さ
ら

に
、
サ
イ
バ
ー
兵
器
が
環
境
に
非
常
に
深
刻
な
損
害
を
与
え
る
こ
と

を
意
図
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
第
一
追
加
議
定
書
三
五
条
、

五
五
条
の
環
境
保
護
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
同
じ
く
禁
止
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

サ
イ
バ
ー
兵
器
に
特
別
に
言
及
し
た
法
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し

か
し
、
新
し
い
兵
器
の
開
発
、
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
追
加
議

定
書
三
六
条
に
基
づ
き
、
そ
の
兵
器
が
国
際
人
道
法
に
合
致
し
て
使

用
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
そ
れ
が
法
に
反
し
な
い
か
判
断
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

サ
イ
バ
ー
戦
争
に
お
け
る
法
の
将
来

こ
こ
ま
で
サ
イ
バ
ー
戦
争
と
法
に
ま
つ
わ
る
現
状
を
簡
潔
に
見
て

き
た
。
こ
こ
で
将
来
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

イ
ラ
ン
に
あ
る
核
施
設
の
燃
料
用
遠
心
分
離
器
を
管
理
す
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
に
対
し
、「
ス
タ
ッ
ク
ス
ネ
ッ
ト
（Stuxnet

）」

が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
企
て
た
事
件
で
は
、
事
件
を
検
証
し
た
ど
の
分

析
も
、「
欺
瞞
（D

eception

）」
が
将
来
の
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
最
大
の
特

徴
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
国
際
人
道
法
で
は
あ
ら
ゆ
る
欺

瞞
行
為
が
違
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
市
民
や
医
療
従

事
者
と
い
っ
た
国
際
人
道
法
上
、
保
護
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る

者
を
装
っ
て
敵
を
殺
傷
し
た
り
す
る
よ
う
な
欺
瞞
は
禁
止
さ
れ
、
国

際
人
道
法
上
の
い
わ
ゆ
る
「
背
信
的
行
為
」
と
し
て
戦
争
犯
罪
に
な

る
。
他
方
で
、
お
と
り
作
戦

4

4

4

4

4

、
偽
装
、
及
び
法
的
な
保
護
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

欺
瞞
的
で
は
な
い
同
様
の
作
戦

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
訳
注:

例
え
ば
偽
情
報
で
敵
を
誘
導
す

る
等
）
は
、「
奇
計
」
と
し
て
国
際
人
道
法
上
、
合
法
と
さ
れ
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
技
術
の
性
能
は

4

4

4

、
将
来
、
予
測
不
可
能
な
規
模
の
欺
瞞
行

4

4

4

為
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
私
た
ち
は
、
い
か
な
る
種
類
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

欺
瞞
が
合
法
で
あ
り
違
法
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
を
、
現
在
と
同
じ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
に
適
切
に
下
せ
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
疑
問
に
対
し
て
現

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

時
点
で
は
明
確
な
答
え
を
持
た
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

し
か
し
、
将
来
の
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
軍
事
作
戦
に
お
い
て
は
、

兵
器
、
イ
ン
フ
ラ
、
そ
の
他
の
重
要
施
設
に
不
可
欠
な
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
強
固
な
管
理
体
制
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
に
と
っ
て
は
、
い
つ
侵
入

者
が
シ
ス
テ
ム
に
接
触
し
た
の
か
、
い
つ
シ
ス
テ
ム
の
機
能
低
下
が

生
じ
た
の
か
、
そ
の
機
能
低
下
の
程
度
、
そ
の
影
響
を
知
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
可
能
な
限
り
迅
速
に
シ
ス
テ
ム
を
復
旧
す
る
た
め
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
最
も
効
果
的
な
欺
瞞
（
敵
を
欺

4

4

4

く
行
為

4

4

4

）
こ
そ
が
、
将
来
、
戦
争
の
勝
敗
の
決
め
手
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
私
は
そ
れ
を
否
定
し
た
い
と
思
う
が
、今
の
と
こ
ろ
確
信
を
も
っ

て
そ
う
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

将
来
、
法
的
な
解
釈
は
発
展
を
遂
げ
る
だ
ろ
う
。
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
専
門
家
た
ち
は
、
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
お
け
る
軍
事
作
戦
が
国

際
人
道
法
上
の
「
攻
撃
」
に
当
た
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
負
傷
や

損
害
が
必
要
だ
と
い
う
立
場
だ
っ
た
。
身
体
的
な
治
療
の
必
要
の
な

い
デ
ー
タ
の
み
の
破
壊
が
損
害
に
相
当
す
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
へ
の
依
存
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
適
用
さ
れ
る
法
的
解
釈
に
つ
い
て
の
議
論

は
今
後
も
継
続
し
、
重
要
な
デ
ー
タ
へ
の
損
傷
は
近
い
将
来
に
は
サ

イ
バ
ー
攻
撃
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
負
傷
や
損
害
は
引

き
起
こ
さ
な
い
ま
で
も
、
金
融
や
株
式
市
場
、
そ
の
他
の
国
家
的
重

要
施
設
の
重
大
な
機
能
不
全
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
深
刻
な
結
果
を

も
た
ら
す
行
動
も
や
が
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
今
後
、
法
は
ど
う
発
展
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
サ
イ

バ
ー
空
間
で
の
戦
闘
行
為
を
規
制
す
る
新
し
い
条
約
が
国
家
間
で
結

ば
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
国
際
慣
習
法
の
成
立
に
は

明
白
な
国
家
慣
行
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
日
、
サ
イ
バ
ー
空

間
の
行
為
の
大
半
は
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

将
来
に
お
い
て
は
、
こ
の
論
文
の
前
半
で
取
り
上
げ
た
Ｇ
Ｇ
Ｅ
プ
ロ

セ
ス
や
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
っ
た
種
類
の
法
的
拘
束
力
を
持
た

な
い
、
よ
り
緩
や
か
な
規
範
の
発
展
が
見
込
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

点
に
関
連
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
第
二
版
の
発
刊
が
待
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
々
な
取
り
組
み
の
利
点
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
際
法
を
作
り
出
す
の
は
国
家
で

あ
り
、
そ
れ
を
守
り
実
行
す
る
主
体
も
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
タ
リ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
国
連
の
試
み
に
対
し
て

諸
国
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
る
か
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
国
家
が
何
に

合
意
し
、
何
に
つ
い
て
見
解
の
相
違
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
十
分
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
々
の
国
家
に
と
っ

て
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
適
用
さ
れ
る
法
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
ま

た
法
が
ど
う
適
用
さ
れ
る
の
か
は
自
国
の
行
為
が
国
際
法
に
の
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
っ
た
も
の
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
の
国
家
の
正
当
性
を
高
め
る
た
め
に
必
要
4

4

な
視
点

4

4

4

な
の
で
あ
る
。
国
際
法
は
そ
う
し
た
国
家
自
身
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ロ
シ
ア
、
中
国
が
主
張
す
る
「
情
報
空
間
」
と
い
う
概
念
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に
触
れ
て
お
く
。
西
洋
で
は
こ
れ
ま
で
、world wide web

と
い
う
シ

ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
、
す
べ
て
の
人
々
の
自
由
ア
ク

セ
ス
が
保
証
さ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
が
構
築
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
に
対
し
て
情
報
空
間
と
い
う
概
念
は
、
国
が
そ
れ
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
独
占
す
る
も
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間

が
断
片
化

4

4

4

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
抱
か
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
国
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
領
域
か
ら
サ
イ
バ
ー
空
間

で
生
じ
る
問
題
に
規
制
を
施
す
点
に
お
い
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
、
国
家
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら

の
考
慮
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
興
味
深
い
問
い
を
生

む
。
つ
ま
り
、
情
報
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
場
合
に

合
法
的
な
も
の
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
国
家
は
合
意
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
答
え
が
否
定
的
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
少

な
く
と
も
私
た
ち
は
正
し
い
「
問
い
」
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

齊
藤
　
彰
彦
訳

    

（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）

大
戦
か
ら
七
〇
年
。
世
界
は
転
換
の
時
を
迎
え
た
か
。

リ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー

　

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
駐
日
代
表

特
集
１:

被
爆
七
〇
年
　《
特
別
寄
稿
》

リ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー　

一
九
九
七
年
、
ア
ル
メ
ニ
ア

で
保
護
要
員
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
始

め
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ス
リ
ラ
ン
カ
と

大
陸
を
超
え
て
経
験
を
積
む
。
フ
ィ
ジ
ー
で
は
複
数

国
を
管
轄
す
る
地
域
代
表
部
首
席
代
表
と
し
て
、
ま

た
チ
ャ
ド
で
は
代
表
部
首
席
代
表
と
し
て
人
道
支

援
・
保
護
活
動
の
陣
頭
指
揮
を
執
る
。
二
〇
一
五
年

三
月
に
駐
日
代
表
に
就
任
。

 ©K.Saito/ICRC

一
生
逃
れ
ら
れ
な
い
影
響

二
〇
一
五
年
は
、
原
爆
投
下
か
ら
七
〇
年
。
核
兵
器
が
も
た
ら
す

甚
大
な
破
壊
と
深
刻
な
人
道
的
被
害
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

核
兵
器
は
、
他
の
い
か
な
る
兵
器
よ
り
も
広
範
な
被
害
と
恐
ろ
し

い
苦
痛
を
与
え
ま
す
。
特
に
人
口
密
集
地
域
の
近
隣
で
使
用
さ
れ
た

場
合
、
住
民
や
環
境
へ
の
短
期
的
お
よ
び
中
長
期
的
な
悪
影
響
を
防

ぐ
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
一
九
四
五
年
の
使
用
以
来
、

核
兵
器
へ
の
懸
念
を
抱
き
続
け
て
き
ま
し
た
。

今
年
八
月
、
日
本
赤
十
字
社
社
長
お
よ
び
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月

社
連
盟
会
長
の
近
衞
忠
煇
氏
と
と
も
に
広
島
市
と
長
崎
市
の
式
典
に
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招
待
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
事
務
所
と
し
て
大
変

光
栄
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
個
人
と
し
て
も
強
く
心
を
動
か
さ
れ
る

経
験
と
な
り
ま
し
た
。
世
界
は
、
核
兵
器
が
も
た
ら
す
悲
劇
的
か
つ

長
期
的
な
人
道
的
被
害
を
認
識
す
べ
き
で
す
。
私
も
そ
の
こ
と
を
本

や
仕
事
を
通
じ
て
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
両
都
市
を
訪
れ

て
被
爆
者
の
方
の
お
話
に
耳
を
傾
け
て
い
る
う
ち
に
、
心
の
奥
底
か

ら
様
々
な
感
情
が
あ
ふ
れ
出
て
き
ま
し
た
。
悲
し
み
や
恐
ろ
し
さ
と

同
時
に
、
被
爆
者
の
方
が
見
せ
る
勇
気
と
尊
厳
に
対
す
る
深
い
尊
敬

の
念
で
す
。

被
爆
者
の
方
の
証
言
に
よ
る
と
、
爆
発
が
起
き
、
そ
こ
か
ら
発
せ

ら
れ
た
熱
風
と
放
射
線
が
戦
闘
員
で
は
な
い
一
般
市
民
や
住
宅
地
に

降
り
注
い
だ
の
は
一
瞬
の
出
来
事
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
一
瞬
が
被
爆
生
存
者
に
と
っ
て
一
生
逃
れ
ら
れ
な
い
影
響
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
日
本
赤
十
字
社
の
病
院
は
、
い
ま
だ
に
放
射
線
に
よ

る
ガ
ン
・
白
血
病
患
者
を
数
千
人
治
療
し
て
い
ま
す
。
被
爆
生
存
者

が
心
理
的
・
社
会
的
に
被
っ
た
影
響
は
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
慢
性
的
な
身
体
的
苦
痛
と
と
も
に
被
爆
者
を
苦
し
め

て
い
る
も
の
で
す
。
生
存
者
が
果
た
し
て
い
つ
ま
で
支
援
を
必
要
と

す
る
か
は
、
ま
だ
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
核
兵
器
が
使
用
あ
る
い

は
実
験
さ
れ
た
地
域
で
は
、
被
爆
後
に
身
ご
も
っ
た
子
も
含
め
て
、

生
存
者
の
子
ど
も
へ
の
影
響
が
引
き
続
き
調
査
さ
れ
て
い
ま
す

１

。

広島の平和記念式典で国際赤十字・赤新月社連盟の近衛会長とともに献花するシュレーダー氏
（© 広島市広報課）

核
が
も
た
ら
す
広
範
な
人
道
的
被
害

オ
ス
ロ
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）・
ナ
ヤ
リ
ッ
ト
（
メ
キ
シ
コ
）・
ウ
ィ
ー
ン
（
オ
ー

ス
ト
リ
ア
）
で
開
か
れ
た
核
兵
器
が
も
た
ら
す
人
道
的
被
害
に
関
す
る

国
際
会
議
で
は
、
重
要
な
証
拠
が
新
た
に
示
さ
れ
ま
し
た

２

。
自
然

環
境
と
地
球
の
気
候
は
、
核
兵
器
の
爆
発
で
発
せ
ら
れ
る
放
射
線
な

ど
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
影
響
は
、
核

兵
器
の
種
類
と
爆
心
地
、
地
形
や
天
候
に
左
右
さ
れ
ま
す
。
被
爆
地

で
は
広
大
な
土
地
が
非
常
に
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
住
む
こ
と
も
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
市
民
の
生
活
を
再
建
す
る
こ
と
が

長
期
的
な
課
題
の
一
つ
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
す
。

最
近
の
研
究
で
は
、
広
島
市
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
を
「
わ
ず
か
」

一
〇
〇
発

―
こ
れ
は
現
在
保
有
さ
れ
て
い
る
核
兵
器
の
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
の
で
す
が

―
を
使
用
す
る
だ
け
で
、

攻
撃
対
象
と
な
っ
た
都
市
部
・
産
業
地
域
の
火
災
に
よ
り
五
〇
〇
万

ト
ン
以
上
の
煤
が
上
空
の
大
気
へ
巻
き
上
が
り
、
数
年
間
に
わ
た
っ

て
地
球
の
気
温
を
平
均
一
・
三
度
押
し
下
げ
ま
す
。
主
要
な
農
業
地

帯
で
は
、
農
作
物
の
生
育
期
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
も
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
世
界
の
食
料
生
産
と
供
給
が
、
核
兵
器

使
用
直
後
か
ら
数
年
間
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
〇
年
以
上
経
っ
て

も
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
今
で
す

ら
、
食
料
生
産
の
わ
ず
か
な
減
少
に
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の

に
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
た
場
合
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
十
億
人
以
上

が
飢
餓
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

３

。

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
は
、
自
然
災
害
・
人
的
災
害
に
対

す
る
支
援
で
豊
富
な
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
も
日
本
赤

十
字
社
も
、
広
島
で
の
活
動
経
験
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

そ
し
て
、
過
去
数
年
間
に
わ
た
っ
て
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
や

各
国
政
府
、
国
際
機
関
が
核
爆
発
の
被
害
者
支
援
に
向
け
て
ど
の
程

度
準
備
で
き
て
い
る
か
を
よ
り
把
握
し
よ
う
と
努
め
て
き
ま
し
た
。

問
わ
れ
る
被
爆
者
支
援
の
対
応
能
力

核
爆
発
の
直
後
に
支
援
す
る
側
の
安
全
も
担
保
し
つ
つ
、
被
害

者
の
支
援
を
進
め
る
た
め
の
効
果
的
で
十
分
な
対
応
能
力
が
国
際
社

会
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
〇
〇
九
年
の
分
析
で
指

摘
し
て
い
ま
す

４

。
被
害
者
数
は
核
兵
器
の
種
類
と
爆
心
地
に
左
右

さ
れ
ま
す
が
、
死
傷
者
数
と
物
理
的
被
害
だ
け
に
限
っ
て
も
、
特

に
核
兵
器
が
人
口
密
集
地
で
使
わ
れ
た
な
ら
ば
、
国
家
で
あ
れ
人

道
支
援
団
体
で
あ
れ
、
緊
急
救
命
活
動
に
携
わ
る
組
織
の
支
援
能
力

を
超
え
て
し
ま
い
ま
す
。
相
当
数
の
市
民
が
深
刻
な
傷
を
負
っ
て
生
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死
を
さ
ま
よ
う
な
か
、
緊
急
治
療
を
必
要
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
救
命
行
為
や
緊
急
支
援
、
ま
た
そ
れ
を
提
供
す

る
十
分
な
場
所
が
す
ぐ
に
は
準
備
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
広
島
や
長

崎
の
被
爆
者
の
方
々
の
証
言
で
は
、
人
々
が
い
く
ら
救
い
の
手
を
欲

し
て
も
、
病
院
が
破
壊
さ
れ
て
多
く
の
医
者
や
看
護
師
が
亡
く
な
り
、

医
薬
品
が
汚
染
さ
れ
て
い
た
様
子
が
大
変
生
々
し
く
語
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
首
席
代
表
で
、
ま
た
被
爆
者
を
支
援
す
る
た

め
一
九
四
五
年
九
月
に
外
国
人
医
師
と
し
て
は
初
め
て
広
島
に
入
っ

た
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ノ
ー
に
よ
る
と
、
被
爆
者
を
治
療
す
る
た
め
の

現
地
の
対
応
能
力
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

生
存
者
へ
緊
急
支
援
を
試
み
る
者
は
誰
し
も
、
核
爆
発
後
に
特
有
の

危
険
や
困
難
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
被
爆
地
域
へ
の
安
全
な
ア
ク
セ

ス
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
救
命
活
動
に
さ
ら
に
困
難
が
伴
い

ま
し
た
。
ど
ん
な
ニ
ー
ズ
を
優
先
す
る
か
、
乏
し
い
資
源
を
ど
う
分

配
す
る
か
、
被
害
者
を
被
爆
地
の
外
へ
ど
う
搬
送
す
る
か
、
救
援
活

動
を
ど
う
調
整
す
る
か
、
課
題
は
山
積
み
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
間

も
、
生
存
者
の
苦
し
み
は
増
す
一
方
な
の
で
す
。

国
際
人
道
法
と
相
容
れ
な
い
核
兵
器

核
兵
器
の
使
用
は
ま
た
、
国
際
人
道
法
に
抵
触
す
る
要
素
を
多
く

含
ん
で
い
ま
す
。
国
際
人
道
法
は
、
人
道
的
な
理
由
か
ら
武
力
紛
争

の
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
戦
争
の
方
法
と
手
段
に
制
限
を
課

し
て
い
ま
す
。
国
際
人
道
法
は
核
兵
器
の
使
用
や
、そ
の
開
発
・
製
造
・

保
有
・
輸
送
を
特
に
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
他
の
い
か
な
る
戦
争
手
段
と
同
様
、
す
べ
て
の
武
力
紛
争
に
適

用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
、
核
兵
器
の
使
用
は

規
制
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
国
際
人
道
法
に
は
、「
区
別
の
原
則
」
が
あ
り
ま
す
。
紛

争
当
事
者
が
戦
闘
員
と
文
民
、
軍
事
目
標
と
民
用
物
を
常
に
区
別
し
、

無
差
別
攻
撃
を
禁
止
す
る
普
遍
的
な
ル
ー
ル
で
す
。
こ
の
ル
ー
ル
に

則
っ
て
、
具
体
的
な
軍
事
目
標
の
み
を
狙
う
こ
と
が
で
き
な
い
兵
器

や
、
そ
の
影
響
を
一
定
範
囲
内
に
限
定
で
き
な
い
兵
器
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
核
兵
器
は
、
熱
風
や
放
射
線
を
放
出
し
、
広
島
・
長
崎

の
よ
う
に
非
常
に
広
範
囲
に
被
害
を
及
ぼ
す
た
め
、
軍
事
目
標
に
的

を
絞
っ
て
攻
撃
で
き
る
兵
器
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
に
、
予
想
さ

れ
る
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
と
比
べ
て
、
文
民
に
生
じ
う
る
影
響
が

過
大
な
場
合
は
、「
均
衡
性
の
原
則
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
国
際

人
道
法
上
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
で
し
ょ
う
。
核
兵
器
が
も
た

ら
し
得
る
様
々
な
影
響
を
考
慮
す
る
と
、
国
際
人
道
法
が
規
定
す
る

よ
う
に
、
文
民
や
民
用
物
に
対
す
る
被
害
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
お

そ
ら
く
不
可
能
で
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
核
兵
器
を
使
用
し
よ
う
と
す

る
紛
争
当
事
者
は
、
死
傷
者
数
や
損
害
の
短
期
的
な
規
模
だ
け
で
な

く
、
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
予
想
さ
れ
る
長
期
的
な
影
響
を

見
極
め
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
三
つ
め
は
、「
予
防
措

置
の
原
則
」
で
す
。
国
際
人
道
法
で
は
、
軍
事
行
動
の
最
中
に
、
文

民
や
民
用
物
へ
の
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
常
に
注
意
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
。
そ

の
際
、
文
民
や
民
用
物
に
対
す
る
短
期
的
・
長
期
的
な
被
害
の
両
方

を
予
測
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
最
後
に
、
核
兵
器
を

使
用
す
る
際
は
、
自
然
環
境
を
保
護
す
る
慣
習
国
際
法
に
則
っ
て
、

自
然
環
境
に
対
す
る
潜
在
的
な
影
響
や
被
害
を
よ
く
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す

５

。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
核
兵
器
の
合
法
性
に
つ
い
て
既
に
疑
念
を
投
げ
か

け
て
お
り
、
広
島
と
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
一
カ
月
も
経
た
な
い

う
ち
に
、
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
を
通
し
て
核
兵
器
の
使
用
を
禁

止
す
る
合
意
を
各
国
へ
呼
び
か
け
て
き
ま
し
た

６

。一
九
九
六
年
に
は
、

「
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
は
使
用
の
合
法
性
国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的

意
見
」７

に
対
し
て
、Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
「
核
兵
器
の
使
用
が
国
際
人
道
法
の

原
則
と
矛
盾
し
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
声
明
を
出
し
ま

し
た

２

。
核
兵
器
の
合
法
性
へ
の
疑
念
は
、
こ
れ
以
降
に
明
ら
か
に

な
っ
た
証
拠
を
見
て
も
一
層
強
ま
る
ば
か
り
で
す
。
核
兵
器
が
も
た

ら
す
人
体
へ
の
悪
影
響
と
環
境
被
害
、
ま
た
大
半
の
国
が
被
害
者
を

救
援
す
る
十
分
な
対
応
能
力
を
備
え
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
次
第

に
わ
か
る
に
つ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
い
か
な
る
状
況
下
で
あ
っ
て
も

核
兵
器
の
使
用
は
国
際
人
道
法
と
相
容
れ
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

複
雑
化
す
る
紛
争
と
高
ま
る
人
道
危
機

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
か
ら
七
〇
年
で
も
あ
っ
た
二
〇
一
五
年
、

残
念
な
が
ら
人
道
危
機
が
後
を
絶
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

世
界
が
以
前
よ
り
も
一
層
複
雑
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
今
日
の

紛
争
は
、
そ
の
数
こ
そ
全
体
的
に
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
よ
り

多
く
の
人
に
被
害
を
与
え
、
激
し
さ
を
増
し
、
解
決
が
難
し
く
な
っ

て
い
ま
す
。
長
期
化
し
た
紛
争
は
、
人
々
を
ま
す
ま
す
弱
い
立
場
へ

と
追
い
や
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
央
ア

フ
リ
カ
共
和
国
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
、
イ
エ
メ
ン
の
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
に
危
機
感
を
覚

え
て
い
ま
す
。
世
界
中
の
紛
争
避
難
民
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
、

か
つ
て
な
い
数
に
ま
で
達
し
て
い
ま
す
。
数
百
万
人
が
暴
力
行
為
に

さ
ら
さ
れ
、
十
分
な
水
や
食
料
、
シ
ェ
ル
タ
ー
、
医
療
を
受
け
ら
れ

な
い
ま
ま
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
医
療
施
設
ま
で
も
が
攻
撃
さ
れ
、
患

者
や
病
院
ス
タ
ッ
フ
、
人
道
支
援
要
員
が
命
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

医
療
施
設
と
ス
タ
ッ
フ
が
暴
力
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
医
療
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サ
ー
ビ
ス
は
十
分
に
機
能
せ
ず
、
一
時
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
す
。

非
対
称
紛
争
、
武
装
勢
力
の
細
分
化
と
乱
立
、
無
人
兵
器
や
サ
イ

バ
ー
戦
な
ど
戦
争
の
手
段
と
方
法
の
発
達
に
よ
り
、
国
際
人
道
法
が

脅
か
さ
れ
て
い
ま
す 

９

。
国
際
人
道
法
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め

の
議
論
も
必
要
で
す
が
、
私
た
ち
の
一
番
の
懸
念
は
、
非
戦
闘
員
の

保
護
と
い
う
最
も
基
本
的
な
原
則
で
さ
え
尊
重
さ
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
、
現
在
の
紛
争
が
も
た
ら

す
一
般
市
民
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
と
国
連
事
務
総

長
が
共
同
警
告
を
発
信
。
両
組
織
の
ト
ッ
プ
が
連
名
で
警
告
を
発
し

た
の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
で
し
た 

。
人
々
の
苦
し
み
を
解
消
し
さ

ら
さ
ら
な
る
政
情
不
安
を
防
ぐ
た
め
に
、
国
際
人
道
法
を
尊
重
す
る

よ
う
呼
び
か
け
ま
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
の
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ウ
ラ
ー

は
、「
国
際
社
会
も
ま
た
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
紛
争
が
人
々
に
も
た

ら
す
悪
影
響
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
、
と
受
け
入
れ
て
い
る
風
潮
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
モ
ラ
ル
に
反
し
て
お
り
、

一
世
紀
以
上
も
継
承
さ
れ
て
い
る
国
際
人
道
法
と
人
道
の
原
則
と
は

相
い
れ
ま
せ
ん
」
と
話
し
ま
し
た 

。

人
道
的
課
題
に
光
を
当
て
啓
発
活
動

二
〇
一
五
年
一
二
月
に
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
第

三
二
回
赤
十
字
・
赤
新
月
国
際
会
議
で
は
、
世
界
中
か
ら
赤
十
字
・

赤
新
月
運
動
関
係
者
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国 

の
政
府
代
表
が

参
加
し
、
国
際
人
道
法
の
遵
守
や
、
紛
争
下
で
の
性
暴
力
や
非
国
際

武
力
紛
争
で
の
被
拘
束
者
の
保
護
な
ど
の
諸
案
件
に
関
し
て
話
し
合

い
ま
し
た
。
日
本
政
府
と
日
本
赤
十
字
社
は
、
こ
の
国
際
会
議
で
人

道
規
範
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
多
岐

に
わ
た
る
議
論
で
影
響
を
与
え
、
ま
た
よ
り
一
層
人
道
支
援
に
注
力

す
る
こ
と
を
確
約
し
ま
し
た
。

日
本
で
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
人
道
的
課
題
と
国
際
人
道
法
へ
の
理
解
を

広
め
る
た
め
に
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
、
企
画
を
立
ち
上
げ

て
い
ま
す
。
例
を
挙
げ
る
と
、
今
年
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
初
め
て
、
シ
ョ
ー

ト
シ
ョ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
＆
ア
ジ
ア
に
参
画
し
、

紛
争
と
そ
の
被
害
を
伝
え
る
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
短
編
映
画

を
上
映
す
る
「
戦
争
と
生
き
る
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
発
足
さ
せ
ま
し

た
。
近
い
将
来
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
展
さ
せ
て
、「
赤
十
字
賞
」
を

設
け
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
全
国
の
書
店
で

二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
発
売
さ
れ
た
マ
ン
ガ
『
一
四
歳
の
兵
士
ザ
ザ
』

は
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
教
養
書
な
ど
の
出
版
・
発
行
に
長
け
て

い
る
学
研
と
、
著
名
な
マ
ン
ガ
脚
本
家
・
大
石
賢
一
氏
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
生
ま
れ
ま
し
た
。
大
石
氏
は
、
マ
ン
ガ
の
脚
本

を
仕
上
げ
る
た
め
、
現
場
で
発
想
を
得
よ
う
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
チ
ー
ム

と
と
も
に
二
週
間
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
で
取
材
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
若
い
人
を
は
じ
め
幅
広
い
層
が

楽
し
み
な
が
ら
読
ん
で
も
ら
え
る
作
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。
強
制
的

に
武
装
グ
ル
ー
プ
の
一
員
に
さ
れ
た
り
性
暴
力
な
ど
の
虐
待
行
為
を

受
け
た
り
、
少
年
少
女
が
紛
争
下
で
日
々
直
面
し
て
い
る
現
実
の
出

来
事
に
目
を
向
け
、
関
心
を
寄
せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
京
都
大
学
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
と
共

同
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
世
界
各
地
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た

数
百
万
人
の
戦
争
捕
虜
や
、
敵
対
す
る
国
の
出
身
者
や
そ
の
国
籍
を

有
す
る
と
い
う
理
由
で
拘
束
さ
れ
た
数
千
の
一
般
市
民
に
光
を
当
て
、

写
真
展
と
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
七
〇
年
前
の
戦
争
捕
虜
の
日

常
生
活
の
写
真
を
通
し
て
、
被
拘
束
者
の
苦
し
み
や
望
み
は
時
と
場

所
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
で

企
画
し
ま
し
た 

。

国
際
人
道
法
模
擬
裁
判
大
会
の
国
内
予
選
は
、
日
本
の
大
学
生
が

英
語
で
議
論
す
る
力
を
磨
き
な
が
ら
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
方
式
で
国

際
人
道
法
を
学
べ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
の
高
い
イ
ベ
ン
ト
で

す
。
今
年
は
、
国
内
予
選
が
早
稲
田
大
学
で
開
か
れ
、
同
志
社
大
学
・

立
命
館
大
学
・
早
稲
田
大
学
・
横
浜
市
立
大
学
か
ら
四
つ
の
チ
ー
ム

が
出
場
。
優
勝
し
た
同
志
社
大
チ
ー
ム
は
、
来
年
香
港
で
開
催
さ
れ

る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
模
擬
裁
判
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
大
会
に
、
日
本
代
表
と

し
て
出
場
し
ま
す
。

芽
生
え
て
き
た
若
い
力

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
事
務
所
は
、
日
本
赤
十
字
社
と
密
に
連
携
を
取
っ

て
い
ま
す
。
人
道
的
課
題
や
、
公
平
で
中
立
、
か
つ
独
立
し
た
人
道

支
援
活
動
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
日
本
で
と
も
に
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
赤
十
字
社
に
は
高
い
技
能
を
持
つ
医
師
、
看
護
師
等
の

専
門
家
が
多
く
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
南
ス
ー
ダ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

な
ど
紛
争
や
暴
力
行
為
の
被
害
を
受
け
た
国
へ
三
～
六
カ
月
間
赴
任

し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
病
院
や
外
科
チ
ー
ム
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
彼
ら

は
日
本
に
戻
っ
た
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
や
職
場
の
同
僚
に
向
け
て
、
現

場
で
の
経
験
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
一
般
の
日
本
の
若
者
に
対
し
て

も
、
私
た
ち
は
フ
ィ
ー
ル
ド
職
員
と
し
て
海
外
で
活
躍
す
る
仲
間
を

も
っ
と
採
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
国
際
的
な
人

道
支
援
団
体
で
働
く
こ
と
に
関
心
を
持
つ
学
生
や
若
い
人
が
少
し
ず

つ
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
と
し
て
の
最
初
の
一
年
は
、
私
に
と
っ
て
有

意
義
で
実
り
多
い
一
年
と
な
り
ま
し
た
。
駐
日
事
務
所
に
よ
る
数
々
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の
興
味
深
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
こ
の
国
の
文
化
や
様
々
な
側

面
に
触
れ
る
な
か
で
、
日
本
に
誇
り
を
抱
き
、
自
分
の
仕
事
に
打
ち

込
ん
で
い
る
人
た
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
に
は
、
常
に

持
ち
歩
い
て
い
る
一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
東
北
で
出
会
っ
た
お

年
寄
り
の
男
性
を
写
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
男
性
は
、
東
日
本
大
震

災
の
あ
と
に
数
人
の
仲
間
と
と
も
に
ゼ
ロ
か
ら
農
場
を
立
て
直
し
、

そ
の
農
場
で
採
れ
た
大
粒
の
イ
チ
ゴ
を
私
た
ち
に
分
け
て
く
れ
ま
し

た
。
天
災
や
人
災
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
誇
り
と
勇
気
を
胸
に
逆
境
に

立
ち
向
か
っ
て
い
く
彼
の
姿
は
、
私
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
職
員
と
し
て
働
い

た
数
々
の
国
（
ア
ル
メ
ニ
ア
、
チ
ャ
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ロ

シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
）

で
出
会
っ
た
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
逸
話
と
顔
を
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。
赤
十
字
の
基
本
的
な
使
命
を
全
う
す
る
際
、
彼
ら
と
の

日
々
を
振
り
返
る
と
断
然
や
る
気
が
湧
い
て
き
ま
す
。
世
界
が
転
換

期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
今
、
人
々
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
赤
十
字

は
今
後
も
弛
ま
な
い
努
力
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。
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inique Loye, International Review of the Red Cross, Volum
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uclear W

eapons and International H
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〝The end of hostilities and the future tasks of the Red Cross

〟, Circular 
Letter N

o. 370 to the Central Com
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ittees of the Red Cross Societies, 5 
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ber 1945, Report of the International Com
m

ittee of the Red   Cross 
on its Activities during the Second W

orld W
ar, ICRC, G

eneva, M
ay 1948, 

Vol. I, pp. 688--690.

７　

 

国
際
司
法
裁
判
所
、
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
は
使
用
の
合
法
性
に
関

す
る
勧
告
的
意
見
、
一
九
九
六
一
九
九
六
年
七
月
八
日

８　

 

第
五
一
回
国
連
総
会
で
の
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
声
明
、

一
九
九
六
年
一
〇
月
一
九
日

９　

See notably: Fourth report on international hum
anitarian law and the 

challenges of contem
porary arm

ed conflicts, docum
ent prepared by the 

ICRC for the 32nd International Conference of the Red Cross and Red   
Crescent, G

eneva, O
ctober  2015.

10　
「
転
換
点
に
あ
る
世
界 :

国
連
事
務
総
長
と
赤
十
字
国
際
委
員
会
総

裁
が
共
同
警
告
」
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日 　

https://www.icrc.org/
en/docum

ent/conflict-disaster-crisis-U
N

-red-cross-issue-warning

11　
「
戦
争
の
ル
ー
ル
を
尊
重
せ
よ
」
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ウ
ラ
ー
赤
十
字
国

際
委
員
会
総
裁
声
明
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日　

https://www.
icrc.org/en/docum

ent/peter-m
aurer-respect-laws-of-war

12　

 

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国
は
現
在
一
九
六
カ
国

13　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
被
拘
束
者
の
強
制
失
踪
や
法
的
手
続
き
を
踏
ま
な

い
処
刑
、
虐
待
行
為
、
基
本
的
な
法
的
権
利
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

被
拘
束
者
訪
問
と
生
活
環
境
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
一
四
〇
年
以
上
続

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
拘
束
者
の
尊
厳
と
幸
福
が
尊
重
さ
れ
、
被

拘
束
者
の
待
遇
が
法
と
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
基
準
に
則
る
よ
う
働

き
か
け
て
い
ま
す
。
武
力
紛
争
な
ど
暴
力
行
為
に
巻
き
込
ま
れ
て
拘

束
さ
れ
た
人
々
は
、
彼
ら
を
拘
束
す
る
公
的
権
力
に
反
対
す
る
勢
力

に
与
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
た
め
、
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
の
最
優
先
対
象
者
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
社
会
的
に
最
も

弱
い
立
場
に
置
か
れ
た
人
々
へ
特
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
収
容
所

で
は
可
能
な
限
り
全
て
の
被
拘
束
者
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

こ
こ
数
年
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
基
づ
き
核
兵
器
の
廃
絶
や
非

合
法
化（
核
兵
器
禁
止
条
約
）
を
求
め
る
動
き
が
国
際
的
に
盛
り
上
が
っ

て
い
る
。
二
〇
一
二
年
に
ス
イ
ス
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
一
六
カ
国
が

提
案
し
た
「
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
関
す
る
共
同
声
明
」
へ
の
賛
同
国

は
二
〇
一
五
年
四
月
に
は
一
五
九
カ
国
に
達
し
た
。
こ
う
し
た
動
き

の
原
点
に
あ
る
の
が
、
広
島･

長
崎
の
被
爆
体
験
で
あ
る
。
だ
が
そ

の
被
爆
体
験
を
も
た
ら
し
た
原
爆
投
下
に
関
し
て
は
、
米
国
社
会
に

今
な
お
根
強
い
「
原
爆
投
下
正
当
論
」
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
が
核
兵

器
廃
絶
へ
向
け
た
日
米
や
国
際
社
会
に
お
け
る
共
同
認
識
の
形
成
を

妨
げ
る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
原
爆
投
下
を
二
つ
の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
う

し
た
認
識
の
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
二
つ
の
視
点
と
は
、

非
人
道
兵
器
と
し
て
の
原
爆
と
、
戦
争
の
文
脈
に
お
け
る
原
爆
投
下

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
と
、
原
爆
投
下

を
も
た
ら
し
た
戦
争
の
非
人
道
性
で
あ
る
。
被
爆
地･

広
島
が
そ
れ

ぞ
れ
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
こ
と
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
対
立

克
服
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

核
兵
器
の
非
人
道
性
と
戦
争
の
非
人
道
性

水
本
　
和
実

　
（
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
副
所
長
・
教
授 

）

特
集
１:

被
爆
七
〇
年
　

水
本
和
実　

一
九
五
七
年
広
島
市
生
ま
れ
。
朝
日
新

聞
社
会
部
員
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
支
局
長
な
ど
を
経

て
二
〇
一
〇
年
か
ら
現
職
。

―
被
爆
七
〇
年
の
い
ま
、
広
島
が
訴
え
る
べ
き
こ
と

核
兵
器
の
非
人
道
性 

１

⑴　
被
爆
体
験
に
み
る
核
兵
器
の
危
険
性

被
爆
体
験
に
は
一
般
の
「
戦
争
体
験
」
や
「
大
空
襲
の
体
験
」
と
共

通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
明
ら
か
に
異
な
る
側
面
も
存
在
す
る
。

①
圧
倒
的
に
高
い
死
亡
率

原
爆
の
被
害
の
危
険
性
を
雄
弁
に
物
語
る
数
字
と
し
て
死
亡
率

が
あ
げ
ら
れ
る
。
経
済
安
定
本
部
が
一
九
四
九
年
四
月
に
発
表
し
た

『
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
我
国
の
被
害
総
合
報
告
書
』
は
、
広
島
、
長
崎

を
含
む
主
要
都
市
に
お
け
る
戦
災
の
死
者
数
を
一
九
四
四
年
二
月
の

人
口
と
比
較
し
、
死
亡
率
を
推
計
し
て
い
る

２

。
そ
れ
に
よ
る
と
広

島
市
の
死
亡
率
は
二
三
・
二
％
、
長
崎
市
の
死
亡
率
は
八
・
八
％
と
際

立
っ
て
高
い
の
が
わ
か
る
。
他
の
都
市
は「
東
京
都
区
域
」の
一
・
四
％

を
の
ぞ
く
と
い
ず
れ
も
一
％
以
下
だ
。

こ
の
デ
ー
タ
は
広
島
市
の
死
者
を
七
八
、
一
五
〇
人
、
長
崎

市
の
死
者
を
二
三
、七
五
三
人
と
か
な
り
低
く
見
積
も
っ
て
い
る

が
、
そ
の
後
の
推
計
に
よ
れ
ば
広
島
市
の
死
者
は
約
一
四
万
人

±
一
万
人
（
一
九
四
五
年
一
二
月
末
ま
で
）３

、
長
崎
市
の
死
者
は
約

七
万
三
八
八
四
人

４

で
あ
り
、
そ
の
数
字
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
死
亡

率
は
広
島
市
が
四
一
・
六
％
±
三
％
、
長
崎
市
が
二
七
・
四
％
に
な

る
。
通
常
兵
器
の
空
襲
を
受
け
た
他
都
市
の
死
亡
率
と
比
較
す
る
と
、

原
爆
が
持
つ
無
差
別
大
量
の
殺
傷
力
の
大
き
さ
が
あ
ら
た
め
て
浮
き

彫
り
に
な
る
。

広
島
市
は
「
原
爆
に
よ
る
社
会
的
被
害
の
状
況
を
死
亡
率
の
観
点

か
ら
考
察
す
れ
ば
、
約
四
〇
％
以
上
の
高
い
死
亡
率
を
推
計
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
数
値
は
、
歴
史
上
他
に
類
を
み
な
い
高
い
値
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
原
子
爆
弾
の
非
人
間
性
、
特
異
性
を
推
測
す

る
の
は
容
易
な
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

②
物
理
的
影
響

―
特
異
な
破
壊
力

高
い
死
亡
率
を
も
た
ら
す
原
爆
の
圧
倒
的
な
破
壊
力
を
構
成
す

る
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
「
爆
風
」「
熱
線
」「
放
射
線
」
の
三

つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
衝
撃
波
や
高
熱
火
災
な
ど
を
あ
げ
る

資
料
も
あ
る
が
、
衝
撃
波
は
爆
風
の
一
部
、
高
熱
火
災
は
爆
風
と
熱

線
の
複
合
被
害
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
単
独
で
、

あ
る
い
は
複
合
し
て
、
通
常
兵
器
で
は
不
可
能
な
原
爆
特
有
の
破
壊

力
を
も
た
ら
し
た
。

③
医
学
的
影
響

―
放
射
線
被
曝
の
危
険
性

核
兵
器
の
危
険
性
を
最
も
端
的
に
物
語
る
の
は
、
放
射
線
被
曝
で

あ
る
。
被
爆
直
後
か
ら
被
爆
者
は
、
放
射
線
に
起
因
す
る
と
考
え
ら

れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
に
苦
し
ん
で
き
た
。
身
体
的
障
害
は
、
被
爆

直
後
か
ら
ほ
ぼ
四
カ
月
後
ま
で
に
起
き
る
「
急
性
障
害
」
と
、
そ
れ
以



35　人道研究ジャーナルvol.5 34

降
に
起
き
る
「
後
障
害
」
に
分
け
ら
れ
、
内
容
も
脱
毛
や
下
痢
、
発
熱
、

嘔
吐
か
ら
白
血
病
、
白
内
障
、
各
部
位
の
癌
、「
原
爆
ぶ
ら
ぶ
ら
病
」

と
呼
ば
れ
る
虚
脱
症
状
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
全
体
が
「
原

爆
病
」「
原
爆
症
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
放
射
線
と
の
因
果
関
係
の
立
証

が
当
初
は
困
難
な
も
の
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
放
射
線
医
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
ら
の
努
力
で
そ
の

構
造
が
次
第
に
解
明
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て
広
島
大
学
原
爆
放
射
能

医
学
研
究
所
（
現
・
原
爆
放
射
線
医
科
学
研
究
所
）
の
所
長
を
務
め
た
鎌

田
七
男
氏
は
放
射
線
が
引
き
起
こ
す
障
害
に
つ
い
て
「
放
射
線
が
遺

伝
子
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
」
に
起
因
す
る
と
い
う
。
被
爆
者
が
浴
び

た
放
射
線
量
の
強
さ
に
応
じ
て
、
何
年
後
に
ど
の
部
位
の
癌
の
発
生

率
が
高
く
な
る
か
、
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る

５

。
鎌
田
氏
に
よ
る
と
、
被
爆
後
七
〇
年
を
経
た
今
、
一
つ
の

癌
か
ら
の
細
胞
の
転
移
で
な
く
、
別
個
の
部
位
に
複
数
の
癌
が
発
症

す
る
「
重
複
癌
」
が
多
発
し
て
い
る
と
い
う
。

④
外
部
被
曝
と
内
部
被
曝

放
射
線
被
曝
に
は
、
体
外
か
ら
皮
膚
を
通
し
て
被
曝
す
る
「
外
部

被
曝
」
と
、
放
射
性
降
下
物
の
微
粒
子
が
口
や
鼻
か
ら
体
内
に
入
っ

て
被
曝
す
る
「
内
部
被
曝
」
が
あ
る
。
前
者
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
爆

発
直
後
の
初
期
放
射
線
（
直
接
放
射
線
）
と
、
地
面
や
建
物
か
ら
出
る

残
留
放
射
線
で
、
後
者
を
引
き
起
こ
す
の
は
「
死
の
灰
」
と
呼
ば
れ
る

表　太平洋戦争による主要都市の死亡率

都市名 死者数 1944 年 2 月の人口 死亡率 現在の推定死者数に基づく死亡率

広島市 78,150 336,483 23.2％ 41.6％± 3％

長崎市 23,753 270,063 8.8％ 27.4％

東京都区域 95,374 6,657,620 1.4％ ―

神戸市 6,789 918,032 0.7％ ―

名古屋市 8,076 1,349,740 0.6％ ―

横浜市 4,616 1,034,740 0.4％ ―

大阪市 9,246 2,833,342 0.3％ ―

（経済安定本部『太平洋戦争による我国の被害総合報告書』（1949 年 4 月）をもとに筆者作成）

放
射
性
降
下
物
で
あ
る
。

従
来
の
放
射
線
被
曝
の
分
析
で
は
、
外
部
被
曝
と
内
部
被
曝
の

区
別
よ
り
も
、
浴
び
た
放
射
線
の
強
さ
（
線
量
）
と
発
生
し
た
障
害
の

関
係
の
解
明
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た

６

。
だ
が
最
近
の
研
究
で
は
、

体
内
に
入
っ
た
放
射
性
微
粒
子
に
よ
る
低
線
量
の
放
射
線
に
長
時
間

さ
ら
さ
れ
る
と
、
遺
伝
子
の
修
復
能
力
が
損
な
わ
れ
、
細
胞
周
期
の

早
い
生
殖
細
胞
や
造
血
機
能
（
骨
髄
）、
胎
児
な
ど
に
障
害
を
生
じ
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

７

。

広
島
で
被
爆
し
た
医
師
・
肥
田
舜
太
郎
氏
は
、
入
市
被
爆
者

８

と

内
部
被
爆
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
ふ
ま
え
、
一
九
七
二
年
に
カ
ナ

ダ
の
研
究
者
ペ
ト
カ
ウ
（Abram

 Petkau

）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
「
長

時
間
の
低
線
量
放
射
線
被
曝
の
方
が
短
時
間
の
高
線
量
放
射
線
被
曝

に
比
べ
、
は
る
か
に
生
体
組
織
を
破
壊
す
る
」
と
い
う
ペ
ト
カ
ウ
効

果
９

や
、
米
国
人
研
究
者
ス
タ
ー
ン
グ
ラ
ス
（Ernest J. Sternglass

）
ら
に

よ
る
「
ご
く
微
量
の
放
射
線
で
も
体
内
か
ら
放
射
さ
れ
る
と
健
康
に

深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
」
と
い
う
説

10 

を
重
視
す
る
。
そ
の
上
で
、

核
実
験
被
害
や
原
発
事
故
、
劣
化
ウ
ラ
ン
兵
器
に
関
連
す
る
と
み
ら

れ
る
深
刻
な
健
康
障
害
が
い
ず
れ
も
内
部
被
曝
に
よ
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
警
告
し
、
分
子
生
物
学
な
ど
に
よ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
の

必
要
性
を
主
張
し
て
い
る

11 

。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
だ

が
、被
爆
体
験
と
戦
後
の
核
実
験
、原
発
事
故
、劣
化
ウ
ラ
ン
兵
器

12 

に

よ
る
被
害
に
、
い
ず
れ
も
内
部
被
曝
と
い
う
共
通
の
危
険
性
が
存
在

す
る
疑
い
が
強
い
と
い
う
問
題
提
起
は
、
被
爆
後
七
〇
年
以
上
を
経

て
な
お
被
爆
体
験
の
さ
ら
な
る
解
明
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

⑤
心
理
学
的
影
響

被
爆
七
〇
年
以
上
が
過
ぎ
た
現
在
も
多
く
の
被
爆
者
を
苦
し
め
て

い
る
一
つ
が
、
心
の
苦
し
み
や
ト
ラ
ウ
マ
（
心
理
的
外
傷
）
で
あ
る
が
、

原
爆
に
よ
る
障
害
の
中
で
最
も
研
究
が
遅
れ
て
い
る
の
が
、
心
理
学

的
、
精
神
神
経
学
的
な
影
響
で
あ
ろ
う
。
原
爆
被
爆
の
実
相
に
関
す

る
基
本
的
資
料
に
お
い
て
も
そ
の
記
述
は
わ
ず
か
で

13

、「
被
曝
の
精

神
科
的
、
心
理
学
的
影
響
に
つ
い
て
は
未
知
な
部
分
が
多
く
今
後
の

研
究
が
期
待
さ
れ
る

14

」
と
い
う
。

そ
う
し
た
中
、
数
少
な
い
研
究
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、

米
国
人
精
神
医
学
者
リ
フ
ト
ン
（Robert J. Lifton

）
の
著
作" D

eath in 

Life"

（
邦
訳
は
『
死
の
内
の
生
命
』）
で
あ
る

15 

。
リ
フ
ト
ン
は
一
九
六
二

年
に
六
カ
月
間
広
島
に
滞
在
し
て
行
な
っ
た
七
五
人
の
被
爆
者
と
の

面
接
調
査
に
基
づ
き
、
こ
の
研
究
を
ま
と
め
た
。
被
爆
者
の
心
理
研

究
で
初
め
て
ト
ラ
ウ
マ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
著
作
と
し
て
、
今

日
で
も
内
外
の
研
究
者
の
間
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

鎌
田
七
男
氏
は
リ
フ
ト
ン
の
分
析
を
も
と
に
、
被
爆
者
が
受
け
た
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心
理
的
影
響
を
、
①
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
「
後
悔
と
罪

の
意
識
」、
②
い
つ
放
射
線
の
障
害
が
現
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う

「
限
り
な
い
不
安
」、
③
地
獄
絵
の
よ
う
な
場
面
に
再
び
遭
遇
し
た
く

な
い
と
い
う
「
あ
の
場
面
か
ら
の
逃
避
」
の
意
識
、
④
「
死
者
へ
の
尊

敬
と
畏
敬
の
念
」
の
四
点
に
整
理
し
て
い
る

16 

。

だ
が
、
長
い
間
被
爆
者
と
接
し
て
い
る
広
島
の
研
究
者
の
間
で
は
、

リ
フ
ト
ン
の
視
点
に
対
す
る
疑
問
も
存
在
す
る
。
舟
橋
喜
惠
・
広
島

大
学
名
誉
教
授
（
社
会
思
想
史
）
は
、D

eath in Life

と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
本
来
の
意
味
が
「
生
け
る
屍
」
で
あ
り
、
そ
の
著
作
の
中
で
被
爆
者

は
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
、
生
き
る
意
欲
を
限
り
な
く
失
っ
た
存

在
と
し
て
の
み
描
か
れ
て
お
り
、
罪
意
識
を
持
ち
つ
つ
「
死
者
の
分

ま
で
も
生
き
よ
う
と
し
て
き
た
被
爆
者
」
の
懸
命
な
前
向
き
の
姿
勢

を
理
解
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る 

17

。

全
国
の
被
爆
者
が
原
爆
に
よ
る
「
体
の
傷
」「
心
の
傷
」「
不
安
」
と

闘
い
な
が
ら
い
か
に
「
生
き
る
支
え
」
を
得
た
か
を
解
明
す
る
研
究
が

二
〇
〇
五
年
、
濱
谷
正
晴
・
一
橋
大
学
大
学
院
教
授
（
社
会
調
査
論
）

に
よ
り
『
原
爆
体
験
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た 

18

。
日
本
原
水
爆
被
害

者
団
体
協
議
会
が
一
九
八
五
～
一
九
八
六
年
に
全
国
四
七
都
道
府

県
の
被
爆
者
約
一
万
三
千
人
を
対
象
に
行
な
っ
た
『
原
爆
被
害
者
調

査
』
の
中
か
ら
、「
体
の
傷
」「
心
の
傷
」「
不
安
」「
生
き
る
支
え
」
に
関

連
す
る
質
問
項
目
全
て
に
回
答
の
あ
っ
た
六
、七
四
四
人
を
抽
出
し
、

そ
の
内
容
を
細
か
く
分
析
し
て
い
る
。

濱
谷
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
実
態
に
は
「〈
原
爆
地
獄
〉
が

も
た
ら
す
〈
心
の
傷
〉
に
さ
い
な
ま
れ
、〈
体
の
傷
〉
と
〈
不
安
〉
に
苦

し
み
お
び
え
な
が
ら
、
語
る
苦
痛
を
の
り
こ
え
て
、〈
原
爆
・
核
兵

器
の
反
人
間
性
〉
を
世
界
の
人
び
と
に
つ
た
え
、
核
兵
器
の
廃
絶
と

戦
争
の
な
い
社
会
の
実
現
を
う
っ
た
え
つ
づ
け
て
き
た
被
爆
者
た
ち

の
営
み
」
が
集
約
さ
れ
て
い
る

19

。

と
こ
ろ
で
、
被
爆
に
よ
る
心
理
学
的
な
影
響
の
一
つ
で
は
な
い
か

と
い
わ
れ
る
症
状
の
一
つ
に
、「
原
爆
ぶ
ら
ぶ
ら
病
」
が
あ
る
。
一

部
の
被
爆
者
が
倦
怠
感
を
訴
え
、
労
働
を
せ
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い

る
、
と
い
う
の
が
語
源
と
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
医
学
的
に
は
病
気

と
し
て
の
実
体
は
否
定
さ
れ
て
き
た

20

。
し
か
し
米
国
に
よ
る
大
気

圏
核
実
験
で
被
曝
し
た
米
兵
や
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
被
災

者
、
劣
化
ウ
ラ
ン
に
被
曝
し
た
疑
い
の
あ
る
湾
岸
戦
争
帰
還
兵
の
間

で
、原
爆
ぶ
ら
ぶ
ら
病（bura-bura disease

）に
類
似
し
た
倦
怠
症
状（fatigue 

syndrom
e

）
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
放
射
線
被

曝
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
低
線
量
放
射
線
被
曝
で
変
形
し
た

赤
血
球
が
引
き
起
こ
す
と
の
説

21

も
あ
る
が
、
ま
だ
十
分
立
証
さ
れ

た
と
は
い
え
な
い

22

。
し
か
し
、
内
部
被
曝
と
同
様
、
被
爆
後
七
〇

年
を
経
て
な
お
未
解
明
で
あ
り
、
か
つ
今
日
の
核
被
害
と
共
通
す
る

可
能
性
を
持
つ
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

⑵
被
爆
体
験
と
原
爆
投
下
正
当
論

広
島
・
長
崎
に
お
け
る
被
爆
体
験
は
、
米
国
に
よ
る
原
爆
投
下
と

い
う
行
為
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
そ
し
て
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
が

核
兵
器
の
危
険
性
に
関
す
る
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
原

爆
を
投
下
し
た
側
の
米
国
で
は
、
原
爆
投
下
正
当
論
が
戦
後
形
成
さ

れ
て
支
配
的
な
世
論
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
核
兵
器
の
危
険
性
に
関

す
る
警
鐘
を
相
殺
し
隠
蔽
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
原
爆
投
下

正
当
論
が
形
成
さ
れ
た
経
緯
に
お
け
る
主
要
な
議
論
を
分
析
す
る
。

①
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
声
明

米
国
の
指
導
者
に
よ
る
、
原
爆
投
下
に
関
す
る
最
初
の
見
解
が

示
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
八
月
六
日
に
大
統
領
の
ト
ル
ー
マ
ン

（H
arry S. Trum

an

）
が
発
表
し
た
声
明
で
あ
る
。

「
一
六
時
間
前
、
米
国
航
空
機
一
機
が
日
本
陸
軍
の
重
要
基
地
で

あ
る
広
島
に
爆
弾
一
発
を
投
下
し
た
」「
日
本
は
、
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー

に
お
い
て
空
か
ら
戦
争
を
開
始
し
た
。
彼
ら
は
、
何
倍
も
の
報
復
を

こ
う
む
っ
た
」「
最
後
通
告
が
ポ
ツ
ダ
ム
で
出
さ
れ
た
の
は
、
全
面

的
破
滅
か
ら
日
本
国
民
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
指
導
者
は
、

た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
通
告
を
拒
否
し
た
。
も
し
彼
ら
が
今
わ
れ
わ
れ

の
条
件
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
（
略
）
こ
の
空
か
ら
の
攻
撃
に
続
い
て

海
軍
お
よ
び
地
上
軍
が
、
日
本
の
指
導
者
が
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い

ほ
ど
の
大
兵
力
（
略
）
を
も
っ
て
侵
攻
す
る
で
あ
ろ
う
」 23

筆
者
が
米
国
ト
ル
ー
マ
ン
図
書
館
で
入
手
し
た
声
明
草
案
の
コ

ピ
ー

24

に
は
「
日
本
陸
軍
の
重
要
基
地
」
と
の
記
述
は
な
い
。
リ
フ
ト

ン
に
よ
る
と
ど
の
草
案
に
も
そ
の
表
現
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
最
後

の
瞬
間
に
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
責
任
者
グ
ロ
ー
ブ
ズ
（Leslie R. G

roves
）

に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
と
彼
は
推
測
し
て
い
る

25

。
米
国
政
府

は
こ
の
後
、
一
貫
し
て
広
島
を
「
軍
事
基
地
」
と
呼
び
続
け
た

26

。
こ

の
声
明
は
原
爆
投
下
が
「
報
復
」
で
あ
り
、
大
規
模
の
本
土
上
陸
作
戦

が
続
く
事
を
示
唆
し
て
い
る
。

ト
ル
ー
マ
ン
は
二
日
後
の
八
月
九
日
に
国
民
に
対
し
て
行
な
っ
た

「
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
報
告
」
の
中
で
、
原
爆
と
「
報
復
」
の
関
係
を
よ
り

直
裁
に
表
現
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
予
告
な
し
に
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
で
わ
れ
わ

れ
を
攻
撃
し
た
者
た
ち
に
対
し
、
ま
た
、
米
国
人
捕
虜
を
餓
死

さ
せ
、
殴
打
し
、
処
刑
し
た
者
た
ち
や
、
戦
争
に
関
す
る
国
際

法
規
に
従
う
ふ
り
を
す
る
態
度
す
ら
も
か
な
ぐ
り
捨
て
た
者
た

ち
に
対
し
て
原
爆
を
使
用
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、

戦
争
の
苦
悶
を
早
く
終
ら
せ
る
た
め
に
、
何
千
何
万
も
の
米
国

青
年
の
生
命
を
救
う
た
め
に
そ
れ
を
使
用
し
た
の
で
あ
り
ま

す
」27

。

ま
た
ト
ル
ー
マ
ン
は
同
じ
日
、米
国
キ
リ
ス
ト
教
会
連
邦
評
議
会
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か
ら
原
爆
投
下
に
批
判
的
な
電
報

28

を
受
け
取
る
と
、八
月
一
一
日
に

「
野
獣
に
対
処
す
る
時
は
野
獣
扱
い
す
べ
き
だ
」
と
返
信
し
て
い
る

29

。

こ
の
よ
う
に
、
原
爆
投
下
直
後
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
自
身
の
説

明
は
、
日
本
を
「
野
獣
」
と
と
ら
え
、
広
島
の
軍
事
的
役
割
を
強
調
し
、

真
珠
湾
攻
撃
へ
の
報
復
と
し
て
原
爆
を
使
用
し
た
と
位
置
づ
け
て
お

り
、
原
爆
で
救
わ
れ
る
米
兵
の
数
に
つ
い
て
は
「
何
千
何
万
」
と
し
か

触
れ
て
い
な
い
。

②
「
報
復
」
か
ら
「
一
〇
〇
万
人
救
済
論
」
へ

と
こ
ろ
が
原
爆
投
下
か
ら
二
年
後
の
一
九
四
七
年
ご
ろ
か
ら
、
米

国
政
府
の
主
張
は
、
対
日
報
復
よ
り
も
原
爆
投
下
で
地
上
戦
が
回
避

さ
れ
て
大
勢
の
人
命
が
救
済
さ
れ
た
点
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
の
が
、
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
（H

enry L. Stim
son

）

元
陸
軍
長
官
の
「
原
爆
投
下
の
決
定
」30 

と
い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
の

中
で
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
「
も
し
米
国
が
計
画

31

を
最
後
ま
で
実
施
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
、
主
要
な
戦
闘
は
少
な
く
と
も
一
九
四
六

年
の
後
半
ま
で
は
続
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
米
軍
だ
け
で

一
〇
〇
万
人
の
死
傷
者
が
出
た
は
ず
だ
と
私
は
知
ら
さ
れ
た
。（
略
）

日
本
側
に
は
我
々
よ
り
は
る
か
に
多
い
死
傷
者
が
出
て
い
た
は
ず

で
あ
る
」
と
説
明
し
た
。
原
爆
投
下
直
後
の
米
国
国
内
世
論
は
当
初
、

原
爆
に
関
す
る
情
報
が
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

賛
否
両
論
だ
っ
た
が
、
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
論
文
が
登
場
す
る
と
国
内
世

論
は
急
速
に
原
爆
投
下
擁
護
に
傾
い
て
い
き
、
い
わ
ゆ
る
「
一
〇
〇
万

人
救
済
論
」
が
世
論
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

な
お
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
自
身
は
原
爆
投
下
一
〇
年
後
に
出
版

し
た
『
回
顧
録
』
で
、「
五
〇
万
人
の
米
国
人
の
命
」
が
失
わ
れ
ず
に

済
ん
だ
と
記
し
て
い
る

32 

。

こ
れ
に
対
し
、
五
〇
～
一
〇
〇
万
人
と
い
う
死
（
傷
）
者
予
測
自

体
に
根
拠
が
な
い
と
の
見
方
も
、
米
国
の
歴
史
研
究
者
の
間
で
は

一
九
六
〇
年
代
か
ら
有
力
に
な
っ
て
い
る
が
、「
正
統
的
」
歴
史
解

釈
に
逆
ら
う
と
い
う
意
味
で
「
修
正
主
義
学
派
」（Revisionist

）
と
評
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る

33

が
、
彼
ら
が
最
終
的
な
論
拠
と
し
て
い
る
の
が
、

一
九
四
五
年
六
月
一
八
日
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
開
か
れ
た
大
統
領

と
統
合
参
謀
本
部
と
の
会
議
で
あ
る
。
席
上
、
統
合
戦
争
計
画
委
員

会
が
作
成
し
た
日
本
上
陸
作
戦
に
関
す
る
大
統
領
宛
の
メ
モ
ラ
ン
ダ

ム
が
配
布
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
上
陸
作
戦
を
南
九
州
お
よ
び

関
東
平
野
で
行
な
っ
た
場
合
の
死
者
は
四
万
人
、
南
九
州
お
よ
び
九

州
北
西
部
で
行
な
っ
た
場
合
の
死
者
は
二
万
五
千
人
、
南
九
州
、
九

州
北
西
部
お
よ
び
関
東
平
野
で
行
な
っ
た
場
合
の
死
者
は
四
万
六
千

人
と
記
さ
れ
て
い
る

34 

。

こ
の
数
字
を
土
台
に
、米
国
の
歴
史
学
者
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン（Barton 

J. Bernstein
）
は
「
米
国
の
指
導
者
は
原
爆
で
五
〇
万
人
を
救
う
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
愛
国
的
な
雰
囲
気
の
中
、
日
本
上
陸
作

戦
で
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
二
万
五
千
か
ら
四
万
六
千
人
の
米
国
人
を

救
う
た
め
、
大
勢
の
日
本
人
を
殺
す
原
爆
を
投
下
す
る
こ
と
に
何
の

た
め
ら
い
も
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

36 

。

③
原
爆
展
中
止
で
再
燃
し
た
論
争

だ
が
、
米
国
社
会
で
は
依
然
、「
一
〇
〇
万
人
救
済
論
」
を
論
拠
に

原
爆
投
下
正
当
論
が
「
公
式
見
解
」
と
し
て
多
数
派
を
形
成
し
て
い

る
。
そ
れ
が
顕
著
に
示
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
五
年
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア

ン
航
空
宇
宙
博
物
館
に
お
け
る
原
爆
展
の
中
止
で
あ
る
。
同
博
物
館

が
、
広
島
に
原
爆
を
投
下
し
た
Ｂ
29
爆
撃
機
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
号
の
復

元
機
体
と
と
も
に
、
米
国
の
原
爆
開
発
・
投
下
に
加
え
て
、
広
島
・

長
崎
の
被
爆
の
惨
状
な
ど
を
紹
介
す
る
展
示
を
企
画
し
た
が
、
議
会

や
退
役
軍
人
ら
の
圧
力
で
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た 

。
そ
の
際
、
米
国

国
内
に
お
け
る
原
爆
投
下
を
め
ぐ
る
認
識
の
対
立
が
、
日
本
国
内
で

も
関
心
を
集
め
た
。

一
方
、
米
国
の
中
学
生
、
高
校
生
た
ち
が
使
う
社
会
科
の
教
科
書

に
は
、
原
爆
投
下
を
め
ぐ
る
記
述
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書

に
、
こ
の
「
一
〇
〇
万
人
救
済
論
」
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。「
軍
事

顧
問
は
、
日
本
本
土
侵
攻
と
も
な
れ
ば
、
一
〇
〇
万
人
も
の
連
合
国

軍
兵
士
の
生
命
が
犠
牲
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
警
告
し
た
」
な

ど
の
記
述
と
と
も
に
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
原
爆
投
下
の
決
定

が
正
し
い
か
ど
う
か
を
考
え
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る

37

。
一
見
、

客
観
的
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
生
徒
達
に
判
断
さ
せ
よ
う
と
す
る
形
式

を
取
っ
て
い
る
が
、
教
科
書
に
は
被
爆
体
験
の
具
体
的
な
記
述
は
乏

し
く
、
原
爆
投
下
決
定
を
支
持
す
る
生
徒
が
多
い

38 

。

原
爆
投
下
正
当
論
を
支
え
る
論
拠
は
「
報
復
」
か
ら
「
人
命
救
済
」

へ
と
移
っ
た
が
、
教
育
現
場
も
巻
き
込
ん
で
、
米
国
の
世
論
形
成
に

一
定
の
影
響
力
を
与
え
て
い
る
。
原
爆
投
下
正
当
論
は
、
一
般
市
民

の
間
に
根
を
下
ろ
し
、
被
爆
の
実
情
を
通
し
て
核
兵
器
の
危
険
性
を

伝
え
よ
う
と
す
る
広
島
・
長
崎
市
民
の
活
動
が
受
け
入
れ
ら
れ
に
く

い
土
壌
を
、
米
国
国
内
に
形
成
し
て
い
る
。

戦
争
の
文
脈
に
お
け
る
原
爆
投
下 

40

⑴
第
二
次
大
戦（
ア
ジ
ア・太
平
洋
戦
争
）と
は
い
か
な
る
戦
争
だ
っ
た
か 

太
平
洋
戦
争
と
は
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
～
一
九
四
五
年
八
月

一
五
日
ま
で
続
い
た
戦
争
で
あ
り
、
真
珠
湾
攻
撃
で
始
ま
り
、
広
島
・

長
崎
へ
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
で
終
わ
っ
た
。
日
本
が
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
で
、
主
に
米
国
を
相
手
に
戦
っ
た
戦
争
で
あ
り
、「
満

州
事
変
」
で
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
の
延
長
と
と
ら
え
、「
一
五
年
戦

争
」、
あ
る
い
は
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ぶ
学
者
も
い
る
。

日
本
は
な
ぜ
太
平
洋
戦
争
を
起
こ
し
た
の
か
。
一
言
で
言
え
ば
、

日
本
が
明
治
維
新
以
来
、
ア
ジ
ア
に
築
い
た
権
益
、
と
り
わ
け
満
州
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事
変
以
降
に
ア
ジ
ア
に
獲
得
し
た
権
益
を
守
る
た
め
で
あ
る
。

日
本
は
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
九
五
年
）
で
台
湾
を
植
民
地
に
し
、

日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
―
〇
五
年
）
で
南
満
州
鉄
道
、
南
樺
太
な
ど
を
獲

得
し
た
。
こ
の
間
、「
日
韓
併
合
」（
一
九
一
〇
年
）
で
朝
鮮
半
島
を
植

民
地
に
し
、
次
い
で
中
国
本
土
で
の
利
権
獲
得
を
目
指
し
た
。

一
九
一
四
年
に
第
一
次
大
戦
が
始
ま
る
と
、
列
強
の
中
国
へ
の
影

響
力
が
弱
ま
る
中
、
日
本
は
ド
イ
ツ
が
租
借
し
て
い
た
山
東
半
島
・

青
島
を
占
領
し
、
一
九
一
五
年
に
は
中
国
に
二
一
カ
条
要
求
を
突
き

つ
け
、
山
東
省
や
東
北
部
で
の
権
益
拡
大
を
狙
っ
た
。
こ
れ
に
危
機

感
を
も
っ
た
米
国
の
主
導
で
第
一
次
大
戦
後
の
一
九
二
一
年
、
米
国

は
中
国
お
よ
び
中
国
に
利
害
を
持
つ
日
本
を
含
む
九
カ
国
に
よ
る
ワ

シ
ン
ト
ン
会
議
を
開
催
し
、
九
カ
国
条
約
を
結
ん
で
、
中
国
の
主
権

･

独
立
の
尊
重
、
領
土
保
全
、
門
戸
開
放
、
機
会
均
等
な
ど
を
認
め

さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
で
あ
る
。
だ
が
、
日
本
は
引

き
続
き
中
国
へ
の
権
益
拡
大
を
狙
い
、
一
九
三
一
年
に
は
満
州
事
変

を
引
き
起
こ
し
て
一
九
三
二
年
に
「
満
州
国
」
を
独
立
さ
せ
、
勢
力
下

に
お
い
た
。

⑵
満
州
事
変
が
転
換
点 
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満
州
事
変
は
、
日
本
が
そ
の
後
の
戦
争
へ
と
向
か
う
大
き
な
転
換

点
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
午
後
一
〇
時
過
ぎ
、
満
州

･

奉
天
郊
外
の
柳
条
湖
で
、
南
満
州
鉄
道
の
線
路
を
関
東
軍
の
独
立

守
備
隊
数
人
が
爆
破
し
、
レ
ー
ル
の
片
側
約
八
〇
セ
ン
チ
が
破
損
し

た
。
首
謀
者
は
関
東
軍
の
参
謀
、
板
垣
征
四
郎
・
高
級
参
謀
と
石
原

莞
爾･

作
戦
参
謀
と
で
、
板
垣
は
爆
破
直
後
、
中
国
の
軍
事
行
動
だ

と
し
て
独
断
で
中
国
軍
の
兵
営
の
北
大
営
と
奉
天
城
へ
の
攻
撃
を
命

じ
た
。
関
東
軍
司
令
官
も
石
原
に
促
さ
れ
て
一
九
日
午
前
一
時
半
す

ぎ
か
ら
、「
自
衛
行
動
」
の
名
目
で
各
部
隊
に
攻
撃
命
令
を
出
し
、
奉

天
以
外
の
満
鉄
沿
線
の
都
市
を
攻
撃
占
領
し
た
。

こ
う
し
て
日
本
は
軍
事
力
に
よ
り
中
国
に
進
出
し
、
さ
ら
に

一
九
四
〇
年
に
は
北
部
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
（
仏
印
）
に
進
駐
し
、

日
独
伊
三
国
同
盟
締
結
、
一
九
四
一
年
に
は
南
部
仏
印
に
進
駐
す
る

が
、
こ
う
し
た
政
策
に
最
も
反
発
し
た
の
が
米
国
お
よ
び
英
国
で
あ

り
、
一
連
の
日
本
の
行
動
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
や
九
カ
国
条
約

で
約
束
し
た
中
国
に
つ
い
て
の
原
則
に
関
す
る
重
大
な
違
反
で
あ
り
、

仏
印
進
駐
は
、
重
慶
を
拠
点
と
す
る
中
国
（
蒋
介
石
）
へ
の
米
英
の
支

援
ル
ー
ト
の
遮
断
を
狙
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。

日
本
の
北
部
仏
印
進
駐
前
後
か
ら
、
米
国
は
対
日
経
済
を
強
化
す

る
。
一
九
四
一
年
、
米
国
務
長
官
ハ
ル
は
日
本
側
に
「
領
土
保
全
と

主
権
尊
重
」「
内
政
不
干
渉
」「
機
会
均
等
」「
太
平
洋
の
現
状
維
持
」
の

四
原
則
を
提
示
。
南
部
仏
印
進
駐
後
は
対
日
全
面
禁
輸
措
置
を
取
り
、

そ
の
後
、
日
米
交
渉
が
続
け
ら
れ
る
が
、
一
一
月
二
六
日
の
米
側
提

案
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ル･

ノ
ー
ト
）
を
巡
っ
て
最
終
的
に
決
裂
し
、
日
本
は

真
珠
湾
攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
。

⑶
満
州
事
変
以
降
の
利
権
守
る
た
め
真
珠
湾
攻
撃 
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米
国
側
が
最
後
に
示
し
た
一
一
月
二
六
日
付
の
提
案
は
、
ハ
ル

四
原
則
の
無
条
件
承
認
、
中
国
お
よ
び
南
北
仏
印
か
ら
の
全
面
撤
退
、

日
独
伊
三
国
同
盟
か
ら
の
離
脱
な
ど
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の

要
求
を
日
本
の
指
導
者
ら
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
お
よ
び
九
カ
国
条

約
へ
の
復
帰
を
求
め
、「
満
州
事
変
前
へ
の
後
退
を
求
め
る
も
の
」
と

受
け
止
め
、
そ
れ
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
日
本
陸
軍
の
謀
略
で
あ
る
満
州
事
変
に
よ
っ

て
獲
得
し
た
「
満
州
国
」
も
含
む
全
て
の
利
権
を
手
放
さ
な
い
た
め

に
、
戦
争
と
い
う
手
段
に
国
民
を
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

太
平
洋
戦
争
に
勝
ち
目
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
開
戦
当
時

（
一
九
四
一
年
）
の
米
国
の
国
力
を
日
本
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
。

　

国
民
総
生
産
日
本
の
一
一
・
八
三
倍

　

粗
鋼
生
産
力
日
本
の
一
二
・
一
一
倍

　

航
空
機
生
産
量
日
本
の
五
・
一
六
倍

　

自
動
車
保
有
台
数
日
本
の
一
六
〇
・
八
〇
倍

　

国
内
石
油
産
出
量
日
本
の
七
七
七
倍
（
日
本
は
石
油
の
七
割
を
米

　
　
　

  

国
か
ら
輸
入
し
て
い
た
）

　

国
家
予
算
日
本
の
三
・
四
二
倍

　

軍
事
予
算
日
本
の
二
・
一
三
倍 
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で
は
、
太
平
洋
戦
争
で
日
本
は
ど
う
戦
っ
た
の
か
。
一
九
四
一
年

一
二
月
八
日
の
真
珠
湾
攻
撃
で
奇
襲
に
は
成
功
し
た
が
、
ワ
シ
ン
ト

ン
で
の
宣
戦
布
告
前
に
攻
撃
を
開
始
し
、
米
側
に
「
だ
ま
し
討
ち
」
の

怒
り
を
か
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
二
年
六
月
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦

で
大
敗
し
、
空
母
四
隻
を
失
っ
て
以
降
、
戦
局
は
悪
化
の
一
途
を
た

ど
っ
た
。
翌
一
九
四
三
年
五
月
、
ア
ッ
ツ
島
の
守
備
隊
二
、五
〇
〇

人
が
戦
死
し
た
際
、
初
め
て
「
玉
砕
」
と
発
表
さ
れ
る
。
同
年
九
月
に

は
、「
絶
対
国
防
圏
」
が
設
定
さ
れ
た
。

⑷「
絶
対
国
防
圏
」の
ま
ぼ
ろ
し

絶
対
国
防
圏
と
は
日
本
が
絶
対
に
死
守
す
べ
き
地
域
で
あ
り
、
千

島
、
小
笠
原
、
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
南
方
、
ビ
ル

マ
を
結
ぶ
範
囲
で
制
空
権
、
制
海
圏
を
確
保
し
、
持
久
態
勢
を
固
め

た
上
で
、
機
動
部
隊
と
航
空
部
隊
を
組
み
合
わ
せ
て
、
連
合
軍
を
迎

え
撃
つ
、
と
さ
れ
た
。

そ
の
絶
対
国
防
圏
の
最
前
線
に
あ
る
の
が
、
サ
イ
パ
ン
島
、
グ
ア

ム
島
、
テ
ニ
ア
ン
島
な
ど
か
ら
な
る
マ
リ
ア
ナ
諸
島
で
あ
る
。
ス
ペ
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イ
ン
領
、
ド
イ
ツ
領
を
経
て
一
九
一
四
年
か
ら
日
本
が
統
治
し
て
お

り
、
日
本
か
ら
は
南
西
二
、四
〇
〇
キ
ロ
の
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
島
に
は
飛
行
場
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
陥
落
す
れ
ば
、
本
土
の

直
接
攻
撃
が
可
能
に
な
る
。
事
実
、
絶
対
国
防
圏
が
破
ら
れ
て
サ
イ

パ
ン
（
四
四
年
七
月
）、
グ
ア
ム
、
テ
ニ
ア
ン
（
と
も
に
四
四
年
八
月
）
が

陥
落
す
る
と
、
日
本
の
本
土
は
空
襲
に
さ
ら
さ
れ
、
テ
ニ
ア
ン
島
か

ら
飛
び
立
っ
た
Ｂ
29
に
よ
り
最
後
に
広
島
と
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ

れ
た
。

太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
死
者
は
約
三
一
〇
万
人
で
、
民
間

人
の
死
者
は
八
〇
万
人
、
兵
士
の
死
者
は
二
三
〇
万
人
と
推
定
さ
れ

る
が
、
民
間
人
の
死
者
の
ほ
ぼ
全
て
、
お
よ
び
兵
士
の
死
者
の
大
半

は
、
絶
対
国
防
圏
が
破
ら
れ
サ
イ
パ
ン
島
が
陥
落
し
て
以
降
の
約
一

年
間
に
犠
牲
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
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。
そ
の
中
に
は
、
沖
縄
戦

の
死
者
約
二
〇
万
人
や
広
島･

長
崎
の
死
者
計
約
二
〇
万
人
も
含
ま

れ
て
い
る
。

⑸
日
本
が
起
こ
し
た
戦
争
の
非
人
道
性

日
本
の
国
民
の
視
点
か
ら
み
て
、
太
平
洋
戦
争
の
最
大
の
悲
劇
は
、

国
家
や
軍
に
よ
る
人
命
の
軽
視
で
あ
り
、
そ
れ
は
戦
闘
員
の
人
命
お

よ
び
、
市
民
の
人
命
の
双
方
が
含
ま
れ
る
。

①
兵
士
の
人
命
の
軽
視

最
大
の
原
因
は
、「
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
」（
戦
陣
訓
）
に

示
さ
れ
た
軍
の
規
則
で
あ
り
、
兵
士
は
い
か
な
る
状
況
で
も
降
伏
を

許
さ
れ
ず
、
窮
地
で
の
生
存
・
抵
抗
よ
り
、
華
々
し
い
「
玉
砕
」
が
美

化
さ
れ
た
。

②
非
戦
闘
員
（
一
般
市
民
）
の
人
命
の
軽
視

軍
人
へ
の
規
則
は
、
事
実
上
民
間
人
に
も
強
要
さ
れ
、
多
く
の
非

戦
闘
員
が
降
伏
を
許
さ
れ
ず
、
集
団
自
決
に
追
い
込
ま
れ
た
。
満
州

で
は
、
ソ
連
の
参
戦
を
知
っ
た
関
東
軍
が
民
間
人
を
見
捨
て
て
撤
退

し
た
し
、
沖
縄
戦
や
グ
ア
ム
、
サ
イ
パ
ン
な
ど
で
は
、
米
軍
へ
の
発

覚
を
恐
れ
て
日
本
軍
が
赤
ん
坊
を
殺
し
、
投
降
し
よ
う
と
し
た
民
間

人
を
後
ろ
か
ら
銃
撃
す
る
事
態
も
起
き
た
。
沖
縄
で
は
、
投
降
し
て

捕
虜
収
容
所
に
い
た
民
間
人
を
、
夜
間
、
日
本
兵
が
山
か
ら
現
れ
て

銃
撃
し
た
と
い
う
。

③
米
軍
に
よ
る
非
戦
闘
員
の
人
命
の
軽
視

米
軍
が
日
本
の
二
一
五
の
都
市
で
行
っ
た
空
襲
も
、
非
戦
闘
員
の

大
量
殺
戮
で
あ
り
、
人
命
の
軽
視
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
空
襲
が
可

能
に
な
っ
た
の
は
、
絶
対
国
防
圏
が
破
れ
て
サ
イ
パ
ン
（
四
四
年
七

月
）、
グ
ア
ム
、
テ
ニ
ア
ン
（
と
も
に
四
四
年
八
月
）
が
陥
落
し
た
か
ら

で
あ
り
、
テ
ニ
ア
ン
島
か
ら
飛
び
立
っ
た
Ｂ
29
に
よ
り
広
島
、
長
崎

に
原
爆
が
投
下
さ
れ
、
非
戦
闘
員
が
大
量
に
殺
さ
れ
た
。
非
戦
闘
員

の
無
差
別
大
量
の
殺
戮
は
国
際
法
違
反
で
あ
る
。

④
太
平
洋
戦
争
の
犠
牲
者

戦
争
の
犠
牲
者
は
日
本
人
だ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
以
下
の

国
の
人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本 

 
 

三
一
〇
万
人

　

朝
鮮 

 
 

　

二
〇
万
人

　

中
国 

 

　
　

   

一
、〇
〇
〇
万
人
以
上

　

台
湾 

 
 

　
　

三
万
人

　

フ
ィ
リ
ピ
ン 

 
 

一
一
一
万
人

　

ベ
ト
ナ
ム 

 
 

二
〇
〇
万
人

　

ビ
ル
マ 

 
 

　

一
五
万
人

　

マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

　

一
〇
万
人
以
上

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア  
 

四
〇
〇
万
人

　

イ
ン
ド 

 
 

一
五
〇
万
人

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

 

　
　

一
万
八
千
人

　

合
計 

 

　
　

   

二
、二
〇
〇
万
人
以
上 
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⑤
「
戦
争
完
遂
」
く
り
か
え
す
指
導
者

仮
に
「
戦
争
と
は
他
の
手
段
を
も
っ
て
す
る
政
治
の
継
続
で
あ
る
」

（
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦
争
論
』）
と
し
て
も
、
合
理
的
指
導
者
が
い
な

け
れ
ば
政
治
目
的
は
果
た
せ
な
い
。
絶
対
国
防
圏
が
破
ら
れ
て
本
土

空
襲
が
可
能
に
な
っ
た
時
点
で
、
日
本
に
合
理
的
な
指
導
者
が
い
れ

ば
、
直
ち
に
和
平
を
模
索
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
サ
イ
パ
ン

陥
落
二
カ
月
後
の
一
九
四
四
年
九
月
に
最
高
戦
争
指
導
会
議
が
決
め

た
の
は
「
戦
争
の
完
遂
」
で
あ
り
、
マ
ニ
ラ
戦
に
敗
れ
、
沖
縄
戦
が
絶

望
的
な
見
通
し
の
中
、
一
九
四
五
年
六
月
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
が

決
め
た
の
も
「
戦
争
の
完
遂
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
原
爆
が
広
島
と
長

崎
に
投
下
さ
れ
、
ソ
連
が
参
戦
し
て
よ
う
や
く
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
を
受
諾
し
た
。
ま
さ
に
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。お

わ
り
に

―

国
際
社
会
で
は
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
根
拠
に
核
兵
器
の
非
合

法
化
（
核
兵
器
禁
止
条
約
）
を
一
刻
も
早
く
実
現
す
べ
き
だ
、
と
い
う

声
が
増
え
る
一
方
、
米
国
な
ど
の
核
兵
器
保
有
国
は
非
現
実
的
だ
と

否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
広
島･

長
崎
の
被
爆
体
験
を
根
拠
に
核

兵
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の
危
険
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え
よ
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と
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る
声
に
対
し
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国
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は
「
原
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。
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さ
れ
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〇
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は
乏
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い
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史
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さ
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か
わ
ら
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の
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争
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非
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追
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爆
地
か
ら
の
訴
え
を
相
殺
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て
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る
。

こ
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検
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検
証
を
、
日
本
の
研
究
者
も
積
極
的
に
行
な
う

必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、
日
本
が
始
め
た

戦
争
が
も
た
ら
し
た
非
人
道
性
の
検
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Ｂ
Ｃ
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Ａ
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Ｂ
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Ｃ
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Ｄ
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ど
れ
ば
、
第
一
次
大
戦
後
に

日
本
も
九
カ
国
条
約
に
加
わ
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〇
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。
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訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
七
年
、
ノ
ビ
ー
レ
、
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
『
葬
ら
れ
た
原
爆
展
』、

ト
ム
・
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｔ
・
リ
ネ
ン
ソ
ー
ル
『
戦

争
と
正
義

―
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
展
論
争
か
ら
』
朝
日
選
書
六
〇
七
、
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
な
ど
参
照
。

37　

吉
澤
柳
子
『
外
国
の
教
科
書
と
日
本

―
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
日
本

像
』
丸
善
ブ
ッ
ク
ス
七
八
、
丸
善
、
一
九
九
九
年
、
一
二
三
―
一
二
五

頁
、「
世
界
の
教
科
書
に
み
る
「
原
爆
投
下
」」（
米
国
）、
広
島
平
和
教

育
研
究
所
。

38　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
『〝
ヒ
ロ
シ
マ
〟
が
伝

わ
ら
な
い
』」
二
〇
〇
五
年
八
月
四
日
放
送
。
シ
カ
ゴ
郊
外
の
高
校
の

授
業
で
、
原
爆
投
下
の
決
定
を
支
持
し
た
生
徒
ら
の
多
く
は
、
広
島

平
和
記
念
資
料
館
の
図
録
を
見
て
、
教
科
書
か
ら
与
え
ら
れ
る
情
報

が
限
ら
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
持
っ
た
。

39　

こ
の
節
の
記
述
の
多
く
は
二
〇
一
五
年
度
後
期
広
島
平
和
研
究
所

連
続
市
民
講
座
「
戦
後
七
〇
年
の
論
点
と
課
題
」
第
五
回
、
水
本
和
実

『
戦
後
の
核
軍
縮
と
被
爆
体
験
』（
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
一
日
）
で
の

報
告
に
依
拠
し
て
い
る
。

40　

川
田
稔
『
昭
和
陸
軍
全
史
１
』『
同
２
』
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
、『
同

３
』
二
〇
一
五
年
な
ど
参
照
。

41　

川
田
稔
『
満
州
事
変
と
政
党
政
治
』
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
な
ど
参
照
。

42　

黒
羽
清
隆
『
太
平
洋
戦
争
の
歴
史
』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
参
照
。

43　

日
米
比
較
の
デ
ー
タ
は
山
田
朗
『
軍
備
拡
張
の
近
代
史
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
七
年
な
ど
参
照
。

44　

 

川
田
稔
『
昭
和
陸
軍
の
軌
跡
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
三
二
九
頁
。

45　

吉
岡
吉
典
著
『
日
本
の
侵
略
と
膨
張
』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
六

年
、
小
田
部
雄
次
・
林
博
史
・
山
田
朗
『
キ
ー
ワ
ー
ド 

日
本
の
戦
争
犯

罪
』
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
な
ど
参
照
。
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ま
る
で
こ
の
兵
器
の
お
ぞ
ま
し
い
威
力
に
目
を
背
け
る
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
高
度
に
抽
象
的
で
、
長
い
長
い
ア
ク

ロ
ニ
ウ
ム
で
覆
い
か
ぶ
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
Ｍ
Ａ

Ｄ
、
Ｐ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
、
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ⅰ
及
び
Ⅱ
、
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
、

Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
、N

ew Start.... M
agnus Løvold, “The unknown known”, 

U
nspeakable suffering,  2013 

核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（H

um
anitarian 

approach

）
と
い
う
運
動
が
、
昨
今
、
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
非
核
保
有
国
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
率
先
す
る
動
き

で
、
核
保
有
国
が
こ
れ
ま
で
核
兵
器
を
持
つ
こ
と
の
必
要
性
を
根
拠

付
け
て
き
た
「
核
抑
止
力
」
や
「
国
家
の
安
全
保
障
」
と
い
っ
た
国
際

政
治
の
議
論
か
ら
は
距
離
を
置
き
、
核
兵
器
の
壊
滅
的
な
影
響
（
非

人
道
性
）
が
、
国
際
人
道
法
や
人
道
理
念
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
挙

げ
な
が
ら
、
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
て
い
る
。

核
兵
器
の
使
用
が
国
際
人
道
法
に
反
す
る
こ
と
は
、
遡
れ
ば

一
九
六
三
年
の
東
京
地
裁
に
よ
る
原
爆
訴
訟
判
決
（
以
下
、「
原
爆
訴

訟
」）
や
一
九
九
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
核
兵
器
の
威
嚇
・

使
用
の
合
法
性
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
（
以
下
、「
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
」）

で
も
確
認
さ
れ
て
き
た
が
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
れ
ら
の
司
法

的
見
解
を
ど
う
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
な
ぜ
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？ 

本
稿
で
は
国
際
人
道
法
と
人
道
理
念
の
視
点
か
ら
、
こ
の
二
つ
の

法
的
評
価
を
出
発
点
に
し
て
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
盛
り
上
が
り

の
要
因
を
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
一
．
原
爆
訴
訟
と
Ｉ
Ｃ

Ｊ
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
国
際
人
道
法
や
人
道
理
念
が
ど
う
用
い
ら

れ
て
き
た
の
か
を
た
ど
り
、
二
．
今
日
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ

れ
ら
を
ど
う
受
け
継
い
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
、
三
．

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
新
し
さ
や
勢
い
の
原
動

力
が
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
核
兵
器
の
問
題

を
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
国
際
人
道
法
や
人
道
理
念
の
普
遍
的
な
価

値
の
ひ
と
つ
の
側
面
を
明
る
み
に
す
る
こ
と
も
本
稿
の
ね
ら
い
と
し

た
い
。
そ
の
こ
と
が
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
さ
ら
な
る
弾
み
の
一
助

に
も
な
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

核
兵
器
を
照
ら
す
人
道
理
念

⑴
一
九
六
三
年
東
京
地
裁
原
爆
訴
訟
判
決

一
九
六
三
年
の
原
爆
訴
訟
は
、
原
爆
投
下
の
合
法
性
を
は
じ
め
て

法
廷
で
争
い
、
そ
れ
を
違
法
と
断
じ
た
世
界
で
唯
一
の
判
決
と
し
て

今
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
下
田
事
件
判
決
で
あ
り
、
世
界
的

に
は
「Shim

oda Case

」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
）。

裁
判
所
は
ま
ず
、「
新
兵
器
は
常
に
国
際
法
の
規
律
の
対
象
と
は

な
ら
な
い
と
い
う
議
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
…
…
十
分
な
根

拠
」
は
な
く
「
国
際
法
の
諸
原
則
に
反
す
る
も
の
は
、
た
と
え
法
規
に

明
文
が
な
く
て
も
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
」
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
非
戦
闘
員
ま
た
は
非
軍
事
的
な
目
標
に

向
け
ら
れ
た
攻
撃
の
禁
止
（
一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
規
則
二
五
条
等
）
の
原

則
、
ま
た
、
毒
ガ
ス
禁
止
規
定
（
一
九
二
五
年
ガ
ス
議
定
書
等
）
が
原
爆

被
爆
七
〇
年
目
の
人
道
理
念

齊
藤
　
彰
彦

　
（
日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
企
画
課
主
事 

）

特
集
１:

被
爆
七
〇
年
　

―
核
兵
器
廃
絶
を
目
指
す
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
み
る

南太平洋のファンガタウファ環礁で 1968年 8月 24日にフランスが初めて行った核実験
（広島型原爆の 170倍の破壊力）。� （©x-ray delta one）　　
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に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
原
爆
と
毒
、
毒
ガ
ス
、
細

菌
兵
器
等
と
の
違
い
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
で
も
意
見
の
相
違
が

あ
る
と
し
つ
つ
も
、「
原
爆
の
も
た
ら
す
苦
し
み
は
、
毒
、
毒
ガ
ス

以
上
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
」
い
こ
と
か
ら
、
不
必
要
な

苦
痛
を
与
え
る
非
人
道
的
な
害
敵
手
段
の
禁
止
（
一
八
六
八
年
サ
ン
ク

ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
宣
言
等
）
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
れ
ら
の
原
則
に
基
づ
き
裁
判
所
は
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目

標
の
区
別
は
お
ろ
か
、
中
規
模
都
市
を
全
滅
さ
せ
る
ほ
ど
の
効
果
を

持
つ
原
爆
投
下
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
原
則
に
も
反
し
て
お
り
、
違
法

で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
原
則
の
中
で
、
と
り
わ
け
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
宣
言
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
国
際
人
道
法
（
特
に
戦
闘
の
方
法
・

手
段
の
規
制
に
関
す
る
諸
原
則
）
の
根
底
に
受
け
継
が
れ
る
人
道
理
念

を
う
た
っ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
内
容
を
み
て
お
き
た
い
。

文
明
の
進
歩
は
、
戦
争
の
惨
禍
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
効

果
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
時
に
お
い
て
諸
国
が

達
成
し
よ
う
と
努
め
る
唯
一
の
正
当
な
目
的
は
、
敵
国
の
軍
隊

の
弱
体
化
で
あ
る
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
で
き

る
限
り
多
く
の
者
の
戦
闘
能
力
を
奪
え
ば
足
り
る
。
す
で
に
戦

闘
能
力
を
奪
わ
れ
た
者
の
苦
痛
を
無
益
に
増
大
さ
せ
、
ま
た
は

そ
の
死
を
避
け
が
た
い
も
の
に
す
る
兵
器
の
使
用
は
、
こ
の
目

的
の
範
囲
を
超
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
兵
器
の
使
用

は
、
人
道
の
法
に
反
す
る
。（
一
八
六
八
年
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
宣
言
前
文
）

こ
の
宣
言
に
示
さ
れ
る
「
人
道
の
法
」
に
よ
れ
ば
、
戦
争
と
い
う

極
限
の
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、「
す
で
に
戦
闘
能
力
を
奪
わ
れ
た
者

の
苦
痛
を
無
益
に
増
大
さ
せ
、
ま
た
そ
の
死
を
避
け
が
た
い
も
の
に

す
る
」
兵
器
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
仮
に
現
在
の
被

爆
者
の
実
相
に
も
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
す
れ
ば
、
被
爆
七
〇
年
目
を

迎
え
た
今
も
一
九
万
人
近
く
の
人
々
が
被
爆
者
健
康
手
帳
の
保
持
者

と
し
て
い
ま
だ
に
医
療
措
置
を
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
爆
投

下
は
戦
争
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
「
敵
国
の
軍
隊
の
弱
体
化
」「
戦
闘

能
力
の
奪
取
」
と
い
う
も
の
を
は
る
か
に
逸
脱
し
て
お
り
、「
苦
痛
を

無
益
に
増
大
さ
せ
」
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
裁
判
所
も
、「
原
子
爆
弾
の
爆
発
と
は
い
か
な

る
も
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
も
疑
問
の
余
地
な
く
解

明
さ
れ
て
い
る
し
、
多
く
の
実
験
の
結
果
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
科
学

者
の
手
に
よ
つ
て
何
人
も
容
易
に
利
用
で
き
る
資
料
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
」
と
し
、
こ
れ
に
続
け
て
原
爆
が
も
た
ら
し
た
非
人
道
的
側

面
を
子
細
に
た
ど
る
こ
と
を
試
み
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
広
島
・

長
崎
両
市
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
り
、
多
数
の
市
民
の
生

命
が
失
わ
れ
、
生
き
残
っ
た
者
で
も
、
放
射
能
の
影
響
に
よ
り
一
八

年
後
の
現
在
に
お
い
て
す
ら
、
生
命
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
者
の
あ
る

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
悲
し
む
べ
き
現
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
…
…
こ
の
よ
う
な
残
虐
な
爆
弾
を
投
下
し
た
行
為
は
不
必
要
な

苦
痛
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戦
争
法
の
基
本
原
則
に
違
反
し

て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
原
爆
の
違
法
性
を
裏

付
け
る
根
拠
と
し
て
、
判
決
の
大
き
な
部
分
が
、
原
爆
の
非
人
道
性
、

つ
ま
り
、
不
必
要
な
苦
痛
の
検
証
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

的
に
み
え
る
。

結
果
と
し
て
こ
の
訴
訟
は
、
裁
判
所
に
米
国
政
府
を
裁
く
権
限
は

な
く
、
そ
の
た
め
個
人
も
そ
の
請
求
権
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
棄
却

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
訴
訟
が
成
立
し
た
背
景
と
し
て
、
一
九
五
四
年

の
第
五
福
竜
丸
被
爆
事
件
に
起
因
す
る
原
水
爆
禁
止
国
民
運
動
の
盛

り
上
が
り
が
強
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
発

起
人
の
一
人
の
岡
本
尚
一
弁
護
士
が
、
こ
の
訴
訟
の
動
機
を
述
べ
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
で
、「
こ
の
提
訴
は
こ
れ
に
よ
っ
て
今
も
悲
惨

な
状
態
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
被
害
者
ま
た
は
そ
の
遺
族
が
損
害

の
賠
償
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
の
賠
償
責
任
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
爆
の
使
用
が
禁
止
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
天
地
の
公
理
を
世
界
の
人
類
に
印
象
づ
け
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
訴
訟
そ
れ
自
体
が
国
民
運
動
の
大
き

な
潮
流
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で

は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

⑵
一
九
九
六
年
核
兵
器
の
威
嚇
・
使
用
の
合
法
性
に
関
す
る

　
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見

一
九
九
六
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
示
し
た
核
兵
器
の
威
嚇
・
使
用
の
合
法

性
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
は
、
原
爆
訴
訟
と
同
じ
く
、
ま
ず
、
核
兵

器
を
明
示
的
に
禁
止
す
る
国
際
法
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

後
、「
こ
の
問
題
を
規
律
す
る
た
め
に
最
も
直
接
的
に
関
連
す
る
適

用
法
は
、
国
連
憲
章
に
具
現
化
さ
れ
た
武
力
行
使
に
関
す
る
法
、
及

び
、
敵
対
行
為
を
規
律
す
る
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
で
あ
る
」

と
し
た
。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な
国
際
人
道
法
と
し
て
、
原
爆
訴
訟

で
も
言
及
さ
れ
た
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
宣
言
か
ら
始
ま
る
一

連
の
戦
闘
の
方
法
・
手
段
の
規
制
に
関
連
す
る
条
約
（
い
わ
ゆ
る
国
際

人
道
法
の
「
ハ
ー
グ
法
」
と
呼
ば
れ
る
ル
ー
ル
群
）、
ま
た
、
紛
争
犠
牲
者

の
保
護
・
救
済
に
関
連
す
る
条
約
（
同
じ
く
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
」
と
呼
ば
れ

る
ル
ー
ル
群
）
の
始
ま
り
か
ら
、
一
九
七
七
年
の
追
加
議
定
書
に
至
る

ま
で
の
国
際
人
道
法
の
発
展
史
を
俯
瞰
し
、
こ
れ
ら
の
国
際
人
道
法

に
お
け
る
「
根
本
原
理
（cardinal principles

）」
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
原

則
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ⅰ
．
文
民
と
民
用
物
は
保
護
し
、
戦
闘
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員
と
非
戦
闘
員
と
を
区
別
し
、
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

兵
器
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
Ⅱ
．
戦
闘
員
に
不
必
要

な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
は
禁
じ
ら
れ
、
国
家
が
戦
闘
の
手
段
を
選
ぶ

権
利
は
無
制
限
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
則
に
基
づ
き
裁
判
所
は
、
核
兵
器
の
破
壊
力
は
「
空

間
的
に
も
時
間
的
に
も
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
べ
て
の
文

明
と
地
球
の
全
生
態
系
を
破
壊
す
る
潜
在
力
を
有
す
る
」
こ
と
か
ら
、

「
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
は
使
用
は
、
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際

法
の
諸
規
則
、
そ
し
て
特
に
人
道
法
の
原
則
及
び
規
則
に
一
般
に
違

反
す
る
だ
ろ
う
」
と
し
、
原
爆
訴
訟
と
ほ
ぼ
同
じ
評
価
を
踏
襲
し
た
。

し
か
し
こ
れ
に
続
け
て
、「
国
際
法
の
現
状
お
よ
び
裁
判
所
の
有
す

る
事
実
の
諸
要
素
を
勘
案
し
て
、
裁
判
所
は
、
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た

は
使
用
が
、
国
家
の
生
存
の
か
か
っ
た
自
衛
の
極
端
な
事
情
の
下
で
、

合
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
結
論
し
え
な
い
」
と

し
、
国
際
人
道
法
の
評
価
の
み
で
核
兵
器
の
威
嚇
・
使
用
が
絶
対
的

に
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
た
。
ま
た
、
勧
告
的
意

見
は
そ
の
最
後
に
「
核
軍
縮
に
導
く
交
渉
を
誠
実
に
遂
行
し
、
か
つ

完
了
さ
せ
る
義
務
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
「
人
道
法
の
原
則
及
び
規
則
」
に
関
連
し
て
、

判
決
が
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
」
に
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。

文
民
及
び
戦
闘
員
は
、
こ
の
議
定
書
そ
の
他
の
国
際
取
極
が

そ
の
対
象
と
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
確
立
さ
れ
た
慣

習
、
人
道
の
諸
原
則
及
び
公
共
の
良
心
に
由
来
す
る
国
際
法
の

諸
原
則
に
基
づ
く
保
護
並
び
に
こ
の
よ
う
な
国
際
法
の
諸
原
則

の
支
配
の
下
に
置
か
れ
る
。（
一
九
七
七
年
第
一
追
加
議
定
書
一
条

二
項
）

こ
の
規
定
の
提
唱
者
の
名
を
冠
し
た
呼
称
で
あ
る
こ
の
マ
ル
テ
ン

ス
条
項
は
、
一
八
九
九
年
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
ハ
ー
グ
第

二
条
約
に
は
じ
め
て
登
場
し
て
以
来
、
一
世
紀
余
り
に
わ
た
り
多
く

の
国
際
人
道
法
関
連
条
約
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
人
道
法
の
多
く
の
規
則
は
一
九
四
九
年

に
当
裁
判
所
が
コ
ル
フ
海
峡
事
件
判
決
で
示
し
た
「
人
道
の
基
本

的
考
慮
（elem

entary considerations of hum
anity

）」
で
あ
り
、
そ
れ
は
武

力
紛
争
に
適
用
可
能
な
国
際
慣
習
法
の
「
犯
す
こ
と
の
で
き
な
い

（intransgressible

）
諸
原
則
」
と
し
て
す
べ
て
の
国
家
を
拘
束
す
る
と
指

摘
し
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
も
ま
た
国
際
慣
習
法
の
地
位
を
得
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
実
質
的
な
意
義
に
つ
い
て
個
々
の
裁
判
官

の
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
が
、「
核
兵
器
の
威
嚇
・
使
用
は
い
か
な

る
例
外
も
な
く
絶
対
に
違
法
」
と
の
立
場
に
立
っ
た
ウ
ィ
ー
ラ
マ
ン

ト
リ
ー
判
事
や
「
核
兵
器
の
存
在
そ
の
も
の
が
人
道
法
の
存
在
自
体

に
対
す
る
大
き
な
挑
戦
で
あ
る
」
と
の
個
別
意
見
を
示
し
た
裁
判
所

長
の
ベ
ジ
ャ
ウ
ィ
判
事
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
が
示
す
人
道
の
諸
原

則
は
、
一
九
六
九
年
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
五
三
条
が
定
め
る
「
い

か
な
る
逸
脱
も
許
さ
れ
な
い
規
範
…
…
国
際
社
会
全
体
が
受
け
入
れ
、

か
つ
、
認
め
る
規
範
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
強
行
規
範
（Jus Cogens

）
の
地

位
を
得
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
シ
ャ
ハ
ブ
デ
ィ
ー

ン
判
事
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
が
示
す
「
人
道
の
諸
原
則
及
び
公
共

の
良
心
」
が
国
際
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ど
、
こ
れ

ら
の
裁
判
官
た
ち
は
様
々
な
表
現
で
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
を
は
じ
め

と
す
る
人
道
理
念
の
意
義
を
極
め
て
高
く
評
価
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
既
存
の
国
際
法
が
核
兵
器
の
使
用
を
禁
止
し

て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
「
核
兵
器
の
使
用
を
許
容
す
る

こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
」
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
兵

器
が
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
を
区
別
で
き
ず
、
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え

る
と
い
う
「
人
道
の
諸
原
則
」
に
反
す
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
に
挙
げ
た
裁
判
官
た
ち

は
こ
の
論
理
に
則
り
、
核
兵
器
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ

兵
器
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
使
用
は
い
か

な
る
例
外
も
な
く
違
法
で
あ
る
と
い
う
、
原
爆
訴
訟
と
同
じ
評
価
を

示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
あ
わ
せ
て
、
ウ
ィ
ー
ラ
マ
ン
ト
リ
ー
判
事
が
そ
の
個
別
意

見
の
中
で
示
し
た
「
法
廷
の
問
題
の
基
本
的
重
要
性
」
と
題
す
る
箇
所

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
勧
告
的
意
見
の
審
理
に
は
三
五
カ
国
が
陳
述
書
を
寄
せ
、

二
四
カ
国
が
口
頭
弁
論
を
行
い
、
二
五
カ
国
か
ら
三
〇
〇
万
を

超
え
る
署
名
（
そ
の
大
半
が
日
本
か
ら
の
も
の
）
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
世
界
的
な
世
論
の
う
ね
り
を
示
し
て
い
ま
す
…
…

法
廷
は
し
た
が
っ
て
、
今
最
も
厳
粛
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
国
際
法
を
検
証
し
、
必
要

で
あ
れ
ば
そ
の
根
本
ま
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

勧
告
的
意
見
の
実
現
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
主
婦
ケ
イ

ト
・
デ
ュ
イ
ス
ら
市
民
グ
ル
ー
プ
の
発
想
が
発
端
と
な
っ
た
国
際
反

核
法
律
家
協
会
（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ａ
Ｎ
Ａ
）
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
「
世
界
法
廷
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
で
の
核
兵
器
合
法
性
の
審
議
を
目
指
す
世
界
法
廷
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
則
一
〇
四
条
が
「
国
連
事
務
総
長
又
は
許

可
さ
れ
た
機
関
の
行
政
職
員
の
長
に
よ
っ
て
勧
告
的
意
見
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
た
条
文
を
踏
み
台
に
し
て
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
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国
連
総
会
と
い
う
二
つ
の
国
連
機
関
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
勧
告
的
意
見
を
要

請
す
る
決
議
の
採
択
を
求
め
た
。
決
議
は
成
功
裏
に
採
択
さ
れ
、
結

果
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
か
ら
の
要
請
は
却
下
し
た
が
、
国
連
総

会
の
要
請
を
認
め
た
。
こ
う
し
て
ケ
イ
ト
女
史
の
発
想
か
ら
足
掛
け

一
〇
年
の
時
を
費
や
し
た
一
九
九
六
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
そ
の
勧
告
的
意

見
を
世
に
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ラ
マ
ン
ト
リ
ー
判
事
の
個
別
意
見
が
示
す
よ

う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
審
議
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
関
係
者
が
証

言
を
寄
せ
た
こ
と
は
前
例
の
な
い
出
来
事
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
本

来
は
国
家
間
の
紛
争
を
審
議
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
い
て
陳
述
が
許
さ
れ

る
の
は
国
家
か
国
連
機
関
の
み
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
日
本
政
府
が
核

兵
器
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
な
い
中
で
、
広
島

市
、
長
崎
市
の
両
市
長
が
証
言
台
に
立
ち
、
原
爆
投
下
の
惨
状
を
訴

え
、
核
兵
器
の
使
用
が
国
際
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
こ
と

は
、
裁
判
所
の
審
議
に
も
少
な
く
は
な
い
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば

「
核
兵
器
の
い
か
な
る
威
嚇
・
使
用
も
違
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」

で
あ
る
と
の
反
対
意
見
を
示
し
た
コ
ロ
マ
判
事
が
、
両
市
長
の
証
言

を
つ
ぶ
さ
に
引
用
し
な
が
ら
被
爆
者
の
惨
状
に
触
れ
た
上
で
、
核
兵

器
の
違
法
性
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
そ
の
一
端
で
も
あ
る
。
こ
う
し

た
世
論
の
う
ね
り
や
被
爆
の
実
相
は
、
核
兵
器
一
般
の
威
嚇
・
使
用

の
合
法
性
と
い
う
抽
象
的
な
問
題
に
、
核
兵
器
（
原
爆
）
の
非
人
道
性

と
い
う
凄
惨
な
現
実
を
吹
き
込
ん
だ
。「
一
般
的
に
」
と
い
う
留
保
付

で
は
あ
る
も
の
の
、
核
兵
器
の
使
用
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

引
き
出
し
た
こ
と
に
、
こ
う
し
た
市
民
の
働
き
か
け
が
及
ぼ
し
た
影

響
は
、
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
法
的
評
価
も
、
核
兵
器
の
非
人
道
的
側
面

（
被
爆
者
の
実
相
）
を
評
価
の
最
も
基
本
的
な
事
実
と
し
て
位
置
づ
け
、

国
際
人
道
法
や
人
道
理
念
か
ら
核
兵
器
を
考
察
す
る
枠
組
み
を
明
確

化
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
、
核
兵
器
の
使

用
が
国
際
人
道
法
や
人
道
理
念
と
は
両
立
し
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ

れ
は
後
述
す
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
訴
え
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
趨
勢

⑴
二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
と
赤
十
字
の
貢
献

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
機
運
が
高
ま
り
を
見
せ
始
め
た
の
は
、

二
〇
一
〇
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
が
そ
の
合
意
文
書
に
お
い
て
、

「
会
議
は
核
兵
器
の
い
か
な
る
使
用
か
ら
も
生
じ
る
壊
滅
的
な
人
道

的
結
末
に
深
い
懸
念
を
表
明
し
、
す
べ
て
の
国
が
国
際
人
道
法
を

含
む
適
用
可
能
な
国
際
法
を
常
に
順
守
す
る
必
要
性
を
確
認
す
る

（N
PT/CO

N
F. 2010/50 

（Vol. 1

））」
と
示
し
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
九
九
六
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
「
人
道
法
の
原
則
及

び
規
則
に
一
般
に
（generally

）
違
反
す
る
」
と
示
し
た
の
に
対
し
て
、

二
〇
一
〇
年
の
合
意
文
書
は
、
核
兵
器
の
「
い
か
な
る
（any
）
使
用
」
も
、

国
際
人
道
法
を
「
常
に
（at all tim

es

）
順
守
す
る
」
こ
と
と
し
て
、
国
際

人
道
法
と
の
両
立
性
の
要
請
を
一
層
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ

き
同
文
書
は
、「
核
兵
器
の
使
用
を
防
止
し
究
極
的
に
そ
の
廃
絶
へ

と
導
き
、
核
戦
争
の
危
険
を
減
少
さ
せ
、
核
兵
器
の
不
拡
散
と
軍
縮

に
貢
献
す
る
政
策
を
議
論
」
し
、「
核
兵
器
禁
止
条
約
に
つ
い
て
の
交

渉
」
の
検
討
に
留
意
し
て
、「
究
極
的
な
廃
絶
」
を
目
指
す
こ
と
（
最
終

文
書
「
行
動
」
五
の
Ｄ
等
）
と
い
う
具
体
的
行
動
を
Ｎ
Ｐ
Ｔ
締
約
国
に
要

請
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
の
合
意
文
書
で
国
際
人
道
法
へ
の
言
及
が

な
さ
れ
た
こ
と
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

二
〇
一
〇
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
の
直
前
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
の
ヤ

コ
ブ
・
ケ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
氏
が
次
の
よ
う
な
公
式
演
説
を
行
っ
た
こ

と
が
影
響
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
一
九
九
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的

意
見
を
歓
迎
し
ま
す
。
…
…
核
兵
器
に
関
す
る
議
論
は
、
軍
事

的
お
よ
び
政
治
的
考
慮
の
み
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
究

極
的
に
は
人
間
の
利
益
、
人
道
法
の
基
本
原
則
お
よ
び
人
類
全

北朝鮮 ６～８

中 国 ２６０

ロシア ７５００

配備数 １７８０

米 国 ７２６０

配備数 ２０８０

英 国 ２１５
配備数 １５０

インド
９０～１１０

フランス ３００
配備数 ２９０

パキスタン
１００～１２０

イスラエル *８０

世 界 の 核 弾 頭 数
２０１５年１月時点の概数
ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）の資料より
*イスラエルは公式には核保有を認めず

世界の核弾頭数
��������2015 年 1 月時点の概数　ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の資料より

          ※イスラエルは公式には核保有を認めず
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体
の
将
来
へ
の
考
慮
の
下
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
…
…
Ｉ
Ｃ

Ｊ
の
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
核
兵
器
の
い
か
な
る

使
用
も
国
際
人
道
法
に
合
致
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
国
家
に
対
し
核
兵
器
の
使
用

の
合
法
性
に
対
す
る
見
解
に
関
わ
ら
ず
、
二
度
と
使
用
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
を
要
請
し
ま
す
。
…
…

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
核
兵
器
使
用
の
防
止
に
は
、
法

的
拘
束
力
を
も
つ
国
際
条
約
に
よ
っ
て
核
兵
器
を
禁
止
し
、
完

全
廃
棄
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
交
渉
を
追
及
す
る
と
い
う
、

現
存
の
義
務
の
完
遂
が
不
可
欠
で
す
。
共
通
の
人
道
に
挑
戦

し
、
国
際
人
道
法
の
最
も
基
本
的
な
原
則
を
疑
問
視
し
、
人

類
の
継
続
的
存
在
を
脅
か
す
よ
う
な
核
兵
器
の
恐
ろ
し
い
効

果
に
道
徳
的
に
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
ま

せ
ん
。（ICRC, “Bringing the Era of N

uclear W
eapons to an End” Statem

ent by 

Jakob K
ellenberger, President of the ICRC, to the G

eneva D
iplom

at Corps, 

G
eneva , 20 April 2010

）

中
立
の
赤
十
字
が
高
度
に
政
治
的
な
側
面
も
は
ら
む
核
兵
器
を
、

そ
の
「
い
か
な
る
使
用
も
国
際
人
道
法
に
合
致
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
」
と
断
じ
、「
共
通
の
人
道
（our com

m
on hum

anity

）
へ
の
挑
戦
」

と
位
置
付
け
た
こ
と
は
国
際
社
会
に
お
い
て
注
目
を
浴
び
る
出
来
事

と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
国
際
赤
十

字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）、
世
界
中
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社

が
集
う
二
〇
一
一
年
一
一
月
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
代
表
者

会
議
（
以
下
、
赤
十
字
代
表
者
会
議
）
は
、「
核
兵
器
廃
絶
へ
の
取
組
み
」

と
題
す
る
次
の
よ
う
な
決
議
を
打
ち
出
し
、
そ
の
訴
え
を
さ
ら
に
強

調
し
て
い
る
。

国
際
人
道
法
の
原
則
及
び
規
則
は
核
兵
器
に
対
し
て
も
適

用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
核
兵
器
の
脅
威
あ
る
い

は
使
用
は
国
際
人
道
法
の
原
則
お
よ
び
規
則
に
全
面
的
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
が

一
九
九
六
年
に
出
し
た
勧
告
的
意
見
を
想
起
し
、
…
…
核
兵
器

の
使
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
計
り
知
れ
な

い
苦
痛
や
、
そ
れ
に
対
す
る
十
分
な
人
道
的
援
助
能
力
の
不

在
、
そ
し
て
核
兵
器
使
用
を
阻
止
す
る
絶
対
的
な
必
要
性
を
強

調
し
…
…
、
国
際
人
道
法
、
特
に
そ
の
区
別
、
予
防
、
均
衡
性

に
関
す
る
規
定
と
核
兵
器
の
使
用
と
の
両
立
は
困
難
で
あ
る
と

認
識
し
…
…
、
す
べ
て
の
各
国
政
府
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
訴

え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
核
兵
器
の
適
法
性
に
関
す
る
各
国
政
府

の
見
解
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
核
兵
器
が
再
び
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
保
証
す
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。（ICRC, Council 

of D
elegates 2011, Resolution 1, W

orking towards the Elimination of N
uclear 

W
eapons, 26 N

ovem
ber  2011

）

こ
こ
で
赤
十
字
の
貢
献
と
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
、
こ
れ

ま
で
の
国
際
人
道
法
の
非
両
立
性
の
根
拠
に
ハ
ー
グ
法
の
観
点
か
ら

の
考
慮
（
核
兵
器
の
使
用
は
軍
事
目
標
主
義
と
両
立
せ
ず
、
そ
の
兵
器
自
体

の
性
質
が
不
必
要
な
苦
痛
を
も
た
ら
し
無
差
別
で
あ
る
こ
と
）
に
加
え
て

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
の
観
点
か
ら
の
考
慮
（
核
兵
器
の
使
用
の
影
響
に
対
し
て

は
、
国
際
人
道
法
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
医
療
や
救
援
活
動
の
対
応
能
力
は
欠

如
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
）
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
点
は
、
後
述
の
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
関
す
る
国
際
会
議

と
そ
れ
に
続
く
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
声
明
に
お
い
て
も
、
繰
り
返

し
言
及
さ
れ
て
い
る
。
核
兵
器
と
国
際
人
道
法
の
非
両
立
性
と
い
う

原
爆
訴
訟
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
示
し
た
法
的
評
価
は
、
さ
ら
に

強
調
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑵
二
〇
一
三
年
オ
ス
ロ
会
議
と
そ
の
後

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
と
し
て
、
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
る

根
拠
に
、
核
兵
器
の
非
人
道
的
な
側
面
（
壊
滅
的
な
結
末
）
を
つ
ぶ
さ

に
強
調
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
非
人
道
性
に
つ
い
て
の
国
際

社
会
全
体
の
認
識
を
高
め
る
の
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
が
、

二
〇
一
三
年
三
月
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
主
催
で
開
催
さ
れ
た
「
核
兵

器
の
人
道
的
影
響
に
関
す
る
国
際
会
議
（
い
わ
ゆ
る
オ
ス
ロ
会
議
）」
で

あ
る
。
な
お
こ
の
会
議
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
や
国
連
の
軍
縮
会
議
（
Ｃ
Ｄ
）
等

の
既
存
の
核
軍
縮
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
、
上
述
の
二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
の
合
意
文
書
に
基

づ
く
具
体
的
行
動
と
し
て
、
そ
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｔ
体
制
を
補
完
す
る
も
の

と
し
て
、
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

会
議
は
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
国
連
や
そ
の
他
の
国
際
機
関
、
市

民
社
会
の
関
係
者
と
と
も
に
、
核
兵
器
の
政
治
的
・
外
交
的
議
論
と

は
切
り
離
し
て
、
そ
の
非
人
道
性
に
つ
い
て
の
「
事
実
」
に
基
づ
く
議

論
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
た
。
一
三
〇
近
く
の
国
、
国
連
、

国
際
赤
十
字
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
核
軍
縮
に
関
す
る
会
議
に
は
み
ら

れ
な
い
広
範
な
参
加
者
を
得
た
（
た
だ
し
核
保
有
国
五
カ
国
の
参
加
を
除

く
）
会
議
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
に
さ
れ
て
き
た
様
々
な
研
究
成
果
を

結
集
し
て
、
核
爆
発
の
人
体
に
与
え
る
即
自
的
影
響
と
い
っ
た
も
の

か
ら
、
開
発
、
経
済
、
環
境
と
い
っ
た
社
会
的
影
響
、
ま
た
、
そ
の

結
果
へ
の
対
応
能
力
に
つ
い
て
の
認
識
を
幅
広
く
共
有
し
た
。
核
兵

器
に
ま
つ
わ
る
議
論
は
こ
れ
ま
で
軍
事
的
、
技
術
的
、
地
政
学
的
観

点
か
ら
の
も
の
が
主
だ
っ
た
が
、
そ
の
非
人
道
的
な
側
面
に
限
っ
て

国
家
と
国
際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
一
堂
に
会
し
て
議
論
を
交
わ
し
た

こ
と
は
は
じ
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
広
範
な
参
加
者
が
得
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ら
れ
た
こ
と
自
体
が
、
こ
の
問
題
が
す
べ
て
の
人
々
に
関
連
す
る
問

題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

紙
幅
の
制
約
か
ら
こ
こ
で
会
議
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
差

し
控
え
て
お
く
が
、
議
長
総
括
と
し
て
示
さ
れ
た
次
の
三
つ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
Ⅰ
．い
か
な
る
国
家
あ
る

い
は
国
際
機
関
も
、
核
兵
器
の
爆
発
が
直
ち
に
も
た
ら
す
人
道
面
に

お
け
る
緊
急
事
態
に
対
応
し
、
被
害
者
に
対
し
て
十
分
な
救
援
活
動

を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
応
能
力
を
確
立

す
る
こ
と
自
体
も
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
Ⅱ
．核
兵
器

の
影
響
は
即
自
的
に
も
長
期
的
に
も
壊
滅
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ

と
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
が
実
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
治
状

況
が
変
わ
っ
て
も
核
兵
器
の
潜
在
的
破
壊
力
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
、

Ⅲ
．核
兵
器
の
爆
発
の
影
響
は
国
境
を
越
え
、
地
域
的
に
も
世
界
的

に
も
国
家
や
市
民
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
う

し
て
オ
ス
ロ
会
議
は
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
礎
と
な
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
創
出
し
、
核
兵
器
に
つ
い
て
の
従
来
の
国
際
政
治
的
観
点
か

ら
の
議
論
を
人
道
的
観
点
か
ら
の
そ
れ
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
た
こ
と
で
、

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
続
く
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
開
催

さ
れ
た
二
〇
一
五
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
第
二
回
準
備
委
員
会
に
お

け
る
共
同
声
明
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
三
月
、
オ
ス
ロ
で
開
催
さ
れ
た
核
兵
器
の
人

道
的
影
響
に
関
す
る
会
議
は
、
核
兵
器
の
爆
発
の
影
響
に
つ
い

て
事
実
に
基
づ
く
議
論
に
取
り
組
む
場
を
提
供
し
ま
し
た
。
会

議
が
広
範
な
参
加
者
を
得
た
こ
と
は
、
爆
発
の
壊
滅
的
な
影
響

が
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
憂
慮
し
、
関
連
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
専
門
家
と
国
際
機
関
か
ら
示
さ
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
い
か
な
る
国
家
、
国
際
的
な
団
体
も
、
核

兵
器
の
爆
発
が
引
き
起
こ
す
人
道
的
緊
急
事
態
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
ず
、
犠
牲
者
に
対
す
る
適
切
な
救
援
を
提
供
で
き
な

い
と
い
う
も
の
で
す
。
…
…
核
兵
器
が
再
び
使
用
さ
れ
な
い

た
め
の
唯
一
の
方
法
は
そ
の
廃
絶
を
通
じ
て
で
す
。
…
…
核

兵
器
の
人
道
的
影
響
に
対
応
す
る
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
こ

と
で
す
。（Second Session of the Preparatory Com

m
ittee for the 2015 

Review Conference of the Parties to the Treaty on the N
PT, Joint Statement on 

the humanitarian impact of nuclear weapons,  24 April 2013

）

こ
れ
以
前
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
第
一
回
準
備
委
員
会
（
二
〇
一
二

年
四
～
五
月
）
の
同
様
の
共
同
声
明
に
は
一
六
カ
国
、
同
年
の
国
連

総
会
第
一
委
員
会
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
共
同
声
明
に
は

三
四
カ
国
が
名
を
連
ね
て
い
た
の
が
、
上
記
の
オ
ス
ロ
会
議
後
の
Ｎ

Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
第
二
回
準
備
委
員
会
（
二
〇
一
三
年
四
～
五
月
）
の

共
同
声
明
に
は
八
〇
カ
国
、
さ
ら
に
同
年
の
国
連
総
会
第
一
委
員
会

（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）
の
共
同
声
明
に
は
一
二
五
カ
国
と
参
加
国
数
が

増
加
し
て
い
る
。
オ
ス
ロ
会
議
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
会
議
が
メ

キ
シ
コ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
開
催
さ
れ
て
お
り
、
直
近
の
ウ
ィ
ー

ン
で
の
会
議
に
は
一
五
八
カ
国
の
政
府
代
表
、
国
連
、
国
際
赤
十
字
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
専
門
家
等
が
参
加
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
検

討
会
議
も
合
意
文
書
の
採
択
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
会
期
中
、

多
く
の
参
加
国
が
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
支
持
を
表
明
し
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
が
発
表
し
た
共
同
声
明
に
は
一
五
九
カ
国
が
賛
同
し
て
お

り
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
勢
い
は
着
実
に
高
ま
り
続
け
て
い
る
。

考　

察

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
以
前
に
も
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
憂
慮
す

る
試
み
は
複
数
あ
っ
た
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
一
九
五
五
年
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
科
学
者
ら
に
よ
る
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣
言
や
、

一
九
八
五
年
「
核
戦
争
が
も
た
ら
す
壊
滅
的
な
結
末
に
つ
い
て
の
権

威
あ
る
情
報
を
普
及
し
、
関
心
を
高
め
た
こ
と
に
偉
大
な
る
貢
献
を

果
た
し
た
こ
と
」
を
理
由
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
、
核
戦

争
防
止
国
際
医
師
会
議
（
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
、
一
九
八
〇
年
設
立
）
と
い
っ
た

団
体
等
に
よ
る
運
動
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
必
ず
し
も
、
こ
の
人
道

的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
全
く
新
し
い
核
兵
器
の
非
人
道
的
な
側
面
を
明
る

み
に
し
、
そ
れ
を
憂
慮
す
る
声
を
上
げ
た
こ
と
だ
け
が
、
勢
い
の
要

因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
今
、人
道
的
ア
プ
ロ
ー

チ
が
注
目
さ
れ
る
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

一
つ
に
は
被
爆
七
〇
年
と
い
う
時
間
の
蓄
積
の
中
で
、
核
軍
縮
が

遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
現
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
九
六
年
の

Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
「
自
衛
の
極
限
の
状
況
下
で
は
明
確
な
判
断

を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
絶
対
的
な
違
法
と
い
う
明
言
を

避
け
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
当
時
の
核
軍
縮
の
進
展
に
対
す
る
期

待
（
も
し
く
は
よ
り
消
極
的
な
意
味
で
は
、
国
際
政
治
の
動
き
に
水
を
差
す

こ
と
を
避
け
る
判
断
）
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
こ
の
勧
告
的
意
見
が
、
国
連
総
会
か
ら

の
意
見
要
請
（
核
兵
器
の
威
嚇
・
使
用
は
国
際
法
上
い
か
な
る
場
合
に
許
さ

れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
）
範
囲
を
超
え
て
「
核
軍
縮
に
導
く
交
渉

を
誠
実
に
遂
行
し
、
か
つ
完
了
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
」
と
一
四
人
の

裁
判
官
全
員
が
一
致
し
た
意
見
を
示
し
た
こ
と
は
、
そ
の
期
待
の
表

れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
勧
告
的
意
見
か
ら
二
〇
年
近

く
の
時
が
経
と
う
と
し
て
い
る
が
、
核
軍
縮
は
一
向
に
進
展
の
兆
し

を
み
せ
な
い
。
こ
の
時
間
の
経
過
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
「
苛
立

ち
」
が
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
勢
い
を
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
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の
苛
立
ち
は
ま
さ
に
、
原
爆
訴
訟
に
お
け
る
原
水
爆
禁
止
運
動
や
Ｉ

Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
世
界
法
廷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
形

で
作
用
し
た
動
き
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
人
道
理
念
が
浮
上
す
る
背

景
に
は
、
常
に
、
こ
う
し
た
市
民
の
力
が
原
動
力
に
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
う
し
た
力
学
は
、
同
じ
く
非
人
道
的
な
兵
器
と
位
置
づ
け

ら
れ
た
地
雷
（
一
九
九
四
年
の
対
人
地
雷
禁
止
条
約
）
や
ク
ラ
ス
タ
ー
弾

（
二
〇
〇
八
年
の
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
関
す
る
条
約
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を

禁
止
す
る
条
約
が
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
市
民
社
会
の
率
先
に
よ
り
成
立
し

た
例
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
今
日
の
国
際
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ

る
リ
ス
ク
の
高
ま
り
、
そ
し
て
そ
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
壊
滅
的

な
影
響
に
対
す
る
認
識
の
高
ま
り
が
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
勢
い

を
促
し
て
い
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
「
核
抑
止
力
」
を
訴
え
る
メ
リ
ッ
ト

よ
り
も
、
核
兵
器
が
一
度
で
も
使
わ
れ
て
し
ま
え
ば
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
誤
っ
て
（「
正
し
い

使
用
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
使
用
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
の
リ
ス
ク
へ
の
懸
念
が
上
回
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景

に
は
、「
核
保
有
国
」
と
「
非
核
保
有
国
」
と
い
う
主
権
平
等
の
理
念

に
反
す
る
不
平
等
な
Ｎ
Ｐ
Ｔ
体
制
、
そ
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｔ
体
制
外
で
核
兵

器
の
保
有
を
公
然
と
認
め
る
国
家
の
存
在
と
い
っ
た
制
度
そ
の
も
の

の
欠
陥
や
、
米
露
、
中
東
、
北
東
ア
ジ
ア
な
ど
の
安
全
保
障
情
勢
の

緊
張
化
、
ま
た
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
非
国
家
主
体
に
よ
る
核
兵
器
使

用
の
恐
れ
、
さ
ら
に
は
核
兵
器
管
理
シ
ス
テ
ム
の
老
朽
化
等
に
伴
う

技
術
的
な
誤
作
動
と
そ
れ
を
意
図
し
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
リ
ス
ク
の

高
ま
り
、
と
い
っ
た
諸
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
伝
統
的
な

国
際
政
治
上
の
考
慮
に
は
浮
上
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
と
並
ん
で
、
現
代
の
核
兵
器
の
さ
ら
な
る
非
人
道
的
側
面
が

様
々
な
角
度
か
ら
明
る
み
に
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
オ
ス
ロ
会
議

を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
「
核
兵
器
の
人
道
的
影
響
に
関
す
る
国
際

会
議
」
は
、
広
島
・
長
崎
の
被
爆
の
実
相
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

Ｗ
Ｈ
Ｏ
や
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
機
関
が
蓄
積
し
て

き
た
研
究
に
基
づ
き
、
複
数
の
観
点
か
ら
、
核
兵
器
の
今
日
的
な
非

人
道
的
側
面
を
広
く
明
る
み
に
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
研
究
成
果
は
常
に
更
新
さ
れ
、
公
に
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
核
軍
縮
の
考
慮
に
お
い
て

顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
長
い
間
、
核
兵
器
に
ま

つ
わ
る
問
題
は
、「
核
抑
止
力
」
や
「
国
家
の
安
全
保
障
」
な
ど
と
い
っ

た
高
度
に
抽
象
的
で
、
核
保
有
国
目
線
の
考
慮
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
て

い
た
。
そ
こ
に
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
と
い

う
現
実
的
な
側
面
を
明
る
み
に
す
る
こ
と
で
、
議
論
の
担
い
手
を
核

保
有
国
か
ら
非
核
保
有
国
や
市
民
目
線
の
も
の
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
上
述
の
国
際
情
勢
の
変
化
も
加
わ
っ
た

こ
と
で
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
勢
い
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
核
兵
器
使
用
の
歯
止
め
と
な
る
国
際
人
道
法
そ
の
も

の
の
進
化
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
原
爆
訴
訟
が
世
に
出
て
既
に

五
〇
年
余
り
が
経
過
す
る
が
、
今
日
の
国
際
人
道
法
は
、
戦
争
法
と

呼
ば
れ
て
い
た
そ
の
萌
芽
期
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
条
約
の
成
立

と
国
家
の
加
盟
を
得
て
お
り
、
よ
り
高
い
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
。

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
原
爆
訴
訟
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
示
し

た
戦
闘
の
方
法
・
手
段
か
ら
導
か
れ
る
ハ
ー
グ
法
の
諸
原
則
（
区
別
の

原
則
、
不
必
要
で
無
差
別
な
兵
器
の
使
用
禁
止
）
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
法
の
観
点
か
ら
の
考
慮
（
被
爆
者
に
対
す
る
人
道
的
対
応
能
力
の
欠
如
）

も
、
核
兵
器
と
両
立
し
な
い
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
が
国
家
の
利
害

に
基
づ
く
相
互
主
義
的
（
契
約
的
）
な
関
係
を
基
本
構
造
と
し
て
い
た

の
に
対
し
、
現
代
国
際
法
が
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
っ
た
概
念
を

と
り
い
れ
、
個
人
の
命
と
尊
厳
を
至
上
価
値
と
す
る
体
系
に
移
行
し

つ
つ
あ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
。
こ
れ
を
敷
衍
し
て
、

国
際
人
道
法
の
中
核
を
成
す
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共

通
一
条
が
「
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
を
尊
重
し
、
且

つ
、
こ
の
条
約
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
」
と
し
て
締
約
国
間
の
相

互
主
義
に
は
基
づ
か
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
対
世
的
義
務
（obligation erga 

om
nes

）」
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
発
展
的
に
解
釈
し
た
い
。
つ
ま
り
、

国
際
人
道
法
と
は
両
立
し
え
な
い
核
兵
器
に
対
し
て
廃
絶
の
た
め
の

行
動
を
と
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
条
約
の
精
神
を
「
尊
重
し
、
尊
重
を

確
保
す
る
」
た
め
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
行
動
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
て
い
く
の

か
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
。
核
兵
器
廃
絶
と

い
う
究
極
的
な
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
道
筋
も
多
様
で
あ
る
。
例

え
ば
、
核
保
有
国
抜
き
で
核
兵
器
使
用
禁
止
条
約
を
先
に
つ
く
っ
て

し
ま
う
の
か
、
も
し
く
は
、
核
保
有
国
を
巻
き
込
ん
だ
形
で
の
条
約

形
成
の
道
筋
を
模
索
し
続
け
る
の
か
。
ま
た
、
条
約
の
形
態
に
し
て

も
、
核
兵
器
の
使
用
の
み
を
先
行
し
て
禁
止
す
る
条
約
に
す
る
の
か
、

も
し
く
は
、
そ
の
保
有
禁
止
や
廃
絶
ま
で
を
も
含
む
包
括
的
な
形
に

す
る
の
か
。
こ
う
し
た
複
数
の
道
筋
の
い
ず
れ
に
舵
を
向
け
て
い
く

の
か
に
つ
い
て
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
だ
答
え
を
見
出
し
て
い

な
い
。
極
端
な
見
方
を
あ
え
て
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
核
兵

器
廃
絶
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
焼
き
増
し
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
結
末

を
迎
え
る
こ
と
も
、
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
論
者
は
人
道
理
念
を
「
一
般
的
に
い
っ
て
人
道
観
念
の
根
幹

は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
、
一
見
ご
く
平
凡
な
内
容
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
基
本
的
人
権
の
底
流
と
し
て
、
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
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な
い
人
間
的
諸
価
値
を
保
護
、
救
済
す
る
た
め
の
引
照
基
準
」（
田
中

忠
「
人
道
観
念
の
諸
相
」）
と
定
義
し
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
元
副
委

員
長
で
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
起
草
に
も
大
き
な
貢

献
を
果
た
し
た
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
に
含
ま

れ
る
原
則
が
「
生
き
た
肉
体
の
骨
格
で
あ
り
、
予
測
で
き
な
い
事
態

に
お
い
て
も
指
針
を
与
え
、
全
体
を
完
璧
に
要
約
し
分
か
り
や
す
く
、

普
及
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
」
と
定
義
し
た
。
人
道
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
ま
さ
に
、
い
ま
だ
「
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
な
い
人
間
的

諸
価
値
」
や
「
生
き
た
肉
体
」
が
現
代
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
か

を
再
定
義
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
趨
勢
が
仮
に

一
過
性
の
も
の
だ
と
し
て
も
、
人
間
の
命
と
尊
厳
を
脅
か
す
も
の
が

こ
の
世
界
に
あ
る
限
り
、
核
兵
器
の
問
題
に
限
ら
な
い
「
予
測
で
き

な
い
事
態
」
へ
の
真
の
〈
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
〉
の
営
み
に
終
わ
り
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
了
）
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O

pinion of 8 July 1996
John Borrie and Tim

 Caughley eds, V
iewing N

uclear W
eapons through a 

H
umanitarian Lens, U

N
ID

IR, 2013
Beatrice Fihn ed, U

nspeakable suffering, Reaching Critical W
ill, ican, 2013

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
か
ら
七
〇
年
を
迎
え
た
二
〇
一
五
年
は
、
先
の

戦
争
体
験
を
次
世
代
に
語
り
継
ぐ
様
々
な
催
し
が
各
地
で
開
催
さ
れ
た
。
そ

う
し
た
中
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る「
戦
後

七
〇
周
年
記
念
講
演
会
～
一
六
歳
・
新
人
看
護
婦
が
見
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
」が

平
成
二
七
年
九
月
七
日
に
木
村
美
喜
氏
を
講
師
に
お
招
き
し
て
日
本
赤
十
字

社
本
社
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

戦
争
体
験
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
先
人
た
ち
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
貴
重

な
体
験
談
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
一
般
の
方
々
や
日
赤
職
員
、
メ
デ
ィ
ア
関
係

者
な
ど
約
一
五
〇
人
が
会
場
を
訪
れ
た
。

度
重
な
る
空
襲
、
飢
餓
、
同
僚
の
死
な
ど
極
限
状
況
下
で
過
酷
な
救
護
活

動
に
あ
た
っ
た
元
戦
時
救
護
看
護
婦
の
体
験
講
演
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
と
平

和
の
尊
さ
を
改
め
て
噛
み
し
め
る
機
会
と
な
っ
た
。

一
六
歳
・
新
人
看
護
婦
が
見
た
フ
ィ
リ
ピ
ン

講
師:

木
村 

美
喜 
氏

（
元
日
本
赤
十
字
社
第
三
〇
一
救
護
班
救
護
員
）

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
　
戦
後
七
〇
周
年
記
念
講
演
会

木村　美喜氏
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一
六
歳
の
夏
。
応
召
し
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
木
村
と

申
し
ま
す
。

私
は
太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
昭
和
一
九
年
の
三
月
に
日
本
赤
十
字

社
埼
玉
支
部
救
護
看
護
婦
養
成
所
を
卒
業
し
、
そ
の
年
の
夏
、
召
集

令
状
を
頂
い
て
従
軍
致
し
ま
し
た
。
当
時
の
話
を
こ
れ
か
ら
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

私
は
昭
和
一
九
年
七
月
二
九
日
の
朝
に
召
集
令
状
を
頂
い
て
、
八

月
一
日
、日
赤
埼
玉
支
部
に
召
集
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
召
集
に
な
っ

た
の
は
全
部
で
一
〇
名
、
行
き
先
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
陸
軍
病
院
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
マ
ニ
ラ
の
陸
軍
病
院
に
は
第
三
〇
一
救
護

班
、
埼
玉
班
一
個
班
二
六
名
が
既
に
配
属
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
一
〇
名
が
任
期
を
終
え
て
内
地
に
お
帰
り
に
な
る
と
い

う
の
で
、
そ
の
交
替
要
員
と
し
て
召
集
さ
れ
た
の
が
私
た
ち
で
し
た
。

八
月
四
日
、
広
島
の
連
隊
に
入
隊
し
、
陸
軍
軍
属
と
な
り
ま
し

て
、
当
初
は
七
日
が
内
地
出
港
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大

幅
に
遅
れ
て
八
月
一
八
日
の
夕
刻
に
乗
船
命
令
を
頂
き
、
一
九
日
の

朝
、
旅
館
を
発
っ
て
宇
品
港
へ
参
り
ま
し
た
。
は
る
か
沖
に
赤
十
字

の
旗
を
靡
か
せ
た
病
院
船
「
橘
丸
」
が
見
え
、
そ
の
雄
大
さ
に
感
動
い

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
二
月
一
五
日　

埼
玉
県
桶
川
市
に
生
ま
れ
る

一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
年
）
四
月
二
日　

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
支
部
救

護
看
護
婦
養
成
所
入
学

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
三
月　

卒
業
（
通
常
は
三
年
間
だ
が
、
一

年
繰
上
の
二
年
で
卒
業
）　

八
月　

一
六
歳
で
日
本
赤
十
字
社

第
三
〇
一
救
護
班
救
護
員
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
派
遣
さ
れ
、

マ
ニ
ラ
の
陸
軍
病
院
配
属
。

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
四
月　

米
軍
の
空
襲
・
上
陸
に
と
も
な
い

中
部
山
岳
地
帯
へ
の
逃
避
行
。　

八
月　

終
戦
（
一
七
歳
）　

九
月　

米
軍
捕
虜
収
容
所
に
収
容

　
　
　
　

一
二
月
二
九
日　

復
員

一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
五
月　

助
産
婦
（
産
婆
）
免
許
取
得　

大
宮

日
赤
病
院
に
て
助
産
婦
と
し
て
勤
務

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
年
）
六
月　

結
婚
し
て
三
人
の
子
供
に
恵
ま
れ

る
。
子
育
て
を
し
な
が
ら
、
地
元
の
産
科
で
助
産
婦
と
し
て

活
動

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
） 

四
月　

埼
玉
県
ナ
ー
ス
赤
十
字
奉
仕
団
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
活
動

　
木
村
美
喜
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

た
し
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
埠
頭
で
待
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

間
、
じ
っ
と
自
分
の
足
元
を
見
つ
め
て
い
る
と
、「
あ
あ
、
も
う
こ

れ
で
日
本
の
土
を
踏
む
の
は
最
後
か
な
あ
」
と
思
い
、
胸
が
じ
ー
ん

と
熱
く
な
っ
て
、
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

早
く
も
魚
雷
攻
撃
の
洗
礼

午
後
に
な
っ
て
、
病
院
船
に
乗
船
で
き
、
翌
二
〇
日
午
前
四
時
、

汽
笛
が
ボ
ー
と
遠
く
ま
で
鳴
り
響
き
、
錨
が
早
々
と
引
き
上
げ
ら
れ
、

船
は
静
か
に
す
べ
り
出
し
ま
し
た
。
こ
の
時
か
ら
わ
ず
か
な
が
ら
船

酔
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
四
国
と
九
州
の
間
を
通
っ
て
南
九
州
を
回

り
、
ひ
と
ま
ず
下
関
に
到
着
し
、
こ
こ
で
燃
料
と
食
糧
を
積
み
、
白

衣
を
着
た
傷
病
兵
約
六
〇
名
を
乗
せ
ま
し
て
、
翌
二
一
日
の
朝
、
台

湾
の
基
隆
に
向
け
て
下
関
を
出
港
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
午
前
中

に
基
隆
に
着
き
ま
し
て
、
こ
ち
ら
の
陸
軍
病
院
へ
患
者
さ
ん
の
送
り

込
み
を
し
て
、
午
後
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
に
向
け
て
出
港
し

た
の
で
す
。
こ
の
時
の
基
隆
の
港
に
は
、
日
本
の
兵
隊
さ
ん
を
乗
せ

た
輸
送
船
が
何
隻
も
停
泊
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
た
ち
が
乗
っ
て
い

る
病
院
船
が
先
に
出
港
し
ま
す
の
で
、
輸
送
船
の
上
の
兵
隊
さ
ん
た

ち
は
私
た
ち
に
「
頼
む
ぞ
ー
、
頼
む
ぞ
ー
」
と
何
度
も
繰
り
返
し
な
が

ら
、
船
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

南
方
派
遣
救
護
看
護
婦
の
夏
の
制
服
・
制
帽

水
色
の
ウ
ー
ル
で
仕
立
て
ら
れ
、
左
腕
に
赤
十
字
の
腕
章
を
付
け

て
い
ま
す
。
昭
和
一
九
年
八
月
（
一
六
歳
六
カ
月
）

い
よ
い
よ
私
た
ち
は
太
平
洋
の
大
海
原
に
出
た
の
で
す
が
、
非
常

に
波
が
荒
く
、
慣
れ
な
い
蒸
気
臭
と
ペ
ン
キ
の
臭
い
で
た
ち
ま
ち
船

に
酔
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
夜
に
な
っ
て
波
も
静
か
に
な
り
、
点
呼

の
た
め
に
甲
板
へ
集
合
し
た
の
で
す
が
、
船
酔
い
で
身
体
が
前
後
に

揺
れ
、
立
っ
て
い
る
だ
け
で
も
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
ん
な
中
で
も
夜
空
を
見
上
げ
る
と
、
満
天
の
星
空
が
広
が
っ

て
お
り
、
生
ま
れ
て
初
め
て
見
る
南
十
字
星
は
一
際
美
し
く
輝
い
て

見
え
ま
し
て
、
乙
女
心
に
も
感
動
致
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
来
る
日

も
来
る
日
も
海
の
上
か
ら
は
島
ひ
と
つ
見
え
ま
せ
ん
。
夜
明
け
に
は

東
の
方
か
ら
真
っ
赤
な
太
陽
が
昇
っ
て
海
面
を
照
ら
し
、
夕
方
に
な

る
と
西
の
水
平
線
の
彼
方
に
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
日
が
幾
日
か
続
い
た
あ
る
夜
の
こ
と
、
突
然
、
非
常
ラ
ッ
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パ
が
鳴
っ
て
、
制
服
の
上
に
救
命
胴
衣
、
腰
に
ナ
イ
フ
と
命
綱
を
着

け
て
集
合
す
る
と
、
真
っ
暗
闇
の
太
平
洋
上
に
真
っ
赤
な
炎
が
見
え
、

私
た
ち
の
目
の
前
で
、
敵
の
魚
雷
に
や
ら
れ
た
護
衛
船
が
斜
め
に
傾

き
な
が
ら
、
刻
一
刻
と
沈
ん
で
い
く
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
か

ら
兵
隊
さ
ん
た
ち
の
「
助
け
て
、
助
け
て
」
と
い
う
叫
び
声
が
聞
こ
え

て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
乗
っ
て
い
る
病
院
船
の

船
底
の
辺
り
に
も
魚
雷
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
私
は

こ
の
時
、
全
く
泳
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
こ
と
が
こ

ん
な
に
早
く
や
っ
て
く
る
な
ん
て
と
思
う
と
、
死
ぬ
の
が
怖
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
病
院
船
は
全
速
力
で
逃
げ
る
よ

う
に
と
い
う
指
示
が
出
ま
し
て
、
私
た
ち
は
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
よ

う
な
思
い
で
そ
の
場
を
去
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
に
急
速
に
前
進

し
た
お
か
げ
で
、
予
定
よ
り
も
一
日
早
い
八
月
二
七
日
の
午
後
、
マ

ニ
ラ
港
へ
到
着
で
き
ま
し
た
。
日
本
の
兵
隊
さ
ん
や
原
住
民
の
お
子

さ
ん
た
ち
が
日
の
丸
の
小
旗
を
振
り
な
が
ら
、「
万
歳
、
万
歳
」
と
迎

え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
と
て
も
嬉
し
く
、
ま
た
近
し
さ
を
感
じ
ま
し

た
。
そ
の
日
の
夜
は
病
院
の
営
外
宿
舎
に
泊
ま
り
、
翌
朝
、
書
記
殿

の
出
迎
え
を
受
け
て
、
配
属
に
な
る
病
院
へ
向
か
い
ま
し
た
。

マ
ニ
ラ
の
南
方
第
一
二
病
院
に
配
属

よ
り
内
地
後
送
の
病
院
船
が
出
る
の
で
、
治
療
を
受
け
な
が
ら
そ
れ

に
乗
っ
て
内
地
に
送
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
し
く
み
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
一
回
の
退
院
数
、
入
院
数
は
大
変
な
数
で
と
て
も
忙
し
い
が

頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
挨
拶
回
り
が
終
わ
り
宿
舎
に
戻
り
ま
す
と
、
部
屋
割
り
と
配
属

部
署
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
通
常
一
個
班
は
ま
と
ま
っ
て
同
じ
と
こ

ろ
に
勤
務
す
る
の
で
す
が
、埼
玉
班
の
勤
務
先
は
全
員
ば
ら
ば
ら
で

し
た
。

私
は
歯
科
外
来
の
勤
務
を
命
じ
ら
れ
、
翌
二
九
日
の
朝
、
婦
長
殿

に
連
れ
ら
れ
て
、
歯
科
外
来
に
ま
い
り
ま
し
た
。
部
隊
と
い
う
と
こ

ろ
は
厳
し
く
て
、
兵
隊
さ
ん
も
と
て
も
怖
い
と
思
い
込
ん
で
お
り
ま

し
た
が
、
実
際
勤
務
に
就
き
ま
す
と
軍
医
殿
も
衛
生
兵
さ
ん
も
優
し

く
親
切
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
し
、
病
院
の
設
備
も
素
晴
ら
し
く

て
、
私
は
こ
ん
な
立
派
な
と
こ
ろ
で
勤
務
で
き
る
こ
と
を
誇
り
に
思

い
ま
し
た
。
外
来
勤
務
で
し
た
か
ら
、
夜
は
他
の
科
に
当
直
に
ま
い

り
ま
す
。
病
棟
は
東
と
西
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
東
側
が
外
科

病
棟
、
西
側
が
内
科
病
棟
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
周
り
の
方
が
温

か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
中
で
、
私
は
一
生
懸
命
ご
奉
公
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

出典：アンリー・デュナン教育研究所・編「ほづゝのあとに」より

【南方第１２陸軍病院（ケソン病院）】

南方第 12陸軍病院（ケソン病院）
（アンリー・デュナン教育研究所・編「ほづゝのあとに」より）

こ
こ
で
少
し
部
隊
の
紹
介
を
致
し
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
第
一
四

方
面
軍
、
山
下
奉と

も
ゆ
き文

閣
下
の
指
揮
下
で
し
た
。
部
隊
名
は
比
島
派
遣

威
第
一
〇
六
一
二
部
隊
。
配
属
さ
れ
た
南
方
第
一
二
陸
軍
病
院
は
日

本
陸
軍
が
各
南
方
の
前
線
か
ら
全
て
の
傷
病
兵
を
収
容
す
る
た
め
に

設
置
し
た
、
東
洋
一
と
云
わ
れ
た
立
派
な
施
設
で
、
本
院
と
第
一
分

院
、
第
二
分
院
、
第
三
分
院
の
四
つ
の
病
院
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
将
校
が
一
五
〇
名
、
う
ち
軍
医
が
一
〇
〇
名
、
上
等
兵
以
下
兵

士
一
、八
〇
〇
名
、
看
護
婦
は
日
赤
看
護
婦
と
陸
軍
看
護
婦
を
合
わ

せ
て
一
、〇
〇
〇
名
と
い
う
大
所
帯
で
、
今
回
派
遣
さ
れ
た
私
た
ち

一
〇
名
の
う
ち
、
八
名
は
第
一
分
院
（
通
称
ケ
ソ
ン
病
院
）、
二
名
は

第
二
分
院
へ
配
属
が
決
ま
り
、
第
一
分
院
勤
務
の
私
た
ち
埼
玉
班
八

名
は
病
院
敷
地
内
に
あ
る
宿
舎
へ
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
宿
舎
へ
着
き

し
ば
ら
く
経
ち
ま
す
と
婦
長
殿
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
早
速
に
着
任

の
挨
拶
を
致
し
ま
し
た
。
昼
に
な
る
と
先
輩
た
ち
が
次
々
に
お
帰
り

に
な
り
、
そ
の
中
に
は
私
が
養
成
所
の
生
徒
だ
っ
た
頃
の
先
輩
が
い

ら
っ
し
ゃ
り
、
優
し
く
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
大
変
懐
か
し
ゅ
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
午
後
は
婦
長
殿
に
連
れ
ら
れ
て
部
隊
長
殿
に
申
告

に
参
り
ま
し
た
。
部
隊
長
室
の
前
で
は
と
て
も
緊
張
し
た
こ
と
を
今

で
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
申
告
後
、
部
隊
長
殿
か
ら
「
こ
の
ケ
ソ
ン

病
院
は
各
南
方
前
線
か
ら
の
全
て
の
傷
病
兵
を
収
容
し
、
治
療
を
受

け
て
治
癒
し
た
者
は
部
隊
復
帰
、
重
症
患
者
は
毎
月
一
回
マ
ニ
ラ
港
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空
襲
の
火
傷
患
者
を

し
か
し
、
そ
ん
な
穏
や
か
な
日
々
は
長
く
は
続
か
ず
、
マ
ニ
ラ

に
上
陸
し
て
一
カ
月
も
し
な
い
九
月
二
一
日
、
マ
ニ
ラ
市
街
は
初
の

大
空
襲
に
遭
っ
た
の
で
す
。
日
本
軍
は
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
勝
ち
続
け

て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
充
分
な
準
備
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、

大
き
な
被
害
を
受
け
て
ケ
ソ
ン
病
院
に
も
負
傷
し
た
患
者
さ
ん
が
運

ば
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
そ
の
対
応
で
担
当
病
棟
以
外
の
勤
務
も
致

し
ま
し
た
。

一
カ
月
後
の
一
〇
月
二
〇
日
過
ぎ
に
は
、
マ
ニ
ラ
湾
に
日
本
の

兵
隊
さ
ん
を
乗
せ
た
輸
送
船
が
何
隻
も
停
泊
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
空

襲
さ
れ
ま
し
た
。
船
の
上
の
兵
隊
さ
ん
た
ち
は
自
力
で
上
陸
し
よ
う

と
し
て
、
救
命
胴
衣
を
着
け
湾
内
へ
飛
び
込
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
こ

へ
火
を
点
け
た
重
油
缶
を
空
か
ら
落
と
さ
れ
て
、
湾
内
は
火
の
海
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
頭
の
先
か
ら
足
の
爪
先
ま
で
真
っ
黒
に
焼

け
焦
げ
、
着
て
い
る
軍
服
も
救
命
胴
衣
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
す
。
顔
や
手

な
ど
着
て
い
る
も
の
か
ら
出
て
い
た
部
分
は
皮
膚
が
全
て
ベ
ロ
ン
と

剥
げ
て
ぶ
ら
下
が
り
、
全
身
が
海
水
で
び
し
ょ
び
し
ょ
な
の
で
、
ど

こ
か
ら
手
を
付
け
て
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
状
態
で
し
た
。
私
は

こ
の
夜
、
東
の
将
校
病
棟
で
当
直
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
病
棟
は

満
床
だ
っ
た
の
で
、
廊
下
に
マ
ッ
ト
レ
ス
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
運
ば

れ
た
患
者
さ
ん
は
次
々
に
そ
こ
へ
寝
か
さ
れ
ま
し
た
。
衣
服
を
脱
が

し
全
身
の
清
拭
、
火
傷
処
置
、
大
量
輸
液
と
、
軍
医
、
衛
生
兵
、
看

護
婦
の
病
院
総
力
で
手
当
て
に
あ
た
り
、
不
眠
不
休
、
食
事
を
と

る
暇
も
な
く
全
力
で
患
者
さ
ん
の
治
療
看
護
に
あ
た
っ
た
の
で
す
が
、

何
と
い
っ
て
も
全
身
火
傷
と
い
う
重
傷
患
者
さ
ん
ば
か
り
で
す
。
片

端
か
ら
熱
発
し
て
脳
症
を
起
こ
し
、
ほ
と
ん
ど
の
火
傷
患
者
さ
ん
は

亡
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

あ
る
一
人
の
患
者
さ
ん
が
息
を
引
き
取
る
前
に
、
や
っ
と
の
思
い

で
私
の
手
を
握
っ
て
、「
戦
場
に
来
て
、
日
本
の
女
性
の
方
に
会
え

る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」
と
言
葉
を
残
し
て

逝
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
兵
隊
さ
ん
は
お
そ
ら
く
私
を
母
親
と
か
肉
親

に
思
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
時
、
私
は
初
め
て
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
と
地
獄
を
見
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

「
救
護
員
も
兵
員
な
り
」

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
ケ
ソ
ン
病
院
の
上
空
に
も
だ
ん
だ
ん

と
敵
機
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
度
々
空
襲
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
病
院
内
の
衛
生
兵
さ
ん
は
次
々
に
本
科
転
属

と
な
り
、
い
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
た
ち
隊
員
も
外
出
禁
止
、

食
糧
事
情
も
次
第
に
悪
く
な
り
、
夜
間
、
宿
舎
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
小
銃

の
弾
が
バ
ン
バ
ン
、
パ
キ
パ
キ
と
飛
ん
で
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
態
が
続
い
た
中
、
一
二
月
に
な
る
と
、
先
輩
が
「
救
護

班
は
内
地
に
引
揚
げ
に
な
る
ら
し
い
、
も
う
本
院
で
は
殆
ど
準
備

も
整
っ
て
い
る
」
と
い
う
噂
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。
一
二
月
二
〇
日
、

突
然
、
病
院
船
「
高
砂
丸
」
が
日
本
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
、
内
地

へ
帰
ら
れ
る
患
者
さ
ん
た
ち
は
慌
て
て
支
度
を
し
て
車
に
乗
り
マ
ニ

ラ
港
に
向
か
い
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
日
の
う
ち
に
軍
司
令
部
の
山

下
閣
下
か
ら
「
救
護
員
も
兵
員
な
り
。
女
性
と
い
え
ど
も
、
最
後
ま

で
戦
い
、
担
送
患
者
の
一
人
で
も
多
く
内
地
後
送
す
る
こ
と
」
と
伝

達
が
あ
り
、
私
た
ち
救
護
班
の
内
地
引
揚
げ
は
無
く
な
り
ま
し
た
。

一
二
月
二
五
日
に
は
ケ
ソ
ン
病
院
を
兵
站
病
院
に
譲
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
ケ
ソ
ン
病
院
解
散
式
が
行
わ
れ
、
埼
玉
班
は
翌
二
六

日
に
本
院
へ
向
か
い
ま
し
た
が
、
着
い
て
み
た
ら
、
そ
こ
は
も
う
中

が
ガ
ラ
ガ
ラ
で
何
も
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
も
や
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
数
日
の
ん
び
り
し
て
、
二
九
日
の
午
後
、
軍
隊
か
ら

一
台
の
ト
ラ
ッ
ク
が
来
た
の
で
、
班
は
そ
れ
に
乗
っ
て
マ
ニ
ラ
か
ら

北
の
方
向
に
あ
る
カ
ロ
カ
ン
飛
行
場
へ
移
動
し
ま
し
た
。
夜
に
な
っ

て
も
、
そ
の
後
は
ど
う
な
る
の
か
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

待
機
し
て
い
た
ら
、
や
が
て
何
十
台
も
の
ト
ラ
ッ
ク
の
自
動
車
隊
が

【陸軍省認識證明書】陸軍省認識證明書
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私
た
ち
を
迎
え
に
き
て
く
れ
ま
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク
一
台
に
ひ
と
り
の

割
合
で
乗
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
度
は
バ
ギ
オ
へ
向
か
い
ま
し
た
。

バ
ギ
オ
は
マ
ニ
ラ
か
ら
北
に
二
五
〇
キ
ロ
、
標
高
一
、七
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
山
の
上
の
盆
地
で
す
。
空
襲
を
受
け
な
が
ら
昭
和
一
九
年
は

終
わ
り
、
昭
和
二
〇
年
一
月
二
日
、
埼
玉
班
は
バ
ギ
オ
南
方
第
一
二

陸
軍
病
院
第
三
分
院
、
山
の
手
分
院
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で

の
移
動
の
途
中
、
他
の
班
や
一
般
邦
人
の
方
々
は
爆
撃
に
遭
い
、
亡

く
な
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。

バ
ギ
オ
の
兵
站
病
院
に
転
進

バ
ギ
オ
は
松
の
都
と
呼
ば
れ
、
松
の
林
に
囲
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

珍
し
い
こ
と
に
、
日
本
の
松
の
葉
は
二
本
で
す
け
れ
ど
、
バ
ギ
オ
の

松
の
葉
は
三
本
で
す
。
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
道
路
に
沿
っ
て
バ
ギ
オ
に
近
付

く
に
つ
れ
、
松
の
香
り
が
漂
っ
て
き
た
と
き
に
は
日
本
に
帰
っ
て
き

た
よ
う
な
気
が
し
て
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
バ
ギ
オ
は
日
本
の
春
と

秋
の
よ
う
な
、
と
て
も
良
い
気
候
で
世
界
各
国
人
の
避
暑
地
で
あ
り
、

モ
ダ
ン
な
別
荘
が
た
く
さ
ん
建
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
バ
ギ
オ
に
来

て
一
番
嬉
し
か
っ
た
の
は
空
襲
が
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
早

速
病
院
勤
務
に
就
き
、
プ
レ
ハ
ブ
の
病
棟
で
す
か
ら
、
ケ
ソ
ン
病
院

に
い
た
時
の
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
不
自
由
し
な
が
ら
も
毎
日

無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

郊
外
に
は
バ
ギ
オ
で
一
番
大
き
な
病
院
、
第
七
四
兵
站
病
院
が

あ
り
、
今
度
は
そ
こ
を
陸
軍
が
指
揮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
私
た
ち
埼
玉
班
は
一
月
二
二
日
に
そ
ち
ら
の
病
院
に
移
動
し
ま

し
た
。
マ
ニ
ラ
に
い
た
と
き
は
第
一
分
院
と
第
二
分
院
に
分
か
れ

て
勤
務
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
度
は
一
個
班
ま
と
ま
っ
て
同
じ
勤

務
場
所
に
配
属
さ
れ
、
全
員
同
じ
宿
舎
へ
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

看
護
婦
養
成
所
で
一
緒
だ
っ
た
同
級
生
三
人
で
隣
同
士
に
ベ
ッ
ド
を

並
べ
、
就
寝
前
に
お
喋
り
を
し
て
、
両
親
の
こ
と
、
故
郷
の
お
祭
り
、

名
物
な
ど
話
は
尽
き
な
く
、「
今
夜
は
夢
で
も
い
い
か
ら
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
の
夢
を
見
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
笑
顔
で
眠
り
に
就
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
ふ
た
り
と
の
今
生
の
別
れ
と
な
り
ま
し
た
。

赤
十
字
旗
め
が
け
て
爆
撃

翌
二
三
日
の
朝
、
空
は
真
っ
青
に
澄
ん
で
、
と
て
も
お
天
気
の
良

い
日
で
し
た
。
今
日
か
ら
み
ん
な
で
同
じ
病
棟
に
勤
務
で
き
る
と
い

う
の
で
、
張
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。
申
し
送
り
も
終
わ
り
、
勤
務
が

始
ま
っ
て
し
ば
ら
く
経
ち
ま
す
と
、
院
内
す
べ
て
の
水
道
か
ら
水
が

出
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
と
同
級
生
の
吉
田
さ
ん
は
婦
長
殿
に
水

汲
み
使
役
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
来
た
ば
か
り
で
院
内
の
様
子
や
施

設
の
こ
と
は
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
正
門
の
近
く
に
井

戸
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
向
か
う
と
、
各
部
署
か

ら
水
汲
み
の
た
め
に
人
が
集
ま
っ
て
お
り
、
二
人
一
組
で
バ
ケ
ツ
を

運
ん
で
水
汲
み
を
始
め
ま
し
た
。
私
も
吉
田
さ
ん
と
組
ん
で
、
水
汲

み
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
途
中
、
彼
女
が
病
棟
に
用
事
が
あ
る
と

言
っ
て
そ
の
場
を
離
れ
た
の
で
、
ひ
と
り
に
な
っ
た
私
は
他
の
班
の

人
と
組
ん
で
水
運
び
を
続
け
、
一
一
時
を
過
ぎ
る
頃
、
病
棟
の
方
で

は
飯
上
げ
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
突
然
、
爆
音
が
し
ま

し
て
、
正
門
前
の
向
か
い
側
の
上
空
に
爆
撃
機
が
大
連
隊
を
組
ん
で

飛
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
機
が
私
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
く

る
よ
う
で
、
思
わ
ず
「
あ
っ
、
危
な
い
」
と
叫
び
、
震
え
が
止
ま
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
病
棟
の
屋
根
の
上
に
は
大
き
な
赤
十
字
の
マ
ー
ク
が

い
く
つ
も
い
く
つ
も
付
い
て
い
る
の
で
す
が
、
爆
撃
機
は
そ
の
十
字

を
目
掛
け
て
次
々
と
五
〇
〇
キ
ロ
爆
弾
を
落
と
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
注:

文
末
の
質
疑
応
答
を
参
照
）
ま
る
で
空
か
ら
黒
い
卵
が
降
っ
て
く

る
よ
う
で
し
た
。
私
た
ち
水
汲
み
使
役
は
バ
ケ
ツ
を
放
り
出
し
、
す

ぐ
近
く
に
物
置
小
屋
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
へ
駆
け
込
ん
で
壊
れ
た

ベ
ッ
ド
や
椅
子
の
中
へ
頭
を
突
っ
込
み
、
人
の
お
尻
の
後
ろ
に
頭
を

突
っ
込
ん
で
、
み
ん
な
頭
隠
し
て
尻
隠
さ
ず
と
い
っ
た
状
態
で
し
た
。

病
棟
の
方
で
は
ド
ン
ド
ン
、
バ
リ
バ
リ
と
も
の
す
ご
い
勢
い
で
爆
撃

が
続
い
て
お
り
ま
す
。

爆
風
で
塵
埃
が
飛
び
、
物
置
の
屋
根
が
突
き
破
ら
れ
落
ち
て
き
ま

し
た
。
煙
と
熱
風
と
土
埃
で
と
て
も
煙
く
て
熱
く
て
、
い
つ
ま
で
も

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
潜
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
し
て
、
恐
々

顔
を
出
し
て
み
る
と
、
火
の
海
に
な
っ
て
い
る
病
棟
が
見
え
ま
し
た
。

瓦
礫
の
中
で
患
者
さ
ん
が
「
助
け
て
、
助
け
て
」
と
叫
ん
で
い
る
の
が

聞
こ
え
ま
す
。
そ
し
て
、
目
の
前
で
焼
け
落
ち
る
梁
が
看
護
婦
さ
ん

の
頭
を
直
撃
し
て
脳
み
そ
が
方
々
に
散
ら
ば
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私

は
空
襲
の
合
間
に
、
兵
隊
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
瓦
礫
の
中
に
埋
も

れ
た
患
者
さ
ん
を
救
出
し
て
、
す
ぐ
近
く
の
Ｕ
字
溝
へ
避
難
さ
せ
ま

し
た
。
し
か
し
、
天
井
の
な
い
壕
が
怖
く
て
患
者
さ
ん
は
す
ぐ
に
外

へ
這
い
出
て
し
ま
い
、
敵
機
に
見
つ
か
っ
て
次
々
と
虱
潰
し
に
機
銃

掃
射
で
撃
た
れ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

同
僚
の
死
と
空
襲
下
の
救
護

日
が
暮
れ
て
空
襲
が
止
み
、
焼
け
落
ち
た
瓦
礫
の
上
に
は
月
が

煌
々
と
照
り
つ
け
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
赤

い
炎
が
見
え
、
煙
が
た
な
び
い
て
お
り
ま
し
た
。
夜
一
一
時
過
ぎ
、

救
護
班
に
点
呼
命
令
が
出
ま
し
た
。
私
は
お
腹
が
す
く
の
も
忘
れ
て
、

宿
舎
に
向
か
っ
て
走
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
宿
舎
は
十
字
の
マ
ー
ク

が
付
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
爆
撃
を
受
け
ず
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
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宿
舎
か
ら
自
分
の
分
と
同
級
生
ふ
た
り
の
雑
嚢
を
背
負
っ
て
集
合
場

所
へ
行
き
ま
し
た
。
そ
の
時
は
埼
玉
班
二
六
名
中
、
一
〇
名
し
か
集

ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
級
生
の
ふ
た
り
を
必
死
で
探
し
ま
し

た
が
、
と
う
と
う
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
日
発
表
が
あ
り
ま
し

て
、
埼
玉
班
は
九
名
が
爆
死
、
二
名
が
負
傷
し
て
本
院
に
送
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
爆
風
で
目
を
や
ら
れ
て
瓦
礫
の
中
で
動
け
な
い

人
、
脚
の
上
に
梁
が
乗
っ
て
身
動
き
が
で
き
な
い
人
、
爆
撃
開
始
か

ら
意
識
を
失
っ
て
そ
の
ま
ま
で
い
た
人
た
ち
は
後
で
救
出
さ
れ
ま
し

た
。
生
き
残
っ
た
患
者
さ
ん
た
ち
は
み
ん
な
本
院
に
送
ら
れ
ま
し
て
、

兵
隊
さ
ん
と
救
護
員
た
ち
で
空
襲
の
合
間
を
見
な
が
ら
、
遺
骨
の
収

集
、
遺
体
の
収
容
、
瓦
礫
の
後
片
付
け
を
し
ま
し
た
。

一
月
二
七
日
の
午
後
、
病
院
の
裏
山
に
大
き
な
穴
が
二
つ
用
意
さ

れ
、
そ
こ
へ
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
埋
葬
い
た
し
ま
し
た
。
書
記
殿

が
救
護
員
の
ご
遺
体
を
ひ
と
り
ず
つ
抱
い
て
、
葬
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
墓
標
が
立
て
ら
れ
、
穀
物
と
生
花
が
供
え
ら
れ
ま

し
た
。
私
は
同
級
生
ふ
た
り
に
鏡
や
櫛
と
い
っ
た
洗
面
道
具
、
お
裁

縫
箱
、
雑
嚢
そ
の
他
で
き
る
だ
け
の
も
の
を
持
た
せ
て
や
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
ふ
た
り
の
お
骨
は
何
と
し
て
も
内
地
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
ご
両
親
の
も
と
に
お
届
け
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
、
だ
か
ら

私
は
絶
対
死
ん
で
は
い
け
な
い
の
だ
と
自
分
と
約
束
を
し
ま
し
た
。

翌
二
八
日
、
も
う
二
度
と
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
兵
隊
さ
ん
や

先
輩
、
同
僚
に
お
別
れ
を
し
て
、
元
い
た
山
の
手
分
院
に
戻
り
ま
し

た
が
、
山
の
手
分
院
は
道
路
際
の
民
家
の
空
家
に
移
っ
て
い
ま
し
た
。

病
院
は
屋
根
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
中
に
は
伽
藍
堂
の
よ
う
に
何
も

あ
り
ま
せ
ん
。
一
階
と
二
階
の
床
の
上
に
は
た
だ
毛
布
が
敷
か
れ
た

だ
け
で
、
患
者
さ
ん
た
ち
は
そ
こ
に
ご
ろ
ご
ろ
と
寝
か
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。
崖
下
の
一
階
が
私
た
ち
埼
玉
班
の
宿
舎
に
あ
て
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
空
襲
が
激
し
い
の
で
、
昼
間
は
室
内
に
い
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
。
朝
に
な
る
と
患
者
さ
ん
を
連
れ
て
、
山
の
中
に
入
り
、

大
き
な
木
の
下
や
窪
地
や
草
む
ら
に
避
難
し
、
空
襲
の
合
間
を
見
な

が
ら
患
者
さ
ん
を
見
回
っ
て
、
身
の
回
り
の
お
世
話
を
し
た
り
、
薬

を
飲
ま
せ
た
り
、
時
に
は
患
者
さ
ん
の
水
筒
を
集
め
て
、
谷
間
ま
で

水
汲
み
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
に
敵
機
が
攻
め
て
く
る
と
、

患
者
さ
ん
に
「
看
護
婦
、
動
く
な
、
じ
っ
と
し
て
い
ろ
」
と
怒
鳴
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

瓦
礫
の
山
と
な
っ
た
病
院
。遺
体
処
理
に
追
わ
れ
る

包
帯
交
換
は
衛
生
材
料
が
乏
し
い
の
で
、
毎
日
交
換
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
傷
口
に
蛆
虫
が
湧
い
て
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
、取
っ

て
も
、
取
っ
て
も
取
り
き
れ
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
が
「
痛
い
よ
、
痛

い
よ
」
と
泣
い
て
い
る
の
で
行
っ
て
み
る
と
、
包
帯
の
隙
間
か
ら
ゴ

キ
ブ
リ
が
入
っ
て
、
傷
口
に
噛
み
付
き
、
膿
を
食
べ
て
ど
ん
ど
ん
大

き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
頃
は
も
う
病
院
か
ら
食
事
は
ほ
と
ん

ど
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
患
者
さ
ん
は
次
々
に
栄
養
失
調
で
亡
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
病
棟
の
道
路
の
反
対
側
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
大

統
領
の
官
邸
が
あ
り
ま
し
た
が
、
軍
か
ら
「
二
月
一
三
日
に
は
官
邸

の
周
辺
が
爆
撃
さ
れ
る
か
ら
、
埼
玉
班
は
重
傷
患
者
さ
ん
を
ひ
と
り

も
残
さ
ず
避
難
す
る
よ
う
に
」
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
案
の
定
、
朝

か
ら
敵
の
飛
行
機
が
機
体
を
き
ら
き
ら
と
輝
か
せ
な
が
ら
襲
来
し
、

ド
ン
ド
ン
、
バ
リ
バ
リ
と
爆
撃
が
始
ま
っ
て
、
白
煙
が
昇
っ
て
い
ま

す
。
日
直
が
途
中
ま
で
見
に
行
く
の
で
す
が
、
と
て
も
危
険
で
近
寄

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
が
暮
れ
て
帰
っ
て
来
ま
す
と
、
病

棟
は
瓦
礫
の
山
と
な
り
、
変
わ
り
果
て
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の
夜

か
ら
も
う
家
が
な
い
の
で
、
私
た
ち
は
道
路
際
の
石
垣
の
下
に
テ
ン

ト
を
一
つ
張
っ
て
、
み
ん
な
で
肩
を
寄
せ
合
い
、
石
を
枕
に
し
て
一

夜
を
過
ご
し
、
そ
れ
か
ら
は
野
宿
で
し
た
。
兵
隊
さ
ん
に
協
力
し
て

い
た
だ
き
、
横
穴
の
壕
を
掘
っ
て
、
夜
は
穴
ぐ
ら
生
活
を
送
り
ま
し

た
。
電
気
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
日
が
暮
れ
る
頃
に
は
全
て
の

仕
事
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
頃
、
日
本
軍
は
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
道
路
に
沿
っ
て
バ
ギ
オ
を
目
指

し
て
移
動
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
を
次
々
と
攻
撃
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
自
動
車
隊
が
患
者
さ
ん
を
移
動
さ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

う
ち
の
半
分
く
ら
い
は
爆
撃
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

遺
体
の
処
理
を
す
る
の
は
、
す
べ
て
看
護
婦
の
仕
事
で
し
た
。
私
は

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
街
育
ち
だ
っ
た
の
で
、
穴
掘
り
な
ん
て
全
く
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
掘
る
道
具
は
無
い
し
、
山
の
土
は

固
い
し
、
食
べ
る
も
の
は
支
給
さ
れ
ず
、
体
力
は
消
耗
す
る
ば
か
り

で
す
。
穴
を
掘
る
の
は
相
当
な
重
労
働
で
し
た
。
先
輩
か
ら
度
々
気

合
い
を
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

短
髪
、
兵
隊
姿
で
バ
ギ
オ
脱
出

や
が
て
、
救
護
班
に
戦
闘
服
と
ゲ
ー
ト
ル
が
渡
り
、
婦
長
殿
が

看
護
婦
の
髪
を
短
く
刈
っ
て
、
私
た
ち
は
兵
隊
の
格
好
を
し
ま
し
た
。

女
性
は
見
つ
か
る
と
殺
さ
れ
る
と
い
う
の
で
、
男
装
し
た
の
で
す
。

会
話
は
小
さ
な
声
で
、
無
駄
口
は
き
か
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し

た
。
私
た
ち
は
マ
ニ
ラ
を
出
て
以
降
、
シ
ョ
ッ
ク
と
栄
養
失
調
で
全

員
生
理
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
考
え

る
と
、
終
戦
ま
で
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
生
活
で
は
却
っ
て
そ
れ
が
よ
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
日
増
し
に
空
襲
は
激
し
く
な
る
一

方
で
、
昼
間
は
敵
の
戦
闘
機
と
伴
に
観
測
機
が
飛
び
ま
す
の
で
、
私

た
ち
は
ず
っ
と
観
測
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
隠
れ
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て
い
て
も
攻
撃
さ
れ
て
、
二
四
時
間
命
を
狙
わ
れ
、
生
き
て
い
る
地

獄
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
爆
撃
が
続
い
て
い
た
四
月
一
六
日
の
夕
刻
、「
今

晩
中
に
こ
の
山
を
出
な
け
れ
ば
捕
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
今
か
ら
二

時
間
後
に
バ
ギ
オ
を
脱
出
す
る
」
と
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち

は
壕
に
戻
っ
て
、
わ
ず
か
な
着
替
え
と
日
用
品
を
衣
嚢
に
詰
め
、
私

物
の
殆
ど
は
中
に
残
し
て
壕
の
入
り
口
を
塞
ぎ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

私
は
集
合
場
所
に
着
い
て
、
自
分
で
も
思
っ
て
も
い
な
い
の
に
「
婦

長
殿
、
胸
が
苦
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
婦

長
殿
か
ら
は
「
あ
ん
た
は
今
日
か
ら
一
番
先
頭
で
歩
き
な
さ
い
」
と
厳

し
い
言
葉
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
大
さ
じ
一
杯
の
食
塩
、
少
量
の
乾

パ
ン
、
テ
ン
ト
と
毛
布
各
一
枚
ず
つ
が
配
ら
れ
、
こ
れ
が
部
隊
か
ら

の
最
後
の
給
与
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
夜
は
月
が
無
く
、
真
っ
暗
闇
の
中
を
衛
生
兵
さ
ん
が
患
者

さ
ん
を
引
率
し
、
救
護
員
は
そ
の
後
に
付
い
て
歩
く
の
で
す
が
、
暗

く
て
前
は
見
え
ま
せ
ん
か
ら
前
を
歩
く
人
の
気
配
を
辿
り
な
が
ら

歩
き
、
休
憩
中
は
前
の
人
に
捉
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
な
い
と

眠
り
込
ん
で
置
い
て
行
か
れ
る
か
ら
で
す
。
残
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
も
う
命
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
夜
の
間
は
眠
ら
ず
に
歩

き
続
け
、
朝
に
な
る
と
患
者
さ
ん
を
山
の
中
で
お
世
話
し
て
、
合

間
に
休
養
を
取
り
ま
し
た
。

死
と
恐
怖
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
彷
徨
う

軍
か
ら
は
何
の
説
明
の
な
い
ま
ま
、
ボ
ン
ト
ッ
ク
街
道
を
突
き
進

ん
で
、
四
月
二
七
日
に
は
街
道
五
一
キ
ロ
地
点
を
通
過
致
し
ま
し
た
。

こ
の
ボ
ン
ト
ッ
ク
街
道
の
四
〇
キ
ロ
、
五
〇
キ
ロ
、
六
〇
キ
ロ
地
点

で
、
ほ
と
ん
ど
の
重
症
患
者
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

五
月
一
日
、
九
〇
キ
ロ
地
点
で
、「
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
前
進
す

る
よ
う
に
」
と
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
部
隊
は
ジ
ャ
ン
グ

ル
を
通
っ
て
港
へ
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
日
本
へ
帰
る
と
い
う
計
画

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
四
方
か
ら
ゲ
リ
ラ
に
攻
め
ら
れ
、
逃
げ
場
も

な
く
目
的
地
へ
到
達
す
る
の
は
困
難
で
し
た
。
道
無
き
道
を
草
を
掻

き
分
け
て
歩
き
続
け
、
片
方
は
絶
壁
で
、
も
う
片
方
は
千
仭
の
谷
、

一
歩
足
を
踏
み
外
し
た
ら
、
も
う
命
が
無
い
の
で
す
。
道
幅
が
狭
く
、

岩
に
つ
か
ま
り
、
這
う
よ
う
に
歩
い
て
の
行
軍
で
す
。
軽
い
荷
物
し

か
背
負
っ
て
い
な
い
の
に
、
肩
が
痛
み
、
胸
が
苦
し
く
死
に
そ
う
で

し
た
。
け
れ
ど
も
、
患
者
さ
ん
を
連
れ
て
い
る
の
で
す
。
班
の
み
ん

な
で
声
を
掛
け
合
っ
て
、
な
ん
と
か
乗
り
切
り
、
爆
撃
を
避
け
な
が

ら
五
月
六
日
に
タ
ワ
ガ
ン
に
到
着
し
ま
し
た
。

タ
ワ
ガ
ン
に
着
い
て
二
、三
日
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
と
、
次
は
五

月
三
〇
日
ま
で
に
ト
ッ
カ
ン
へ
行
く
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
時
、
埼
玉
班
の
人
た
ち
は
次
々
に
熱
発
し
て
動
け
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
看
護
婦
は
患
者
さ
ん
を
連
れ
て
歩
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
す
が
、
熱
発
し
て
腰
に
痛
み
が
あ
る
の
で
、
な
か
な

か
思
う
よ
う
に
進
め
ま
せ
ん
。
途
中
、
婦
長
殿
が
全
く
動
け
な
く
な

り
、「
私
を
置
い
て
行
き
な
さ
い
」
と
言
い
残
し
て
、
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
。
埼
玉
班
は
バ
ギ
オ
の
病
院
爆
撃
で
一
番
多
く
の
犠
牲
者
が
出

ま
し
た
。
婦
長
殿
は
残
っ
た
班
の
救
護
員
た
ち
に
「
こ
ん
な
苦
労
を

か
け
て
申
し
訳
な
い
。
み
ん
な
を
連
れ
て
一
日
で
も
早
く
内
地
へ
帰

り
た
い
」
と
常
々
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
ご
立
派
な

婦
長
殿
に
医
療
を
受
け
さ
せ
た
い
の
に
、
何
の
手
立
て
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
食
べ
る
も
の
も
飲
む
水
も
な
い
の
に
、
ひ
た
す
ら
部
下

を
思
い
や
り
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
ど
ん
な
に
か

無
念
で
残
念
だ
っ
た
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

六
月
に
な
る
と
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
雨
季
に
入
り
、
雷
雨
の
中
を

行
軍
し
て
い
る
と
稲
妻
が
真
っ
直
ぐ
に
足
元
へ
落
ち
て
き
て
感
電
死

し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
道
に
迷
い
、
豪
雨
で
び
し
ょ

濡
れ
に
な
り
、
ふ
ら
ふ
ら
な
状
態
で
元
来
た
道
を
戻
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
夜
は
河
原
や
草
の
上
で
寝
て
、「
白
い
ご
飯
が
食
べ
た
い
。

死
に
た
く
な
い
。
死
に
た
く
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
眠
り
に
就
き
ま

し
た
。
誰
か
が
故
郷
の
歌
を
歌
い
始
め
る
と
、
他
の
人
も
一
緒
に
歌

い
出
す
の
で
す
が
、
次
第
に
歌
声
は
涙
声
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

朝
、
目
が
覚
め
る
と
、
大
き
な
山
ヒ
ル
に
脚
の
血
を
吸
わ
れ
て
膨
れ

上
が
っ
て
い
る
こ
と
も
度
々
で
し
た
。
患
者
さ
ん
も
次
々
と
亡
く

な
っ
て
い
き
、
私
た
ち
が
連
れ
て
歩
く
数
も
僅
か
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
私
の
目
の
前
に
ふ
た
り
の
兵
隊
さ
ん
が
寝
て
い
て
、
ひ
と
り

の
方
は
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
全
く
動
か
な
い
状
態
で
し
た
。
隣

に
い
た
兵
隊
さ
ん
が
戦
友
の
靴
紐
を
解
い
て
、
靴
を
脱
が
せ
よ
う
と

し
た
瞬
間
、
虫
が
鳴
く
よ
う
な
小
さ
な
声
で
「
お
い
、
俺
は
ま
だ
生

き
て
い
る
ん
だ
ぞ
」
と
呟
き
、
そ
の
後
亡
く
な
り
ま
し
た
。
昨
日
隣

に
寝
て
い
た
人
が
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
り
、
大
勢
の
患
者
さ
ん
、
看

護
婦
が
こ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
悲
惨

な
戦
争
は
二
度
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
本
当
に
辛
い
こ
と
で
し
た
。

飢
餓
の
山
中
で
終
戦
を
知
る

あ
る
時
、
食
糧
調
達
の
た
め
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
を
歩
い
て
い
る

と
、
海
軍
と
陸
軍
が
出
会
い
、
日
本
人
同
士
な
の
に
銃
の
撃
ち
合
い

が
始
ま
っ
た
の
を
目
撃
し
ま
し
た
。
何
度
も
爆
撃
に
遭
い
、
逃
げ
る

最
中
に
意
識
を
失
っ
て
、「
美
喜
、
死
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
母
の
声

が
聞
こ
え
、
母
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
一

番
後
続
に
い
た
の
で
、
食
べ
ら
れ
る
草
は
前
を
歩
く
人
た
ち
に
全
部

採
ら
れ
て
い
て
食
べ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ガ
リ
ガ
リ
に
や
せ
細
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辛
く
て
も
班
の
人
た
ち
と
一
緒
に
頑
張
っ
て
き
た
の
に
、頭
を
上
げ

る
こ
と
も
身
体
を
動
か
す
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。地
獄
に
突
き
落
と

さ
れ
た
よ
う
な
悲
し
い
思
い
で
し
た
。そ
れ
か
ら
一
週
間
後
、高
地
の

山
の
上
に
米
軍
の
物
資
投
下
が
あ
り
、先
輩
が
そ
こ
か
ら
私
の
た
め

に
抗
生
物
質
を
持
っ
て
き
て
く
れ
て
、な
ん
と
か
命
拾
い
し
ま
し
た
。

八
月
二
九
日
、
一
緒
に
寝
込
ん
で
い
た
同
僚
が
最
後
に
「
死
ん
で

帰
れ
ば
お
母
さ
ん
に
会
え
る
、
生
き
て
帰
れ
ば
お
父
さ
ん
に
会
え
る

か
ら
、
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
」「
白
い
ご
飯
が
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
た

い
」「
白
い
お
う
ど
ん
が
食
べ
た
い
」
と
最
後
の
言
葉
を
残
し
て
、
息

を
引
き
取
り
ま
し
た
。

死
屍
累
々
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
越
え
て

翌
三
〇
日
、
米
兵
が
案
内
に
来
て
、
私
た
ち
の
部
隊
は
埼
玉
班

共
々
、
山
を
降
り
キ
ア
ン
ガ
ン
へ
移
動
を
始
め
ま
し
た
が
、
私
と
も

う
ひ
と
り
の
同
僚
は
熱
発
し
て
い
た
の
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
残
さ
れ
る
と
い
う
の
は
死
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
歩
け
な

い
と
い
う
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
兵
隊
も
看
護
婦
も
栄

養
失
調
で
ふ
ら
ふ
ら
で
し
た
。
あ
と
も
う
少
し
で
も
終
戦
が
遅
れ
て

い
た
ら
、
部
隊
は
全
滅
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
埼
玉
班
も
ひ

と
り
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

り
、
顔
は
青
黒
く
、
目
ば
か
り
が
ギ
ョ
ロ
ギ
ョ
ロ
し
て
、
人
相
も
す
っ

か
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
栄
養
失
調
で
弱
っ
て
い
く
同
僚
が

つ
い
に
息
を
引
き
取
っ
た
時
、
次
は
自
分
の
番
だ
、
死
ん
だ
後
に
持
っ

て
い
た
荷
物
を
見
ら
れ
た
く
な
い
と
思
い
、
そ
れ
ま
で
大
事
に
持
っ

て
い
た
両
親
の
手
紙
や
家
族
の
写
真
を
そ
こ
で
捨
て
ま
し
た
。

亡
く
な
っ
た
同
僚
の
亡
骸
に
土
を
か
ぶ
せ
な
が
ら
、
そ
の
上
に
涙

が
ぽ
た
ぽ
た
と
落
ち
ま
し
た
。
寂
し
く
て
、
悲
し
か
っ
た
で
す
。
そ

の
友
と
別
れ
て
、
翌
日
か
ら
も
ど
こ
へ
行
く
の
か
も
知
ら
な
い
ま
ま
、

部
隊
に
付
い
て
行
軍
を
続
け
ま
し
た
。
自
分
が
ど
の
部
隊
に
所
属
し

て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
、
支
離
滅
裂
の
状
態
で
し
た
。

八
月
に
入
る
と
「
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、
こ
れ
で
自
決
す
る
よ
う
に
」

と
手
榴
弾
が
渡
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
九
日
、
も
う
ひ
と
り
の
婦
長
殿
も
餓
死
し
、
埼
玉
班
は
婦
長

の
い
な
い
班
、「
親
な
し
子
」
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
数
日

後
、
山
の
向
こ
う
側
で
飛
行
機
が
上
空
か
ら
ビ
ラ
を
撒
い
て
い
る
の

が
見
え
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
は
紙
一
枚
で
も
貴
重
な
の
で
、
兵
隊

さ
ん
が
拾
い
に
行
く
と
、
手
に
取
っ
た
紙
に
は
「
日
本
軍
ハ
降
伏
セ

ヨ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

八
月
一
七
日
、
部
隊
か
ら
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
ほ
っ
と
し
た
瞬
間
、
熱
発
し
、Ａ
パ
ラ
チ
フ
ス
と
マ
ラ

リ
ア
に
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。今
ま
で
ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も

部
隊
が
去
っ
た
次
の
日
、
ひ
と
り
の
先
輩
が
「
歩
け
る
と
こ
ろ

ま
で
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
く
れ
て
、
私
た
ち
ふ
た
り
を
連
れ
、

山
を
降
り
始
め
ま
し
た
。
食
べ
る
も
の
も
な
く
、
熱
発
を
起
こ
し
た

身
体
で
険
し
い
山
道
を
歩
く
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

九
月
九
日
、
共
に
熱
発
を
起
こ
し
な
が
ら
一
緒
に
歩
い
て
い
た
同
僚

が
私
の
腕
の
中
で
息
絶
え
ま
し
た
。
私
よ
り
も
ず
っ
と
ず
っ
と
元
気

だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
先
に
逝
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
戦
争
が
終

わ
っ
た
。
日
本
に
帰
れ
る
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
こ
こ
ま
で
来
な

が
ら
、
両
親
や
故
郷
を
思
い
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
の
は
、
さ
ぞ
か
し

無
念
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
私
も
半
歩
前
に
足
を
出
す

こ
と
も
大
変
で
、
二
メ
ー
ト
ル
歩
く
と
座
り
込
ん
で
し
ま
う
状
態
で

し
た
。
そ
の
度
に
先
輩
が
「
一
足
歩
け
ば
、
一
足
日
本
に
近
づ
く
の
よ
。

一
足
歩
け
ば
、一
足
お
母
さ
ん
に
近
づ
く
の
よ
。そ
れ
で
も
あ
な
た
は

日
本
に
帰
り
た
く
な
い
の
？ 

お
母
さ
ん
に
会
い
た
く
な
い
の
？
」「
日

本
に
帰
り
た
か
っ
た
ら
、
歩
き
な
さ
い
。
お
母
さ
ん
に
会
い
た
か
っ

た
ら
、
歩
き
な
さ
い
」

―
こ
れ
を
一
日
に
何
十
回
も
聞
か
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
母
に
会
い
た
い
一
心
で
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
歩
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
は
小
さ
な
川
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
川
の
中
で
膝
ま
で
浸
か
り
な
が
ら
、
先
輩
に
「
お
願
い
で

す
。
私
を
置
い
て
先
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
こ
の
水
の
中
に
い

た
ら
流
さ
れ
て
、
も
う
駄
目
で
す
」
と
泣
き
な
が
ら
お
願
い
し
ま
し

た
。
私
は
、
一
度
は
「
絶
対
死
な
な
い
」
と
自
分
に
約
束
し
て
お
き
な

が
ら
、
も
う
限
界
だ
っ
た
の
で
す
。
同
級
生
ふ
た
り
の
お
骨
を
持
っ

て
い
る
。
三
人
で
死
ぬ
の
な
ら
、
何
も
怖
い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
た

の
で
す
。
山
を
降
り
る
道
の
両
側
は
死
体
の
山
で
し
た
。
南
方
の
ス

コ
ー
ル
と
高
温
で
遺
体
は
腐
敗
し
て
悪
臭
を
放
ち
、
そ
こ
に
は
大
量

の
蠅
が
湧
き
、
蛆
が
お
団
子
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
般
邦
人
の
女

性
が
お
子
さ
ん
を
抱
い
た
ま
ま
、
ミ
イ
ラ
に
な
っ
て
い
る
の
も
目
に

し
ま
し
た
。
兵
隊
や
救
護
員
だ
け
で
な
く
、
大
勢
の
一
般
邦
人
の
方

た
ち
も
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。

武
装
解
除
さ
れ
、
収
容
所
へ

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
奥
へ
足
を
一
歩
前
に
出
し
て
進
む
と
、
道
に
イ

ゴ
ッ
ト
族
の
大
き
な
足
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
に
見
つ
か
る
と
殺

さ
れ
て
し
ま
う
と
思
い
、
息
を
止
め
て
一
気
に
歩
い
て
進
み
ま
し
た
。

よ
う
や
く
ア
シ
ン
河
に
辿
り
着
く
と
大
き
な
吊
橋
が
か
か
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ひ
と
り
ず
つ
渡
ら
な
い
と
重
さ
で
橋
が
朽
ち
落
ち
て
し
ま

う
ほ
ど
腐
っ
て
い
ま
し
た
。
吊
橋
の
丸
太
と
丸
太
の
間
か
ら
足
を
滑

ら
せ
て
流
れ
の
速
い
濁
流
の
中
へ
落
ち
、「
助
け
て
、
助
け
て
」
と
言

い
な
が
ら
流
さ
れ
て
い
く
兵
隊
や
看
護
婦
が
大
勢
い
た
そ
う
で
す
。

河
を
前
に
し
て
佇
ん
で
い
る
と
、
ひ
と
り
の
米
兵
が
近
付
い
て
き
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て
、「
こ
れ
が
日
本
の
赤
十
字
の
ナ
ー
ス
か
」
と
私
た
ち
ふ
た
り
の

姿
を
見
て
、
涙
を
こ
ぼ
し
て
く
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
こ
ん
な
こ
と

を
言
う
の
は
恥
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
さ
ん

は
本
当
に
優
し
く
し
て
く
れ
ま
し
た
。
濁
流
の
中
を
腰
ま
で
浸
か
り

な
が
ら
河
の
向
こ
う
岸
ま
で
ロ
ー
プ
を
張
り
、
背
中
に
私
を
お
ぶ
り
、

先
輩
を
抱
き
か
か
え
な
が
ら
河
を
渡
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
岸
辺
に
は

数
人
の
米
兵
が
い
て
、
小
さ
な
テ
ン
ト
が
張
っ
て
あ
り
、
そ
こ
が
武

装
解
除
の
地
点
で
し
た
。
私
た
ち
は
ま
ず
簡
単
な
身
体
検
査
を
受
け
、

持
ち
物
は
同
級
生
の
遺
骨
の
入
っ
た
袋
を
鋏
で
切
っ
て
ま
で
中
身
を

検
査
さ
れ
、
め
ぼ
し
い
も
の
は
全
部
没
収
さ
れ
ま
し
た
。
激
し
い
雨

が
降
る
中
、
先
輩
と
私
は
用
意
さ
れ
た
担
架
に
乗
せ
ら
れ
、
ト
ラ
ッ

ク
で
ソ
ラ
ノ
ま
で
運
ば
れ
ま
し
た
。
屋
根
が
な
い
の
で
、
担
架
は
水

溜
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
足
で
歩
か
な
く
て
も
よ

い
の
で
助
か
り
ま
し
た
。

ソ
ラ
ノ
か
ら
は
違
う
車
に
乗
り
換
え
て
バ
ン
バ
ン
ま
で
行
き
、
バ

ン
バ
ン
か
ら
は
無
蓋
車
に
乗
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
は
た
く
さ

ん
の
兵
隊
さ
ん
と
一
緒
で
し
た
。
山
の
中
に
即
席
で
作
ら
れ
た
鉄
道

な
の
で
、
部
落
の
中
を
カ
タ
コ
ト
、
カ
タ
コ
ト
と
の
ん
び
り
走
っ
て

い
き
ま
す
。
現
地
の
大
人
と
子
供
が
傍
に
寄
っ
て
き
て
、「
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
、
バ
カ
ヤ
ロ
ウ
、
ド
ロ
ボ
ウ
」
と
繰
り
返
し
罵
声
を
浴
び
せ

な
が
ら
、
私
た
ち
を
目
掛
け
て
石
を
投
げ
つ
け
ま
し
た
。
私
た
ち
は

負
け
た
の
で
す
か
ら
、
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま
で
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
後
ろ
に
は
米
兵
が
銃
剣
を
突
き
つ
け
て
監
視
を
し
て
お
り

ま
す
。
そ
ん
な
状
態
で
し
ば
ら
く
乗
っ
て
い
る
と
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
が

広
が
り
、
そ
の
真
ん
中
に
収
容
所
が
あ
り
ま
し
た
。

一
般
邦
人
の
女
性
、
子
供
、
私
た
ち
看
護
婦
を
収
容
す
る
婦
女
子

収
容
所
が
一
つ
、
そ
の
ま
わ
り
に
は
兵
隊
さ
ん
の
収
容
所
が
い
く
つ

も
あ
り
、
山
下
閣
下
の
収
容
所
も
あ
り
ま
し
た
。
私
と
先
輩
は
す
ぐ

に
病
室
に
入
れ
ら
れ
ま
し
て
、
先
輩
は
翌
日
、
私
は
翌
々
日
に
退
院

し
ま
し
て
、
埼
玉
班
の
い
る
収
容
所
に
入
っ
て
、
班
の
人
た
ち
に
再

会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
、
私
た
ち
は
看
護
婦
と
し
て
技
術
を
持
っ
て
い
た

の
で
、
収
容
所
の
中
で
も
米
軍
の
ド
ク
タ
ー
の
指
示
の
下
に
病
棟
勤

務
を
致
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
病
棟
と
い
っ
て
も
全
部
テ
ン
ト
の
病

棟
で
し
た
。
私
は
親
や
兄
弟
を
亡
く
し
た
小
さ
な
子
供
た
ち
が
収
容

さ
れ
た
孤
児
収
容
所
を
担
当
し
ま
し
た
。

一
年
半
年
ぶ
り
に
帰
国
、
家
族
と
再
会

確
か
、
復
員
は
激
戦
地
か
ら
順
に
始
ま
っ
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま

す
。
大
陸
や
南
方
に
従
軍
し
た
救
護
班
は
一
個
班
ず
つ
ま
と
ま
っ
て

復
員
し
た
の
で
す
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
だ
け
は
大
勢
の
看
護
婦
が
戦
死

ク
リ
ス
マ
ス
だ
っ
た
の
で
上
陸
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
目

の
前
に
日
本
を
見
な
が
ら
一
夜
を
過
ご
し
、
翌
二
六
日
の
朝
、
や
っ

と
上
陸
し
て
大
竹
引
揚
援
護
局
に
入
り
、
書
類
の
手
続
き
を
済
ま
せ

て
援
護
局
を
出
た
の
は
二
七
日
夕
刻
で
し
た
。
列
車
で
大
竹
か
ら
広

島
へ
出
て
、
南
方
へ
派
遣
さ
れ
た
の
は
関
西
方
面
の
部
隊
が
多
か
っ

た
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
へ
向
か
う
兵
隊
さ
ん
た
ち
と
お

別
れ
を
し
ま
し
た
。
私
も
そ
の
日
の
う
ち
に
東
京
方
面
の
列
車
に
乗

り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
夜
の
列
車
は
闇
屋
の
人
た
ち
で
溢
れ

乗
車
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

常
夏
の
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
の
着
た
き
り
雀
の
格
好
の
ま

ま
、
荒
廃
し
た
広
島
駅
の
ホ
ー
ム
の
地
下
壕
で
震
え
な
が
ら
真
冬
の

一
夜
を
過
ご
し
、
次
の
日
に
高
崎
へ
向
か
う
兵
隊
さ
ん
と
ふ
た
り
で

東
京
直
行
の
列
車
に
乗
り
ま
し
た
。

二
九
日
午
後
三
時
ご
ろ
、
高
崎
線
大
宮
駅
の
ホ
ー
ム
に
降
り
、
徒

歩
で
埼
玉
赤
十
字
病
院
へ
参
り
ま
し
て
、
婦
長
殿
に
復
員
の
申
告
を

し
た
後
、
浦
和
の
日
赤
埼
玉
支
部
へ
向
か
い
、
こ
こ
で
も
先
ず
復
員

の
申
告
を
し
て
、
同
級
生
ふ
た
り
の
遺
骨
を
お
渡
し
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
私
は
ほ
っ
と
し
て
、
背
負
っ
て
い
た
肩
の
重
荷
を
下
ろ

し
た
よ
う
な
気
持
ち
で
し
た
。

書
記
殿
が
制
服
を
出
し
て
き
て
く
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
着
替
え
る

と
、
も
う
嬉
し
く
て
、
嬉
し
く
て
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
で

埼

玉

支

部

か

ら

救

護

員

の
父

親

あ

て
の
手

紙

昭

和

二

十

年

十

一

月

収

容

所

で

生

活

す

る

娘

の

無

事

を

知

ら

せ

て

い

ま

す

。

　　埼玉支部から救護員の父親あての手紙
　　昭和20年11月 収容所で生活する

　　娘の無事を知らせています。

し
た
の
で
、
一
艘
の
船
に
看
護
婦
は
一
人
だ
け
し
か
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
〇
月
の
半
ば
か
ら
患
者
護
送
が
始
ま
り
、
埼
玉
班
の
ひ
と
り

が
患
者
護
送
員
と
し
て
復
員
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
が
日
赤
埼
玉
支

部
へ
戦
時
中
の
出
来
事
、
収
容
所
の
中
の
様
子
を
報
告
し
て
下
さ
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
支
部
か
ら
私
の
両
親
へ
「
娘
が
無
事
保
護
さ
れ
て

い
る
」
旨
を
記
し
た
手
紙
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

一
二
月
一
九
日
の
朝
、
突
然
、
私
は
残
っ
た
班
員
一
〇
名
中
七
番

目
に
復
員
命
令
を
頂
き
ま
し
た
。
将
校
一
名
、
軍
医
一
名
、
衛
生
兵

二
名
、
看
護
婦
一
名
が
一
、〇
〇
〇
名
の
兵
隊
さ
ん
の
護
送
員
と
し

て
編
成
さ
れ
、
マ
ニ
ラ
港
か
ら
内
地
へ
向
け
て
出
港
い
た
し
ま
し
た
。

一
二
月
二
五
日
に
広
島
の
大
竹
港
に
着
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
日
は
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家
が
あ
っ
て
、灯
か
り
が
点
い
て
、足
腰
を
伸
ば
し
て
寝
る
こ
と
が
で

き
る
幸
せ
な
暮
ら
し
、二
度
と
従
軍
看
護
婦
が
要
ら
な
い
よ
う
に
、世

界
が
平
和
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
終
戦
七
〇
年
に
な
り
ま
す
。
亡

く
な
っ
た
先
輩
や
同
僚
も
草
む
す
屍
と
な
り
、
永
遠
の
眠
り
に
就
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
私
も
だ
い
ぶ
髪
も
白
く
な
り
、
足

も
思
う
よ
う
に
歩
け
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
命
あ
る
限
り
、
戦
地
で

の
経
験
を
土
台
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

ま
た
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
益
々
の
ご
活
躍
、

そ
し
て
、
皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
下
手
な
お
話
で

し
た
け
れ
ど
、
最
後
ま
で
お
聴
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
お
話
を
終
わ

り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
質
疑
応
答
】

木
村
氏
の
講
演
後
、
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
聴
講
者
か
ら
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
条
約
や
捕
虜
体
験
な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
た
。

質
疑
に
対
す
る
木
村
氏
の
応
答
は
以
下
の
通
り
で
す
。

質
　
問
　
救
護
看
護
婦
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度

教
育
を
受
け
て
い
ま
し
た
か
。

◎　

養
成
所
で
勉
強
は
し
た
け
れ
ど
も
、
詳
し
く
は
覚
え
て
い
ま
せ

ん
。
赤
十
字
マ
ー
ク
の
病
院
が
爆
撃
さ
れ
た
の
は
、「
日
本
の
部

隊
（
山
下
大
将
）
が
赤
十
字
マ
ー
ク
の
病
院
の
中
で
指
揮
を
執
っ
て

い
る
」
と
い
う
情
報
が
ス
パ
イ
か
ら
敵
軍
に
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う

だ
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
赤
十
字
マ
ー
ク
の
付
い

た
施
設
ば
か
り
が
狙
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

質
　
問　

捕
虜
に
な
っ
た
こ
と
を
ど
う
思
い
ま
し
た
か
。

◎　

自
分
た
ち
は
常
に
部
隊
と
共
に
行
動
し
て
い
た
の
で
、
部
隊
ご

と
に
収
容
所
へ
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
部
隊
が
捕
ら
え
ら
れ
れ
ば
そ

れ
に
従
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
、
兵
隊
も
救
護
員
も

死
の
寸
前
で
、
抵
抗
な
ど
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。

質
　
問　

日
付
を
正
確
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

◎　

昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
九
日
に
復
員
し
、
助
産
婦
学
校
へ
入
学

す
る
ま
で
の
約
半
年
の
間
は
、
自
宅
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
い
た

の
で
、
そ
の
期
間
に
戦
地
で
の
体
験
を
文
章
に
ま
と
め
ま
し
た
。

ま
だ
帰
っ
て
来
た
ば
か
り
で
記
憶
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
た
の
で
、

日
付
も
正
確
に
記
録
で
き
ま
し
た
。

協
力:

日
本
赤
十
字
社
看
護
師
同
方
会 

埼
玉
県
支
部
長

                                            　
　
　
　
　
　
　

大
澤 

ヨ
シ
子
氏

し
た
。
支
部
を
出
る
と
き
に
は
日
が
落
ち
て
い
て
、
所
々
に
灯
り
が

点
っ
て
い
ま
し
た
。
浦
和
か
ら
列
車
に
乗
っ
て
桶
川
駅
に
着
い
た
と

き
は
も
う
真
っ
暗
で
、
ホ
ー
ム
の
向
か
い
側
に
あ
る
改
札
口
は
遠
く

て
誰
が
出
迎
え
に
来
て
い
る
の
か
、全
く
見
え
ま
せ
ん
。
降
り
た
ホ
ー

ム
か
ら
改
札
口
へ
行
く
に
は
階
段
を
昇
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で

す
が
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
を
歩
い
て
い
っ
た
の
か
全
く
覚
え
て
お
り

ま
せ
ん
。
駅
員
さ
ん
に
「
も
し
も
し
、
切
符
は
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
と

き
、
私
は
母
に
抱
か
れ
て
お
い
お
い
と
泣
い
て
い
た
の
で
す
。
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
あ
の
と
き
の
感
動
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
召
集
で
出
て
き
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
駅
前
通
り
か
ら

中
山
道
に
出
て
我
が
家
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
玄
関
で
父
が
に
っ
こ

り
と
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
体
験
、二
度
と
な
き
こ
と
を
祈
っ
て

皆
さ
ん
、戦
争
は
と
っ
て
も
怖
い
ん
で
す
。恐
ろ
し
い
で
す
。
命
は

か
け
が
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。ひ
と
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。私
の
よ
う
な

苦
し
み
を
皆
さ
ん
に
は
味
わ
わ
せ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、
現

在
で
も
世
界
中
の
ど
こ
か
で
戦
争
や
内
戦
、ま
た
自
然
災
害
な
ど
で

人
々
が
苦
し
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、命
を
大
切
に
し
て

く
だ
さ
い
。そ
し
て
、安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
、

講演会会場



83　人道研究ジャーナルvol.5 82

使
命
感
に
燃
え
大
陸
を
流
転
す
る

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー:

い
ま
振
り
返
る
〝
戦
地
の
日
々
〟
①

元
日
本
赤
十
字
社
宮
城
支
部
第
五
四
七
救
護
班
・
齋
田
ト
キ
子
氏
に
聞
く

齋田トキ子氏

制
服
姿
に
憧
れ
養
成
所
を
受
験

私
は
宮
城
県
角
田
市
で
養
蚕
農
家
を
営
む
両
親
の
下
、
九
人
兄
弟

の
長
女
と
し
て
育
ち
ま
し
た
。

祖
母
は
花
嫁
衣
裳
な
ど
の
仕
立
て
を
生
業
と
し
て
お
り
、
自
宅
に

開
設
し
た
和
裁
塾
で
大
勢
の
塾
生
に
教
授
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
私

は
そ
の
凛
と
し
た
姿
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
、
自
分
も
将
来
、
職
業

婦
人
と
し
て
社
会
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。高

等
女
学
校
卒
業
後
の
進
路
を
模
索
し
て
い
た
頃
、
近
所
に
住
ん

で
い
た
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
養
成
所
に
進
学
し
た
先
輩
が
紺

色
の
制
服
を
着
て
颯
爽
と
歩
く
姿
を
見
て
、
自
分
の
進
路
は
こ
れ
だ

と
気
付
き
、
石
巻
赤
十
字
甲
種
救
護
看
護
婦
養
成
所
に
進
学
を
決
意

し
ま
し
た
。

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
四
月
、
石
巻
甲
種
救
護
看
護
婦
養
成

所
に
第
一
二
回
生
と
し
て
入
学
。
宮
城
支
部
二
四
名
、
栃
木
支
部

二
一
名 

（
委
託
生
）
で
編
成
さ
れ
た 

計
四
五
名
の
大
所
帯
で
し
た
。
三

年
次
に
は
戦
争
が
激
化
し
太
平
洋
戦
争
に
発
展
し
た
の
で
、
本
来
の

修
業
三
年
制
が
六
カ
月
短
縮
さ
れ
、
昭
和
一
八
年
一
〇
月
に
繰
上
げ

卒
業
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
赤
十
字
だ
け
で
は
な
く
、
文
部
省
の

省
令
に
よ
り
国
全
体
で
戦
時
特
例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
養

成
所
で
は
、
県
知
事
指
定
の
養
護
訓
導
の
教
育
課
程
も
修
得
し
、
免

許
申
請
に
よ
り
資
格
を
得
ま
し
た
。

教
育
内
容
は
看
護
学
教
程
に
基
づ
き
、
基
礎
科
目
・
専
門
科
目
・

実
習
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
一
年
時
か
ら
三
年
時
ま
で
修
身
お
よ
び

訓
話
、
躾
・
作
法
、
赤
十
字
事
業
要
領
な
ど
が
基
礎
科
目
と
し
て
継

続
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

救
護
員
十
訓
を
朝
礼
で
唱
和

赤
十
字
の
理
念
は
博
愛
・
人
道
主
義
を
基
盤
に
し
て
い
る
の
で
、

救
護
員
十
訓
が
書
い
て
あ
る
救
護
員
手
帳
を
持
っ
て
、
毎
朝
朝
礼
で

暗
記
す
る
く
ら
い
唱
和
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
日
々
研
鑽
す
る
こ

一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
年
）
三
月
二
九
日　

宮
城
県
角
田
市
生
ま
れ

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
四
月　

石
巻
赤
十
字
甲
種
救
護
看
護
婦
養

成
所
入
学

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
一
〇
月
三
一
日　

石
巻
赤
十
字
甲
種
救
護

看
護
婦
養
成
所
卒
業
（
六
カ
月
繰
り
上
げ
卒
業
）

一
一
月　

仙
台
赤
十
字
病
院
勤
務

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
二
月　

第
五
四
七
救
護
班
と
し
て
派
遣

　
　
　
　

上
海
第
一
陸
軍
病
院
勤
務

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
七
月
二
三
日　

上
海
南
市
第
一
七
三
兵
站

病
院
勤
務

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
五
月
三
日　

召
集
解
除

 

　
　
　

 

戦
後
は
看
護
婦
、
保
健
婦
と
し
て
活
動
、
創
設
間
も
な
い
県

看
護
行
政
、
二
七
年
間
の
看
護
管
理
業
務
、
看
護
教
育
な
ど

に
尽
力

二
○
○
九
年
（
平
成
二
一
年
）
第
四
二
回
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー

ル
記
章
受
章

　
齋
田
ト
キ
子
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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三
学
年
の
一
学
期
に
な
る
と
、
修
身
訓
話
、
躾
と
作
法
、
陸
軍
衛

生
勤
務
要
領
、
海
軍
制
規
や
衛
生
勤
務
要
領
、
包
帯
法
、
手
術
介
補
、

栄
養
大
意
、
食
餌
法 

、
医
療
器
械
解
説
、
救
急
法
、
消
毒
法
、
薬
物

調
剤
、
看
護
歴
史
な
ど
色
々
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
二
学
期
、
三
学
期
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
設
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
二
学
期
に
入
る
と
間
も
な
く
一
〇
月
末
に
は
繰
り
上
げ
卒

業
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
一
〇
月
三
一
日
に
繰
り
上
げ
卒
業
と

な
り
、
四
五
名
全
員
で
卒
業
式
を
迎
え
ま
し
た
。 

新
人
看
護
婦
と
し

て
仙
台
赤
十
字
病
院
に
配
属
さ
れ
、
内
科
外
来
勤
務
と
な
り
ま
し
た
。

行
き
先
を
知
ら
さ
れ
な
い
移
動

病
院
で
の
診
療
介
助
業
務
を
何
と
か
滞
り
な
く
行
え
る
よ
う
に

な
っ
た
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
二
月
の
あ
る
日
、
ピ
ン
ク
色
の

封
筒
に
入
っ
た
戦
時
召
集
令
状
が
届
き
ま
し
た
。
と
て
も
名
誉
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

出
発
の
三
日
前
に
角
田
市
の
生
家
に
お
別
れ
の
挨
拶
に
行
く
と
、

両
親
は
出
征
す
る
私
に
言
葉
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
静
か
に
見

守
る
よ
う
に
送
り
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
家
業
が
忙
し
い
両
親
に
代

わ
っ
て
祖
母
が
見
送
り
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
バ
ス
停
で
祖
母
と
涙

を
流
し
な
が
ら
手
を
振
っ
て
別
れ
た
こ
の
時
の
こ
と
を
今
で
も
思
い

出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

二
月
二
四
日
、
グ
リ
ー
ン
の
救
護
用
カ
バ
ン
と
ト
ラ
ン
ク
に
身
の

回
り
の
も
の
を
揃
え
て
持
参
し
、
紺
の
赤
十
字
救
護
看
護
婦
の
制
服

に
身
を
包
ん
だ
私
は
、
大
勢
の
方
々
の
見
送
り
を
受
け
な
が
ら
軍
用

列
車
で
仙
台
駅
を
出
発
し
ま
し
た
。
仙
台
か
ら
福
岡
県
の
門
司
駅
ま

で
列
車
で
の
長
旅
で
し
た
が
、
門
司
か
ら
再
び
山
口
県
の
下
関
に
引

き
返
し
、
二
月
二
九
日
に
下
関
港
か
ら
旅
客
船
に
乗
り
ま
し
た
。
船

中
で
は
救
命
道
具
を
着
用
し
、
甲
板
で
避
難
訓
練
に
参
加
し
た
り
し
、

や
が
て
船
は
釜
山
港
に
入
港
し
ま
し
た
。
後
で
聞
い
た
話
で
す
が
、

機
雷
が
浮
遊
し
て
い
た
の
で
掃
海
艇
に
よ
る
駆
除
を
行
い
、
安
全
を

確
認
し
て
運
行
し
た
そ
う
で
す
。

釜
山
か
ら
は
軍
用
列
車
で
朝
鮮
半
島
を
北
上
し
て
京
城
駅（
現
ソ

ウ
ル
駅
）、
平
壌
駅
（
現
平
壌
駅
）、
鴨
緑
江
を
通
過
し
て
満
州
に
入
り

奉
天
駅
（
現
瀋
陽
駅
）
に
着
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
南
満
州
を
南
下

し
、
現
在
の
中
国
と
朝
鮮
の
国
境
に
あ
る
山
海
関
を
越
え
、
塘
枯
駅
、

徳
県
駅
を
通
っ
て
済
南
駅
に
着
き
ま
し
た
。
徳
県
を
通
過
す
る
と
き

に
け
た
た
ま
し
い
銃
声
が
し
て
警
備
兵
か
ら
「
窓
を
閉
め
ろ
、
カ
ー

テ
ン
を
下
ろ
せ
、
床
に
伏
せ
ろ
」
と
命
令
が
下
り
、
身
の
危
険
を
感

じ
息
を
殺
し
て
じ
っ
と
し
て
い
ま
し
た
。
済
南
駅
で
栗
の
入
っ
た
お

弁
当
と
お
茶
が
配
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
が
、
味
を
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
ば
ら
く
し
て
徐
州
駅
に
着
く
と
、
こ
こ
で
降
車
し
て
対
岸
の
南

京
市
ま
で
船
で
渡
り
ま
し
た
。
濁
流
の
揚
子
江
は
ま
る
で
海
の
よ
う

で
し
た
。
南
京
の
日
本
陸
軍
輜
重
隊
の
空
室
で
休
息
を
取
り
な
が
ら

そ
の
後
の
命
令
を
待
っ
て
い
る
と
、
上
海
登
一
六
三
一
部
隊
へ
の
派

遣
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
ま
で
ど
こ
に
行
く
の
か
は
知
ら
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

南
京
か
ら
上
海
ま
で
は
再
び
汽
車
の
旅
で
、
沿
線
の
鎮
江
、
無
錫
、

蘇
州
な
ど
有
名
な
都
市
を
通
っ
て
翌
日
の
早
朝
、
上
海
北
但
停
車
場

に
到
着
、
江
湾
鎮
に
向
か
い
ま
し
た
。
更
に
そ
こ
か
ら
三
キ
ロ
ほ
ど

の
道
程
を
歩
い
て
や
っ
と
部
隊
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。
こ
の
日
は
三

月
三
日
、
雛
祭
の
日
で
、
仙
台
駅
を
出
発
し
て
一
〇
日
以
上
か
け
て

や
っ
と
目
的
地
に
到
着
し
た
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
の
移
動
は
本
当
に

大
変
だ
っ
た
の
で
、
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
。

初
め
て
見
る
上
海
の
街
は
平
穏
で
華
や
か
で
、
人
々
が
洋
車
に

乗
っ
て
街
を
走
り
抜
け
て
い
く
の
を
見
て
、
こ
れ
が
戦
争
を
し
て
い

る
国
な
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。
目
の
前
に
見
え
る
の
は
、
戦
時
色
の

強
い
日
本
と
は
全
く
違
っ
た
光
景
で
し
た
。
日
本
国
内
で
は
国
民
総

動
員
、
竹
や
り
の
練
習
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
頃
で
す
か
ら
。

と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

専
門
科
目
で
は
一
学
年
第
一
学
期
で
解
剖
生
理
学
、
衛
生
学
総
論
、

細
菌
学
及
び
消
毒
法
、
包
帯
法
、
患
者
運
搬
法
、
看
護
法
、
治
療
介
補
、

急
性
伝
染
病
お
よ
び
一
般
主
要
疾
患
、
あ
ん
摩
法
な
ど
の
科
目
を
習

得
し
ま
し
た
。

外
国
語
は
当
初
の
計
画
で
は
英
語
で
し
た
が
、
敵
国
の
言
葉
で

あ
る
と
の
こ
と
で
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
ド
イ
ツ
語
を
習
得
す
る
こ

と
と
な
り
、
三
学
年
ま
で
学
習
し
ま
し
た
。
二
学
期
で
は
、
一
学
期

か
ら
継
続
し
て
行
わ
れ
る
科
目
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て

新
し
く
陸
海
軍
制
規
、
衛
生
勤
務
要
領
、
病
理
学
と
精
神
衛
生
、
患

者
運
搬
法
、
手
術
介
補
、
急
性
伝
染
病
と
一
般
主
要
疾
患
、
慢
性
伝

染 

病
と
寄
生
虫
病
予
防
法
、
外
傷
、
栄
養
大
意
と
食
餌
法
を
学
び
ま

し
た
。
三
学
期
に
は
継
続
受
講
し
た
科
目
に
新
た
に
医
療
器
械
解
説
、

救
急
法
、
薬
物
調
剤
、
看
護
歴
史
も
加
わ
り
ま
し
た
。

二
学
年
の
一
学
期
で
は
修
身
、
公
民
科
、
教
育
学
、
手
術
介
補
、

母
性
、
乳
幼
児
衛
生
大
意
、
臨
床
検
査
法
な
ど
の
ほ
か
学
校
衛
生
も

学
習
し
ま
し
た
。
二
学
期
で
は
修
身
、
公
民
科
、
教
育
学
、
学
校
衛

生
な
ど
の
ほ
か
に
、
環
境
産
業
衛
生
、
社
会
事
業
、
社
会
保
険
、
統

計
学
な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
三
学
期
に
は

修
身
訓
話
、
教
育
学
、
心
理
学
、
学
校
衛
生
、
学
校
衛
生
実
技
練
習
、

看
護
法
、
消
毒
法
、
体
操
の
実
技
な
ど
の
科
目
を
修
得
し
ま
し
た
。



87　人道研究ジャーナルvol.5 86

上
海
第
一
陸
軍
病
院
で
の
勤
務

登
一
六
三
一
部
隊
は
、
み
ん
な
に
青
葉
部
隊
と
呼
ば
れ
て
い
て
司

令
官
は
宮
城
県
の
方
で
し
た
。
私
た
ち
第
五
四
七
救
護
班
は
上
海
第

一
陸
軍
病
院
へ
配
属
に
な
り
ま
し
た
。
一
時
は
一
万
人
の
傷
病
兵
が

入
院
し
て
い
た
大
病
院
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇

年
）
三
月
五
日
に
は
第
一
五
七
兵
站
病
院
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

私
は
一
年
三
カ
月
の
間
、
五
病
棟
（
外
科
・
内
科
の
混
合
病
棟
）、
九

病
棟
（
収
容
病
棟
）、
四
病
棟 

（
精
神
・
内
科
・
結
核
の
混
合
病
棟
）、
七
病

棟 

・
八
病
棟 

（
伝
染
病
棟
）
の
順
で
五
つ
の
病
棟
で
勤
務
し
ま
し
た
。

看
護
体
制

宮
城
班
の
編
成
は
婦
長
一
名
（
病
気
の
た
め
内
地
送
還
と
な
り
途
中
交

代
）、
看
護
婦
二
〇
名
（
新
卒
者
六
名
、
他
は
経
験
一
年
目
か
ら
六
年
目
の

看
護
婦
）、
書
記
一
名
、
使
丁
一
名
で
し
た
。
病
棟
編
成
は
完
全
看
護

体
制
で
、
傷
病
兵
の
入
院
患
者
二
百
名
（
過
半
数
は
重
症
患
者
）
に
対
し
、

二
十
名
で
看
護
を
行
い
ま
し
た
。
勤
務
体
制
は
一
勤
務
一
二
時
間
勤

務
の
交
代
制
で
、
日
勤
六
名
、
夜
勤
二
名
体
制
で
し
た
。

病
棟
勤
務
の
状
況

五
病
棟
は
外
科
・
内
科
病
棟
で
二
カ
月
間
勤
務
し
ま
し
た
。
外
科 

・
内
科
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
診
察
室
、
病
棟
、
管
理
（
被
服
）
な

ど
に
分
か
れ
た
勤
務
体
制
で
し
た
。
私
は
診
察
室
で
診
療
介
助
の
補

助
的
な
業
務
を
行
い
ま
し
た
。

九
病
棟
で
は
二
カ
月
間
勤
務
し
ま
し
た
。
就
業
当
時
は
開
放
性
結

核
患
者
が
入
院
し
て
い
た
が
、
次
々
と
内
地
還
送
と
な
り
、
そ
の
後

は
湖
南
戦
争
の
傷
病
者
が
大
勢
入
院
し
て
き
ま
し
た
。
ア
メ
ー
バ
性

赤
痢
、
マ
ラ
リ
ア
三
日
熱
の
患
者
が
多
く
、
氷
枕
の
入
れ
替
え
や
便

器
の
世
話
、
食
事
の
世
話
と
息
つ
く
暇
の
な
い
ほ
ど
の
多
忙
さ
で
し

た
。最

も
大
変
だ
っ
た
の
が
伝
染
病
棟
勤
務
で
し
た
。
病
院
の
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
七
、八
病
棟
で
、
病
棟
脇
に
は
ク
リ
ー
ク
（
堀
） 

が

走
っ
て
お
り
、
満
開
の
カ
ン
ナ
の
花
や
ね
む
の
木
が
咲
き
誇
り
小
さ

な
花
が
心
を
癒
し
て
く
れ
ま
し
た
。
病
棟
は
平
家
建
て
の
東
西
に
長

い
建
物
で
ベ
ッ
ド
数
は
二
百
床
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
腸
チ

フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
赤
痢
、
ア
メ
ー
バ
赤
痢
、
コ
レ
ラ
な
ど
の
患

者
が
ほ
ぼ
満
床
で
、
更
に
毎
日
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ば
れ
て
く
る
患

者
の
収
容
な
ど
で
繁
忙
を
極
め
ま
し
た
。
配
置
看
護
婦
は
総
数
二
二

名
で
日
勤
七
、八
名
、
夜
勤
は
二
名
、
二
交
代
体
制
で
想
像
を
遥
か

に
超
え
た
激
務
で
し
た
。

何
度
も
下
痢
を
繰
り
返
し
て
苦
し
む
人
、
高
熱
に
呻
く
人
、
脳
症

を
併
発
し
て
病
棟
や
病
舎
外
を
う
ろ
う
ろ
徘
徊
す
る
人
な
ど
、
ま
る

で
生
き
地
獄
の
よ
う
で
し
た
。
日
勤
も
夜
勤
も
累
々
と
積
ま
れ
た
便

器
の
洗
浄
と
消
毒
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
へ
の
配
達
に
追
わ
れ
た
。
煮
沸

消
毒
後
、
担
架
に
乗
せ
て
、「
ふ
か
し
い
も
で
す
よ
」 

な
ど
と
冗
談
を

言
っ
て
、
少
し
で
も
傷
病
兵
の
気
持
ち
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
な
が
ら

ベ
ッ
ド
下
に
置
い
て
回
り
ま
し
た
。
排
尿
介
助
も
一
苦
労
で
、
百
人

ほ
ど
の
排
尿
介
助
な
の
で
尿
器
の
始
末
は
並
大
抵
の
大
変
さ
で
は
な

か
っ
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
排
尿
介
助
後
は
針
金
で
持

ち
手
を
つ
け
た
石
油
の
空
き
缶
に
尿
を
集
め
て
歩
き
ま
し
た
。

空
襲
の
下
で
続
く
激
務
の
日
々

注
射
は
毎
日
百
人
ほ
ど
に
リ
ン
ゲ
ル
液
の
皮
下
注
射
を
し
ま
し
た

が
、
両
下
肢
の
大
腿
部
に
注
射
針
を
刺
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
液
が
落
ち

る
の
を
確
か
め
、
大
腿
部
に
温
湿
布
し
な
が
ら
液
の
吸
収
を
よ
く
す

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
の
他
身
の
回
り
の
世
話
は
同
室
の
軽
傷
患

者
さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
洗
顔
、
シ
ー

ツ
交
換
、
便
器
の
世
話
、
リ
ン
ゲ
ル
液
注
射
の
温
湿
布
な
ど
み
ん
な

協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
。

夜
勤
の
と
き
は
、
顔
や
体
に
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
よ
う
な
蚊
の
大
群

【上海第一陸軍病院 （収容病床１０,０００床) 】上海第一陸軍病院（収容病床１０, ０００床 )



89　人道研究ジャーナルvol.5 88

の
襲
撃
に
耐
え
な
が
ら
六
時
間
立
ち
通
し
の
看
護
で
、
特
に
脳
症
で

行
方
不
明
に
な
っ
た
患
者
の
捜
索
を
し
た
と
き
は
、
精
魂
つ
き
果
て

て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
様
々
な
極
限
状
態
を
克
服
し
た
思
い

出
が
尽
き
ま
せ
ん
。
勤
務
を
終
え
て
や
れ
や
れ
と
思
っ
た
頃
、
足
は

練
馬
大
根
の
よ
う
に
膨
れ
上
が
り
、
そ
の
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
一

キ
ロ
も
離
れ
た
院
外
に
あ
る
宿
舎
に
帰
り
、
倒
れ
る
よ
う
に
眠
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
瀕
死
の
重
傷
患
者
が
回
復
し
て
原
隊
復
帰
を
命
ぜ
ら

れ
退
院
し
て
ゆ
く
日
の
晴
れ
や
か
な
顔
を
見
る
と
看
護
婦
と
し
て
の

喜
び
を
感
じ
ま
し
た
。
見
送
り
に
力
が
入
っ
た
こ
と
な
ど
様
々
な
情

景
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
一
〇
カ
月
の
伝
染
病
棟

勤
務
を
終
え
、
翌
年（
昭
和
二
〇
年
）
四
月
に
は
四
病
棟
勤
務
を
命
ぜ

ら
れ
ま
し
た
。

四
病
棟
は
、
内
科
・
精
神
科
・
女
子
軍
属
な
ど
の
混
合
病
棟
で
し
た
。

戦
局
が
だ
ん
だ
ん
険
悪
に
な
り
、
沖
縄
本
土
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
空
軍

の
飛
行
機
Ｂ
29
の
空
襲
も
日
増
し
に
頻
繁
に
な
り
ま
し
た
。
度
々
空

襲
を
受
け
て
、
部
隊
も
益
々
緊
張
の
度
が
加
わ
り
、
あ
わ
た
だ
し
さ

が
増
し
て
い
く
中
、
私
は
看
護
業
務
の
傍
ら
「
伝
令
」
の
役
割
を
命
ぜ

ら
れ
ま
し
た
。「
伝
令
」
は
本
部
か
ら
受
け
た
情
報
を
で
き
る
だ
け
早

く
病
棟
勤
務
の
救
護
員
に
伝
え
る
役
目
で
す
。
本
部
か
ら
五
百
メ
ー

ト
ル
ぐ
ら
い
離
れ
た
四
病
棟
ま
で
空
襲
の
状
況
や
対
策
な
ど
の
指
令

を
伝
え
る
の
で
す
が
、
メ
モ
用
紙
と
鉛
筆
を
持
参
し
一
人
で
重
責
を

担
っ
た
そ
の
緊
張
感
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
特
に
精
神
科
の
患
者
を

ど
の
よ
う
に
避
難
さ
せ
る
か
が
病
棟
で
は
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
し

た
。
沖
縄
に
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ
の
敵
機
は
無
差
別
に
爆
弾
を
落
と

し
、
兵
站
病
院
の
あ
ち
こ
ち
に
被
害
が
出
て
い
ま
し
た
。
特
に
女
子

軍
属
病
棟
は
連
日
空
襲
を
受
け
て
避
難
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。
ま

た
、
空
襲
警
報
が
鳴
り
響
い
て
い
て
も
長
い
廊
下
を
ひ
た
す
ら
走
っ

て
伝
令
の
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
空
襲
で
死

ぬ
こ
と
も
覚
悟
し
て
い
ま
し
た
。

戦
争
と
は
い
え
、
赤
十
字
条
約
も
何
も
無
視
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、

そ
れ
に
は
憤
り
を
感
じ
ま
し
た
。

南
市
陸
軍
病
院
へ
転
属
。
そ
し
て
撤
退
。

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
七
月
二
三
日
、
突
然
、
上
海
地
区
南

市
第
一
七
三
兵
站
病
院
へ
の
転
属
命
令
が
下
り
、
私
た
ち
は
青
葉
部

隊
を
後
に
し
ま
し
た
。

日
増
し
に
激
し
さ
を
増
す
米
軍
機
の
空
襲
を
避
け
る
た
め
に
、
租

界
の
方
に
分
散
し
て
被
害
を
少
な
く
す
る
方
策
を
取
っ
た
と
の
こ
と

で
し
た
。
慌
た
だ
し
い
出
発
と
な
り
、手
荷
物
を
持
っ
て
軍
用
ト
ラ
ッ

ク
の
荷
台
に
乗
車
し
、
久
し
ぶ
り
に
上
海
の
街
並
み
を
眺
め
な
が
ら

ガ
ー
デ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
渡
り
ま
し
た
。
ジ
ス
フ
ェ
ル
ド
公
園
を
右
手

に
展
望
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
入
っ
て
、
そ
の
夜
は
震
旦
大
学

に
宿
泊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
す
が
に
国
際
都
市
上
海
の
租

界
は
近
代
的
な
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
震
旦
大
学
も
そ
れ
に
違
わ
ず
、

病
棟
の
廊
下
の
床
は
コ
ル
ク
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
シ
ャ
ワ
ー
室
や
ト

イ
レ
は
水
洗
式
で
近
代
的
設
備
が
整
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
夜
は
久

し
ぶ
り
に
ベ
ッ
ド
で
熟
睡
で
き
ま
し
た
。

七
月
二
七
日
、
南
市
第
一
七
三
兵
站
病
院
に
到
着
し
、
直
ち
に

勤
務
に
就
き
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
た
八
月
一
五
日
「
部
隊
長
殿
か

ら
重
大
な
話
が
あ
る
の
で
中
庭
に
集
合
せ
よ
」 

と
の
お
ふ
れ
が
あ
り
、

私
た
ち
の
班
も
中
庭
に
全
員
集
合
し
て
天
皇
陛
下
の
「
終
戦
の
詔
勅
」

を
直
立
不
動
の
姿
勢
で
伺
い
ま
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
日
本
は
負
け
た

の
だ
」
み
ん
な
肩
を
寄
せ
合
っ
て
号
泣
し
ま
し
た
。

八
月
二
六
日
、
い
よ
い
よ
撤
退
の
日
が
き
ま
し
た
。
日
本
租
界
の

上
海
第
一
中
心
区
に
あ
る
上
海
第
一
女
学
校
と
同
商
業
学
校
に
部
隊

ご
と
移
動
し
、
更
に
傷
病
共
の
救
護
活
動
を
続
け
る
よ
う
に
と
の
部

隊
長
命
令
が
下
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
間
に
亘
り
、
傷
病
兵
の

輸
送
、
食
糧
品
、
医
療
器
材
、
器
具
、
医
薬
品
な
ど
の
引
っ
越
し
作

業
が
あ
り
、
軍
医
、
衛
生
兵
、
赤
十
字
救
護
看
護
婦
、
陸
軍
看
護
婦

な
ど
、
み
ん
な
が
協
力
し
て
行
い
ま
し
た
。

敗
戦
～
投
石
を
受
け
な
が
ら

九
月
一
日
に
は
撤
収
作
業
が
す
べ
て
完
了
し
、
二
つ
の
学
校
は
兵

站
病
院
へ
と
変
貌
を
遂
げ
ま
し
た
。
病
院
設
営
は
部
隊
あ
げ
て
の
大

変
な
作
業
で
し
た
。

私
た
ち
宮
城
班
は
一
袋
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
米
袋
、
薬
袋
、

砂
糖 

袋
、
医
薬
品
な
ど
の
積
荷
を
肩
に
背
負
っ
て
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台

一
杯
に
積
み
上
げ
輸
送
に
あ
た
り
ま
し
た
。
赤
十
字
の
制
服
を
着
用

し
荷
物
の
上
に
「
伏
せ
」
の
姿
勢
で
衛
生
兵
と
共
に
乗
り
込
み
、
幾
多

の
危
険
も
顧
み
ず
夢
中
に
な
っ
て
任
務
に
従
事
し
ま
し
た
。
兵
隊
は

銃
を
捨
て
、
身
を
守
る
も
の
は
何
も
無
い
状
態
、
赤
十
字
救
護
班
も

赤
十
字
の
旗
の
下
と
云
っ
て
も
安
全
な
筈
は
な
く
、
傷
病
兵
の
輸
送

中
も
現
地
人
か
ら
罵
声
や
ツ
バ
を
浴
び
せ
ら
れ
、
ま
た
投
石
や
銃
撃

な
ど
の
仕
打
ち
を
受
け
な
が
ら
、
い
わ
ば
死
の
危
険
に
晒
さ
れ
な
が

ら
の
作
業
で
し
た
。

二
つ
の
学
校
の
教
室
は
机
や
椅
子
を
全
部
戸
外
に
運
び
出
し
、
清

掃
し
て
か
ら
藁
布
団
を
三
列
に
並
べ
て
ぎ
っ
し
り
と
敷
き
詰
め
、
列

と
列
と
の
間
を
三
〇
セ
ン
チ
開
け
て
通
路
を
作
っ
て
、
ベ
ッ
ド
メ
ー

キ
ン
グ
を
行
い
、
立
錐
の
余
地
の
な
い
程
詰
め
込
ん
だ
病
室
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
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ま
た
、
ト
イ
レ
が
少
な
い
の
で
校
庭
に
穴
を
掘
っ
て
ト
イ
レ
作
り

の
作
業
も
し
ま
し
た
。
急
ご
し
ら
え
の
病
室
作
り
も
よ
う
や
く
完
了

し 

、
第
一
五
七
兵
姑
病
院
と
し
て
敗
戦
後
の
救
護
活
動
を
開
始
し
た

の
で
す
。
翌
日
か
ら
早
速
傷
病
兵
の
収
容
作
業
が
始
ま
り
、
漢
口
・

武
漢
・
南
京
な
ど
の
前
線
部
隊
が
続
々
と
撤
退
し
傷
病
兵
は
過
酷
な

退
却
行
軍
で
栄
養
失
調
と
な
り
、
ま
た
極
度
の
衰
弱
状
態
に
陥
り
兵

站
病
院
前
で
息
を
引
き
取
る
傷
病
兵
も
い
ま
し
た
。
白
衣
は
泥
に
ま

み
れ
て
黒
衣
と
な
り
、
ノ
ミ
・
シ
ラ
ミ
・
南
京
虫
な
ど
の
巣
と
な
っ

た
体
で
収
容
さ
れ
る
と
か
、
収
容
業
務
も
困
難
を
極
め
、
一
日
五
、

六
百
名
の
傷
病
者
の
収
容
業
務
を
何
日
か
続
け
た
よ
う
な
思
い
出
が

あ
り
ま
す
。
広
大
な
元
学
校
の
講
堂
で
ま
ず
収
容
患
者
の
汚
れ
た
病

衣
を
脱
衣
し
、
全
身
を
清
拭
し
次
に
身
体
検
査
の
上
、
軍
医
の
診
察

を
受
け
て
入
院
病
棟
を
決
定
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
手
際
よ
く
短

期
間
で
終
え
る
こ
と
が
大
事
な
作
業
で
し
た
。

ま
た
、
そ
の
後
始
末
は
大
変
な
も
の
で
講
堂
は
病
衣
に
付
着
し
て

い
た
ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
、
南
京
虫
な
ど
が
這
い
ず
り
回
っ
て
お
り
、
大

き
な
ご
み
取
り
に
か
き
集
め
る
の
で
す
が
、
ご
み
取
り
に
二
、三
杯

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
を
戸
外
で
焼
却
す
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
弾
け
る
音
が
今
で
も
耳
に
残
っ
て
い
ま
す
。
業
務
を

終
え
て
重
い
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
宿
舎
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
み
ん

な
裸
に
な
り
、
下
着
に
付
着
し
た
ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
、
南
京
虫
の
駆
除

撤
退
で
身
の
危
険
に
曝
さ
れ
な
が
ら
、
無
念
さ
と
惨
め
さ
を
十
分
過

ぎ
る
ほ
ど
味
わ
っ
た
身
に
と
っ
て
、
追
い
打
ち
の
よ
う
に
押
し
寄
せ

る
敗
者
の
立
場
は
屈
辱
感
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
そ
れ
ら
の
監
視
兵

が
時
折
青
龍
刀
を
持
参
し
て
病
棟
巡
視
に
訪
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
あ
る
時
な
ど
は
酒
気
を
帯
び
て
暴
れ
出
し
た
の
で
、
夜
勤
の
看

護
師
が
た
い
へ
ん
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
夜
間
の
巡
視
は
中
止
し
て

ほ
し
い
と
申
し
入
れ
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

私
は
病
室
の
担
当
と
兼
任
で
被
服
係
を
命
ぜ
ら
れ
、
被
服
倉
庫

の
管
理
や
病
衣
の
着
脱
の
世
話
、
汚
れ
た
病
衣
を
洗
濯
場
に
輸
送
し
、

綺
麗
な
病
衣
を
被
服
倉
庫
に
保
管
す
る
と
い
う
業
務
を
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
日
病
棟
の
事
務
業
務
係
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
従
来

か
ら
事
務
業
務
は
衛
生
兵
の
担
当
で
し
た
が
、
そ
の
衛
生
兵
が
本
部

勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
そ
の
後
任
に
と
の
こ
と
で
し
た
。

火
葬
場
も
接
収
さ
れ
土
葬
に

事
務
係
の
業
務
は
病
棟
事
務
管
理
業
務
と
死
亡
し
た
傷
病
兵
の

お
葬
式
の
段
取
り
、
遺
骨
の
保
存
な
ど
で
し
た
。
不
慣
れ
で
か
つ
未

経
験
な
業
務
を
必
至
の
覚
悟
で
日
々
行
い
ま
し
た
。
病
棟
事
務
管
理

は
傷
病
兵
の
動
向
や
勤
務
者
の
動
向
な
ど
を
管
理
日
誌
に
記
載
す
る

と
か
本
部
に
報
告
す
る
な
ど
の
業
務
で
し
た
が
、
死
亡
し
た
傷
病
兵

* 写真出典元：「道」日本赤十字社宮城県支部 従軍救護看護婦の記録
救護員十訓

出典：「道」日本赤十字社宮城県支部従軍救護看護婦の記録

を
行
い
ま
し
た
。
シ
ラ
ミ
が
媒
介
し
パ
ラ
チ
フ
ス
な
ど
に
催
患
し
た

同
僚
が
三
人
も
い
ま
し
た
。

蒋
介
石
軍
の
進
駐

わ
が
班
の
担
当
病
棟
に
は
栄
養
失
調
に
ア
メ
ー
バ
赤
痢
の
併
発
、

肺
結
核 

・
肋
膜
炎
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
コ
レ
ラ
、
ペ
ス
ト

破
傷
風
な
ど
の
重
症
者
が
三
百
人
ほ
ど
収
容
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
各
病
棟
か
ら
四
、五
人
の
看
護
師
が
使
役
に
集
合
す
る

よ
う
に
と
の
命
令
が
下
り
ま
し
た
。

私
も
集
合
し
た
一
人
で
、
何
事
か
と
不
安
を
感
じ
な
が
ら
の
集
合

で
し
た
が
、
国
府
軍 

（
蒋
介
石
の
率
い
る
軍
隊
） 

が
進
駐
し
、
私
た
ち

の
第
一
五
三
兵
姑
病
院
を
監
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
元
学

校
の
同
窓
会
館
（
日
本
家
屋
）
を
使
用
す
る
の
で
、国
府
軍
兵
士
の
ベ
ッ

ド
作
り
や
そ
の
他
の
兵
舎
作
り
を
遺
漏
な
い
よ
う
に
準
備
を
す
る
よ

う
に
と
の
命
令
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
作
業
の
終
了
間
際
に
国
府
軍
が

進
駐
し
て
き
た
初
冬
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
綿
入
れ
の
軍
服

に
鍋
・
釜
や
傘
を
背
負
い
、
青
龍
刀
を
手
に
し
た
兵
士
が
五
〇
人
ほ

ど
い
ま
し
た
。

赤
十
字
の
旗
の
下
、
彼
我
の
別
な
く
傷
病
兵
の
看
護
に
当
た
る
の

が
赤
十
字
の
基
本
で
も
あ
り
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
撤
退
に
次
ぐ
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に
対
す
る
対
策
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
す
。
元
々
日
本
軍

の
火
葬
場
は
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
中
国
軍
に
接
収
さ
れ
た
た

め
、
死
体
は
土
葬
に
よ
る
埋
葬
に
な
り
ま
し
た
。
各
病
棟
で
は
毎
日

冷
た
い
ベ
ッ
ド
で
息
を
引
き
取
る
傷
病
兵
が
後
を
絶
た
ず
、
週
一
回

行
わ
れ
る
葬
儀
は
部
隊
長
閣
下
、
関
係
者
が
出
席
し
、
僧
侶
経
験
の

あ
る
衛
生
兵
に
よ
っ
て
読
経
が
行
わ
れ
、
参
加
者
の
焼
香
を
終
え
た

後
、
私
は
お
葬
式
の
段
取
り
と
埋
葬
、
遺
骨
の
保
管
な
ど
一
切
の
行

事
を
行
う
役
割
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

夜
勤
の
看
護
師
は
死
体
処
置
の
後
、
親
指
を
手
根
中
手
関
節
か
ら
、

示
指
は
第
三
関
節
か
ら
外
し
、
二
本
の
指
を
紙
に
包
ん
で
死
体
の
病

衣
の
懐
に
安
置
す
る
と
い
う
申
し
合
わ
せ
事
項
が
作
ら
れ
、
ご
遺
体

は
急
ご
し
ら
え
の
バ
ラ
ッ
ク
の
遺
体
安
置
所
に
移
送
し
て
、
さ
さ
や

か
な
病
院
葬
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
土
葬
に
よ
る
埋
葬
と
な
っ
た

の
で
す
が
、
私
は
予
め
病
棟
内
の
傷
病
兵
の
中
か
ら
一
、二
等
兵
で

軽
傷
の
人
を
選
び
、
穴
掘
り
の
使
役
と
し
て
協
力
を
お
願
い
し
ま
し

た
。
敗
戦
後
の
遺
体
処
置
は
土
葬
と
な
っ
た
の
で
、大
き
な
穴
を
掘
っ

て
幾
体
も
一
度
に
埋
葬
し
ま
し
た
が
、
五
、六
人
の
使
役
傷
病
兵
と

一
緒
に
な
っ
て
泥
と
汗
に
ま
み
れ
な
が
ら
シ
ャ
ベ
ル
を
使
っ
て
穴
堀

り
に
熱
中
し
ま
し
た
。

無
事
に
埋
葬
が
終
わ
り
、
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
み
ん
な

で
手
を
き
れ
い
に
洗
い
、
傍
ら
の
草
地
に
腰
を
下
ろ
し
休
憩
を
取
り

ま
し
た
。
休
憩
用
の
お
や
つ
は
、
給
食
場
か
ら
特
別
に
頂
い
た
残
飯

で
作
っ
た
お
に
ぎ
り
と
残
り
も
の
の
お
か
ず
で
し
た
。
常
日
頃
お
腹

を
減
ら
し
て
い
る
若
者
は
お
腹
一
杯
に
食
べ
て
楽
し
い
ひ
と
時
を
過

ご
し
ま
し
た
。

私
に
は
更
に
重
要
な
業
務
が
あ
り
、
そ
れ
は
予
め
格
納
し
て
い

た
栂
指
と
示
指
を
焼
い
て
遺
骨
に
す
る
作
業
で
し
た
。
埋
葬
し
た
墓

地
の
近
く
で
病
棟
か
ら
離
れ
た
寂
し
げ
な
場
所
に
防
空
壕
が
一
基
あ

り
、
そ
の
近
く
に
炉
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
衛
生
兵
に
依
頼
し

て
、
そ
こ
に
「
網
渡
し
」
を
置
い
て
も
ら
い
、
薪
を
炉
に
燃
や
し
て
遺

骨
を
作
り
ま
し
た
。
小
さ
な
遺
骨
箱
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
遺
骨
を
丁

寧
に
入
れ
て
、
氏
名
や
隊
名
を
記
入
し
、
防
空
壕
の
祭
壇
に
保
管
す

る
作
業
を
や
り
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
遺
族
の
心
情
を
思
い
な
が
ら
、
人
の
終
末
期
に

係
わ
る
重
要
な
任
務
と
心
得
て
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
な
に
し
ろ
初

め
て
の
こ
と
ば
か
り
で
、
そ
し
て
誰
も
が
多
忙
で
、
未
経
験
の
こ
と

を
教
え
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
と
い
う
状
況
の
中
、
思
索
し
な
が
ら

や
っ
て
い
た
こ
と
が
良
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
未
だ
に
思
い
に
耽
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

喜
び
の
帰
還
命
令
。
二
年
ぶ
り
に
日
本
の
土
…
…

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
四
月
、
部
隊
の
引
き
上
げ
が
決
定
し

ま
し
た
。
何
度
か
糠
喜
び
し
た
後
の
確
定
だ
っ
た
の
で
み
ん
な
で
大

喜
び
で
し
た
。
私
は
本
部
に
呼
ば
れ
、
何
事
か
と
怯
え
な
が
ら
出
頭

し
た
と
こ
ろ
、「
傷
病
兵
が
日
本
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
で
渡
す
給
金

の
計
算
を
す
る
よ
う
に
」
と
の
指
示
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
が
忙
し
く
、

毎
日
事
務
室
で
徹
夜
作
業
同
様
な
業
務
に
従
事
し
ま
し
た
。
慣
れ
な

い
仕
事
で
不
安
で
し
た
が
、
三
百
人
余
り
の
兵
士
ひ
と
り
ひ
と
り
の

軍
歴
調
査
を
し
て
、
単
価
を
掛
け
て
金
額
を
出
し
書
類
を
整
え
る
事

務
作
業
だ
っ
た
の
で
す
。
本
部
の
上
司
に
計
算
書
を
提
出
し
た
後
で

も
尚
、
計
算
間
違
い
が
あ
っ
た
ら
、
兵
士
に
損
失
を
与
え
て
し
ま
う

と
思
う
と
常
に
仕
事
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

内
地
送
還
の
日
、
身
の
周
り
の
物
を
ト
ラ
ン
ク
に
詰
め
て
上
海
市

の
旧
市
政
府
の
広
場
に
集
結
し
、
国
府
軍
の
大
尉
の
検
閲
を
受
け
ま

し
た
。
目
ぼ
し
い
品
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
僅
か
の
持
ち
物
を
掻
き
集

め
て
包
み
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
運
転
す
る
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
積
み
上

げ
ら
れ
た
荷
物
の
上
に
う
つ
伏
せ 

に
乗
り
、
飯
田
桟
橋
に
向
か
い
ま

し
た
。
飯
田
桟
橋
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
Ｌ
Ｓ
Ｔ
（
上
陸
用
舟
艇
）
に
乗
船

し
、
い
よ
い
よ
日
本
に
向
け
て
出
発
し
ま
し
た
。
Ｌ
Ｓ
Ｔ
の
船
倉
に

は
私
た
ち
の
他
に
立
錐
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
傷
病
兵
や
中
国
奥
地
か

ら
帰
還
し
た
兵
士
や
軍
属
が
乗
船
し
て
い
ま
し
た
。

み
る
み
る
遠
く
な
る
中
国
大
陸
、
春
ま
だ
浅
き
ウ
ー
ス
ン
沖
を
小

船
に
乗
っ
て
別
れ
を
惜
し
ん
で
く
れ
た
残
留
日
本
兵
士
の
姿
が
今
で

も
瞼
に
浮
か
び
ま
す
。
玄
海
灘
に
さ
し
か
か
っ
た
辺
り
で
、
大
き
な

音
が
し
て
突
然
足
元
に
兵
隊
が
落
下
し
て
き
た
の
で
す
。
私
と
同
僚

二
、三
人
は
怪
我
を
し
て
大
騒
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
私
の
両
下
肢
は

二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
皮
下
出
血
が
お
き
、
疼
痛
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
船
の
甲
板
を
散
歩
し
て
い
た
兵
士
が
甲
板
の
大
き

な
穴
に
吸
い
込
ま
れ
船
倉
ま
で
落
下
し
た
ら
し
く
、
本
当
に
お
気
の

毒
で
し
た
。

下
肢
の
傷
が
良
く
な
り
か
け
た
頃
、
友
人
と
共
に
甲
板
に
上
っ
て

み
る
と
、
偶
然
、
角
田
小
学
校
の
同
級
生
で
家
も
近
所
の
兵
士
と
出

会
い
、
両
人
共
に
驚
き
、
無
事
を
喜
び
合
っ
た
と
い
う
ひ
と
こ
ま
も

あ
り
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
五
島
列
島
が
見
え
、
日
本
本
土
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

山
陰
沖
を
通
り
、
桜
が
満
開
の
四
月
中
旬
、
舞
鶴
港
の
平
桟
橋
に
入

港
し
ま
し
た
。
先
ず
、
傷
病
兵
を
Ｌ
Ｓ
Ｔ
か
ら
移
送
し
、
国
立
舞
鶴

病
院
に
送
り
、
衛
生
兵
が
大
事
に
持
っ
て
い
た
遺
骨
は
駐
在
し
て
い

た
厚
生
省
援
護
院
の
係
官
に
無
事
手
渡
さ
れ
た
と
聞
き
、
私
は
よ
う

や
く
肩
の
荷
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
規
定
に
沿
っ
た
給
金
は
心

配
し
て
い
た
計
算
間
違
い
も
な
く
、
関
係
し
た
す
べ
て
の
帰
還
者
へ

無
事
支
給
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
心
の
底
か
ら
や
れ
や
れ
と
安
心
し
ま

し
た
。
私
達
も
壱
千
円
の
給
金
を
受
け
取
り
、
故
郷
に
帰
還
す
る
旅
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費
に
し
ま
し
た
。
検
疫
所
で
検
疫
を
受
け
、
更
に
消
毒
と
い
う
こ
と

で
全
身
に
Ｄ
Ｄ
Ｔ
の
粉
末
を
散
布
さ
れ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ
散
布
を
受
け
た
の

は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
の
後
入
浴
し
、
一

泊
し
て
翌
日
故
郷
の
宮
城
県
に
向
け
て
出
発
し
ま
し
た
。

足
の
踏
み
場
の
な
い
ほ
ど
の
満
員
列
車
の
通
路
に
座
り
、
上
野

駅
を
通
過
し
て
懐
か
し
い
仙
台
駅
に
到
着
し
ま
し
た
。
二
年
五
ヶ
月

振
り
に
降
り
立
っ
た
仙
台
の
街
並
み
は
見
渡
す
限
り
焼
野
原
と
な
り
、

慙
愧
に
堪
え
な
い
心
境
で
し
た
。
ま
ず
日
本
赤
十
字
社
宮
城
支
部
に

挨
拶
へ
伺
っ
た
後
で
角
田
市
の
実
家
へ
向
か
い
ま
し
た
。
後
日
、
借

用
品
す
べ
て
を
持
参
し
て
赤
十
字
支
部
を
訪
問
、
丁
寧
に
ご
挨
拶
を

申
し
上
げ
、
衣
服
類
の
借
用
品
を
返
還
し
ま
し
た
。
す
べ
て
の
手
続

き
を
終
了
し
、
昭
和
二
一
年
五
月
三
日
、
正
式
に
召
集
解
除
と
な
り

ま
し
た
。い

ま
思
う
七
〇
年
前
の
日
々

赤
十
字
救
護
看
護
師
と
し
て
約
二
年
三
カ
月
戦
塵
渦
巻
く
戦
場

で
、
ま
た
は
敗
戦
に
よ
る
抑
留
の
身
に
な
っ
て
も
、
傷
病
者
の
看
護

活
動
に
挺
身
し
ま
し
た
が
、
日
々
押
し
寄
せ
る
苦
痛
や
不
安
感
を
乗

り
越
え
て
活
動
で
き
た
の
は
、
赤
十
字
の
思
想
で
あ
る
人
道
博
愛
の

精
神
が
根
幹
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

繰
り
上
げ
卒
業
で
満
一
九
歳
一
〇
カ
月
と
い
う
新
卒
の
看
護
活
動
で
、

す
べ
て
が
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
の
で
す
。

今
、
考
え
て
み
る
と
、
若
さ
ゆ
え
の
感
覚
な
の
か
、
苦
労
し
た
と

い
う
マ
イ
ナ
ス
思
考
よ
り
も
、
創
造
的
に
考
え
な
が
ら
、
直
面
し
た

問
題
を
解
決
し
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
身
に
着
け
、
解
決
す
る
術
を

獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戦
前
は
多
少

の
給
金
が
支
給
さ
れ
た
が
、
戦
後
は
皆
無
で
し
た
。
舞
鶴
港
入
港
時

に
壱
千
円
の
給
金
が
支
給
さ
れ
た
だ
け
で
し
た
。
こ
れ
は
命
を
賭
し

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
従
軍
し
た
大
勢
の
赤
十
字
救
護
看
護
婦
は
総
理
大
臣
か
ら
感

謝
状
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
青
春
時
代

に
御
国
の
た
め
に
尽
力
し
た
日
々
を
誇
り
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

七
三
年
前
の
戦
時
救
護
活
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
す
べ
て
初

め
て
の
こ
と
ば
か
り
で
初
心
者
の
域
を
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
目
の
前
に
あ
る
仕
事
を
片
付
け
る
だ
け
で
、
看

護
の
質
を
考
え
る
余
裕
も
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
ま
す
。
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
問
題
点
は
な
に
か
を
考
え
、
改
善
策
を
検
討
す
る
な
ど

後
世
に
残
す
対
策
は
残
念
な
が
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

フ
ロ
ー
レ
ン
ス 
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
女
史
の
戦
時
活
動
は
軍
医
ら

の
反
感
や
嫌
が
ら
せ
を
も
の
と
も
し
な
い
で
、
傷
病
者
中
心
の
看
護

に
重
点
を
置
き
、
死
亡
率
な
ど
の
様
々
な
統
計
を
駆
使
し
な
が
ら
看

護
の
質
を
上
げ
る
研
究
を
し
て
戦
時
救
護
を
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
自
分
の
知
識
と
技
術
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

最
大
限
発
揮
し
ま
し
た
が
、
未
熟
ゆ
え
の
不
完
全
な
点
は
多
々
あ
っ

た
の
で
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
、
戦
時
救
護
の

す
べ
て
を
振
り
返
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

先
の
東
日
本
大
震
災
の
救
護
活
動
で
は
、「
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
」
を
代
表
す

る
救
護
指
針
が
作
成
さ
れ
、
神
戸
の
大
震
災
か
ら
更
に
検
討
が
加
え

ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
多
様
な
自
然
災
害
の
発
生
に
悩
ま

さ
れ
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
は
必
須
な
対
策
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。私

は
七
三
年
前
の
戦
時
救
護
活
動
の
折
、
救
護
指
針
の
よ
う
な
も

の
が
あ
れ
ば
更
に
質
の
高
い
効
率
的
な
活
動
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
養
成
所
で
教
育
を
受
け
て
い
た
頃
は

毎
日
宿
舎
で
夜
の
点
呼
が
あ
り
、「
救
護
員
十
訓
」
を
唱
和
し
ま
し
た

が
、
難
解
な
言
葉
と
そ
れ
を
日
常
の
行
動
に
移
す
場
合
の
認
識
が
必

ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。

「
救
護
員
十
訓
」
を
歴
史
上
の
教
訓
と
し
て
し
ま
う
の
か
、
ま
た
、

更
に
倫
理
規
定
と
し
て
活
用
す
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
救
護
員

十
訓
を
継
続
し
て
用
い
る
場
合
は
、
一
項
目
ご
と
に
説
明
が
必
要
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
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姉
に
受
験
を
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に

一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）
三
月
、
世
の
中
は
戦
時
色
が
強
く
な
っ

て
い
っ
た
時
期
で
、
古
座
（
現
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
）
の
女
学
校

を
卒
業
し
た
後
の
進
路
を
ど
う
す
る
か
、
姉
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

和
歌
山
赤
十
字
病
院
看
護
婦
養
成
所
へ
の
受
験
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

地
元
で
日
赤
に
行
っ
て
い
る
人
は
全
く
い
な
か
っ
た
し
、
日
赤
の
看

護
婦
が
救
護
員
と
し
て
戦
地
へ
赴
任
す
る
制
度
が
あ
る
こ
と
も
そ
の

時
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、
和
歌
山
市
へ
出
る
に
は
陸
路

だ
け
で
は
行
け
な
か
っ
た
の
で
、
養
成
所
受
験
の
た
め
に
古
座
か
ら

和
歌
山
ま
で
船
と
陸
路
を
乗
り
継
い
で
試
験
に
臨
み
合
格
し
ま
し
た
。

養
成
所
の
一
ク
ラ
ス
は
一
二
名
と
少
人
数
で
、そ
の
他
に
奈
良
県

支
部
か
ら
の
委
託
生
が
い
た
。同
級
生
は
女
学
校
を
出
て
入
っ
て
く

る
同
年
齢
の
人
が
多
か
っ
た
が
、中
に
は
四
、五
歳
年
上
の
人
も
い
ま

し
た
。
同
じ
ク
ラ
ス
だ
っ
た
人
た
ち
は
後
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ビ
ル

マ
な
ど
南
方
へ
派
遣
さ
れ
、
と
て
も
苦
労
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

全
寮
制
で
学
内
で
も
寮
内
で
も
上
下
関
係
が
厳
し
く
、
先
輩
と

気
安
く
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に

辛
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
他
に
自
分
の
地
元
か
ら

来
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
故
郷
は
恋
し
く
、
一
週
間
の
夏
休

み
に
古
座
へ
帰
っ
て
実
家
で
の
ん
び
り
過
ご
せ
る
の
が
と
て
も
嬉
し

か
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
私
た
ち
の
学
年
は
き
っ
ち
り
三
年
間

の
養
成
が
あ
っ
た
の
で
、
二
〇
歳
前
に
卒
業
し
晴
れ
て
看
護
婦
に

な
っ
た
。天

津
の
陸
軍
病
院
へ
配
属

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
四
月
、
養
成
所
を
卒
業
す
る
と
和
歌

山
陸
軍
赤
十
字
病
院
の
勤
務
に
就
き
ま
し
た
。
八
月
に
な
り
、
既
に

天
津
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
和
歌
山
の
救
護
班
に
一
人
内
地
へ
戻
る
方

が
い
て
欠
員
が
出
た
為
、
そ
の
交
替
補
充
員
と
し
て
召
集
命
令
を
受

け
ま
し
た
。
そ
の
時
分
は
戦
争
へ
行
く
の
は
当
た
り
前
だ
っ
た
の

で
、
戦
地
へ
赴
任
す
る
の
が
怖
い
と
は
全
く
思
わ
ず
、
む
し
ろ
幸
い

ソ
連
軍
の
進
駐
―
緊
迫
し
た
満
州
の
地
で

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー:

い
ま
振
り
返
る
〝
戦
地
の
日
々
〟
②

元
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
支
部
第
六
三
九
救
護
班
・
阿
部
惠
子
氏
に
聞
く

【阿部惠子氏】

阿部惠子氏

一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
年
）
五
月
一
八
日
生
ま
れ

一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）
三
月 

 

和
歌
山
県
立
古
座
高
等
女
学
校
卒

業
後

 

四
月　

和
歌
山
赤
十
字
病
院
看
護
婦
養
成
所
に
入
所（
一
六
歳
）

 
 　

  
  

養
成
期
間:

三
年
間

 

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
三
月  

卒
業
（
一
九
歳
）

 

四
月  

和
歌
山
陸
軍
病
院
赤
十
字
病
院
へ
勤
務

 

八
月 

 

日
本
赤
十
字
社
救
護
班
要
員
と
し
て
、
天
津
及
び
香

　

港
陸
軍
病
院
勤
務
（
昭
和
一
八
年
五
月
ま
で
）

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
五
月
～
一
〇
月
和
歌
山
陸
軍
病
院
赤
十
字

病
院
へ
勤
務

 

一
一
月 

 

日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
長
候
補
生
と
し
て
日
本
赤
十
字
社
中

央
病
院
に
入
学

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
六
月　

同
校
卒
業
（
繰
り
上
げ
卒
業
）

 

七
月
和
歌
山
第
六
三
九
救
護
班
の
婦
長
と
し
て
満
州
牡
丹
江

　

第
一
陸
軍
病
院
勤
務

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
） 

終
戦
後
、
遼
陽
第
二
陸
軍
病
院
及
び
海
城

陸
軍
病
院
勤
務

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
六
月
復
員
、
召
集
解
除

　
阿
部
惠
子
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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る
病
棟
で
、
排
泄
や
身
の
回
り
の
お
世
話
と
治
療
の
手
伝
い
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
看
護
婦
が
静
脈
注
射
を
打
つ
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
リ
ン
ゲ
ル
の
筋
肉
注
射
を
脚
に
打
つ
皮
下
注

射
を
し
て
い
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
た
ち
が
と
て
も
痛
が
る
の
が
か
わ

い
そ
う
で
、
温
か
い
タ
オ
ル
を
当
て
丁
寧
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
施
し
な

が
ら
、
痛
み
の
緩
和
に
心
を
配
り
ま
し
た
。

赴
任
し
た
て
の
頃
に
担
当
を
割
り
当
て
ら
れ
た
の
は
、「
一
報
患

者
」
と
呼
ば
れ
る
患
者
さ
ん
が
収
容
さ
れ
た
病
室
で
し
た
。「
一
報

患
者
」
と
い
う
の
は
「
病
重
し
」
と
内
地
の
留
守
宅
へ
電
報
が
届
く
患

者
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
電
報
に
は
三
段
階
あ
っ
て
、
二
報
目
が
「
危

篤
」、
三
報
目
が
「
死
亡
」
の
報
せ
に
な
り
ま
す
。
五
人
部
屋
に
二
名

の
「
一
報
患
者
」
が
い
て
、
そ
の
ふ
た
り
は
重
症
で
全
く
動
け
な
か
っ

た
。
看
護
婦
に
な
っ
て
ま
だ
半
年
も
経
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ

の
患
者
さ
ん
達
を
目
の
前
に
ど
う
対
処
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く

な
り
、
ト
イ
レ
で
ひ
と
り
に
な
る
と
自
然
と
涙
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。「
一
報
患
者
」
を
担
当
す
る
と
、
勤
務
の
終
わ

り
に
報
告
の
た
め
の
業
務
日
誌
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
業

務
も
苦
手
で
し
た
。
そ
れ
で
も
毎
日
忙
し
く
勤
務
し
て
い
る
と
段
々

と
環
境
に
慣
れ
、
先
輩
た
ち
に
も
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
っ
て
、
無
理
せ
ず
と
も
患
者
さ
ん
た
ち
に
落
ち
着
い
て
対
応
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
が
天
津
に
来
て
か
ら
四
カ
月
経
っ
た
一
二
月
末
、
和
歌
山
班
は

南
方
へ
転
任
す
る
命
令
を
受
け
ま
し
た
。
行
き
先
が
何
処
な
の
か
は

知
ら
せ
て
も
ら
え
ず
、
上
海
や
台
湾
の
高
雄
に
移
動
し
た
後
に
到
着

し
た
の
は
香
港
で
し
た
。
香
港
の
陸
軍
病
院
で
も
伝
染
病
棟
に
勤
務

し
、
隔
離
病
棟
の
患
者
さ
ん
の
お
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に

は
一
年
あ
ま
り
勤
務
し
て
、
再
び
元
い
た
天
津
の
陸
軍
病
院
に
戻
り

ま
し
た
。
一
時
期
、
病
院
を
退
院
し
た
兵
隊
さ
ん
た
ち
が
過
ご
す
保

安
隊
に
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
保
安
隊
で
は
看
護
婦
の

仕
事
は
そ
ん
な
に
な
か
っ
た
の
で
、
患
者
さ
ん
と
テ
ニ
ス
を
し
て
余

暇
を
過
ご
す
な
ど
楽
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
地
へ
帰
還
。
震
災
救
護
も
経
験

こ
の
時
の
班
の
派
遣
期
間
は
二
年
と
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
五
月
、
班
全
員
で
凱
旋
し
、
私
は
籍
が

置
い
て
あ
っ
た
和
歌
山
の
陸
軍
日
赤
病
院
に
戻
り
ま
し
た
。
日
赤
は

戦
時
救
護
だ
け
で
な
く
平
時
救
護
の
活
動
も
す
る
の
で
、
こ
の
年
の

九
月
一
〇
日
に
発
生
し
た
鳥
取
地
震
の
救
護
活
動
で
は
被
災
地
に
一

週
間
く
ら
い
滞
在
し
て
、
日
夜
負
傷
し
た
人
々
の
手
当
て
に
あ
た
り

ま
し
た
。
同
じ
頃
、
日
赤
和
歌
山
支
部
か
ら
は
多
く
の
看
護
婦
が
南

方
軍
へ
の
派
遣
要
請
に
応
召
し
、
看
護
婦
養
成
所
で
同
級
生
だ
っ
た

人
た
ち
の
殆
ど
が
ビ
ル
マ
へ
向
か
っ
た
。
私
は
同
級
生
の
中
で
た
だ

ひ
と
り
満
州
へ
派
遣
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
も
同
級
生
と
一
緒
の
班

に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

帰
還
し
て
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
半
年
間
を
和
歌
山
で
過
ご
し
、

一
一
月
に
な
る
と
婦
長
候
補
に
な
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
学

年
が
一
つ
上
の
方
と
ふ
た
り
で
東
京
の
日
赤
中
央
病
院
に
置
か
れ
て

あ
っ
た
婦
長
養
成
ク
ラ
ス
へ
入
学
し
た
。
本
来
な
ら
ば
養
成
期
間
は

一
年
間
で
し
た
が
、
戦
争
が
ど
ん
ど
ん
激
し
く
な
り
、
繰
り
上
げ
の

八
カ
月
間
で
卒
業
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
養
成
ク
ラ
ス
で
は
、
婦
長
と
し
て
の
在
り
方
や
心
構
え
な
ど

を
習
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
看
護
婦
養
成
所
で
「
赤
十
字
と
は
」、「
敵
味
方
の
差
別

な
し
に
」
と
頭
に
た
た
き
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
赤

十
字
に
つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
敵
味
方
の
差
別
な
し
に
」

― 

軍
隊
に
行
っ
た
ら
、
そ
ん
な
の

は
〝
綺
麗
事
〟
で
全
然
関
係
な
く
、
入
隊
し
た
ら
兵
隊
と
同
様
に
、「
部

隊
と
し
て
戦
争
に
行
け
」
だ
っ
た
の
で
す
。

婦
長
と
し
て
再
び
満
州
へ

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
七
月
、
東
京
か
ら
戻
る
と
す
ぐ
に
召

だ
と
思
い
ま
し
た
。
日
赤
の
看
護
婦
養
成
所
へ
入
っ
た
時
か
ら
戦
争

へ
行
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
し
、
戦
争
が
な
か
っ
た
ら
、
日
赤
に

は
行
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

た
っ
た
ひ
と
り
で
門
司
港
か
ら
客
船
に
乗
っ
て
赴
任
地
を
目
指

し
ま
し
た
。
下
船
し
て
次
は
列
車
で
の
移
動
で
し
た
が
、
駅
で
切
符

を
買
う
際
に
中
国
語
で
地
名
を
上
手
く
発
音
で
き
な
か
っ
た
せ
い

か
、
行
先
と
は
違
う
駅
行
の
切
符
を
受
け
取
っ
て
ホ
ー
ム
に
立
ち
ま

し
た
。
日
赤
の
制
服
を
着
て
い
た
私
は
目
立
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

大
陸
に
は
た
く
さ
ん
の
日
本
人
が
い
た
の
で
、
列
車
待
ち
を
し
て
い

た
私
に
日
本
の
方
が
「
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
と
声
を
掛
け
て
く
だ
さ

り
、
天
津
へ
行
く
列
車
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
違
っ

て
買
っ
た
切
符
を
も
う
一
度
買
い
直
し
て
列
車
に
乗
り
、
親
切
な
方

の
お
蔭
で
天
津
の
陸
軍
病
院
へ
到
着
で
き
ま
し
た
。

一
個
班
の
看
護
婦
は
大
体
二
〇
名
く
ら
い
で
、
婦
長
が
二
名
、
ほ

か
に
男
性
の
書
記
、
使
丁
と
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
派
遣
さ
れ

た
班
の
中
に
知
っ
て
い
る
人
は
誰
も
い
な
く
て
、
だ
い
た
い
が
四
、

五
歳
年
上
、婦
長
さ
ん
も
だ
い
ぶ
上
で
し
た
。
当
時
は
階
級
制
が
は
っ

き
り
と
し
て
い
た
の
で
、
上
の
方
た
ち
と
は
あ
ま
り
話
を
し
た
こ
と

が
な
く
、
一
番
年
下
の
自
分
は
肩
身
が
狭
か
っ
た
。

こ
の
病
院
で
は
一
階
と
二
階
の
病
棟
を
和
歌
山
班
が
受
け
持
ち
、

急
性
伝
染
病
の
患
者
さ
ん
、
通
称
「
急
病
」
ば
か
り
が
収
容
さ
れ
て
い
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集
状
を
受
け
、
第
六
三
九
救
護
班
の
婦
長
と
し
て
再
び
満
州
へ
向
か

い
ま
し
た
。
三
年
前
の
召
集
時
は
婦
長
二
名
体
制
で
班
に
は
男
性
の

書
記
と
使
丁
が
付
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
婦
長
一
名
、
看
護
婦

二
〇
名
か
ら
成
る
看
護
婦
だ
け
の
班
編
成
と
な
り
ま
し
た
。

東
和
歌
山
駅
か
ら
山
口
県
へ
向
か
う
列
車
の
中
で
、
日
赤
の
紺
色

の
制
帽
・
制
服
姿
の
私
た
ち
救
護
班
一
行
は
乗
り
合
わ
せ
た
人
々
の

注
目
を
浴
び
ま
し
た
。
山
口
か
ら
出
港
し
て
満
州
へ
渡
り
、
数
日
後
、

関
東
軍
管
下
の
牡
丹
江
第
一
陸
軍
病
院
へ
到
着
し
た
。
こ
こ
に
は
赤

十
字
の
看
護
婦
以
外
に
陸
軍
看
護
婦
も
配
属
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
は
ず
っ
と
内
科
勤
務
で
、
ほ
と
ん
ど
が
伝
染
病
棟
で
の
勤
務

で
し
た
。
赤
痢
の
患
者
さ
ん
が
一
番
多
く
、
他
に
は
腸
チ
フ
ス
、
流

行
性
脊
髄
膜
炎
の
患
者
さ
ん
が
収
容
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
結
核
も

流
行
っ
て
い
た
の
で
、
看
護
婦
の
間
で
も
結
核
感
染
者
は
多
か
っ
た
。

こ
の
頃
は
ま
だ
病
院
に
充
分
な
食
糧
が
あ
っ
た
の
で
、
病
気
で
痩
せ

細
っ
て
い
く
患
者
さ
ん
は
い
ま
し
た
が
、
栄
養
失
調
で
亡
く
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
八
月
九
日
、
突
然
、
ソ
連

軍
が
満
州
へ
侵
攻
し
て
き
た
。
牡
丹
江
は
ソ
連
と
の
国
境
が
近
か
っ

た
の
で
、
早
急
に
患
者
さ
ん
た
ち
を
撤
退
護
送
す
る
こ
と
に
な
り
、

看
護
婦
は
患
者
さ
ん
を
連
れ
て
分
散
し
、
そ
れ
ぞ
れ
何
処
に
向
か
う

列
車
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
最
後
の
列
車
に
乗
っ
た
。

終
戦
は
列
車
の
中
で
知
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
分
散
護
送
で
わ

が
第
六
三
九
救
護
班
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
し
ば
ら
く
消
息
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
た
者
も
い
ま
し
た
。
私
は
遼
陽
で
降
ろ
さ
れ
、
小
さ
な

三
等
病
院
だ
っ
た
遼
陽
第
二
陸
軍
病
院
で
一
カ
月
ほ
ど
伝
染
病
棟
の

看
護
に
専
念
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
も
ソ
連
軍
に
接
収
さ
れ
た
た

め
、
今
度
は
鞍
山
ま
で
歩
い
て
い
く
よ
う
に
移
動
命
令
が
出
ま
し
た
。

私
た
ち
女
性
は
襲
わ
れ
な
い
よ
う
に
頭
を
丸
坊
主
に
し
、
赤
十

字
の
救
護
服
を
脱
い
で
兵
隊
の
格
好
を
し
ま
し
た
。
軍
は
看
護
婦
を

守
る
た
め
に
、
兵
隊
が
私
た
ち
の
ま
わ
り
を
取
り
囲
み
な
が
ら
行
軍

し
た
。
食
べ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
ろ
く
に
食
べ
て

い
な
い
空
腹
の
状
態
で
す
。
九
月
の
残
暑
が
厳
し
い
中
、
一
日
中
歩

い
て
移
動
し
、
途
中
で
何
人
も
が
バ
タ
バ
タ
と
倒
れ
ま
し
た
が
、
歩

け
る
人
た
ち
が
道
端
に
倒
れ
込
ん
だ
人
を
引
き
摺
っ
て
引
率
し
、
な

ん
と
か
鞍
山
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
大
勢
の
日
本
企
業
の

方
々
が
駐
在
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
和
歌
山
県
出
身
の
方
が
い
た
。

同
郷
の
よ
し
み
で
「
皆
で
来
な
さ
い
」
と
班
全
員
を
自
宅
に
招
い
て
ご

馳
走
し
て
下
さ
り
、
時
に
は
泊
め
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

鞍
山
で
は
海
城
陸
軍
病
院
に
勤
務
し
、
収
容
所
に
入
る
ま
で
の
七
カ

月
を
過
ご
し
ま
し
た
。

ソ
連
兵
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

当
時
、
ソ
連
兵
の
こ
と
を
「
露ろ

す
け助

」※

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
露

助
が
一
番
怖
か
っ
た
。
あ
る
夜
、
露
助
が
宿
舎
の
小
窓
に
銃
を
突
き

付
け
て
、「
開
け
ろ
」
と
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
恐
ろ
し
く
て
身
動
き
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
開
け
ろ
、
開
け
ろ
」
と
し
つ
こ
く
突
き
続

け
ら
れ
、
私
は
仕
方
な
く
扉
を
開
け
ま
し
た
。
彼
ら
は
部
屋
の
奥
ま

で
上
が
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
入
口
に
立
っ
て
、
私

た
ち
に
外
へ
出
て
来
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
連
れ
て
行
か
れ
た
ら
辱

め
を
受
け
る
の
で
、
何
と
し
て
も
帰
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
と
交
渉

し
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
、
足
が
、
口
が
、
震
え
て
、
言
葉
に
な
ら
な
い
。

他
の
看
護
婦
た
ち
は
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
、
私
の
傍
で
一
列
に
座
り

込
ん
で
泣
い
て
い
ま
し
た
。

み
ん
な
を
守
ら
な
け
れ
ば
。
露
助
を
中
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

私
は
戸
口
で
彼
等
を
遮
り
、
拝
ん
で
、
拝
ん
で
、「
帰
っ
て
く
れ
、

帰
っ
て
く
れ
」
と
懇
願
し
た
。
恐
怖
と
緊
張
で
立
っ
て
い
る
足
に
力

が
入
ら
な
か
っ
た
。
す
が
る
よ
う
に
懸
命
に
お
願
い
し
て
、
よ
う
や

く
彼
ら
が
去
っ
て
い
く
と
即
座
に
扉
を
閉
め
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る

と
、
隣
の
部
屋
で
は
大
連
班
の
看
護
婦
が
ひ
と
り
で
部
屋
を
飛
び
出

し
、
連
れ
出
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
。

彼
女
は
私
た
ち
の
部
屋
の
扉
を
バ
ン
バ
ン
叩
き
、「
開
け
て
、
開

け
て
」
と
泣
き
叫
ん
で
助
け
を
求
め
て
き
た
。
こ
の
扉
を
開
け
た
ら
、

今
度
こ
そ
連
れ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
、放
っ

て
お
け
な
い
。
再
び
扉
を
開
け
る
と
、
銃
を
持
っ
た
露
助
が
彼
女
の

後
ろ
に
ぴ
っ
た
り
付
い
て
、
部
屋
の
中
へ
入
っ
て
来
ま
し
た
。

も
う
駄
目
か
も
し
れ
な
い
。
追
い
詰
め
ら
れ
、
息
が
止
ま
り
そ
う

だ
っ
た
。 

相
手
に
言
葉
は
通
じ
な
い
け
れ
ど
、
私
は
皆
を
守
り
抜
か
な
け
れ

ば
と
必
死
の
思
い
で
「
帰
っ
て
く
れ
」
と
訴
え
続
け
ま
し
た
。
長
い
や

り
取
り
の
後
、
や
っ
と
帰
っ
て
く
れ
た
か
ら
よ
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ

の
時
は
も
う
、
本
当
に
辛
か
っ
た
で
す
。
ソ
連
兵
は
荒
く
れ
者
で
柄

が
悪
く
、
方
々
で
繰
り
返
し
女
性
を
襲
っ
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い

て
い
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
一
人
も
犠
牲
に
な
ら
ず
難
を
逃
れ
ま
し

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

※
露
助:

ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
当
時
の
蔑
称
。

死
を
覚
悟
し
た
収
容
所
の
日
々

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
五
月
、
復
員
待
機
で
瀋
陽
の
収
容
所

に
入
り
ま
し
た
。
収
容
所
は
普
通
の
民
家
が
並
ぶ
中
に
固
ま
っ
て

あ
っ
た
。
収
容
所
に
入
っ
て
も
な
か
な
か
帰
国
の
連
絡
が
来
な
か
っ
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た
の
で
、
私
は
日
赤
本
社
か
ら
頂
い
て
い
た
前
渡
金
で
食
べ
物
を

買
っ
て
皆
で
分
け
合
い
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
こ
こ
で
死
ぬ
か
も
し
れ

な
い
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
お
金
は
も
う
必
要
な
い
と
思
い
、
所
持
金

の
半
分
を
他
の
班
の
看
護
婦
さ
ん
た
ち
に
あ
げ
ま
し
た
。
こ
の
人
た

ち
は
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
連
絡
を
く
れ
、
貸
し
た
わ
け
で
は
な
い
の

に
渡
し
た
お
金
を
返
し
て
き
て
く
れ
た
。

六
月
、
瀋
陽
か
ら
引
揚
船
に
乗
り
、
博
多
港
に
上
陸
、
二
年
ぶ
り

に
日
本
に
帰
還
し
た
。
救
護
看
護
婦
と
し
て
、
最
初
に
満
州
へ
行
っ

た
と
き
は
一
番
下
っ
端
で
上
の
方
々
に
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
き
、
二

回
目
に
婦
長
と
し
て
赴
任
し
た
と
き
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

皆
さ
ん
に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
、
運
良
く
帰
っ
て
来
ら
れ
た
。
自

分
は
大
き
な
組
織
の
中
で
守
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力:

　
　
　
　
　
　
　

和
歌
山
赤
十
字
看
護
専
門
学
校

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
学
校
長　
　

高
岸
壽
美
氏

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

専
任
教
師　
　

宮
田
優
美
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

専
任
教
師　

畑
下
眞
守
美
氏

　
　
　
　
　
　
　

日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

看
護
部
長　

中
尾
ひ
ろ
み 

氏

「
女
性
が
役
に
立
つ
仕
事
が
し
た
い
」

【
武
田
】
将
来
の
進
路
を
考
え
た
と
き
、
技
術
を
身
に
付
け
女
性
が

役
に
立
つ
仕
事
に
就
き
た
く
て
看
護
の
道
へ
進
む
こ
と
を
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
戦
争
中
だ
っ
た
の
で
社
会
情
勢
は
理
解

し
て
い
ま
し
た
が
、
看
護
婦
と
し
て
戦
地
に
赴
く
こ
と
ま
で
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

両
親
は
看
護
婦
養
成
所
へ
の
入
学
に
反
対
し
、
高
等
女
学
校
に

家
政
科
が
あ
る
か
ら
そ
こ
に
行
く
よ
う
に
と
勧
め
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
で
一
旦
は
親
の
思
い
に
従
っ
て
家
政
科
に
進
学
し
、
作
法
、
生
け

花
、
茶
道
、
園
芸
、
歩
き
方
な
ど
女
性
と
し
て
の
嗜
み
を
身
に
付
け

る
こ
と
に
専
念
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
年
経
っ
て
も
や
は
り
看
護
婦

に
な
る
希
望
を
持
ち
続
け
て
い
ま
し
た
の
で
、
両
親
と
じ
っ
く
り
話

し
合
っ
て
承
諾
を
頂
き
、
日
赤
の
救
護
看
護
婦
養
成
所
の
入
学
試
験

に
臨
み
ま
し
た
。
受
験
科
目
に
は
面
接
と
作
文
が
あ
っ
た
ほ
か
、
家

庭
環
境
の
調
査
も
あ
り
ま
し
た
。

厳
し
く
躾
け
ら
れ
た
養
成
所
生
活

【
武
田
】
養
成
所
の
教
科
は
茶
道
、
生
け
花
、
な
ぎ
な
た
、
音
楽
、

数
学
、
国
語
、
歴
史
な
ど
の
一
般
教
養
が
あ
っ
た
。
音
楽
は
各
校
の

校
歌
を
作
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
清
家
先
生
と
い
う
有
名
な
先
生
に

習
い
ま
し
た
。
合
唱
な
ど
は
み
ん
な
に
合
わ
せ
れ
ば
良
か
っ
た
が
、

友
と
生
き
抜
い
た
敗
戦
後
の
中
国

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー:

い
ま
振
り
返
る
〝
戦
地
の
日
々
〟
③

元
日
本
赤
十
字
社
愛
媛
支
部
第
五
三
五
救
護
班 

武
田
金
子
氏
・
大
野
和
枝
氏
に
聞
く
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独
奏
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
オ
ル
ガ
ン
の
授
業
は
苦
手
だ
っ
た
。
ま

た
、
生
理
学
な
ど
医
学
系
の
科
目
は
外
科
の
医
長
殿
に
教
鞭
を
と
っ

て
い
た
だ
き
、
修
学
に
勤
し
み
ま
し
た
。

実
習
は
一
年
生
の
二
学
期
か
ら
始
ま
っ
た
。
朝
六
時
に
起
床
し
て

身
だ
し
な
み
を
整
え
、
ま
ず
実
習
先
の
掃
除
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
か

ら
朝
食
を
と
っ
た
。
食
事
当
番
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
当
番
に
な
る

と
食
事
の
準
備
も
し
て
い
た
。
お
櫃
に
入
っ
た
ご
飯
と
美
味
し
い
お

漬
物
が
出
て
い
ま
し
た
。
三
年
生
に
は
美
味
し
い
身
の
部
分
を
、
一

年
生
に
は
し
っ
ぽ
の
部
分
が
配
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
時
折
し
っ
ぽ

が
上
級
生
の
と
こ
ろ
に
紛
れ
込
む
と
「
こ
ん
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
」

と
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
押
し
付
け
て
く
る
先
輩
も
い
ま
し
た
。

と
に
か
く
上
下
関
係
が
厳
し
く
て
、
上
級
生
と
廊
下
で
す
れ
違
う

時
は
一
五
度
の
停
止
敬
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、「
お

整
列
」
と
い
っ
て
二
年
生
が
並
ん
で
一
年
生
に
あ
れ
こ
れ
と
指
導
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
言
葉
遣
い
と
礼
儀
作
法
は
徹
底
的
に
矯
正
さ
れ

ま
し
た
。
失
敗
し
た
ら
、「
失
礼
い
た
し
ま
し
た
」で
、「
す
み
ま
せ
ん
」

は
使
わ
な
い
。
鈴リ

ン

の
振
り
方
も
余
韻
が
残
っ
て
は
い
け
な
い
と
指
導

さ
れ
ま
し
た
。

洗
面
所
で
も
お
風
呂
で
も
上
級
生
は
排
水
口
か
ら
離
れ
た
上
座
、

下
級
生
は
排
水
口
近
く
の
下
座
に
い
ま
し
た
。
一
番
苦
労
し
た
の
は

朝
の
ト
イ
レ
で
す
。
朝
、
六
時
の
起
床
と
と
も
に
ト
イ
レ
に
向
か
い
、

先
に
ト
イ
レ
に
入
っ
て
い
て
も
、
上
級
生
が
来
る
と
譲
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
起
床
時
間
前
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

学
期
末
試
験
は
厳
し
く
、
結
果
が
至
る
と
こ
ろ
に
反
映
さ
れ
た
。

食
堂
の
名
札
は
成
績
順
に
掛
け
ら
れ
、
座
る
位
置
ま
で
成
績
で
決
め

ら
れ
て
い
た
。

【
大
野
】  

試
験
の
前
夜
は
み
ん
な
、
消
灯
後
も
廊
下
や
階
段
の
薄

暗
い
電
燈
の
下
で
教
科
書
を
広
げ
、
部
屋
で
も
布
団
を
被
っ
て
懐
中

電
灯
の
灯
り
で
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。

兵
が
立
っ
て
お
り
、「
頭

か
し
ら

右
」
の
敬
礼
を
し
て
院
内
へ
入
る
。
支
度
場

所
で
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
着
替
え
て
病
棟
に
向
か
う
の
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
病
棟
ま
で
が
遠
か
っ
た
。

院
内
は
外
科
、
内
科
、
重
症
病
棟
に
分
か
れ
て
い
て
、
私
は
外

科
、
大
野
さ
ん
は
内
科
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
外
科
で
は
手
術
室
勤

務
も
あ
り
、
夜
中
で
も
呼
び
出
し
が
あ
り
ま
し
た
。
昼
は
週
に
一
回
、

軍
医
殿
の
包
帯
交
換
の
補
助
に
付
い
て
回
っ
た
が
、
そ
の
他
の
日
は
、

私
達
（
手
術
室
勤
務
者
）
が
二
人
で
外
科
病
棟
全
部
を
回
り
、
包
帯
交

換
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
夜
勤
は
二
交
代
制
で
夕
刻
を
過
ぎ
る
と
大

量
の
蚊
が
発
生
し
た
の
で
、
病
室
に
は
一
晩
中
大
き
い
蚊
帳
を
吊
っ

た
。結

核
、
カ
リ
エ
ス
病
棟
に
も
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
包
帯
交
換

時
の
臭
い
が
あ
ま
り
に
き
つ
く
て
、
そ
の
後
に
食
事
を
と
る
の
が
辛

か
っ
た
で
す
。
私
自
身
も
こ
こ
で
細
菌
性
赤
痢
に
罹
っ
て
伝
染
性
病

棟
へ
入
院
し
、
大
き
な
輸
液
（
生
理
食
塩
水
）
を
皮
下
注
射
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

第
五
三
五
救
護
班
救
護
員
と
し
て
遼
陽
へ 

一
九
四
四
年（
昭
和
一
九
年
）三
月
半
ば
、
第
五
三
五
救
護
班
の
交

替
要
員
と
し
て
召
集
を
受
け
外
地
へ
。
婦
長
以
下
一
一
名
、
半
個

武
田
金
子
氏
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
年
） 

一
月
一
〇
日
生
ま
れ

大
野
和
枝
氏
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
年
） 

四
月  

七
日
生
ま
れ

一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
四
月　

日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
養
成
所

　
　
　
　
（
養
成
期
間:
三
年
間
）

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
三
月　

卒
業

　
　
　
　

四
月　

香
川
県
善
通
寺
陸
軍
病
院
勤
務

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
三
月　

第
五
三
五
救
護
班
救
護
員
と
し
て

遼
陽
へ
赴
任

　
　
　
　
（
満
州
第
七
九
四
部
隊
・
遼
陽
第
二
陸
軍
病
院
勤
務
）

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
三
月　

召
集
解
除

　
武
田
金
子
氏
・
大
野
和
枝
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

「
鬼
の
善
通
寺
」
陸
軍
病
院
へ

卒
業
の
一
週
間
後
、
ふ
た
り
は
救
護
班
の
補
充
要
員
と
し
て
召
集

さ
れ
た
。
こ
の
救
護
班
は
ベ
テ
ラ
ン
、
中
堅
層
、
新
人
の
組
み
合

わ
せ
で
編
成
さ
れ
て
い
た
。

【
武
田
】
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
二
年
間
の
養
成
を
受
け
ら
れ
た

乙
種
の
方
、
既
に
有
資
格
者
で
三
カ
月
養
成
さ
れ
た
臨
時
生
の
方
と

一
緒
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
人
た
ち
の
根
性
の
入
り
方
は
私
た
ち

と
は
別
格
で
し
た
。
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
「
鬼
の
善
通
寺
」
と
云

わ
れ
、
規
律
が
厳
し
い
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
善
通
寺
陸
軍
病
院
。
バ

ラ
ッ
ク
建
て
の
病
棟
で
、
主
に
戦
地
か
ら
帰
ら
れ
た
傷
病
兵
を
看
て

い
ま
し
た
。

こ
の
時
、
吉
田
軍
医
殿
が
「
患
者
さ
ん
は
戦
地
で
肉
体
だ
け
で
は

な
く
、
こ
こ
ろ
が
傷
つ
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
看
て
ほ

し
い
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。

こ
の
病
院
に
は
各
日
赤
支
部
か
ら
約
一
、〇
〇
〇
人
の
救
護
看
護

婦
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
手
術
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
お
亡
く
な

り
に
な
る
方
も
多
か
っ
た
。

【
武
田
】
宿
舎
は
院
外
に
あ
っ
た
中
屋
敷
で
、
毎
朝
七
時
に
制
服
を

着
用
し
て
隊
列
を
組
み
病
院
に
向
か
い
ま
し
た
。
門
の
前
に
は
衛
生
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班
の
編
成
だ
っ
た
。
高
浜
→
呉
→
玄
界
灘
→
釜
山
→
支
那
→
満
州

→
奉
天
→
大
連
→
遼
陽
の
行
程
で
赴
任
地
へ
到
着
し
た
。

【
武
田
】
遼
陽
に
は
第
一
、
第
二
陸
軍
病
院
が
あ
り
、
私
た
ち
が
赴

任
し
た
第
二
は
小
規
模
な
病
院
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
赤
十
字
の
救
護

看
護
婦
の
ほ
か
に
陸
軍
看
護
婦
が
勤
務
に
就
い
て
い
た
。
二
宮
軍
医

殿
の
下
、
私
は
外
科
、
大
野
さ
ん
は
内
科
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
内

科
で
は
医
師
の
診
断
を
口
述
筆
記
す
る
「
診
療
介
助
」
と
い
う
役
割
が

あ
っ
て
、
大
野
さ
ん
は
と
て
も
上
手
に
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。
私
は

外
科
で
手
術
室
勤
務
も
し
て
お
り
ま
し
た
。

病
院
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
宿
舎
に
は
、
一
階
に
娯

楽
室
、
二
階
に
居
室
が
あ
っ
た
。
書
記
殿
と
使
丁
殿
の
部
屋
が
あ
り
、

婦
長
殿
は
個
室
、
他
は
三
人
部
屋
で
ど
の
部
屋
に
も
ペ
チ
カ
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
ペ
チ
カ
は
と
て
も
暖
か
か
っ
た
。
二
重
窓
の
間
に
リ

ン
ゴ
を
入
れ
て
凍
ら
せ
、
ひ
ん
や
り
、
し
ゃ
き
っ
と
し
た
歯
ご
た
え

の
リ
ン
ゴ
を
か
じ
る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
酒
保

※

に
買
い
物
に
行

く
と
、
栗
饅
頭
や
白
砂
糖
が
置
い
て
あ
っ
た
の
を
見
て
驚
い
た
。
持

ち
出
し
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
羊
羹
も
買
え
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
食
事
に
白
飯
の
混
ざ
っ
た
麦
ご
飯
が
出
て
い
た
の
で
、
食
糧
難

だ
っ
た
内
地
に
比
べ
、
ず
っ
と
恵
ま
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

※
酒し

ゅ
ほ保

と
は
、
軍
隊
の
駐
屯
地
・
施
設
・
艦
船
内
等
に
設
け
ら
れ
、
主

に
軍
人
や
軍
属
た
る
下
士
官
兵
、
同
相
当
官
を
対
象
に
日
用
品
・
嗜

好
品
を
安
価
で
提
供
し
て
い
た
売
店
。

敗
戦
の
屈
辱

【
武
田
】
こ
の
頃
、
Ｂ
29
の
空
襲
は
な
く
、
近
い
と
こ
ろ
を
飛
ん
で

い
る
の
を
一
度
見
た
き
り
で
し
た
。
八
月
一
〇
日
頃
、
部
隊
長
殿
か

ら
ソ
連
・
満
州
国
境
周
辺
で
の
不
穏
な
動
き
を
聞
か
さ
れ
、「
転
地

す
る
か
ら
身
の
回
り
の
も
の
を
整
理
す
る
よ
う
に
」
と
命
令
が
下
り
、

い
よ
い
よ
身
に
迫
っ
た
〝
戦
争
〟
を
感
じ
ま
し
た
。

一
九
四
五
年（
昭
和
二
〇
年
）八
月
一
五
日
、
院
庭
に
召
集
が
か
か

り
、
ラ
ジ
オ
の
玉
音
放
送
を
聞
い
て
敗
戦
を
知
っ
た
。「
直
ち
に

宿
舎
に
戻
り
二
時
間
以
内
に
所
持
品
を
整
理
し
て
く
る
よ
う
に
」

と
命
令
が
あ
り
、
緊
張
し
な
が
ら
慌
た
だ
し
く
身
の
回
り
の
も
の

を
整
理
し
た
。

【
武
田
】
書
記
殿
か
ら
「
持
っ
て
い
る
写
真
は
焼
く
よ
う
に
」
と
命

じ
ら
れ
て
た
め
ら
っ
て
い
る
と
、「
大
事
な
写
真
が
敵
の
足
に
踏
ま

れ
て
、
ど
う
さ
れ
て
も
い
い
の
か
」
と
怒
鳴
ら
れ
、
仕
方
な
く
い
ろ

ん
な
物
を
焼
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
病
院
内
の
被
服
庫
の
一
部
が
仮

の
宿
舎
と
な
っ
た
。
部
隊
長
の
家
族
も
一
緒
に
集
ま
っ
て
い
た
が
、

愛媛県庁での出発式（愛媛県庁前にて）
昭和 19 年 3 月半ば召集令状が届き、外地勤務となる（満州第 794 部隊・遼陽第 2 陸軍病院勤務）

家
族
は
部
隊
と
は
別
で
移
動
し
て
い
っ
た
。

敗
戦
を
境
に
、
満
人
は
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
私
た
ち
を
蔑

み
、
取
り
囲
ん
で
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
言
葉
を
浴
び
せ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

「
看
護
婦
さ
ん
、
ア
メ
リ
カ
が
来
る
か
ら
三
つ
揃
え
の
洋
服
を
買

い
揃
え
た
方
が
い
い
よ
。」

お
前
た
ち
は
負
け
た
の
だ
か
ら
、
勝
っ
た
国
に
敬
意
を
示
せ
と
い

う
意
味
だ
っ
た
。

置
き
去
り
に
さ
れ
た
傷
病
者
た
ち

満
州
北
部
に
居
た
日
本
人
を
遼
陽
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、

駅
ま
で
出
迎
え
に
行
っ
た
が
、
移
動
の
汽
車
の
中
で
亡
く
な
っ
た

方
や
傷
の
周
り
が
蛆
虫
だ
ら
け
の
重
傷
病
者
が
大
勢
い
た
。
こ
の

頃
は
二
四
時
間
勤
務
を
し
て
お
り
、
軽
傷
病
者
の
助
け
に
支
え
ら

れ
た
。

【
武
田
】
間
も
な
く
遼
陽
に
も
ソ
連
兵
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
、
街
に

は
銃
声
が
鳴
り
響
い
た
。
夜
に
な
る
と
婦
女
子
の
逃
げ
惑
う
叫
び
声

が
院
内
に
も
聞
こ
え
て
き
て
胸
騒
ぎ
が
し
ま
し
た
。
さ
す
が
に
衛
兵

が
立
っ
て
い
る
病
院
に
は
入
っ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
た
ち
も

凌
辱
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
男
装
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
髪
を

切
ら
ん
と
連
れ
て
帰
ら
ん
」
と
言
わ
れ
て
、
女
性
に
と
っ
て
髪
は
大
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切
な
も
の
な
の
で
、
誰
も
が
言
い
え
ぬ
感
傷
に
胸
が
詰
ま
り
ま
し
た
。

緊
張
し
な
が
ら
傷
病
者
の
方
に
散
髪
し
て
い
た
だ
き
、
頭
髪
の
後
ろ

は
短
く
刈
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
軍
帽
・
軍
服
を
着
け
、
股
下
（
ず

ぼ
ん
下
）
ま
で
兵
隊
同
様
の
身
な
り
で
〝
俄
か
男
装
の
兵
隊
〟
と
な
っ

た
私
た
ち
は
こ
の
頃
か
ら
部
隊
の
中
で
勤
務
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
食
事
は
一
日
二
食
の
雑
米
が
八
分
目
、時
に
は
タ
ロ
イ
モ
や
ジ
ャ

ガ
イ
モ
で
し
た
。

程
無
く
、
と
う
と
う
院
内
に
も
ソ
連
兵
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
無

秩
序
で
、
汚
く
、
酒
を
飲
ん
で
入
っ
て
来
て
は
、
時
計
や
万
年
筆
な

ど
目
に
付
く
物
は
何
で
も
掠
奪
し
て
行
っ
た
。
終
戦
直
後
に
満
州
に

入
っ
て
き
た
ソ
連
兵
は
、
急
遽
、
囚
人
た
ち
を
動
員
し
て
編
成
し
た

部
隊
だ
っ
た
と
後
で
聞
き
ま
し
た
。
一
度
夜
に
私
た
ち
が
い
る
の
を

嗅
ぎ
付
け
て
侵
入
し
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
夜
勤
を
し
て
い

る
と
ソ
連
兵
が
や
っ
て
来
た
の
で
、
傷
病
者
に
「
ベ
ッ
ド
の
下
に
隠

れ
ろ
」
と
匿
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誰
の
命
令
だ
っ
た
の
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
青
酸
カ
リ
を
持
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

夜
間
の
手
術
室
で
ソ
連
兵
の
切
断
手
術
に
付
き
ま
し
た
が
、
手
洗

い
を
し
な
が
ら
、
軍
医
殿
に
「
武
田
、
声
を
出
す
な
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
声
を
出
す
と
女
性
で
あ
る
と
わ
か
り
、
危
険
な
こ
と
が
起
こ
る

可
能
性
を
案
じ
て
く
だ
さ
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。

そ
う
や
っ
て
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
て
い
た
軍
医
殿
と
衛
生
兵
た

【武田氏 男装姿】武田氏　男装姿

ち
も
い
つ
の
間
に
か
、
ソ
連
軍
に
連
行
さ
れ
、
傷
病
者
と
看
護
婦
は

置
き
去
り
に
さ
れ
ま
し
た
。
出
張
に
出
て
い
た
薬
剤
中
尉
殿
と
経
理

中
尉
殿
は
辛
う
じ
て
連
行
か
ら
免
れ
、
こ
の
二
人
が
指
揮
を
執
っ
て

残
さ
れ
た
者
た
ち
で
病
院
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
。
時
々
、
民
間
の

邦
人
医
師
に
診
察
に
来
て
い
た
だ
き
、
私
た
ち
看
護
婦
が
眼
内
注
射

を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
在
庫
薬
品
に
も
限
度
が
あ
り
、
軍
医
の
い
な
い
病
院

で
は
い
く
ら
看
護
婦
が
働
い
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
で
し
た
。

毎
日
何
人
も
の
傷
病
兵
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
し
て
い

た
よ
う
に
、
ご
遺
体
を
敬
い
な
が
ら
手
厚
く
葬
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
り
、
中
尉
殿
か
ら
は
「
自
由
に
し
て
い
い
」
と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

担
架
に
担
が
れ
た
ご
遺
体
は
防
空
壕
の
中
に
掘
ら
れ
た
穴
の
中
へ
積

み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
葬
ら
れ
た
。
も
う
そ
う
す
る
し
か
他
に
方
法

が
な
か
っ
た
の
で
す
。

現
地
邦
人
に
助
け
ら
れ

や
が
て
ソ
連
軍
は
引
き
揚
げ
て
行
っ
た
が
、
そ
の
直
後
、
今
度
は

八
路
軍（
中
国
共
産
党
軍
）が
入
っ
て
き
た
。
八
路
軍
は
軍
律
が
厳

し
く
婦
女
子
に
は
手
を
出
さ
な
か
っ
た
。
彼
等
は
病
院
を
存
続
さ

せ
る
交
換
条
件
に
看
護
婦
五
名
の
同
行
を
要
求
し
て
き
た
。

【
武
田
】
こ
れ
は
今
で
も
自
分
の
恥
で
あ
り
、
語
る
こ
と
は
大
変
つ

ら
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
時
、
私
と
大
野
さ
ん
は
シ
ー
ツ
を
被
っ
て

ト
イ
レ
の
窓
か
ら
真
っ
白
い
雪
景
色
の
中
へ
飛
び
出
し
ま
し
た
。
雪

の
中
、
方
向
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
歩
き
続
け
て
よ
く
行
き
着
け
た
と
思

い
ま
す
が
、
現
地
邦
人
の
北
中
さ
ん
と
い
う
未
亡
人
の
お
宅
へ
身
を

寄
せ
ま
し
た
。
北
中
さ
ん
は
瘰る

い
れ
き癧

を
患
い
包
帯
交
換
の
た
め
に
病
院

へ
通
わ
れ
て
い
た
患
者
さ
ん
で
、
か
ね
て
よ
り
「
何
か
の
時
は
、
私

の
家
へ
来
な
さ
い
」
と
気
に
か
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
北
中
さ

ん
の
お
計
ら
い
で
、
私
が
男
役
、
大
野
さ
ん
が
女
役
の
夫
婦
の
振
り

を
し
て
そ
こ
で
暮
ら
し
始
め
、
満
人
の
新
聞
社
で
電
気
を
起
こ
す
ア

ル
バ
イ
ト
（
二
食
付
で
一
〇
円
）
を
し
た
り
、
コ
ー
リ
ャ
ン
と
粟
で
作
っ

た
安
倍
川
餅
を
売
っ
て
生
活
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
作
っ
た
安
倍
川

餅
は
一
個
一
〇
円
で
よ
く
売
れ
ま
し
た
。
他
の
傷
病
者
た
ち
も
私
た

ち
の
た
め
に
色
々
な
も
の
を
持
ち
寄
っ
て
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。

あ
る
日
、
蒋
介
石
軍
（
国
府
軍
）
が
や
っ
て
来
て
、
大
野
さ
ん
を
連

れ
て
行
く
と
言
っ
た
の
で
、
私
は
彼
ら
に
「
酒
一
升
を
飲
め
ば
、
連

行
し
な
い
」
と
い
う
約
束
を
取
り
付
け
て
、
一
升
酒
を
飲
み
干
し
ま

し
た
。
不
思
議
と
酔
い
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
じ
頃
、
お
風
呂
に

入
っ
て
い
る
時
に
急
に
家
の
中
に
入
っ
て
来
ら
れ
て
、
浴
槽
に
蓋
を

し
て
そ
の
中
で
じ
っ
と
や
り
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

復
員
後
も
白
衣
の
日
々
を

一
九
四
六
年（
昭
和
二
一
年
）三
月
、
内
地
へ
の
引
き
揚
げ
が
決
ま

り
、
葫
蘆
島
か
ら
駆
逐
艦「
ゆ
き
か
ぜ
」に
乗
っ
て
博
多
港
へ
帰
還

し
た
。

【
武
田
】
石
炭
運
搬
列
車
に
乗
り
込
ん
で
葫
蘆
島
に
向
か
い
ま
し
た

が
、
車
中
で
は
ト
イ
レ
に
困
り
ま
し
た
。
初
め
は
途
中
停
車
し
た
時

に
飛
び
降
り
て
用
を
足
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
飛
び

降
り
る
の
が
怖
か
っ
た
。
最
後
の
方
は
皆
で
協
力
し
て
毛
布
な
ど
で

囲
い
な
が
ら
用
を
足
し
て
い
ま
し
た
。

松
山
へ
戻
る
と
町
の
半
分
は
焼
け
野
原
で
、
松
山
赤
十
字
病
院
も

焼
失
し
て
い
ま
し
た
。
日
赤
愛
媛
支
部
に
ご
挨
拶
に
行
っ
て
召
集
解

除
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時
は
「
白
衣
は
二
度
と
着
ま
い
」
と
思
っ



111　人道研究ジャーナルvol.5 110

て
い
ま
し
た
。
軍
病
院
と
い
う
と
こ
ろ
の
考
え
方
、
や
り
方
に
不
満

を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
す
。

家
族
は
新
居
浜
か
ら
西
条
へ
移
転
し
て
い
た
。
再
会
し
た
と
き
、

父
は
「
金
子
」
と
名
前
を
呼
び
な
が
ら
抱
き
し
め
て
く
れ
ま
し
た
。

復
員
後
は
何
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
、
高
松
に
あ
っ
た

四
国
電
力
株
式
会
社
の
診
療
所
に
勤
務
し
て
保
健
業
務
に
従
事
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
恩
師
の
誘
い
で
松
山
赤
十
字
病
院
へ
勤
務
す
る
こ

と
に
な
り
、
松
山
赤
十
字
高
等
看
護
学
院
教
務
部
長
、
松
山
赤
十
字

病
院
看
護
部
長
を
勤
め
ま
し
た
。

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
は
や
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
大
野
】
苦
労
は
し
た
け
れ
ど
、
今
思
え
ば
感
謝
で
す
。
い
い
友
人

に
巡
り
合
い
ま
し
た
。
日
赤
を
出
た
こ
と
は
誇
り
で
す
。
学
ぶ
こ
と

が
出
来
て
、
い
い
経
験
で
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力:

　
　
　
　
　
　

松
山
赤
十
字
病
院
副
院
長
兼
看
護
部
長

 
 

小
椋　

史
香
氏

姉
に
倣
い
看
護
婦
に

私
は
六
人
姉
弟
の
二
番
目
で
、
上
に
姉
が
一
人
、
下
に
は
弟
と
妹

が
そ
れ
ぞ
れ
二
人
い
る
、
た
い
へ
ん
姉
弟
仲
の
良
い
和
や
か
な
家
庭

で
育
ち
ま
し
た
。
当
時
、
矢
板
に
は
農
家
が
多
く
、
私
の
家
も
農
業

の
傍
ら
精
米
業
を
営
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
元
は
裕
福
だ
っ
た
父
方

の
祖
父
が
贅
沢
に
遊
び
過
ぎ
た
せ
い
で
我
が
家
の
家
計
は
次
第
に
厳

し
く
な
り
、
父
は
大
変
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
私
と
姉

は
経
済
的
な
理
由
で
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
後
は
上
の
学
校

に
進
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

姉
は
東
京
・
板
橋
の
産
院
で
働
き
な
が
ら
看
護
学
校
へ
行
か
せ
て

引
き
揚
げ
支
援
で
ラ
バ
ウ
ル
へ

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー:

い
ま
振
り
返
る
〝
戦
地
の
日
々
〟
④

元
日
本
赤
十
字
社
第
六
一
一
班
、
第
八
四
八
救
護
班
・
佐
藤
ト
シ
子
氏
に
聞
く

【佐藤トシ子氏】

【救護員手帳】

佐藤トシ子氏
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一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
に
栃
木
県
の
看
護
婦
資
格
試
験
に
合

格
し
て
資
格
を
取
得
し
た
後
は
宇
都
宮
陸
軍
病
院
で
看
護
婦
と
し
て

お
勤
め
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
時
代
は
女
性
が
外
で
働
く
の
は
珍
し

く
、
矢
板
に
い
た
同
級
生
の
ほ
と
ん
ど
は
学
校
を
卒
業
す
る
と
家
業

の
農
業
を
手
伝
っ
て
お
り
ま
し
た
。

臨
時
救
護
看
護
婦
養
成
の
研
修
へ

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）、
日
毎
に
戦
争
が
激
し
く
な
っ
て
い

く
中
、
私
も
〝
お
国
の
た
め
、
傷
病
兵
の
お
役
に
立
て
る
仕
事
が
し

た
い
〟
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
日
赤
の
救
護
班
へ
入
る
た
め
、
前
橋

赤
十
字
海
軍
病
院
へ
三
カ
月
間
の
研
修
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
新
し
く
救
護
看
護
婦
を
志
願
し
た
人
達
の
た
め
に

海
軍
病
院
の
士
長
さ
ん
た
ち
か
ら
直
接
教
育
・
訓
練
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
私
達
は
軍
隊
式
の
礼
儀
作
法
を
仕
込
ま
れ
、
厳
し
い
規
律

に
従
い
ま
し
た
。

一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
厳
寒
期
に
田
ん
ぼ
の
中
で
担
架
訓
練
も
し

ま
し
た
。
寮
で
は
水
道
で
は
な
く
、
凍
る
よ
う
な
冷
た
い
井
戸
水
で

洗
濯
を
し
、
入
浴
は
先
輩
が
先
に
入
り
、
そ
の
背
中
を
流
し
て
か
ら

自
分
は
隅
っ
こ
の
方
に
入
っ
て
、
先
輩
よ
り
先
に
出
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
、
温
ま
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
年
）
一
月
二
日　

栃
木
県
矢
板
市
（
旧
塩
谷
郡
泉

村
）
生
ま
れ

矢
板
市
の
泉
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
九
月　

東
京
産
婆
看
護
婦
学
校
看
護
学
科

卒
業

 

一
一
月　

栃
木
県
看
護
婦
資
格
取
得

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
一
月
～
三
月　

前
橋
赤
十
字
海
軍
病
院
で

救
護
看
護
婦
養
成
の
研
修
を
受
け
、
四
月
よ
り
日
赤
救
護
班

第
六
一
一
班
に
臨
時
救
護
看
護
婦
と
し
て
応
召

 

終
戦
ま
で
宇
都
宮
陸
軍
病
院
分
院
に
勤
務
し
た
後
、
同
病
院

本
院
に
勤
務
。

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
九
月　

日
赤
栃
木
県
支
部
第
八
四
八
救
護

班
に
補
充
編
入

 

病
院
船
勤
務

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
七
月
三
一
日　

召
集
解
除

　
佐
藤
ト
シ
子
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

防
空
壕
内
で
の
献
身
看
護

三
カ
月
間
の
研
修
を
終
え
た
四
月
か
ら
は
、
前
橋
や
水
戸
の

日
赤
看
護
婦
養
成
所
で
教
育
を
受
け
て
卒
業
し
た
人
達
と
共
に
第

六
一
一
救
護
班
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
若
か
っ
た
の

で
、
や
は
り
「
外
地
で
勤
務
し
た
い
」
と
い
う
気
持
が
あ
り
ま
し
た
が
、

六
一
一
班
は
外
地
へ
の
派
遣
は
な
く
、
ず
っ
と
同
じ
内
地
の
陸
軍
病

院
で
の
勤
務
で
し
た
。

患
者
さ
ん
が
次
か
ら
次
へ
と
運
ば
れ
て
き
て
、
本
院
の
病
棟
だ
け

で
は
収
容
で
き
ず
、
宇
都
宮
市
御
幸
ヶ
原
町
の
防
空
壕
の
中
に
三
病

棟
く
ら
い
の
分
院
を
作
り
、
そ
こ
に
ベ
ッ
ド
や
治
療
道
具
を
置
い
て
、

七
、八
〇
名
く
ら
い
の
重
傷
患
者
が
収
容
さ
れ
ま
し
た
。

外
科
の
患
者
さ
ん
は
長
野
県
の
上
山
田
温
泉
病
院
へ
転
送
さ
れ
、

外
傷
の
ひ
ど
い
患
者
さ
ん
が
御
幸
ヶ
原
の
防
空
壕
内
分
院
で
治
療
を

受
け
て
い
ま
し
た
。
医
療
物
資
は
不
足
し
て
お
り
、
抗
生
物
質
も
無

か
っ
た
た
め
、
傷
口
か
ら
蛆
が
湧
い
て
い
る
の
を
水
道
の
水
で
流
し

て
消
毒
し
患
部
を
清
潔
に
し
ま
し
た
。
今
な
ら
ガ
ー
ゼ
は
使
い
捨
て

で
す
が
、
当
時
は
材
料
が
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ー
ゼ
や
包
帯
を
ク
レ

ゾ
ー
ル
石
鹸
液
で
煮
沸
し
た
後
に
手
洗
い
し
、
乾
燥
さ
せ
て
再
利
用

し
ま
し
た
。
不
潔
で
し
た
が
、
物
資
が
無
か
っ
た
の
で
そ
う
す
る
し

か
手
立
て
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

運
ば
れ
て
き
た
患
者
さ
ん
達
は
外
地
で
大
怪
我
を
負
っ
て
も
治
療

を
受
け
ら
れ
ず
に
日
本
へ
送
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
へ
運
ば
れ
て
き

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
外
傷
を
受
け
て
か
な
り
日
数
が
経
っ
て
い

た
の
で
傷
が
ひ
ど
く
容
態
も
悪
か
っ
た
。
休
む
こ
と
な
く
患
者
さ
ん

た
ち
へ
の
看
護
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、
尽
く
し
て
も
、
尽
く
し
て
も
、

手
当
て
は
追
い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
光
の
見
え
な
い
防
空
壕
の
中

で
連
日
連
夜
、
重
傷
患
者
の
回
復
を
ひ
た
す
ら
祈
り
な
が
ら
懸
命
に

な
っ
て
働
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
日
本
の
戦
況
は
悪
化
の
一
途
を
た

ど
り
、
終
に
敗
戦
の
日
を
迎
え
た
。

戦
争
が
終
わ
る
と
、
今
度
は
本
院
へ
の
移
動
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

終
戦
後
の
本
院
に
は
結
核
、
栄
養
失
調
の
患
者
さ
ん
が
溢
れ
て
い
た
。

病
院
船
内
で
の
弔
い

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
九
月
二
五
日
、
外
地
引
揚
者
の
た
め

の
病
院
船
へ
乗
る
救
護
班
へ
転
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
う

「
召
集
令
状
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
代
わ
り
に
「
救
護
員
手
帳
」

を
持
た
さ
れ
ま
し
た
。
三
井
造
船
の
貨
物
船
を
病
院
船
に
改
築
し
て

い
る
間
は
勤
務
が
な
か
っ
た
の
で
、
岡
山
県
の
病
院
施
設
で
出
港
の

日
ま
で
待
機
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
、
日
赤
栃
木
支
部
が
広
島
見
学

も
ら
い
、
助
産
婦
の
資
格
を
取
り
ま
し
た
。
私
も
姉
に
倣
い
、
叔
父

の
世
話
で
東
京
・
椎
名
町
に
あ
る
村
井
耳
鼻
咽
喉
科
に
勤
務
し
、
午

後
か
ら
東
京
産
婆
看
護
婦
学
校
看
護
学
科
に
二
年
間
通
学
し
て
勉
学

に
励
み
ま
し
た
。
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の
機
会
を
設
け
て
く
れ
ま
し
た
。
車
の
中
か
ら
見
た
広
島
市
の
焼
け

跡
は
〝
街
全
体
が
燻
ら
れ
た
よ
う
な
〟
風
景
で
し
た
。

一
二
月
に
な
っ
て
船
の
改
築
が
完
了
し
、
日
赤
栃
木
支
部
第

八
四
八
救
護
班
の
救
護
員
と
し
て
赤
十
字
の
腕
章
を
付
け
て
病
院
船

に
乗
り
、
先
ず
は
ラ
バ
ウ
ル
へ
向
か
い
ま
し
た
。
日
本
か
ら
向
か
う

時
は
、
私
た
ち
栃
木
班
の
他
に
東
京
班
、
大
阪
班
、
日
赤
以
外
の

一
般
の
看
護
婦
の
方
々
、
衛
生
兵
、
三
、四
名
の
医
師
、
青
木
婦
長
、

久
保
田
中
尉
、
佐
藤
中
尉
（
外
科
医
）
と
一
緒
で
し
た
。

往
き
は
患
者
さ
ん
が
乗
っ
て
い
な
い
の
で
楽
で
し
た
が
、
日
本

海
は
波
が
高
く
、
船
酔
い
で
気
分
が
悪
く
な
っ
て
食
事
も
取
れ
な
い

看
護
婦
も
い
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
を
乗
せ
る
前
に
衛
生
兵
た
ち
が
船

内
で
肝
試
し
の
よ
う
な
催
し
を
や
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
の
を
見
て

ぞ
っ
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
内
地
で
重
傷
の
患
者
さ
ん
を

た
く
さ
ん
見
て
い
た
の
で
、
帰
り
の
船
内
で
ひ
ど
い
状
態
の
患
者
さ

ん
を
見
て
も
怖
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

島
の
港
へ
着
く
と
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
な
の
に
道
が
舗
装
さ
れ
て
い

る
の
を
見
て
驚
き
ま
し
た
。
寄
港
の
た
め
に
兵
隊
た
ち
が
島
内
の
道

を
整
備
し
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
頃
は
矢
板
辺
り
で
も
道
路
は
で
こ

ぼ
こ
し
て
い
ま
し
た
。「
危
険
な
の
で
看
護
婦
た
ち
は
下
船
し
な
い

方
が
い
い
」
と
言
わ
れ
て
船
内
で
待
機
し
て
お
り
ま
す
と
、
や
が
て
、

衛
生
兵
た
ち
が
小
船
で
患
者
さ
ん
を
運
び
込
み
、
一
回
に
千
人
近
く

の
患
者
さ
ん
を
病
院
船
に
乗
せ
ま
し
た
。

外
傷
の
ひ
ど
い
方
、
栄
養
失
調
の
方
が
多
く
、
み
ん
な
長
い
間
何

も
食
べ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
食
事
を
出
し
て
も
身
体
が
食
べ
物
を

受
け
容
れ
ら
れ
ず
、
流
動
食
を
与
え
て
も
下
痢
が
続
き
ま
し
た
。
病

院
船
に
は
点
滴
を
用
意
し
て
あ
っ
た
の
で
す
ぐ
に
投
与
し
ま
し
た

が
、
結
局
は
駄
目
で
、
毎
日
一
、二
名
は
船
内
で
お
亡
く
な
り
に
な

り
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
が
息
を
引
き
取
ら
れ
る
と
、
衛
生
兵
が
片
手

や
髪
の
毛
を
切
り
、
ご
遺
体
を
毛
布
に
包
ん
で
船
尾
の
方
か
ら
海
へ

葬
り
ま
し
た
。
船
で
ラ
バ
ウ
ル
か
ら
日
本
へ
到
着
す
る
の
に
大
体

一
二
、三
日
く
ら
い
か
か
り
、
亡
骸
を
そ
の
ま
ま
船
に
乗
せ
て
お
く

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
日
本
へ
持
ち
帰
れ
る
の
は
船
上
で

火
葬
さ
れ
た
片
手
の
み
で
し
た
。

私
は
病
院
船
の
中
で
も
日
勤
・
夜
勤
の
区
別
な
く
、
ほ
と
ん
ど
休

【佐藤トシ子氏】

【救護員手帳】救護員手帳

ま
ず
に
患
者
さ
ん
の
治
療
と
世
話
に
あ
た
り
ま
し
た
。
外
科
の
先
生

も
乗
っ
て
い
た
の
で
、船
内
で
手
術
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ガ
ー

ゼ
や
包
帯
は
海
水
で
洗
い
ま
し
た
が
、
飲
み
水
や
食
事
に
使
う
水
は

た
く
さ
ん
積
み
込
ん
で
い
た
の
で
不
足
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
終

戦
直
後
の
内
地
は
深
刻
な
食
糧
難
で
し
た
が
、
船
に
は
医
師
、
看
護

婦
、
衛
生
兵
、
患
者
の
た
め
に
充
分
な
食
糧
と
飲
み
水
の
用
意
が
あ

り
ま
し
た
。

日
本
へ
到
着
す
る
と
、
横
須
賀
の
海
軍
病
院
へ
患
者
さ
ん
を
収
容

し
、
そ
こ
で
一
カ
月
間
く
ら
い
お
世
話
を
し
た
後
、
再
び
病
院
船
に

乗
っ
て
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
へ
と
出
発
し
、
敗
戦
で
心
身
共
に
傷
を
負
っ

た
患
者
さ
ん
た
ち
の
看
護
に
尽
力
し
た
。

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
七
月
三
一
日
に
召
集
が
解
除
さ
れ
る

と
、
故
郷
へ
戻
り
近
所
の
食
糧
配
給
所
で
事
務
員
の
仕
事
に
就
き
ま

し
た
。
戦
争
で
疲
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
四
年
間
は
看
護
の
仕
事
か

ら
は
遠
ざ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五
年
）
九

月
か
ら
看
護
婦
と
し
て
再
始
動
し
、
七
〇
歳
に
な
る
ま
で
地
域
の
患

者
さ
ん
の
た
め
に
献
身
し
ま
し
た
。

今
、
救
護
看
護
婦
だ
っ
た
頃
を
振
り
返
る
と
、
と
に
か
く
必
死
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
若
く
て
健
康
だ
っ
た
か
ら
頑
張
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力:

　
　
　

 

芳
賀
赤
十
字
病
院
看
護
部
長　
　

河
原
美
智
子
氏

　
　

 

　

那
須
赤
十
字
病
院
看
護
部
長　
　

髙
橋
美
知
子
氏

　
　

 

　

日
本
赤
十
字
社
栃
木
県
支
部
参
事　

浅
賀
昌
代
氏



117　人道研究ジャーナルvol.5 116

昭
和
二
〇
年
四
月
の
あ
る
日
、
突
然
転
進
命
令
が
あ
り
、
背
中
に

白
い
布
を
垂
ら
し
、
兵
隊
さ
ん
が
先
頭
、
中
央
が
私
達
救
護
員
、
後

方
が
兵
隊
さ
ん
と
並
ん
で
山
道
や
小
川
を
歩
き
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど

夜
に
行
軍
し
、
昼
は
休
憩
を
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
の
午
後
、
空

き
家
で
休
憩
し
て
い
る
と
急
に
転
進
命
令
が
あ
り
、
裸
足
で
石
こ
ろ

道
や
い
ば
ら
道
を
歩
い
て
、
や
っ
と
シ
ッ
タ
ン
河
畔
に
辿
り
着
き
ま

し
た
。

「
こ
ん
な
大
き
な
河
を
ど
う
や
っ
て
渡
る
の
か
」
と
思
い
ま
し
た
。

死
を
覚
悟
し
て
泳
い
で
い
る
と
、
向
こ
う
か
ら
丸
木
舟
に
乗
っ
た
現

地
の
方
が
手
を
振
っ
て
近
付
い
て
き
た
の
で
そ
の
舟
に
乗
せ
て
も
ら

い
、
向
こ
う
岸
に
着
き
ま
し
た
。

民
家
の
中
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
濡
れ
た
衣
服
を
脱
い
で
ビ
ル

マ
の
衣
服
に
着
替
え
、
夕
食
を
頂
い
た
後
、
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
朝
起
き
る
と
、
乾
か
し
て
い
た
だ
い
た
衣
服
に
着
替
え
朝
食

を
頂
い
て
、
厚
く 

ゝ 

御
礼
を
申
し
ま
し
た
。

外
に
出
る
と
ジ
ー
プ
が
置
い
て
あ
り
、
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
て
イ
ギ

リ
ス
軍
の
事
務
所
に
連
れ
て
行
か
れ
、
通
訳
を
通
し
て
質
問
さ
れ
た

こ
と
に
答
え
ま
し
た
。
初
め
は
嘘
ば
か
り
つ
い
て
い
る
と
、「
あ
な

た
達
は
日
赤
の
ナ
ー
ス
で
し
ょ
う
。
赤
十
字
の
条
約
を
勉
強
し
て
い

な
い
か
ら
こ
ん
な
不
幸
な
目
に
遭
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
赤
十
字

条
約
に
よ
り
、
あ
な
た
達
を
保
護
し
ま
す
。」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

昼
食
を
頂
い
た
そ
の
後
は
応
答
に
正
直
に
答
え
ま
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
ド
ク
タ
ー
が
「
日
用
品
も
要
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
通

訳
を
通
し
て
言
っ
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
頼
ん
だ
品

赤
十
字
条
約
に
守
ら
れ
て
ビ
ル
マ
か
ら
イ
ン
ド
へ

特
集
２:

戦
後
七
〇
年
―
元
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
証
言
　
手
記
投
稿

元
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
支
部
第
四
九
〇
救
護
班
・
平
井
越
子
氏

は
早
速
持
っ
て
来
て
く
れ
て
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
の
生
地
で
肌
着
を
作

り
、
復
員
後
も
そ
れ
を
大
切
に
使
い
ま
し
た
。
私
達
専
用
の
テ
ン
ト

も
建
て
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
人
が
収
容
さ
れ
て
い
る
捕

虜
収
容
所
で
イ
ギ
リ
ス
の
ナ
ー
ス
の
助
手
と
し
て
看
護
を
す
る
仕
事

を
し
ま
し
た
。

あ
る
日
、
イ
ン
ド
に
あ
る
日
本
人
収
容
所
へ
派
遣
す
る
医
療
班
の

看
護
婦
と
し
て
、
山
下
さ
ん
と
私
が
指
名
さ
れ
、
船
で
ラ
ン
グ
ー
ン

か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
行
き
ま
し
た
。
次
に
汽
車
に
乗
っ
て
デ
リ
ー

に
着
き
、
日
本
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
イ
ン
ド

人
の
ナ
ー
ス
の
助
手
を
し
て
日
々
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
へ
、
山
本
さ
ん
、
森
下
さ
ん
、
道
北
さ
ん
が
来
て
、
山
中
で

の
悲
劇
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
中
尾
婦
長
さ
ん
が
「
私
は
も
う
あ

な
た
達
の
面
倒
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
捕
虜
に
だ
け
は
な
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。」
と
言
わ
れ
、「
天
皇
陛
下
万
才
」
と
言
っ
て
腰
の
ベ
ル
ト
で

首
を
絞
め
て
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
泣
き
崩
れ
ま
し
た
。
中

尾
婦
長
さ
ん
は
、
美
人
で
賢
く
大
変
責
任
感
の
強
い
立
派
な
方
で
し

た
。
私
達
（
辻
さ
ん
、
児
玉
さ
ん
、
私
）
が
傍
に
い
た
な
ら
、
い
ろ
い

ろ
と
お
話
も
で
き
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
に
。
中
尾
婦
長
さ
ん
は
昭
和
一
五
年
三
月
卒
業
、
私
達
三
人

は
昭
和
一
五
年
一
一
月
卒
業
で
、
常
時
仲
良
く
過
ご
し
て
お
り
ま
し

た
。

一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
七
月
二
四
日
生
ま
れ

一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
一
一
月
三
〇
日　

看
護
婦
養
成
所
卒
業

一
二
月
七
日　

日
赤
和
歌
山
支
部
第
二
三
七
救
護
班
応
召

 
  

天
津
陸
軍
病
院
、
香
港
陸
軍
病
院
勤
務

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
五
月
二
九
日　

召
集
解
除

一
一
月
一
日　

日
赤
和
歌
山
支
部
第
四
九
〇
救
護
班
応
召

一
二
月
五
日　

南
方
第
三
陸
軍
病
院
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
援
助
勤
務 

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
） 

二
月
二
五
日 

第
一
〇
六
兵
砧
病
院
（
ビ
ル

マ
・
ラ
ン
グ
ー
ン
）
ロ
ー
ガ
分
院
勤
務

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
一
月
二
一
日　

第
一
一
六
兵
站
病
院
配
属

 

四
月
二
七
日　

状
況
悪
化
の
為
、
ペ
グ
ー
山
系
を
進
む

 

救
護
班
員
戦
死
、
班
員
四
散
後
、
同
僚
と
共
に

 

ペ
グ
ー
英
軍
病
院
に
収
容
（
看
護
婦
六
名
）

 

そ
の
後
、
イ
ン
ド
の
英
軍
ラ
レ
ラ
ジ
ブ
タ
ナ
ン 

砂
漠
日
本
人

拘
留
所
内
病
院
勤
務

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
七
月
七
日  

召
集
解
除

　
平
井
越
子
氏
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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ま
た
、
道
北
さ
ん
が
弾
に
当
た
っ
て
重
傷
を
負
っ
た
時
に
、
イ

ギ
リ
ス
軍
の
方
が
早
急
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
出
し
て
く
れ
、
軍
の
病

院
に
連
れ
て
行
っ
て
手
当
て
を
し
て
く
れ
、
本
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
か
ら

良
薬
や
必
需
品
を
手
配
し
て
送
っ
て
も
ら
い
、
輸
血
ま
で
し
て
く
れ

た
と
聞
き
ま
し
た
。
敵
味
方
の
差
別
な
く
赤
十
字
の
博
愛
の
精
神
を

強
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
道
北
さ
ん
は
病
棟
に
入
り
、
山
本
さ

ん
、
森
下
さ
ん
は
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ス
の
手
伝
い
を
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

軍
の
病
院
で
過
ご
し
ま
し
た
。
院
内
は
大
変
清
潔
で
ハ
エ
一
匹
も
い

な
か
っ
た
ほ
ど
で
す
。

昭
和
二
一
年
五
月
の
あ
る
日
、
日
本
へ
帰
国
で
き
る
こ
と
に
な
り
、

カ
ル
カ
ッ
タ
港
よ
り
復
員
船
に
乗
っ
て
日
本
に
向
け
出
発
し
ま
し
た
。

六
月
下
旬
に
大
竹
港
に
着
い
て
、
身
体
消
毒
や
復
員
手
続
き
を
済
ま

せ
、
復
員
列
車
に
乗
り
、
和
歌
山
駅
に
着
き
ま
し
た
が
、
市
内
を
眺

め
寂
し
く
な
り
ま
し
た
。
復
員
後
、
日
赤
支
部
や
日
赤
病
院
に
出
向

き
、
山
下
さ
ん
は
紀
南
方
面
、
私
は
紀
北
方
面
の
亡
き
方
々
の
お
家

を
訪
問
し
、
葬
儀
に
も
行
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
道
北
さ
ん
は

後
日
、
病
院
船
で
帰
国
し
ま
し
た
。）

そ
の
後
ビ
ル
マ
の
病
院
で
勤
務
し
て
い
た
山
野
さ
ん
、
岩
本
さ
ん
、

辻
さ
ん
も
一
〇
月
初
旬
に
無
事
帰
国
し
ま
し
た
。
二
八
名
中
、
生
存

者
は
八
名
で
し
た
。

行
軍
中
に
「
水
を
下
さ
い
」
と
言
っ
て
い
た
兵
隊
さ
ん
に
、
軍
医

さ
ん
が
「
小
水
で
も
や
っ
て
お
け
、
毒
に
な
ら
な
い
か
ら
。」
と
言
っ

て
い
る
声
も
聞
き
ま
し
た
。
ま
た
、
木
の
上
か
ら
ハ
ゲ
タ
カ
が
兵
隊

さ
ん
が
死
ぬ
の
を
待
っ
て
い
た
り
、
骸
骨
に
な
っ
て
い
る
兵
隊
さ
ん

も
見
ま
し
た
。
大
変
悲
し
い
光
景
を
見
ま
し
た
。

以
上
、
乱
文
乱
筆
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
記
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
、
天
災
や
疫
病
の
救
護
に
は
積
極
的
に
活
動
に
あ
た
ら
れ
、

国
と
国
と
の
戦
い
に
は
話
し
合
い
に
よ
っ
て
平
和
的
に
解
決
で
き
る

よ
う
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
は
絶
対
反
対
で

す
。

 

二
〇
一
五
年
六
月　
　
　

 

平
井 

越
子

協
力:

和
歌
山
赤
十
字
看
護
専
門
学
校
副
学
校
長 

高
岸
壽
美
氏

日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー
看
護
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

 

中
尾
ひ
ろ
み
氏

世
界
は
変
動
期
に
あ
る

―
。
世
界
の
動
き
に
敏
感
な
者
は
誰
し

も
す
で
に
そ
う
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

冷
戦
終
結
期
は
い
く
つ
か
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
新
た
な

秩
序
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
代
の

世
界
は
、
先
行
き
が
不
透
明
な
な
か
で
危
機
が
発
生
す
る
と
い
う
混

迷
の
時
代
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
が
世
界
の
新
し
い
常
態
な
の

だ
ろ
う
。
そ
し
て
不
幸
に
も
、
漂
流
す
る
世
界
を
象
徴
す
る
か
の
よ

う
に
難
民
が
生
ま
れ
て
い
る
。
国
外
ば
か
り
で
な
く
、
国
内
で
の
難

民
化
の
現
象
も
止
む
こ
と
が
な
い
。
世
界
各
地
の
情
勢
が
流
動
的
に

な
る
な
か
、
そ
の
原
因
が
簡
単
に
解
決
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
難

民
の
流
出
は
古
代
よ
り
現
在
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
た
し
、
強
弱
の

差
は
あ
れ
、
今
後
も
続
く
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
難
民
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か
。
世
界
の
構
造
的
な
動
向

に
着
目
せ
ず
に
は
、
こ
の
現
象
は
十
分
に
は
理
解
で
き
な
い
。
問
題

の
解
決
を
考
え
る
に
し
て
も
、
国
家
や
国
際
社
会
と
い
う
要
素
は

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は

二
〇
一
〇
年
代
の
世
界
情
勢
に
焦
点
を
当
て
て
、
難
民
現
象
を
取
り

巻
く
政
治
的
背
景
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

混
沌
と
し
た
二
〇
一
〇
年
代
の
世
界

変
化
が
激
し
く
、
複
雑
な
時
代
で
あ
る
。
国
際
政
治
の
主
体
も
多

様
で
あ
る
な
ら
、
主
体
間
の
争
点
も
多
様
で
あ
る
。
力
関
係
の
変
化

は
大
国
間
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
生
ま
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
時
と
し
て
激
し
い
暴
力
と
な
っ
て
表
れ
、
人
々
に
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
具
体
的
な
事
例
を
い
く

流
動
す
る
二
〇
一
〇
年
代
の
世
界
の
構
図
―
難
民
問
題
の
政
治
的
背
景

墓
田
　
桂

　
（
成
蹊
大
学
文
学
部
国
際
文
化
学
科
教
授 
）

寄
稿
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つ
か
あ
げ
な
が
ら
、
世
界
情
勢
の
潮
流
を
概
観
し
た
い
。

二
〇
一
〇
年
に
北
ア
フ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
、
そ

の
帰
結
と
し
て
、
中
東
で
の
政
治
的
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
民

主
化
運
動
が
進
み
、
い
く
つ
か
の
強
権
的
政
権
は
崩
壊
し
た
も
の

の
、
多
く
の
国
々
で
国
家
と
い
う
枠
組
み
が
揺
ら
ぐ
事
態
が
起
き
て

し
ま
う
。
強
権
政
治
の
退
場
と
相
俟
っ
て
台
頭
し
て
き
た
の
が
イ

ス
ラ
ム
過
激
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
唱
え
る
勢
力
で
あ
る
。
今
に
始

ま
っ
た
動
き
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
国
境
を
越
え
て
急
速
に
拡
散

し
、
局
地
的
に
暴
力
的
事
象
と
な
っ
て
結
晶
し
た
。
二
〇
一
四
年
六

月
の
「
イ
ス
ラ
ム
国
（
Ｉ
Ｓ
）」
に
よ
る
「
カ
リ
フ
国
」
の
建
国
宣
言
は
、

二
〇
〇
一
年
九
月
の
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
に
露
わ
と
な
っ
た
イ

ス
ラ
ム
過
激
主
義
の
一
里
塚
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
シ
リ

ア
・
イ
ラ
ク
国
境
の
物
理
的
破
壊
も
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

国
家
の
揺
ら
ぎ
は
中
東
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
フ
リ
カ
も
席
巻

し
て
い
る
。
植
民
地
支
配
の
境
界
線
を
利
用
し
な
が
ら
独
立
に
至
っ

た
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
家
は
、
そ
の
擬
制
的
な
性
質
を
よ
り
強
く
表
出

し
て
い
る
。
国
家
の
求
心
力
の
低
下
に
加
え
て
、内
乱
や
ク
ー
デ
タ
ー

に
よ
る
統
治
不
全
な
ど
、
ア
フ
リ
カ
国
家
の
擬
制
性
を
浮
き
彫
り
に

す
る
場
面
は
数
多
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
と
り
わ
け
サ
ヘ
ル
地
域

に
お
い
て
、
擬
制
的
で
脆
弱
な
ア
フ
リ
カ
国
家
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
主

義
の
拡
散
に
対
し
て
有
効
な
手
立
て
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
で
い
る
。

他
方
で
、
ロ
シ
ア
、
中
国
と
い
う
、
国
際
連
合
（
以
下
、
国
連
）
に

お
い
て
強
大
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
国
々
が
力
に
よ
る
現
状
変

更
を
試
み
て
い
る
。
国
際
法
秩
序
の
維
持
に
と
っ
て
は
危
機
的
事
実

で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
崩
壊
の
後
に
凋
落
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か

ら
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
二
〇
〇
八
年
八
月
の
グ
ル
ジ
ア
戦
争
を
経

て
、
再
び
国
際
政
治
の
主
役
を
演
じ
て
い
る
。
力
を
誇
示
す
る
こ
と

を
躊
躇
し
な
く
な
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
ク
リ
ミ
ア
半
島
を
巧
妙
な
手
法
で
併
合
す
る
。
さ
ら
に
ア
ジ
ア

に
目
を
向
け
れ
ば
、
中
国
の
膨
張
指
向
は
憂
慮
す
べ
き
規
模
と
な
っ

て
い
る
。
南
シ
ナ
海
で
の
人
工
島
の
造
営
と
軍
事
拠
点
化
は
、
中
国

に
よ
る
周
期
遅
れ
の
帝
国
主
義
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
シ
ナ

海
、
特
に
日
本
の
尖
閣
諸
島
周
辺
で
の
挑
発
行
為
も
そ
の
文
脈
で
理

解
で
き
よ
う
。

二
〇
〇
一
年
九
月
の
テ
ロ
事
件
で
受
け
た
衝
撃
の
反
動
だ
ろ
う
、

ア
メ
リ
カ
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
イ
ラ
ク
と
い
う
、
自
国
か
ら
遠
く

離
れ
た
二
つ
の
前
線
で
「
勝
て
な
い
戦
争
」
を
戦
っ
て
き
た
一
方
で
、

ロ
シ
ア
と
中
国
は
力
を
温
存
し
つ
つ
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
の
資
源

を
効
果
的
に
運
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
映
る
。「
超
大
国
で
あ
っ
た

ア
メ
リ
カ
が
自
ら
衰
退
の
道
を
用
意
し
た
」
と
二
二
世
紀
の
政
治
学

者
は
振
り
返
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
見
ら
れ
る
簒
奪
と
群
雄
割
拠
、
そ
し
て
無
秩

序
の
様
相
は
、「
乱
世
」
と
い
う
言
葉
さ
え
も
彷
彿
と
さ
せ
る
。
世
界

を
動
か
す
主
役
が
入
れ
替
わ
り
、
国
家
・
非
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
主

体
が
入
り
乱
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
勢
力
を
維
持
し
、
拡
大
し
よ
う
と

行
動
す
る
。
現
状
を
説
明
す
る
に
も
、
現
状
に
対
応
す
る
に
も
、
地

政
学
的
な
視
座
は
不
可
欠
と
な
る
。
常
識
で
あ
っ
た
は
ず
の
価
値
と

規
範
は
自
明
で
は
な
く
な
り
、
既
存
の
秩
序
は
所
々
で
動
揺
す
る
。

世
界
の
各
地
で
起
こ
る
人
道
危
機
は
、
以
上
の
文
脈
に
照
ら
し
合
せ

て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

人
道
危
機
の
時
代

「
今
世
紀
最
悪
の
人
道
危
機
」１

と
さ
れ
る
シ
リ
ア
を
筆
頭
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
国
で
息
の
つ
ま
る
悲
劇
が
起
き
て
い
る
。
人
々
の
普
通

の
生
活
が
失
わ
れ
、
無
辜
の
人
命
が
失
わ
れ
る
苛
烈
な
状
況
で
あ
る
。

国
内
外
で
安
全
を
求
め
て
逃
げ
る
人
は
後
を
絶
た
な
い
。
国
家
が
揺

ら
ぎ
を
経
験
し
、
政
情
悪
化
に
直
面
す
る
な
か
、
人
々
の
生
活
も
ま

た
大
き
な
揺
ら
ぎ
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。

安
全
を
求
め
て
国
内
外
で
流
動
す
る
人
々
は
、
動
揺
と
漂
流
を
経

験
す
る
国
家
の
「
映
し
絵
」
で
あ
る

２

。
も
ち
ろ
ん
人
の
移
動
（hum

an 

m
igration

）
は
今
に
始
ま
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
紛
争
や
災
害
、
気
候

変
動
と
い
う
人
間
生
活
へ
の
脅
威
に
対
し
、
人
々
は
避
難
し
、
移
動

3 

人道危機では人々が難民化するのみならず、人々の命が深刻な危機に直面する。2010 年代、

紛争の犠牲者は後を絶たない。直接的に武力攻撃や人権蹂躙の危険にさらされることもあれ

ば、紛争にともない食糧生産や経済活動が困難となり、飢饉の状態が生じることもある。基

本的医療を受けることも難しくなり、感染症を始めとする病気の罹患率も自ずと高まる。武

装勢力が跋扈するかたわらで、市井の人々の安全はかくして脅威にさらされる。 
例えば、2013 年 11 月、世界食糧計画（WFP）は「武力衝突が続く中央アフリカ共和国で、

110 万人の人々が飢餓に見舞われるリスクがある」と警鐘を鳴らした5。その数カ月後、WFP
は中央アフリカの首都バンギに向けて食糧の空輸を行い、1,800 トンの食糧を提供するのだが、

人々の厳しい生活条件が根本的に解決されたわけではない。 
人道危機は現地の人々が直面する危機的状況を指すものだが、その影響は本国だけにとど

まらない。人の移動にともない、人道危機は広域にわたって影響をもたらす。故郷を離れた

人々は、国内で、あるいは国外に逃れ、さらには遠く離れた国々にも移動する。交通・航路

網や情報伝達手段の発達によって、移動の規模と範囲は大きく広がった。さまざまな拠点を

渡り歩くといった形で、二次的、三次的な移動を行うケースは多い。近年、欧州連合（EU）

に流入した難民・移民の多くはそのパターンである。 
故郷を逃れ、安全な土地を求めて人々が移動する一方で、移動する人々は、その先にある

社会に負担と軋轢をもたらす。平穏に暮らしたいと願う地元住民にとってもまた危機的状況

が生じるのである。東欧のスロヴェニアでは人口 176 人のリゴンツェ村に 7 万人の難民・移
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す
る
こ
と
で
対
処
し
て
き
た
。
人
口
移
動
は
昔
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
世
界
史
的
現
象
で
あ
り
、
何
も
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た

だ
、
各
地
で
起
き
て
い
る
人
道
危
機
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
変
を
確
実

に
映
し
出
し
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
六
月
の
時
点
で
世
界
で
の
難
民
の
数
は
一
、

五
一
〇
万
人
に
上
る

３

。
二
〇
一
〇
年
代
、
そ
の
数
は
著
し
く
伸

び
た
（
図
を
参
照
）。
そ
の
一
方
で
、
国
内
で
避
難
す
る
「
国
内
避
難

民
（internally displaced persons
）」
の
数
は
二
〇
一
四
年
末
の
時
点
で
三
、

八
〇
〇
万
人
と
推
定
さ
れ
る

４

。
逃
れ
ら
れ
る
人
は
ま
だ
幸
い
で
あ

る
。
移
動
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
現
地
に
と
ど
ま
り
、
危
険
と

恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
は
数
多
い
。
難
民
や
国
内
避
難
民
に
比

べ
れ
ば
可
視
化
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
数
を
正
確
に
算
出
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

人
道
危
機
で
は
人
々
が
難
民
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
命
が

深
刻
な
危
機
に
直
面
す
る
。
二
〇
一
〇
年
代
、
紛
争
の
犠
牲
者
は
後

を
絶
た
な
い
。
直
接
的
に
武
力
攻
撃
や
人
権
蹂
躙
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
紛
争
に
と
も
な
い
食
糧
生
産
や
経
済
活
動
が

困
難
と
な
り
、
飢
饉
の
状
態
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
基
本
的
医
療

を
受
け
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
、
感
染
症
を
始
め
と
す
る
病
気
の
罹

患
率
も
自
ず
と
高
ま
る
。
武
装
勢
力
が
跋
扈
す
る
か
た
わ
ら
で
、
市

井
の
人
々
の
安
全
は
か
く
し
て
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
、
世
界
食
糧
計
画
（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）
は
「
武

力
衝
突
が
続
く
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
で
、
一
一
〇
万
人
の
人
々
が

飢
餓
に
見
舞
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た

５

。
そ
の

数
カ
月
後
、
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
中
央
ア
フ
リ
カ
の
首
都
バ
ン
ギ
に
向
け
て
食

糧
の
空
輸
を
行
い
、
一
、八
〇
〇
ト
ン
の
食
糧
を
提
供
す
る
の
だ
が
、

人
々
の
厳
し
い
生
活
条
件
が
根
本
的
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

人
道
危
機
は
現
地
の
人
々
が
直
面
す
る
危
機
的
状
況
を
指
す
も

の
だ
が
、
そ
の
影
響
は
本
国
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
人
の
移
動
に

と
も
な
い
、
人
道
危
機
は
広
域
に
わ
た
っ
て
影
響
を
も
た
ら
す
。
故

郷
を
離
れ
た
人
々
は
、
国
内
で
、
あ
る
い
は
国
外
に
逃
れ
、
さ
ら
に

は
遠
く
離
れ
た
国
々
に
も
移
動
す
る
。
交
通
・
航
路
網
や
情
報
伝
達

手
段
の
発
達
に
よ
っ
て
、
移
動
の
規
模
と
範
囲
は
大
き
く
広
が
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
拠
点
を
渡
り
歩
く
と
い
っ
た
形
で
、
二
次
的
、
三
次
的

な
移
動
を
行
う
ケ
ー
ス
は
多
い
。
近
年
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
流
入

し
た
難
民
・
移
民
の
多
く
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

故
郷
を
逃
れ
、
安
全
な
土
地
を
求
め
て
人
々
が
移
動
す
る
一
方

で
、
移
動
す
る
人
々
は
、
そ
の
先
に
あ
る
社
会
に
負
担
と
軋
轢
を
も

た
ら
す
。
平
穏
に
暮
ら
し
た
い
と
願
う
地
元
住
民
に
と
っ
て
も
ま
た

危
機
的
状
況
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
東
欧
の
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
で
は
人

口
一
七
六
人
の
リ
ゴ
ン
ツ
ェ
村
に
七
万
人
の
難
民
・
移
民
が
通
過
し

た
と
伝
え
ら
れ
る

６

。
美
し
い
村
と
し
て
名
高
か
っ
た
リ
ゴ
ン
ツ
ェ

村
は
、
移
動
者
が
残
し
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
丸
め
た
紙
、
毛
布
や
コ
ー

ト
が
道
端
に
散
乱
す
る
状
況
と
な
っ
た
。
大
量
の
人
の
流
入
に
よ
る

喧
噪
化
や
荒
廃
化
は
深
刻
で
あ
る
。
地
元
住
民
は
語
る
。

「
移
民
の
数
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
、
彼
ら
を
迎
え
入
れ

る
国
々
の
平
和
が
破
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
す
。
こ

の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
将
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
く
な
い
こ

と
が
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
数
が
多
す
ぎ
る
の

で
す
」７ 

難
民
・
移
民
の
大
量
移
動
は
リ
ゴ
ン
ツ
ェ
の
村
民
に
と
っ
て
も
災

難
で
あ
り
、
危
機
的
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
難
民
問
題
を
論
じ
る
際
、

と
か
く
論
者
は
「
難
民
中
心
主
義
（refugee-centrism

）」
に
陥
り
や
す
い

が
、
地
元
住
民
の
感
情
や
地
元
社
会
が
置
か
れ
た
状
況
は
、
決
し
て

軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
論
点
で
あ
る
。

負
担
と
軋
轢
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
移
動
先
の
社
会
に
変
容
を

促
す
要
因
と
も
な
る
。
シ
リ
ア
難
民
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
欧

州
の
統
合
や
人
権
・
人
道
と
い
っ
た
基
本
理
念
に
疑
念
が
生
じ
始
め

て
い
る
Ｅ
Ｕ
の
状
況
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
難
民
の
受
け
入
れ
政
策
に
限
界
が
出
始
め
て
お

り
、「
善
意
の
上
限
」
が
露
わ
と
な
っ
て
い
る
。
負
担
と
軋
轢
は
、
国

内
政
治
に
も
変
化
を
促
す
。
左
派
勢
力
へ
の
支
持
低
下
と
右
派
勢
力

の
台
頭
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ

る
。人

道
危
機
は
紛
争
国
と
そ
の
周
辺
で
起
き
る
人
々
の
安
全
を
大
き

く
揺
る
が
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
世
界
の
諸
国
に
も
影
響
を
与
え

る
。
人
間
と
い
う
、
我
々
の
社
会
の
根
源
的
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
だ

け
に
、
人
道
危
機
の
扱
い
は
複
雑
で
あ
り
、
人
々
に
葛
藤
や
亀
裂
を

も
た
ら
す
。

国
家
の
異
変
と
国
際
社
会

す
べ
て
の
紛
争
や
人
々
の
苦
境
が
国
家
に
起
因
す
る
も
の
で
は

な
い
と
し
て
も
、
各
地
で
起
き
て
い
る
紛
争
と
人
道
危
機
の
背
景
に
、

国
家
の
「
異
変
」
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
が
あ
る
。
国
家
の
存
在
が
揺

る
ぎ
な
い
と
見
る
よ
う
な
通
俗
的
な
理
解
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
擬
制

性
と
脆
弱
性
が
露
わ
に
な
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。

企
業
や
団
体
と
同
じ
く
、
国
家
も
人
間
が
織
り
な
す
組
織
体
だ

が
、
人
間
社
会
に
お
い
て
、
国
家
に
は
特
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
地
位
は
、
国
民
を
統
治
し
、
領
土
を
支
配
す
る
政
府
が

存
在
し
、
そ
れ
ら
の
政
府
が
独
立
を
認
め
合
う
事
実
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
誰
し
も
が
国
家
を
創
設
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
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「
新
参
者
」
を
容
易
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
点
に
お
い
て
、
国
家
間

の
関
係
は
保
守
的
で
あ
る
。
住
民
・
領
域
・
政
府
か
ら
な
る
国
家
同

士
が
半
ば
排
他
的
に
認
め
合
い
、
国
家
間
の
関
係
を
築
き
、interna-

tional com
m

unity

、
日
本
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
国
際
社
会
」
を
形
成

し
て
き
た
。
そ
の
象
徴
的
存
在
が
主
権
国
家
で
構
成
さ
れ
る
国
連
で

あ
る
。
一
九
四
五
年
に
五
一
カ
国
で
発
足
し
た
が
、
二
〇
一
六
年
時

点
で
の
加
盟
国
は
一
九
三
カ
国
を
数
え
る
。
国
連
の
加
盟
国
の
変
遷

に
は
、
諸
国
家
の
共
同
体
の
変
遷
が
確
実
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

保
守
的
性
向
が
強
い
国
家
間
関
係
だ
が
、
こ
う
し
た
変
遷
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
静
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
動
的
な

側
面
さ
え
も
見
て
と
れ
る
。
同
じ
く
、
国
際
社
会
の
基
本
的
単
位
で

あ
る
国
家
も
静
的
な
存
在
で
は
な
く
、
動
的
な
存
在
と
し
て
生
き
長

ら
え
て
い
る
。
有
為
転
変
の
姿
こ
そ
が
世
界
の
実
相
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
国
家
に
異
変
が
起
き
て
い
る
。「
動
的
な
存
在
」
と
言
う
な
ら
、

異
変
は
以
前
か
ら
起
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
明
る
み

に
な
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、「
異
変
」
の
芽
で

あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
と
矛
盾
を
宿
し
つ
つ
、
国
家
は
た
え
ず
存
在

し
て
き
た
。
そ
の
表
れ
方
が
国
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

国
家
に
は
「
物
語
」
が
必
要
で
あ
る
。
企
業
に
も
経
営
理
念
や
沿

革
が
あ
る
よ
う
に
、
国
家
に
も
建
国
宣
言
や
憲
法
に
示
さ
れ
る
理
念
、

さ
ら
に
は
人
々
が
紡
い
で
き
た
歴
史
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
国
家
的
物

語
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
人
工
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
よ
っ
て

美
し
く
包
み
込
ま
れ
る
。
国
歌
や
国
旗
も
物
語
に
華
を
添
え
る
。
国

家
は
あ
た
か
も
自
明
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
語
り
継

が
れ
る
。
擬
制
性
は
い
つ
の
間
に
か
薄
ら
い
で
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
、
そ
の
種
の
擬
制
性
が
瞭

然
た
る
も
の
と
な
り
、
瓦
解
の
進
行
が
抑
え
き
れ
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
「
限
界

国
家
」
と
総
称
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
顕
著
な
例
が
シ
リ
ア
で
あ
り
、

す
で
に
国
土
の
分
断
を
経
験
し
て
い
る
イ
ラ
ク
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ

に
お
い
て
も
国
家
の
擬
制
性
や
脆
弱
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
ア
フ

リ
カ
の
大
国
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
も
例
外
で
は
な
い
。
全
体
が
瓦
解
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
国
は
過
激
派
組
織
ボ
コ
・
ハ
ラ
ム
の

台
頭
に
よ
っ
て
部
分
的
に
統
治
の
困
難
を
経
験
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
そ
の
実
直
な
国
名
に
も
す
で
に
人
工
的
な
香
り
が
漂
う
中
央
ア

フ
リ
カ
共
和
国
は
、
慢
性
的
な
統
治
不
全
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
同

じ
く
実
直
な
国
名
の
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
と
は
異
な
り
、
中
央
ア
フ

リ
カ
は
「
幽
霊
国
家
（phantom

 state

）」
と
の
評
価
が
定
着
し
て
い
る

８

。

民
主
主
義
の
優
等
生
で
あ
っ
た
マ
リ
、
独
裁
政
権
に
あ
っ
て
安
定
を

保
っ
て
い
た
リ
ビ
ア
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
形
で
統
治

困
難
の
領
域
が
生
ま
れ
て
い
る
。
マ
リ
は
直
線
的
で
奇
怪
な
国
境
線

が
特
徴
的
な
国
だ
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
同
国
の
北
部
で
分
離
独
立

運
動
（「
ア
ザ
ワ
ド
共
和
国
」
の
建
国
）
が
勢
い
を
増
し
た
。

国
家
が
困
難
に
直
面
す
る
な
か
で
、
紛
争
の
解
決
は
当
該
国
家
の

枠
組
み
を
前
提
に
図
ら
れ
る
。
国
際
社
会
の
常
道
の
手
法
と
言
っ
て

も
良
い
。
保
守
的
性
向
を
も
ち
、
現
状
維
持
の
力
学
で
動
こ
う
と
す

る
国
際
社
会
は
、
瓦
解
し
た
国
家
で
さ
え
も
再
生
し
よ
う
と
試
み
る
。

「
平
和
構
築
」
の
名
の
も
と
に
、
紛
争
に
見
舞
わ
れ
た
国
家
を
建
て
直

そ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
う
し
た
力
学
の
発
露
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

外
部
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
和
解
や
暫
定
的
な
連
立
政
府
の
樹

立
と
い
う
形
で
、
内
部
か
ら
も
国
家
再
生
の
動
き
が
生
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
だ
が
、
内
に
異
変
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既

存
の
外
枠
を
維
持
し
つ
つ
、
紛
争
の
解
決
や
平
和
の
定
着
を
図
ろ
う

と
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
こ
に
は
根
本
的
な
難
し
さ
が
潜
ん
で
い
る

と
言
え
よ
う
。

中
世
化
す
る
世
界
と
「
階
層
」
の
発
生

こ
う
し
た
諸
々
の
現
象
が
起
き
て
い
る
現
在
の
世
界
を
ど
の
よ
う

に
分
析
す
る
か
。
ニ
コ
ラ
イ
・
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
（N

ikolai Berdyaev

）

を
皮
切
り
に
、
ヘ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
（H

edley Bull

）、
ア
ラ
ン
・
マ
ン
ク
（Alain 

M
inc

）、
田
中
明
彦
と
い
っ
た
論
者
が
示
し
た
「
新
し
い
中
世
」９

の
概

念
を
援
用
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
中
世
化
（m

edievalization

）
が
進
む
世
界

で
あ
る
。
そ
の
世
界
で
は
複
雑
な
諸
現
象
が
起
き
る
の
だ
が
、
そ
の

一
つ
が
階
層
化
の
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
中
が
示
し
た
「
圏
域
」10 

の
見
方
に
も
似
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
階
層
」
の
概
念
を
用
い
た
い
。

大
胆
か
つ
大
局
的
に
分
析
す
る
な
ら
、
中
世
化
す
る
世
界
に
あ
っ

て
、大
き
く
分
け
て
三
つ
の
階
層
が
生
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、《
第

一
層
》
部
分
的
な
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
既
存
の
国
家
が
引

き
続
き
意
味
を
な
す
国
々
、《
第
二
層
》
国
家
の
意
味
が
薄
れ
、
全
体

に
揺
ら
ぎ
を
経
験
し
て
い
る
国
々
、
そ
し
て
《
第
三
層
》
既
存
の
国
家

が
瓦
解
し
、
新
た
な
秩
序
・
無
秩
序
が
生
ま
れ
て
い
る
国
々
、
で
あ
る
。

主
権
国
家
体
制
は
諸
国
家
の
併
存
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
が
、
階
層

化
は
そ
の
体
制
の
な
か
に
あ
る
複
雑
な
現
象
に
着
目
す
る
観
点
と
な

る
。似

た
よ
う
な
議
論
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ー
パ
ー
（Robert Cooper

）

と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
元
外
交
官
が
著
し
た
『
国
家
の
崩
壊
』（
原
題
は

The Breaking of N
ations

）
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ク
ー
パ
ー
は
、
世
界

を
「
プ
レ
近
代
」「
近
代
」「
ポ
ス
ト
近
代
」
の
三
つ
に
分
け
た

11

。
こ
れ

は
「
先
進
国
」「
途
上
国
」
と
い
っ
た
経
済
的
な
基
準
で
は
な
く
、
進

化
や
成
熟
度
の
観
点
で
各
国
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
用
い
る
概

念
や
分
類
方
法
は
異
な
る
が
、
階
層
化
と
い
う
点
で
は
理
論
的
に
共

通
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
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世
界
の
階
層
化
は
、
複
数
の
差
異
化
さ
れ
た
「
世
界
」
の
存
在
を

意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
階
層
化
現
象
は
人
間
社
会
に
は
つ
き

も
の
で
あ
り
、
同
じ
国
内
や
都
市
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
同
じ
マ

ン
シ
ョ
ン
や
公
園
、
教
室
の
な
か
で
も
起
こ
り
う
る
。
こ
う
し
た
現

象
が
国
家
間
で
起
き
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

た
だ
、
国
家
間
の
「
階
層
」
と
い
っ
て
も
、
緻
密
な
類
型
化
に
必
ず

し
も
適
し
た
議
論
で
は
な
く
、
特
徴
を
つ
か
む
た
め
の
雑
駁
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
一
九
〇
余
り
の
国
家
の
分
類
を
行
う
つ
も
り
は
な
い

が
、
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
た
め
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
お
き

た
い
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
は
上
述
の
第
一
層
に
属
す
る

と
言
っ
て
良
い
（
た
だ
し
、
国
内
に
分
離
独
立
運
動
を
抱
え
た
一
部
の
Ｅ
Ｕ

諸
国
は
第
二
層
に
も
差
し
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。
中
国
は
、
共
産

党
体
制
の
動
揺
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
自
体
の
意
味
が
消

失
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
第
一
層
に
含
め
て
構

わ
な
い
が
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
の
状
況
に
着
目
す
れ
ば
異
な
る

評
価
も
あ
り
え
よ
う
。
ロ
シ
ア
も
部
分
的
な
揺
ら
ぎ
を
力
で
抑
え
つ

つ
、
第
一
層
の
地
位
を
保
つ
だ
ろ
う
。
動
揺
す
る
中
東
に
あ
っ
て
比

較
的
安
定
し
て
い
る
ト
ル
コ
も
第
一
層
の
国
家
と
言
え
る
が
、
ク
ル

ド
と
い
う
揺
ら
ぎ
の
要
因
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な

い
。国

家
が
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
シ
リ
ア
は
第
三
層
に
属
す
る
。
イ
ラ

ク
、
イ
エ
メ
ン
、
リ
ビ
ア
と
い
っ
た
不
安
定
な
諸
国
は
第
二
層
と
第

三
層
と
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
ソ
マ
リ
ア
は
旧
来
の
国
境
線
に

沿
っ
た
ソ
マ
リ
ア
を
指
す
の
な
ら
第
三
層
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
、
旧
ソ
マ
リ
ア
か
ら
分
裂
し
た
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
に

つ
い
て
言
え
ば
、
国
家
で
あ
る
こ
と
に
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
構

成
体
で
あ
る
。
比
較
的
安
定
し
た
「
非
承
認
国
家
（unrecognized state

）」

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
第
三
層
の
存
在
で
は
な
い
。
世
界
に
階
層
化

現
象
が
起
き
て
い
る
と
し
て
も
、
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
の
場
合
の
よ
う
に
、

す
っ
き
り
と
し
た
類
型
化
は
難
し
い
。

多
様
な
現
象
が
同
時
進
行
す
る
世
界

中
世
的
な
世
界
は
階
層
に
よ
っ
て
の
み
彩
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

国
際
政
治
に
お
け
る
多
極
化
の
動
き
は
二
〇
一
〇
年
代
に
強
ま
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
現
在
の
世
界
の
様
相
を
映
し
出
し
て
い
る
。
多

極
的
な
世
界
は
、「
中
心
の
な
い
世
界
」（
ア
ラ
ン
・
マ
ン
ク
）12

で
あ
り
、

「
覇
権
な
き
世
界
」（
廣
瀬
陽
子
）13

で
あ
る
。
イ
ア
ン
・
ブ
レ
マ
ー（Ian 

Brem
m

er

）
の
「
Ｇ
ゼ
ロ
」14

も
こ
れ
に
通
じ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
指
導
力

の
低
下
と
と
も
に
既
存
の
国
際
秩
序
に
対
し
て
異
議
が
申
し
立
て
ら

れ
、主
要
国
間
で
熾
烈
な
覇
権
争
い
が
生
じ
て
い
る
の
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。も
っ
と
も
、多
極
化
は
単
純
な
対
立
構
造
で
説
明
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、対
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
国
家
間
で
あ
っ
て
も
、

協
調
や
対
話
を
模
索
す
る
動
き
は
同
時
に
起
こ
り
う
る
。
国
際
政
治

が
た
え
ず
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
実
は
よ
り
複
雑
で
あ
る

15

。

多
極
化
に
加
え
て
多
主
体
化
も
現
在
の
世
界
を
象
徴
す
る
流
れ

で
あ
る
。
階
層
化
の
議
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
第
二
層
と
第
三
層
に
か

け
て
、
国
家
の
存
在
が
著
し
く
相
対
化
さ
れ
、
国
家
以
外
の
多
様
な

主
体
（actor

）
の
存
在
が
顕
著
と
な
る
。「
非
承
認
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
、

国
際
社
会
か
ら
承
認
さ
れ
な
い
国
家
的
な
構
成
体
の
出
現
も
、
こ
の

文
脈
で
捉
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
多
主
体
化
の
現
象
は
、
非
承

認
国
家
や
武
装
非
国
家
主
体
（arm

ed non-state actors

）
ば
か
り
か
、
堅

固
な
国
家
に
さ
え
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
企
業
や
民
間
団
体
に

よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
。
多
様
な
主
体
に
は
、
内
外
の
社
会
運
動

や
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
を
含
め
て
も
良
い
。
国
家
を
ジ
ェ
ネ
ラ
リ

ス
ト
と
す
る
な
ら
、
非
国
家
主
体
は
さ
し
ず
め
特
定
の
範
囲
で
行
動

す
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
非
国
家

主
体
が
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
国
家
を
超
越
す
る
場
面
は
数
多
い
。

さ
ら
に
、
諸
国
家
の
集
団
化
の
動
き
が
あ
げ
ら
れ
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
の
多
国
間
主
義
と
並
行
す
る
形
で
、

地
域
内
で
、
あ
る
い
は
利
益
や
価
値
を
共
に
す
る
国
同
士
で
集
ま
る

動
き
が
進
ん
で
い
る
。
相
互
依
存
の
象
徴
で
も
あ
る
が
、
結
集
は
諸

国
家
に
と
っ
て
は
互
助
で
あ
り
、「
保
険
」
と
な
る
。
世
界
貿
易
機
関

（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
役
割
が
後
退
す
る
な
か
で
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
環

太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協
定
が
合
意
さ
れ
た
の
は
示

唆
的
な
動
き
で
あ
る
。
同
年
末
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
）
共
同
体
の
発
足
も
集
団
化
の
潮
流
の
一
端
で
あ
る
。
近
年
顕
著

に
な
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
日
本
の
間

で
の
安
全
保
障
の
緊
密
化
の
動
き
も
こ
の
関
連
で
指
摘
で
き
よ
う
。

現
在
の
流
動
的
な
世
界
情
勢
は
、
紛
争
の
多
発
に
加
え
て
、
階
層

化
、
多
極
化
、
多
主
体
化
、
集
団
化
と
い
っ
た
多
様
で
複
雑
な
現
象

が
同
時
進
行
す
る
状
況
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
家
や
近
代
国
家
体
系

の
揺
ら
ぎ
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
秩
序
維
持
機
能
の
減
退
に
あ
っ

て
、
国
々
は
現
状
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
リ
ス
ク
が
多
い
時

代
だ
か
ら
、
掛
け
る
保
険
も
い
き
お
い
多
く
な
る
。
た
だ
し
、
体
力

の
弱
い
国
家
は
、
状
況
に
適
応
す
る
に
も
手
段
に
乏
し
く
、
諸
国
の

勢
力
争
い
や
多
主
体
化
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の

い
く
つ
か
は
躓
き
、
倒
れ
て
い
く
。

現
在
、
局
所
的
な
が
ら
も
、
一
七
世
紀
以
前
の
世
界
が
再
現
さ
れ

て
い
る
印
象
を
強
く
す
る
。
無
論
、
現
代
文
明
の
利
器
は
存
在
し
続

け
る
。
先
端
技
術
の
開
発
が
止
む
こ
と
は
な
い
。
破
綻
す
る
国
家
が

あ
る
一
方
で
、
多
く
の
国
家
は
揺
ら
ぎ
を
経
つ
つ
も
生
き
残
る
だ
ろ

う
。
価
値
観
や
利
益
を
共
有
す
る
国
家
間
で
の
協
力
関
係
も
深
化
す

る
。
帝
国
主
義
も
生
き
続
け
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
近
代
的
世
界
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の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
時
に
、
諸
国
家
の
階
層
化
、
国
際
政
治
の
多
極
化
、

そ
し
て
世
界
を
動
か
す
主
体
の
多
様
化
が
進
行
す
る
。
田
中
明
彦

の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
多
元
主
義
の
極
地
」16

に
向
か
う
の
だ
ろ
う
。

そ
の
過
程
で
は
多
種
多
様
な
越
境
的
関
係
が
進
ん
で
い
く
。
国
内
秩

序
の
揺
ら
ぎ
と
と
も
に
、
主
権
国
家
体
制
が
揺
ら
ぐ
場
面
が
い
く
つ

も
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
の
側
面
を
捉
え
て
の
局
所
的
な
中
世
化
、
あ

る
い
は
「
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
以
前
」
の
再
来
で
あ
る
。

各
地
で
多
発
す
る
紛
争
は
、
大
き
く
変
動
す
る
時
代
に
、
進
行
中

の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
暴
力
的
な
症
状
と
し
て
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
世
化
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
特
に
混
乱
状
況
に
あ
る
国
々
に
お
い

て
は
、
既
存
の
国
家
は
形
骸
化
し
、
混
乱
と
と
も
に
人
々
が
難
民
化

す
る
。
国
家
と
い
う
外
枠
が
社
会
的
事
実
に
合
致
せ
ず
、
既
存
の
国

家
に
は
国
民
を
守
る
能
力
も
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
は

移
動
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
状
況
に
適
用
し
、
身
を
守
ろ
う
と
す
る
。

至
極
妥
当
な
判
断
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

国
連
の
機
能
不
全

二
〇
一
〇
年
代
の
象
徴
的
な
出
来
事
に
、
国
連
の
機
能
不
全
が
あ

げ
ら
れ
る
。
各
地
で
武
力
紛
争
や
テ
ロ
が
多
発
し
、
難
民
や
国
内
避

難
民
が
発
生
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
国
連
は
危
機
的
状
況
に
対
し
て

解
決
策
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
国
連
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
か
ら
な
る
集
合
体
で
あ
る
。

国
際
の
平
和
と
安
全
に
主
要
な
責
任
を
も
つ
安
全
保
障
理
事
会
（
以

下
、
安
保
理
）
も
あ
れ
ば
、
難
民
の
国
際
的
保
護
を
担
う
国
連
高
等

弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
も
存
在
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

国
連
の
す
べ
て
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
は
な
い
。
紛
争
解

決
を
担
う
安
保
理
や
、
仲
介
努
力
な
ど
を
行
う
事
務
総
長
と
い
っ
た

国
連
の
主
要
機
関
が
、
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果
た
せ
て
い
な
い
ま
で

の
こ
と
で
あ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
や
Ｗ
Ｆ
Ｐ
、
国
連
児
童
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
と
い
っ
た
技
術
的
機
関
は
、
む
し
ろ
政
治
機
関
の
機
能
不
全

を
補
う
か
の
よ
う
に
、
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

と
は
言
え
、
国
連
安
保
理
の
機
能
低
下
は
深
刻
で
あ
る
。
安
保
理

の
常
任
理
事
国
の
間
で
の
利
害
対
立
が
紛
争
の
解
決
を
妨
げ
る
場
面

は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
。
混
迷
す
る
シ
リ
ア
情
勢
の
解
決
に
お
い

て
も
、
和
平
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
ロ
シ
ア
と
そ
の
他
の
常
任
理
事

国
間
で
立
場
が
調
整
さ
れ
る
様
子
は
な
い
（
二
〇
一
六
年
初
頭
の
時
点

に
お
い
て
、
ア
サ
ド
大
統
領
が
率
い
て
き
た
体
制
を
維
持
す
る
方
向
で
収
斂

し
て
い
る
印
象
は
受
け
る
）。

た
だ
、
常
任
理
事
国
制
度
に
だ
け
非
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。

外
交
官
を
長
年
務
め
た
色
摩
力
夫
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
主
権
国
家

の
手
に
あ
ま
る
紛
争
を
国
連
に
持
ち
込
ま
れ
て
も
、
必
ず
し
も
抜
本

的
な
名
案
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」17

の
で
あ
る
。
現
在
、
安
保
理
の
議

題
リ
ス
ト
に
は
多
く
の
破
綻
国
家
が
名
を
連
ね
る
が
、
そ
も
そ
も
安

保
理
の
手
に
か
か
る
よ
う
で
は
、
国
家
の
運
営
と
安
全
保
障
は
失
敗

し
た
も
同
然
で
あ
る
。
安
保
理
を
病
院
の
「
集
中
治
療
室
」
に
た
と
え

る
な
ら
、
国
内
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
安
保
理
が
国
家
の
延
命
手
術

を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
処
置
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
紛
争
や
緊
張
の
発
生
は
、
当
該
国
に
固
有
の
社
会
構
造
に
端

を
発
す
る
場
合
も
多
い
。
あ
る
い
は
世
界
の
恒
常
的
な
問
題
と
い
っ

て
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
う
し
た
構
造
的
な
問
題
は
、
国
家
間
協
調

の
進
化
形
た
る
国
連
を
も
っ
て
し
て
も
容
易
に
解
決
し
う
る
も
の
で

は
な
い
。
仮
に
あ
る
事
案
を
巡
っ
て
常
任
理
事
国
間
で
の
対
立
が

解
け
、
調
停
案
の
提
示
が
可
能
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
根
源
的
な
問

題
が
残
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
多
極
化
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、

常
任
理
事
国
同
士
が
合
意
し
た
と
し
て
も
、
力
を
増
し
た
地
域
大
国

の
意
向
を
抜
き
に
し
て
問
題
を
解
決
す
る
の
は
難
し
い
。

国
連
に
対
す
る
過
度
な
期
待
は
禁
物
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
の
無

用
の
長
物
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
不
完
全
な
が
ら
、
国
際
協
調
の

議
論
の
場
、
あ
る
い
は
そ
の
実
現
の
担
い
手
と
し
て
、
国
連
は
相
応

の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
果
た
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
主
権
国
家
体
制
が
揺
ら
ぎ
を
経
験
し
て
い
る
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
存
続
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ

と
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
安
全
保
障
の
領
域
で
は
、
国
連
と
い
う
「
公
助
」

が
有
効
に
機
能
し
な
い
場
面
は
数
多
い
。
ど
の
国
家
も
国
連
の
限
界

を
織
り
込
ん
だ
上
で
現
実
的
に
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
公
助

が
不
在
と
な
れ
ば
、
各
国
に
と
っ
て
「
自
助
」
と
「
共
助
」、
つ
ま
り

自
衛
と
同
盟
が
自
ら
の
安
全
を
保
つ
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
認

識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
自
然
な
流
れ
だ
ろ
う
。
冷
戦
期
も

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
自
国
の
平
和
と
安
全
の
維
持
に

お
い
て
、
諸
国
は
す
で
に
「
脱
国
連
」、
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
国
連
」

の
段
階
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

国
家
と
国
境
の
復
権

さ
ま
ざ
ま
な
国
に
お
い
て
国
家
が
限
界
を
示
し
て
い
る
な
か
で
、

逆
説
的
な
が
ら
、
国
家
、
そ
し
て
国
境
の
復
権
と
い
う
現
象
が
起
き

て
い
る
。
人
道
危
機
、
と
り
わ
け
難
民
問
題
へ
の
対
応
を
考
え
る
と

き
、
こ
の
現
象
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

挑
戦
を
受
け
る
国
々
や
国
境
が
あ
る
一
方
で
、
国
家
や
国
境
が
復

権
に
向
か
う
。
こ
の
現
象
を
ど
う
見
る
べ
き
か
。
国
家
が
内
外
か
ら

さ
ま
ざ
ま
に
挑
戦
を
受
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
国
家
と
国
境
の
復
権
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を
通
じ
て
、
喫
緊
の
課
題
に
向
き
合
お
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
人
の
生
存
本
能
に
も
似
た
、
共
同
体
意
識
の
自
然
な
反
応
と
解
釈

で
き
る
。
苦
境
に
あ
っ
て
高
ま
る
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
結
束
や
、
台

風
到
来
に
備
え
た
家
の
戸
締
り
も
、
お
そ
ら
く
同
種
の
行
動
で
あ
る
。

国
家
は
多
か
れ
少
な
か
れ
擬
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
作
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
性
質
上
、
人
工
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
家
が
荒
波
に
遭
遇
し
た
際
、
瓦
解
の
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
の
で
は

な
く
、
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
人
々
は
動
く
の
だ
ろ
う
。
あ
る
国

に
お
い
て
は
国
家
分
裂
と
い
う
遠
心
力
が
働
き
、
国
家
の
擬
制
性
は

覆
い
つ
く
せ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
別
の
国
に
お
い
て

は
国
家
の
復
権
と
い
う
形
で
求
心
力
が
働
く
。
そ
れ
は
何
ら
不
可
解

な
現
象
で
は
な
い
。「
右
傾
化
」
と
さ
れ
る
諸
々
の
現
象
は
、
国
家
の

求
心
力
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
人
々
が
国
家
に
対
す
る
帰
属
や
愛
着

を
再
確
認
す
る
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
共
同
体
た
る
国
家
に
人
々

は
寄
り
添
い
、
あ
る
い
は
す
が
ろ
う
と
す
る
。
盤
石
に
見
え
る
大
国

も
例
外
で
は
な
い
。
右
傾
化
の
是
非
は
と
も
か
く
、
国
家
と
い
う
存

在
を
中
心
に
人
々
が
軸
足
を
移
し
て
い
る
事
実
は
無
視
し
え
な
い
。

国
家
へ
の
回
帰
傾
向
は
、
す
で
に
統
合
を
図
っ
て
き
た
Ｅ
Ｕ
域
内

で
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
に
傾
斜
す
る
イ
ギ
リ
ス

の
姿
勢
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
の
復
権
に
と
も
な
う
形

で
、
世
界
各
地
で
国
境
線
の
堅
固
化
や
出
入
国
管
理
の
厳
格
化
が
進

ん
で
い
る
。
難
民
流
入
に
と
も
な
い
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
が
域
内
の
国
境
管

理
を
復
活
さ
せ
た
事
例
は
、
統
合
の
理
念
に
逆
行
す
る
動
き
で
は
あ

る
が
、
国
家
の
再
登
板
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
既

存
の
国
境
線
に
沿
っ
て
壁
や
フ
ェ
ン
ス
が
各
地
で
建
設
さ
れ
始
め
て

い
る
の
も
時
流
を
印
象
づ
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
リ
ビ
ア
と
の
国
境

に
壁
を
建
設
し
て
い
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
政
府
の
行
動
も
、
不
透
明
な
時

代
に
あ
っ
て
、
国
家
が
自
ら
を
守
り
、
存
立
を
図
っ
て
い
る
現
象
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
家
の
役
割
の
再
確
認

た
し
か
に
「
壁
」
に
は
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
た
だ
、

国
家
の
復
権
と
い
う
現
象
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る
国
家
主
義

（Statism

）
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
は
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
党
政
権
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
大
臣
を
務
め
た
ユ
ベ
ー

ル
・
ヴ
ェ
ド
リ
ー
ヌ
（H

ubert Védrine

）
は
、
著
書
『「
国
家
」
の
復
権
』

（
原
題
はContinuer l ’H

istoire

）
の
な
か
で
国
家
の
役
割
の
重
要
性
を
説
い

た
。
ヴ
ェ
ド
リ
ー
ヌ
は
「
国
家
に
は
国
家
固
有
の
役
割
が
あ
り
、
そ

の
役
割
に
関
し
て
は
、
国
家
は
相
変
わ
ら
ず
な
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
な
の
で
あ
る
」18 
と
し
て
、「
国
家
以
降
」、
す
な
わ
ち
国
家
に
取
っ

て
代
わ
る
存
在
を
安
易
に
求
め
る
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
国
際

協
調
主
義
を
是
認
し
な
が
ら
も
、
国
家
の
役
割
を
再
確
認
す
る
ヴ
ェ

ド
リ
ー
ヌ
の
論
調
は
「
新
し
い
国
家
主
義
」
と
言
い
う
る
思
想
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
過
去
に
見
ら
れ
た
好
戦
的
な
国
家
主
義
、
あ
る
い
は
排

他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
も
、
行
き
過
ぎ
た

欧
州
統
合
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
国
家
の
役
割
を
あ
ら
た
め

て
重
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
厳
し
い
国
際
環
境
を
背
景
に
、

今
後
、
一
つ
の
政
治
的
潮
流
を
な
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
家
が
復
権
す
る
と
と
も
に
、
国
境
も
復
権
す
る
。
国
境
の
復

権
は
国
境
管
理
と
い
う
国
家
の
役
割
の
顕
在
化
そ
の
も
の
だ
が
、
よ

り
内
向
き
な
自
衛
的
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
述
の

よ
う
に
、
一
旦
は
域
内
の
国
境
を
撤
廃
し
た
Ｅ
Ｕ
諸
国
が
、
域
内
に

お
け
る
移
動
の
自
由
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
入
国
審
査
の
厳
格
化
は
二
〇
〇
一
年
の
同

時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
、
特
に
進
ん
で
き
て
い
る
が
、
二
〇
一
一
年

以
降
に
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
な
ど
に
渡
航
し
た
者
へ
の
厳
格
な
審
査
措

置
（
二
〇
一
六
年
一
月
に
導
入
）
も
、
国
境
の
復
権
と
し
て
論
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
加
え
て
、
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国

で
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
よ
る
国
境
沿
い
の
フ
ェ
ン
ス
の
建
設
、
さ
ら

に
は
ケ
ニ
ア
に
よ
る
ソ
マ
リ
ア
と
の
国
境
沿
い
の
フ
ェ
ン
ス
の
建
設

な
ど
、
こ
う
し
た
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い

19

。
国
境
を
監
視
す
る

ド
ロ
ー
ン
（
無
人
飛
行
機
）
の
増
加
も
本
質
的
に
は
同
じ
現
象
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
脆
弱
な
国
々
に
は
国
境
を
管
理
す
る
手
段
さ
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
人
の
移
動
は
人
類
史
に
お
い
て
も
延
々
と
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
行
為
で
あ
り
、
せ
き
止
め
る
の
が
難
し
い
現
象
に
違
い

な
い
。
国
境
強
化
の
試
み
は
「
最
後
の
悪
あ
が
き
」
と
い
う
見
方
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
国
家
の
擬
制
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
も
は
や
後
戻
り

で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
、
国
境
の
強
化
を
図
っ
た
と
し
て
も
内

部
崩
壊
は
防
げ
な
い
。

「
良
き
壁
は
良
き
隣
人
を
作
る
」
と
い
う
古
い
格
言
に
従
え
ば
、
境

界
線
が
確
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
が
守
ら
れ
て
こ
そ
、
安
心
で
き

る
隣
国
関
係
が
築
け
る
の
だ
ろ
う
。
人
間
社
会
に
お
い
て
分
断
は
必

ず
し
も
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
棲
み
分
け
を
意
味
す

る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
、
自
助
を
基
本
と
す
る
国
際
社
会
に
あ
っ
て

は
、
誰
も
自
国
を
守
っ
て
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
自
ら
の
力
で
自
国
を

守
る
し
か
な
い

―
。
国
境
沿
い
に
作
ら
れ
る
壁
や
フ
ェ
ン
ス
に
は
、

切
実
な
国
家
的
決
意
さ
え
も
読
み
と
れ
る
。
国
境
管
理
を
通
じ
て
国

家
と
国
民
を
守
る
と
い
う
、
自
ら
に
課
さ
れ
た
役
割
を
国
家
が
果
た

し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
第
三
者
が
軽
々
し
く
批
判

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
激
動
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
分
断
の
象
徴

た
る
壁
や
フ
ェ
ン
ス
は
、
諸
国
家
が
自
助
に
努
め
、
自
衛
に
励
む
姿

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
強
化
さ
れ
た
国
境
は
、
越
境
す
る
者
を
阻
む
存
在
で
も

あ
る
。
完
全
に
阻
ま
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
移
動
者
に
対
し
て

厳
し
い
選
別
が
な
さ
れ
る
。
経
済
的
な
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
観
光
客

は
歓
迎
さ
れ
る
一
方
で
、
社
会
的
な
負
担
と
な
り
う
る
難
民
は
「
歓

迎
さ
れ
ざ
る
客
」
と
な
る
。
難
民
の
国
際
的
保
護
に
と
っ
て
は
冬
の

時
代
の
訪
れ
で
あ
る
。

む
す
び
に

混
迷
の
時
代
に
あ
っ
て
、
誰
も
が
安
寧
を
求
め
て
い
る
。
難
民
の

み
な
ら
ず
、
国
家
も
自
身
で
歩
み
、
活
路
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
生

き
残
れ
な
い
。
公
助
が
有
効
に
機
能
し
な
い
と
き
、
誰
し
も
自
助
か

共
助
に
頼
っ
て
進
む
し
か
な
い
。
そ
の
道
は
決
し
て
易
し
い
も
の
で

は
な
い
。
生
存
の
た
め
の
格
闘
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
顕
著
で
あ
る
。

だ
が
、
難
民
保
護
の
問
題
に
限
ら
ず
、
自
助
に
努
め
る
諸
国
が

内
向
き
の
姿
勢
を
強
め
る
な
ら
ば
、
人
道
危
機
の
解
決
は
ま
す
ま
す

難
し
い
。
人
道
行
動
に
関
す
る
諸
々
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
時
流

を
背
景
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
道
危
機
の
「
不
解
決
性
」、

つ
ま
り
容
易
に
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
前
提
に
、

種
々
の
政
策
を
構
想
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
く
の
だ

ろ
う
。

注１　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
「
五
年
目
に
突
入
す
る
シ
リ
ア
危
機　

国
際
社
会
へ
更

な
る
支
援
を
要
請
」（
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
）
二
〇
一
五
年
三
月
一
二
日
。

２　

拙
著
『
国
内
避
難
民
の
国
際
的
保
護

―
越
境
す
る
人
道
行
動
の
可

能
性
と
限
界
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
八
頁
。

３　

U
N

H
CR, M

id-Year Trends 2015, D
ecem

ber 2015.

４　

Internal D
isplacem

ent M
onitoring Centre, G

lobal Overview 2015: People 
internally displaced by conflict and violence, M

ay 2015, p. 7.

５　

国
連
Ｗ
Ｆ
Ｐ
ニ
ュ
ー
ス
「
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
紛
争
で

一
〇
〇
万
人
以
上
が
飢
餓
の
リ
ス
ク
に
見
舞
わ
れ
る
」
二
〇
一
三
年

一
一
月
一
三
日
。

６　

ナ
シ
ョ
ナ
ル 

ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
日
本
版
「
七
万
人
も
の
難
民
が
押

し
寄
せ
た
一
七
六
人
の
村
の
現
実
」
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
日
。

７　

同
上
。

８　

ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
版
「「
幽
霊
国
家
」
が
崩
壊
？　

中
央
ア
フ

リ
カ
の
異
常
事
態
」
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
一
日
。

９　
「
新
し
い
中
世
」
は
次
の
文
献
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ニ
コ
ラ
イ
・

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
（
荒
川
龍
彦
訳
）『
現
代
の
終
末
』
社
会
思
想
研
究
会

出
版
部
、
一
九
五
八
年
、
ヘ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
（
臼
杵
英
一
訳
）『
国
際
社

会
論

―
ア
ナ
ー
キ
カ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇

年
、Alain M

inc, Le N
ouveau M

oyen Â
ge, Éditions G

allim
ard, 1993

、
田
中

明
彦
『
新
し
い
「
中
世
」

―
二
一
世
紀
の
世
界
シ
ス
テ
ム
』
日
本
経
済

新
聞
社
、
一
九
九
六
年
。

10　

田
中
、
前
掲
書
、
一
九
一
頁
。

11　

ロ
バ
ー
ト
・
ク
ー
パ
ー
（
北
沢
格
訳
）『
国
家
の
崩
壊

―
新
リ
ベ

ラ
ル
帝
国
主
義
と
世
界
秩
序
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、

四
七
―
七
一
頁
。

12　

M
inc, op. cit., p. 44.

13 　

廣
瀬
陽
子
『
未
承
認
国
家
と
覇
権
な
き
世
界
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、

二
〇
一
四
年
。

14　

イ
ア
ン
・
ブ
レ
マ
ー
（
北
沢
格
訳
）『「
Ｇ
ゼ
ロ
」
後
の
世
界

―

主
導
国
な
き
時
代
の
勝
者
は
だ
れ
か
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
。

15　

高
坂
正
尭
『
国
際
政
治

―
恐
怖
と
希
望
』
中
央
公
論
社
、

一
九
六
六
年
、
七
頁
。

16　

田
中
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。

17　

色
摩
力
夫
『
国
際
連
合
と
い
う
神
話
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一

年
、
三
三
頁
。

18　

ユ
ベ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ド
リ
ー
ヌ
（
橘
明
美
訳
）『「
国
家
」
の
復
権

―
ア

メ
リ
カ
後
の
世
界
の
見
取
り
図
』
草
思
社
、
二
〇
〇
九
年
、
九
九
頁
。

19　

Econom
ist, ‘M

ore neighbours m
ake m

ore fences ’, D
aily Chart, 7 January 

2016.
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は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
と
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
二
〇
一
六

年
三
月
で
五
年
を
迎
え
る
。
こ
の
間
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
日
々

の
報
道
か
ら
、
書
籍
に
よ
る
記
録
、
検
証
な
ど
様
々
な
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
き
た
。
一
つ
一
つ
の
課
題
や
専
門
的
な
こ
と
は
こ
こ
で
は
触

れ
ず
、
そ
れ
ら
を
追
っ
た
り
、
俯
瞰
し
た
り
し
た
中
で
見
え
て
き
た

こ
と
を
書
き
た
い
。 

私
は
二
〇
一
一
年
の
震
災
当
時
、
秋
田
支
局
で
勤
務
し
て
お
り
、

福
島
県
か
ら
秋
田
県
内
に
避
難
し
た
人
に
話
を
聞
い
た
ほ
か
、
東
北

の
被
災
地
に
定
期
的
に
短
期
間
出
張
に
行
き
取
材
を
し
た
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
福
島
支
局
に
配
属
さ
れ
た
。
今

回
は
福
島
県
内
で
話
を
聞
い
て
回
っ
た
中
で
感
じ
た
こ
と
を
中
心
に

記
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
に
書
く
こ
と
は
個
人
の
見
解
で
、
会
社
の

見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。

福
島
を
切
り
取
る
こ
と
の
難
し
さ
と
多
様
性

皆
さ
ん
は
福
島
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
直
接
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
も
い
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
映
像
や
記
事
を
見
た
人
、
避
難
者
や
専
門
家
の
話
を
講
演
会

で
聞
い
た
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
。

そ
の
時
々
に
感
じ
た
こ
と
や
見
聞
き
し
た
こ
と
は
、「
一
つ
の
パ
ー

ツ
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
全
体
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」。
こ
の

よ
う
な
問
い
か
け
を
、
自
分
自
身
に
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。

た
と
え
ば
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
。
一
つ
一

つ
の
ピ
ー
ス
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
、
ピ
ー
ス
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

原
発
事
故
か
ら
五
年

小
林
　
洋
子

　
（
毎
日
新
聞
福
島
支
局
記
者
）

寄
　
稿

―
福
島
か
ら
見
え
る
こ
と

て
い
っ
た
時
に
最
終
的
に
浮
か
び
上
が
る
絵
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
福
島
の
場
合
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
や
考
え
方
、
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見

方
が
全
く
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
誰
が
正
し
く
て
、

誰
が
間
違
っ
て
い
る
と
か
、
ど
の
意
見
が
多
数
派
で
ど
の
意
見
が
少

数
派
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
思
い
を
受
け
止
め
る
こ

と
か
ら
始
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
取
材
す
る
中
で
、
避
難
し

て
い
る
、
し
て
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
よ
っ

て
も
、
個
人
に
よ
っ
て
も
抱
え
て
い
る
悩
み
は
さ
ま
ざ
ま
。
多
種
多

様
だ
」
と
い
う
声
を
何
度
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
あ
る
人
の
声
を
伝
え
る
こ
と
が
、
他
の
人
の

声
を
否
定
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
原
発
事
故
で
事
業
を
再
開
で
き
ず
に

困
っ
て
い
る
人
の
声
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
、
行
政
に
今
の
政
策
の

不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
改
善
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
半
面
、
苦

労
し
な
が
ら
も
立
ち
上
が
っ
て
事
業
を
再
開
し
て
い
る
人
、
復
興
が

進
ん
で
い
る
側
面
を
見
え
に
く
く
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
原
発
事

故
が
与
え
た
被
害
と
い
う
の
を
住
民
に
話
を
聞
い
て
伝
え
て
い
く
こ

と
も
も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
だ
が
、
私
自
身
、
福
島
で
あ
る
人
か
ら
「
報

道
で
は
つ
ら
い
声
ば
か
り
聞
く
が
、
福
島
は
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
だ

出典元：東京電力(株)ウェブサイト

【２０１１年３月 福島第一原子力発電所３号機】

2011 年３月福島第一原子力発電所３号機
（東京電力（株）ウェブサイト）
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け
じ
ゃ
な
い
。
も
っ
と
復
興
に
向
け
て
立
ち
上
が
っ
て
い
る
人
の
声

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
復
興
に
向
け
て
、
県
民
の
背
中
を
後
押
し

し
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

放
射
能
へ
の
不
安
を
抱
え
て
自
主
避
難
し
て
い
る
人
の
声
を
取
り

上
げ
る
こ
と
が
、
福
島
で
暮
ら
し
て
い
る
人
の
気
持
ち
を
逆
撫
で
し

た
り
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

長
引
く
避
難
生
活
の
中
、
住
民
が
復
興
を
実
感
で
き
な
い
と
、
行

政
が
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
が
ち
だ
が
、
避
難
自
治
体
の
職
員
も

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
自
身
も
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
る
中
で
、
通
常
の
業
務
に
加
え
て
、
膨
大
な
復
興
業
務
を
抱
え
て

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
行
政
を
批
判
す
る

必
要
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
復
興
を
最
前
線
で
担
う
自
治

体
職
員
へ
の
支
援
・
フ
ォ
ロ
ー
と
い
っ
た
視
点
も
欠
か
せ
な
い
。

ま
た
、
統
計
は
全
体
の
傾
向
を
み
た
り
す
る
上
で
参
考
に
な
る
の

だ
が
、
枠
に
は
め
た
り
、
そ
れ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
と
見
え
て
こ
な

い
こ
と
も
あ
る
。

避
難
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
区
域
の
人
に
対
し
て
帰
還
す
る
意

思
が
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
意
向
調
査
を
政
府
は
定
期
的
に
行
っ

て
い
て
、
私
た
ち
も
何
％
の
人
が
戻
る
意
思
が
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
側
面
で
は
あ
る
の
だ
が
、
避
難
者
の
一
人

か
ら
「
あ
ん
な
質
問
は
愚
問
だ
。
心
の
底
か
ら
帰
り
た
く
な
い
な
ん

て
思
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
。
自
分
た
ち
の
古
里
だ
か
ら
帰
り
た
い

ん
だ
け
ど
、
帰
れ
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
ん
だ
」
と
聞
い
て
、

数
字
だ
け
見
て
い
て
も
見
え
て
こ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
改
め
て
感
じ

た
こ
と
が
あ
る
。
単
純
に
「
帰
る
」「
帰
ら
な
い
」
で
は
な
く
て
、
そ

の
言
葉
の
裏
側
に
あ
る
思
い
を
く
み
取
る
こ
と
が
私
た
ち
に
は
求
め

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
福
島
県
外
か
ら
は
「
震
災
の
報
道
を
見
る
機
会
が
少
な
く

な
っ
た
」
と
い
う
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
私
た
ち
の
課
題
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
福
島
県
内
に
い
る
と
、「
震
災
」「
原
発
」「
復

興
」
の
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
を
、
地
元
紙
や
ロ
ー
カ
ル
ニ
ュ
ー
ス
で
見

な
い
日
は
な
い
。
福
島
県
内
に
い
る
と
、
復
興
に
向
け
て
着
実
に
物

事
が
進
ん
で
い
る
こ
と
や
、
抱
え
て
い
る
課
題
が
、
時
間
が
た
つ
に

つ
れ
て
変
わ
っ
て
き
て
い
る
部
分
が
み
え
て
く
る
。
除
染
は
着
実
に

進
ん
で
い
る
ほ
か
、
福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
に
向
け
た
研
究
施
設
が

開
設
さ
れ
る
な
ど
、
一
つ
一
つ
は
小
さ
な
ス
テ
ッ
プ
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
国
的
に
「
大
き
く
」
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
福
島
の

震
災
直
後
の
イ
メ
ー
ジ
と
現
状
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
広
が
っ
て
い
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
仮
設
住
宅
で
の
避
難
生
活
や
、

数
十
年
か
か
る
と
い
わ
れ
る
廃
炉
作
業
は
、「
大
き
な
変
化
」
が
見
え

づ
ら
い
こ
と
か
ら
、「
非
日
常
が
日
常
化
」
し
て
当
事
者
以
外
に
現
状

が
伝
わ
る
の
を
難
し
く
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数（平成 27年 9月 5日時点）
（経済産業省ウェブサイトから転載）

2015 年 9 月 5 日時点で、福島県の 9 市町村（計約 7 万 400）に避難指示が出されている。国の指示
で強制的に避難を強いられた人と自主的に避難している人を合わせると、福島県内外に約 10 万人
（2016 年 1 月時点）が避難している。 
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〝
分
断
〟

原
発
事
故
で
全
村
が
避
難
指
示
と
な
っ
た
飯
舘
村
の
菅
野
典
雄
村

長
は
、
原
発
事
故
に
つ
い
て
「
心
の
分
断
の
連
続
だ
」
と
指
摘
す
る
。

国
が
作
っ
た
制
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
分
断
も
あ
る
。
通
り
を

は
さ
ん
で
、
避
難
指
示
の
指
定
の
判
断
が
分
か
れ
た
り
、
同
じ
自
治

体
の
中
で
も
賠
償
の
額
に
差
が
つ
い
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

避
難
先
の
住
民
と
避
難
者
の
あ
つ
れ
き
や
、
放
射
能
を
巡
る
家
族
間

の
考
え
の
違
い
も
あ
る
。
三
世
代
が
同
居
し
て
い
た
世
帯
が
、
高
齢

夫
婦
と
息
子
夫
婦
、
孫
な
ど
、
何
カ
所
に
も
分
か
れ
て
避
難
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
復
興
に
は
欠
か
せ

な
い
廃
炉
作
業
や
除
染
作
業
に
携
わ
る
作
業
員
と
、
も
と
か
ら
そ
の

土
地
に
暮
ら
す
住
民
と
の
あ
つ
れ
き
も
あ
る
。

だ
か
ら
福
島
は
バ
ラ
バ
ラ
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
分
断

や
対
立
を
招
き
か
ね
な
い
要
素
が
、
原
発
事
故
後
の
福
島
で
は
よ
り

多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

原
発
事
故
で
全
町
避
難
と
な
っ
た
浪
江
町
か
ら
二
本
松
市
の
仮
設

住
宅
で
避
難
生
活
を
送
る
島
田
龍
郎
さ
ん
（
六
二
）
＝
浪
江
町
商
工
会

事
務
局
長
＝
は
、
浪
江
の
自
宅
の
近
所
の
人
た
ち
は
、九
州
に
避
難

し
た
人
も
い
れ
ば
、県
内
の
復
興
公
営
住
宅
に
入
居
し
た
人
、福
島
県

い
わ
き
市
に
家
を
建
て
た
人
も
い
る
な
ど
、県
内
外
に
ば
ら
ば
ら
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
。震
災
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
元
通
り
に
戻

す
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
状
況
だ
。島
田
さ
ん
は
「
将
来
が
見
え
な
い

不
安
は
震
災
か
ら
五
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
も
あ
る
」
と
打

ち
明
け
る
。
浪
江
町
に
戻
り
た
い
思
い
と
、戻
っ
た
時
に
安
心
し
た

暮
ら
し
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
の
不
安
と
の
間
で
揺
れ
動
く
。
時
間

が
た
っ
て
イ
ン
フ
ラ
な
ど
ハ
ー
ド
面
が
整
っ
て
も
、心
を
は
じ
め
ソ

フ
ト
面
の
復
興
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。島
田
さ
ん
は
「
今
回
の
原

子
力
災
害
は
私
た
ち
の
心
を
む
し
ば
ん
で
い
る
」
と
語
気
を
強
め
る
。

〝
分
断
〟
を
超
え
て

分
断
を
防
ぐ
た
め
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
注
目
し
た
い
。
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

住
民
や
行
政
、
専
門
家
ら
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
リ
ス
ク
」
に
対
し
て
の

情
報
を
共
有
し
て
、
互
い
の
理
解
を
深
め
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
だ
。

こ
の
時
、
結
論
あ
り
き
に
、
一
方
が
都
合
の
い
い
材
料
の
み
を
示
す

の
で
は
な
く
、
あ
る
「
リ
ス
ク
」
に
対
し
て
、
個
々
人
が
考
え
を
整
理

し
た
り
、
物
事
を
判
断
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
材
料
を
わ

か
り
や
す
く
示
す
こ
と
が
重
要
と
な
る
。「
リ
ス
ク
」
は
危
険
か
安
全

か
二
分
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
程
度
や
様
々
な
条
件
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
の
で
、
同
じ
材
料
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
回
答
が
一
つ

と
は
限
ら
な
い
。

今
回
の
震
災
で
は
、
行
政
や
専
門
家
、
マ
ス
コ
ミ
に
、
住
民
へ
の

情
報
の
伝
え
方
に
課
題
が
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
た
。
そ
れ
が
、
今

で
も
払
拭
し
切
れ
て
い
な
い
住
民
の
政
治
不
信
や
専
門
家
不
信
、
住

民
間
の
分
断
に
つ
な
が
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
を
取
材
し
て
い
て
、最
終
的
に
目
指
し
て
い
る

こ
と
や
共
通
し
て
い
る
考
え
も
あ
る
の
に
、話
が
か
み
合
っ
て
い
な
い

と
感
じ
る
時
が
あ
る
。そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
る
情
報
の
違
い
や
イ

メ
ー
ジ
や
思
い
込
み
な
ど
で
、議
論
す
る
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
位
置
が
ず

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。ス
タ
ー
ト
が
ず
れ
て
い
る
と
、
ボ
タ
ン
の

掛
け
違
い
の
よ
う
に
、話
が
進
ん
で
い
っ
て
も
か
み
合
う
こ
と
は
な
い
。

あ
る
人
に
と
っ
て
は
、「
正
し
い
」「
当
た
り
前
」
の
こ
と
で
も
、
別

の
人
に
と
っ
て
は
違
う
受
け
取
り
方
を
す
る
場
合
も
あ
る
。
一
方
的

に
考
え
を
押
し
つ
け
、
反
論
に
は
耳
も
貸
さ
な
い
と
い
う
の
は
避
け

ら
れ
る
べ
き
だ
。

こ
こ
で
は
、
住
民
同
士
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
践

し
て
い
る
団
体
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

一
つ
は
、
福
島
市
な
ど
県
内
五
カ
所
で
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
る

「
ま
ま
カ
フ
ェ
」 

。
福
島
か
ら
一
度
避
難
し
た
人
が
福
島
に
戻
っ
て
き

た
後
に
、
周
囲
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
や
考
え
方
の
違
い
に
戸
惑
う
人
が
少

な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
い
る
母
親
同
士
の
思
い
や
悩
み
を

共
有
し
て
も
ら
お
う
と
、
二
〇
一
三
年
六
月
か
ら
始
ま
っ
た
。
月
一

回
、
集
ま
っ
た
人
で
テ
ー
マ
を
決
め
て
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
自
由
に

日
頃
の
思
い
を
語
り
合
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
運
営
す
る
「
ふ
く

し
ま
子
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
担
当
者
、
松
村
美
保
子
さ
ん
（
四
七
）
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は
「
意
見
が
違
う
人
が
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
否
定
し
な
い
よ
う
に

心
が
け
て
い
る
」
と
話
す
。

さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
集
ま
れ
る
多
世
代
が
交
流

で
き
る
場
を
つ
く
ろ
う
と
、
避
難
か
ら
帰
還
し
た
人
だ
け
で
は
な
く
、

避
難
せ
ず
に
福
島
に
と
ど
ま
っ
た
子
育
て
世
代
や
高
齢
者
ら
老
若
男

女
が
集
え
る
場
所
「
み
ん
な
の
家
」 

が
二
〇
一
五
年
三
月
に
福
島
市

の
空
き
家
を
活
用
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
。
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ビ
ー
ン
ズ
ふ
く
し
ま
の
事
業
長
、
富
田
愛
さ
ん
（
四
六
）
は
「
お
互
い

の
気
持
ち
は
話
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
が
考
え
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
を
認
め
合
う
こ
と
が

大
切
」
と
話
す
。
み
ん
な
の
家
は
、
一
世
帯
五
〇
〇
円
（
年
間
）
の
会

員
料
を
払
っ
た
人
に
平
日
開
放
さ
れ
て
い
て
、
中
高
生
の
保
護
者
向

け
や
、
小
学
生
の
保
護
者
向
け
の
利
用
日
を
設
け
た
り
、
季
節
に
応

じ
て
行
事
を
開
い
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
利
用
し
や
す

い
よ
う
に
し
て
い
る
。

富
田
さ
ん
は
、「
福
島
の
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
震
災
で
何
ら
か
の

傷
を
負
っ
て
、
一
時
的
に
多
く
の
子
ど
も
や
子
育
て
中
の
親
が
避

難
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

同
じ
世
代
の
横
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な
く
、
世
代
を
超
え
た
縦
の

つ
な
が
り
を
通
し
て
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
築
い
て
い
く
こ

と
が
必
要
」
と
訴
え
る
。

も
う
一
つ
の
取
り
組
み
は
、
市
民
団
体
「
三
ａ
（
ス
リ
ー
エ
ー
）
！

郡
山
」 

。
名
前
の
由
来
は
、「
安
全
・
安
心
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」。
子
育

て
中
の
母
親
が
集
ま
っ
て
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
発
足
し
、
放
射
能

の
不
安
や
分
か
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
で
行
動
、
確
認

し
て
、
安
全
・
安
心
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い

る
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
か
ら
は
住
民
が
持
ち
込
ん
だ
食
べ
物
の
放

射
性
物
質
の
測
定
を
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
代
表
の
野
口
時
子
さ
ん

（
五
〇
）
は
「
疑
わ
し
け
れ
ば
自
分
で
確
認
し
よ
う
と
提
案
し
て
い
ま

す
」
と
い
う
。
事
故
直
後
は
測
定
す
る
人
が
多
く
い
た
が
、
震
災
か

ら
三
年
を
過
ぎ
る
と
測
定
す
る
人
は
減
っ
た
。
だ
が
数
字
を
確
認
し

て
も
、
不
安
を
解
消
し
き
れ
な
い
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
の
た

め
に
団
体
で
は
、
関
西
の
野
菜
を
仕
入
れ
て
定
期
的
に
販
売
し
て
い

る
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
鈴
木
洋
平
さ
ん
（
五
〇
）
は
「
心
配
な
人
に

は
寄
り
添
う
こ
と
が
大
切
。
そ
う
し
な
い
と
、
疎
外
感
を
強
め
た
り
、

孤
立
感
を
あ
お
る
だ
け
だ
」
と
い
う
。

鈴
木
さ
ん
は
小
・
中
学
生
の
保
護
者
ら
で
つ
く
る
「
行
健
（
こ
う
け

ん
）
除
染
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」 

の
代
表
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
通
学

路
や
人
の
出
入
り
が
多
い
場
所
な
ど
の
空
間
放
射
線
量
を
測
定
し

て
、
線
量
に
応
じ
て
色
分
け
し
た
地
図
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
る
。「
危
険
や
不
安
を
あ
お
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
。
ま
ず
は
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
」と
話
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

高
い
線
量
の
場
所
を
子
ど
も
た
ち
が
避
け
て
通
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

高
い
線
量
の
所
を
集
中
的
に
除
染
す
る
と
い
っ
た
対
策
を
と
る
こ
と

も
で
き
る
。
情
報
を
見
て
、
ど
う
判
断
す
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
い
る
。

今
回
は
住
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ

て
た
が
、
こ
の
よ
う
な
住
民
一
人
一
人
に
寄
り
添
っ
た
取
り
組
み
が
、

行
政
に
よ
る
住
民
懇
談
会
や
専
門
家
に
よ
る
説
明
会
な
ど
、
様
々
な

領
域
で
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
分
断
を
深
め
な
い
た
め
の

取
り
組
み
が
行
政
に
も
専
門
家
に
も
報
道
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
越
え
て
話
し
合
い
、
思
い
を
共
有
す
る
取

り
組
み
は
、
世
界
で
起
き
て
い
る
宗
派
対
立
や
移
民
、
難
民
の
問
題
、

紛
争
の
問
題
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

枠
に
押
し
込
ん
で
相
手
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
歩
み

寄
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
慮
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
一
歩
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
を
批
判
し
た
り
、
排
除
し

た
り
す
る
だ
け
で
は
負
の
感
情
し
か
生
ま
れ
な
い
。

最
後
に

福
島
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
で
過
去
に
な
い
こ
と
だ
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
福
島
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
国
内
の
他
の
問
題
と

切
り
離
す
こ
と
は
別
だ
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
福
島
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
見
る
上
で
「
放
射
性

物
質
」
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
を
見
て
い
る
と
、

他
の
要
素
を
見
落
と
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
震
災
前
か
ら
抱
え
て
い

る
問
題
が
、
震
災
を
契
機
に
顕
在
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
少
子

高
齢
化
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
。
も
と
も
と
日
本
、
地
方
が
抱
え
て

い
る
問
題
を
解
決
で
き
る
術
が
な
け
れ
ば
、
福
島
の
抱
え
て
い
る
問

題
を
解
決
す
る
の
は
一
層
困
難
だ
ろ
う
。
原
発
事
故
前
か
ら
抱
え
る

こ
と
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
、
今
の
状
況
を
切
り
開
く
道
は
見
え
て

こ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
福
島
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
関

わ
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。
災
害
の
支
援
に
あ
た
っ
て
き
た
人
か

ら
「
当
事
者
に
風
化
は
な
い
、
風
化
し
て
い
く
の
は
周
囲
だ
」
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。

福
島
で
は
今
も
避
難
指
示
が
出
さ
れ
た
区
域
が
あ
り
、
原
発
事
故

か
ら
の
復
興
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
。
福
島
で
起
き
た
原
発
事
故

か
ら
の
教
訓
を
得
る
た
め
に
も
、
当
事
者
で
は
な
い
人
が
関
心
を
持

ち
続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
。

立
場
や
考
え
を
超
え
て
、
多
様
な
価
値
観
を
認
め
合
い
、
一
人
一

人
が
生
き
や
す
い
社
会
が
福
島
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
や
ま
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
報
道
に
携
わ
る
一
記
者
と
し
て
、
こ

れ
か
ら
も
一
人
一
人
の
声
を
丁
寧
に
拾
っ
て
い
き
た
い
。
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嘆
き
の
海
か
ら
聞
こ
え
る
慟
哭

あ
の
日
を
境
に

滂
沱
の
涙
を
笑
顔
に
替
え
て

「
わ
た
し
生
き
る
よ
」
と

母
を
さ
ら
っ
た
海
を
背
に

祖
母
の
手
を
握
っ
た
子

あ
の
日
を
境
に

一
木
一
草

す
べ
て
に
降
り
注
い
だ
危
難
が

別
世
界
の
恐
怖
に

ワ
ー
プ

初
耳
の
シ
ー
ベ
ル
ト
や

ベ
ク
ト
ル

と
ま
ど
い
と

故
郷
を
遠
く
離
れ
て

ス
ト
レ
ス
を
た
め
る
子

嘆
き
の
海
の
序
曲

嘆
き
の
海
の
向
こ
う
か
ら

あ
の
日
を
境
に
届
い
た
支
援

励
ま
し
や
救
援
善
意
の
数
々

ど
こ
か
で
お
返
し
せ
ね
ば
と

心
に
刻
む
子
ど
も
た
ち

 

嘆
き
の
海
の
混
濁
に

あ
の
日
を
境
に
届
い
た
別
便

豊
か
な
自
然
が
誇
り
の
郷
土

本
当
の
空
が
あ
る
と

智
恵
子
が
う
た
っ
た
故
郷
の
里
山

《
ポ
エ
ム
・
フ
ク
シ
マ
》

嘆
き
の
海
（
東
日
本
大
震
災
）
か
ら

 

藤
田　

伸
朔

 

（
日
本
赤
十
字
社
福
島
県
支
部
賛
助
奉
仕
団
）

キ
ノ
コ
や
筍

果
物
や
米
野
菜
な
ど
全
て
が

風
評
の
波
を
か
ぶ
る

だ
か
ら

大
人
も
子
も
混
乱
す
る

嘆
き
の
海
か
ら
紡
ぐ
い
の
ち

あ
の
日
を
境
に

生
き
て
こ
そ
輝
け
る
と

詩
を
よ
む
子
に
励
ま
さ
れ
る

「
い
の
ち
は
一
つ
し
か
な
い
」
と

こ
と
ば
に
魂
を
吹
き
込
み

ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る

嘆
き
の
海
か
ら
聞
こ
え
る
う
た
は

あ
の
日
を
境
に

『
花
は
咲
く
』

万
感
こ
め
て
花
よ
咲
け

嘆
き
の
海
か
ら

嘆
き
の
海
か
ら

あ
の
日
は
遠
い
昔
の
こ
と
と

崩
れ
ゆ
く
記
憶
に

竿
を
さ
し

い
の
ち
の
詩
を
う
た
う

故
郷
と
向
き
合
う
子
ら
が
い
る

未
来
を
託
す
子
ら
が
い
る

二
〇
一
五
・
秋

日
本
赤
十
字
社 

福
島
県
支
部 

平
成
二
七
年
度
事
業

私
た
ち
の
青
少
年
赤
十
字 

『
詩
・
一
〇
〇
文
字
提
案
作
品
』

い
の
ち
の
詩
・
愛
の
詩
の
応
募
作
品
を
読
ん
で  

そ
の
感
想
詩
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冬
の
災
害
史

東
北
、
北
海
道
の
過
去
一
〇
〇
年
を
振
り
返
っ
た
時
、
厳
冬
期
に

大
規
模
災
害
（
地
震
）
を
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
。
自
然
災
害
を
考
え

る
上
で
、
こ
れ
は
偶
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
国
内
に
電
気
が
灯

り
、
生
活
必
需
品
の
ほ
と
ん
ど
が
電
化
さ
れ
て
か
ら
の
歴
史
は
わ
ず

か
五
〇
年
で
あ
り
、
こ
の
間
の
厳
冬
期
（
一
二
月
～
二
月
）
に
長
期
間

の
停
電
を
伴
う
生
活
を
強
い
ら
れ
た
被
災
経
験
は
存
在
し
な
い
（
表

１
）。

平
成
五
年
の
釧
路
沖
地
震
は
唯
一
厳
冬
期
に
生
じ
た
大
地
震
で
あ

る
が
、
震
源
が
一
〇
〇
㎞
以
上
と
深
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
的
被
害

は
少
な
く
、
生
じ
た
停
電
も
二
四
時
間
後
に
ほ
ぼ
復
旧
し
て
い
る
。

本
州
で
厳
冬
期
に
発
災
し
た
の
が
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
の
阪

神
淡
路
大
震
災
で
あ
る
。
二
六
〇
万
戸
が
大
停
電
し
た
状
況
で
、ピ
ー

ク
時
に
約
三
二
万
人
が
避
難
し
た
。
翌
日
朝
の
神
戸
の
気
温
は
氷

点
下
〇
・
五
℃
と
な
る
中
、
暖
房
の
な
い
避
難
所
で
寒
さ
を
し
の
い

だ
。
一
人
当
た
り
の
避
難
所
収
容
面
積
は
わ
ず
か
一
・
〇
～
一
・
七
平

方
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
と
さ
れ

１

、
こ
の
震
災
で
は
災
害
関
連
死
と

し
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
起
因
す
る
肺
炎
が
数
多
く
発
生
し
た
。

厳
冬
期
！ 

大
規
模
災
害
に
ど
う
立
ち
向
か
う
か

尾
山
　
と
し
子

（
日
本
赤
十
字
北
海
道
看
護
大
学
教
授　

災
害
対
策
教
育
セ
ン
タ
ー

成
人
看
護
学
領
域
災
害
看
護
学
）

根
本
　
昌
宏

（
同
大
学
准
教
授　

災
害
対
策
教
育
セ
ン
タ
ー

看
護
薬
理
学
領
域
薬
理
学
・
寒
冷
地
防
災
学
）

寄
　
稿

―
積
雪
寒
冷
地
の
冬
期
被
災
を
想
定
し
た
災
害
対
策

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
三
日
の
秋
期
に
発
災
し
た
中
越
地
震
で

は
、
最
低
気
温
が
一
〇
℃
を
下
回
る
中
で
、
自
宅
か
ら
避
難
を
し
て

多
数
の
車
中
泊
を
生
じ
た
。
避
難
所
の
不
便
さ
や
余
震
の
不
安
に
加

え
、
暖
房
や
情
報
（
ラ
ジ
オ
）
の
利
用
な
ど
が
要
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
車
中
泊
が
そ
の
後
に
深
部
静
脈
血
栓
症
（
Ｄ
Ｖ
Ｔ
）
を
発
症
し
た

一
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
初
春
に
発
災
し
た
東
日
本
大
震
災
に

お
い
て
は
、
翌
一
二
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
気
温
が
氷
点
下
一
℃
、

さ
ら
に
降
雪
も
観
測
さ
れ
、
四
〇
万
人
以
上
の
避
難
し
た
人
た
ち
が

大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
た
。
東
北
沿
岸
地
域
一
帯
に
押
し
寄
せ
た

津
波
に
よ
り
衣
服
が
濡
れ
た
体
は
急
速
に
体
温
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
低
体
温
症
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
方
も
報
告
さ
れ
て
い
る

４

。

北
海
道
全
土
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
潟
、
盛
岡
な
ら
び
に
仙

台
の
一
月
の
最
低
気
温
も
〇
℃
を
下
回
る
（
図
１
）。
厳
冬
期
に
大

規
模
災
害
が
発
災
し
た
時
に
何
が
起
こ
る
の
か
？ 

北
海
道
・
東
北

を
は
じ
め
と
す
る
積
雪
寒
冷
地
域
は
冬
期
の
停
電
の
み
で
低
体
温

症
に
よ
り
命
を
落
と
す
危
険
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
防
災
・

減
災
対
策
（
設
備
・
備
蓄
・
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
）
は
限
ら
れ
た
も
の
し

か
な
く
、
一
般
住
民
の
意
識
も
温
暖
地
域
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
。
停
電
時
に
有
効
な
暖
房
器
具
と
さ
れ
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
式
ス
ト
ー

ブ
は
閉
め
切
っ
た
六
畳
の
個
室
で
使
用
し
た
場
合
、
建
築
物
衛
生

厳冬期！大規模災害にどう立ち向かうか 

積雪寒冷地の冬期被災を想定内とする災害対策 

 

          日本赤十字北海道看護大学 災害対策教育センター 

          尾山 とし子 

                 （成人看護学領域 災害看護学） 

        根本 昌宏 

（看護薬理学領域 薬理学・寒冷地防災学） 

 

 

１．冬の災害史 

 東北，北海道の過去 100 年を振り返った時、厳冬期に大規模災害（地震）を経験したことはない。自

然災害を考える上で、これは偶然である．さらに、日本国内に電気が灯り，生活必需品のほとんどが電

化されてからの歴史はわずか 50 年であり、この間の厳冬期（12 月～2 月）に長期間の停電を伴う生活を

強いられた被災経験は存在しない（表-1）。 

平成五年の釧路沖地震は唯一厳冬期に生じた大地震であるが、震源が 100km 以上と深かったことから、

人的被害は少なく、生じた停電も 24 時間後にほぼ復旧している。 

 

表‐1．東北・北海道地方の震災史 1, 2) 

 

 

本州で厳冬期に発災したのが1995年1月17日の阪神淡路大震災である。260万戸が大停電した状況で，

発生年月日 震源もしくは地震名 概　　　要

昭和8年3月3日 昭和三陸 【M8.1】津波が太平洋を襲い三陸沿岸で被害は甚大．死者・不明3,064人．

昭和15年8月2日 北海道西方沖 【M7.5】津波：3m(苫前町)，死者10人，負傷者24人．

昭和27年3月4日 十勝沖地震 【M8.2】太平洋一帯に大被害，大津波．死者28人，不明者5人，負傷者287人．

昭和35年5月23日 チリ 【Ms8.5】日本全体で死者・不明142人．

昭和37年4月30日 宮城県北部 【M6.5】死者3人．

昭和39年6月16日 新潟 【M7.5】津波が日本海沿岸一帯を襲来．死者26人．

昭和43年5月16日 十勝沖 【M7.9】死者52人，負傷330人．青森県下で道路破損．

昭和53年6月12日 宮城県沖 【M7.4】死者28人，負傷1,325人．

昭和58年5月26日 日本海中部 【M7.7】秋田県、北海道、青森県を中心に被害。死者104人，負傷163人．

平成5年1月15日 釧路沖 【M7.8】釧路、十勝地方を中心に被害、死者2人，負傷者966人．

平成5年7月12日 北海道南西沖 【M7.8】奥尻に大被害、大津波、死者201人、行方不明28人，負傷者323人．

平成6年12月28日 三陸はるか沖 【M7.6】死者３人，負傷788人．道路、港湾の被害も有り．

平成15年5月26日 宮城県沖 【M7.1】負傷174人．

平成15年7月26日 宮城県北部 【M5.3～6.2】負傷675人．

平成15年9月26日 十勝沖 【M8.0】日高、十勝、釧路地方を中心に被害．行方不明2人，負傷者847人．

平成17年8月16日 宮城地震 【M7.2】負傷89人．

平成23年3月11日 東日本大震災 【M9.0】死者・行方不明者18,466人．ピーク時避難者40万人以上．停電世帯800万戸以上．

表１　東北・北海道地方の震災史１・２�
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５

。
ま
た
そ
れ
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体
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ョ
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な
く
な
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。
行
政
が
設
定
し
て
い
る
指
定
避
難
所
に
お
い
て

は
、
天
井
高
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
体
育
館
の
暖
房
設
備
と
し

て
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
式
ス
ト
ー
ブ
が
数
台
の
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

り
、
室
内
温
度
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
先
進
的
な

取
り
組
み
を
進
め
る
札
幌
市
は
寒
冷
地
型
の
寝
袋
を
備
蓄
す
る
こ
と

で
冬
期
災
害
へ
対
応
し
て
い
る

６

。

 

毎
年
各
自
治
体
等
で
行
わ
れ
る
総
合
防
災
訓
練
は
避
難
順
路
の

確
認
や
急
性
期
の
み
の
医
療
救
護
体
制
の
確
認
が
主
で
あ
り
、
そ
の

後
に
つ
づ
く
被
災
後
生
活
、
避
難
所
生
活
を
考
慮
し
た
検
証
は
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
訓
練
が
行
わ
れ
る
時
期
は
防
災
の
日

（
九
月
一
日
）
を
中
心
と
し
て
お
り
、
厳
冬
期
の
災
害
を
想
定
し
た
訓

練
は
稀
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
津
波
対
策
等
は
意
欲
的
に

進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
災
害
の
経
験
が
な
い
地
域
で
の
防
災
計
画
は

想
定
自
体
が
難
し
く
、
実
践
的
な
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
災
害
備
蓄
と

な
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。

防
災
政
策
は
人
命
に
関
わ
る
大
き
な
災
害
が
起
き
な
け
れ
ば
進
ま

な
い
と
さ
れ
る
。
前
例
の
な
い
東
北
・
北
海
道
地
域
の
冬
期
災
害
を

想
定
し
、
防
災
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

図１　東北・北海道各地における平均最低気温

北見 旭川 札幌 函館 帯広 釧路 苫小牧 盛岡 長野 室蘭
5月 上旬 2.8 3.6 6.9 6.1 4.2 3.6 4.6 7 9.2 5.9

中旬 4.7 5.4 8.2 7.4 5.7 5 6.1 8.3 10.3 7.1
下旬 6.3 7.1 9.8 8.9 7.1 6.1 7.8 9.9 11.9 8.6

6月 上旬 8.5 10 11.4 10.6 8.7 7.7 9.5 12.2 14 10.1
中旬 9.8 11.6 12.9 12.1 10.4 9.1 11 13.9 15.8 11.6
下旬 11 13.1 14.5 13.6 11.6 10.2 12.7 15.2 17.4 13

7月 上旬 12.5 14.6 15.8 15 12.8 11.3 14.1 16.7 18.9 14.3
中旬 14 15.8 17.1 16.6 14.5 12.7 15.5 18 19.8 15.7
下旬 15.7 17.3 18.8 18.2 16 14.2 17.1 19.6 21.2 17.4

8月 上旬 16.5 17.7 19.7 19.3 16.9 15.5 18.4 20.3 21.7 18.7
中旬 15.9 17 19.2 18.9 16.6 15.7 18.2 19.9 21.5 18.6
下旬 15 15.8 18.4 18.1 15.8 15.4 17.5 18.8 20.7 18.3

9月 上旬 13 13.8 16.5 16.5 14.5 14.3 15.9 17.2 19.2 17.2
中旬 10.7 11.2 14.2 14.1 12.2 12.6 13.3 14.9 17.2 15.5
下旬 8 8.5 11.8 11.8 9.6 10.2 10.8 11.7 14.4 13.4

10月 上旬 5.6 6 9.7 9.8 7.3 7.9 8.5 9.7 12.5 11.7
中旬 3.4 3.9 7.7 7.3 4.8 5.5 6.1 7.4 9.9 9.6
下旬 1.3 2.1 5.5 5.2 2.6 3.3 3.9 4.9 7 7.7

11月 上旬 -0.5 0.1 3.5 3.4 0.7 1.6 2.1 3.2 5.1 5.6
中旬 -3.1 -2.1 1.1 1.3 -1.5 -1.2 -0.2 1.5 3.1 2.9
下旬 -5.1 -4 -0.6 -0.4 -3.5 -3 -1.8 -0.2 1.1 1.3

12月 上旬 -7.9 -5.6 -2.4 -2 -6.4 -5 -3.5 -1 -0.4 -0.4
中旬 -11.2 -8.4 -4.7 -4.1 -9.6 -7.6 -5.9 -2.9 -1.5 -2.3
下旬 -12.3 -9.5 -5.1 -4.3 -10.5 -8.7 -6.4 -3.3 -2.8 -2.6

1月 上旬 -13.7 -11.4 -6.3 -5.3 -12.8 -9.3 -7.6 -4.9 -3.6 -3.6
中旬 -14.7 -12.3 -7.1 -6.5 -13.5 -10.5 -8.4 -5.9 -4.1 -4.3
下旬 -15.8 -13.1 -7.5 -6.8 -14.5 -11.3 -8.9 -6.1 -4.6 -4.8

2月 上旬 -15.6 -13.7 -7.3 -6.6 -14.2 -11.2 -9.1 -6 -4.6 -4.6
中旬 -14.6 -12.8 -6.7 -6.1 -12.6 -9.9 -8.2 -5.2 -3.8 -4.3
下旬 -12.2 -11.3 -5.6 -4.9 -10.6 -8.1 -6.9 -4.4 -2.9 -3.4

3月 上旬 -11.6 -9.3 -5 -4.3 -9.3 -7.5 -6.1 -3.7 -2.1 -3
中旬 -7.6 -6 -2.6 -2.3 -5.5 -4.5 -3.6 -2 -0.8 -1.4
下旬 -5.5 -3.9 -1.2 -1.2 -3.6 -2.9 -2.3 -1 0.5 -0.3

4月 上旬 -2.4 -1.8 1.3 1.1 -1.1 -1 -0.4 1.2 2.7 1.7
中旬 -0.9 -0.1 3.2 2.4 0.5 0.2 1.2 2.9 5.2 2.7
下旬 1.1 2 5.1 4.4 2.3 1.7 2.9 5 6.7 4.4
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冬
期
仮
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避
難
所
の
展
開
演
習
と
検
証

私
た
ち
は
、
冬
期
被
災
に
対
応
す
る
命
を
護
る
技
術
、
設
備
そ
し

て
知
恵
を
集
約
す
る
目
的
で
二
〇
一
〇
年
秋
か
ら
実
証
型
の
検
討
を

行
っ
て
き
た
。
構
造
物
の
高
気
密
化
な
ど
、
費
用
や
時
間
の
面
で
自

治
体
と
し
て
の
取
り
組
み
が
難
し
い
課
題
は
排
除
し
、
現
存
施
設
・

設
備
を
最
大
限
活
用
し
、
備
蓄
可
能
な
廉
価
資
材
を
用
い
て
、
冬
期

被
災
に
耐
え
う
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仮
設
設
備
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検
証
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進
め
て
い
る（
写
真
１
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通
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避
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体
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こ
の
広
大
な
空
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を
加
温
す
る
た
め
に
は
膨
大
な
エ
ネ
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ギ
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を
必

要
と
す
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と
と
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に
、
灯
油
等
の
化
石
燃
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を
排
気
設
備
な
し
の
室

内
で
炊
い
た
場
合
に
は
大
量
の
二
酸
化
炭
素
と
水
が
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
証
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
論
文
を

参
照
し
て
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た
だ
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た
い 

７
・
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こ
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取
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広
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、
②
床
面
か
ら
来
る
冷
気
の
遮
断
、
③
停
電
下
で
も

稼
働
で
き
る
効
率
的
な
暖
房
の
選
択
（
二
酸
化
炭
素
排
出
量
と
の
バ
ラ
ン

写真１　屋外でのティピーと
　　　薪ストーブの設営

写真２　暖房シェルターの全景

毎年各自治体等で行われる総合防災訓練は避難順路の確認や急性期のみの医療救護体制の確認が主で

あり、その後につづく被災後生活、避難所生活を考慮した検証はごくわずかである。さらにその訓練が

行われる時期は防災の日（9 月１日）を中心としており、厳冬期の災害を想定した訓練は稀である。東日

本大震災以降、津波対策等は意欲的に進められているが、災害の経験がない地域での防災計画は想定自

体が難しく、実践的な災害マニュアルや災害備蓄となっていない場合が多くみられる。 

防災政策は人命に関わる大きな災害が起きなければ進まないとされる。前例のない東北・北海道地域

の冬期災害を想定し、防災意識の向上を図ることが重要であろう。 

 

２．冬期仮想避難所の展開演習と検証 

私たちは、冬期被災に対応する命を護る技術、設備そして知恵を集約する目的で 2010 年秋から実証型

の検討を行ってきた。構造物の高気密化など、費用や時間の面で自治体としての取り組みが難しい課題

は排除し、現存施設・設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期被災に耐えうる仮設設

備の検証を進めている（写真-1，-2，-3）。 

 

  

写真-3．体育館内での暖房シェルター設営 

 

 

通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等のスポーツ施設であるため天井が高い（平均

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化

石燃料を排気設備なしの室内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生することになる。 

写真-1．屋外でのティピーと薪ストーブの設営 

写真-2．暖房シェルターの全景 

毎年各自治体等で行われる総合防災訓練は避難順路の確認や急性期のみの医療救護体制の確認が主で

あり、その後につづく被災後生活、避難所生活を考慮した検証はごくわずかである。さらにその訓練が

行われる時期は防災の日（9 月１日）を中心としており、厳冬期の災害を想定した訓練は稀である。東日

本大震災以降、津波対策等は意欲的に進められているが、災害の経験がない地域での防災計画は想定自

体が難しく、実践的な災害マニュアルや災害備蓄となっていない場合が多くみられる。 

防災政策は人命に関わる大きな災害が起きなければ進まないとされる。前例のない東北・北海道地域

の冬期災害を想定し、防災意識の向上を図ることが重要であろう。 

 

２．冬期仮想避難所の展開演習と検証 

私たちは、冬期被災に対応する命を護る技術、設備そして知恵を集約する目的で 2010 年秋から実証型

の検討を行ってきた。構造物の高気密化など、費用や時間の面で自治体としての取り組みが難しい課題

は排除し、現存施設・設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期被災に耐えうる仮設設

備の検証を進めている（写真-1，-2，-3）。 

 

  

写真-3．体育館内での暖房シェルター設営 

 

 

通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等のスポーツ施設であるため天井が高い（平均

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化

石燃料を排気設備なしの室内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生することになる。 

写真-1．屋外でのティピーと薪ストーブの設営 

写真-2．暖房シェルターの全景 
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ス
）、
④
潤
沢
な
照
明
の
確
保
（
治
安
）、
⑤
屋
内
炊
き
出
し
設
備
の
設

営
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
て
開
発
・
展
開
し
た
暖
房
シ
ェ

ル
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
で
、
氷
点
下
一
九
℃
の
外
気
温
環
境
下
に
お

い
て
加
温
一
時
間
後
に
一
〇
℃
、
就
寝
時
間
の
二
四
時
に
一
五
℃
の

環
境
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
床
面
か
ら
伝
わ
る
冷

気
に
よ
っ
て
、
こ
の
環
境
下
で
も
寝
袋
な
し
に
就
寝
す
る
こ
と
は
厳

し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
収
容
人
数
、
設
営
時
間
に
加
え
著
し

い
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
上
昇
な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が
山
積
し
て
お

り
、
今
後
に
向
け
て
さ
ら
な
る
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。

冬
の
万
が
一
に
備
え
る

発
生
す
る
確
率
の
少
な
い
災
害
に
対
し
て
潤
沢
な
予
算
を
使
う
こ

と
は
難
し
い
が
、
冬
期
被
災
に
対
す
る
最
低
限
の
設
備
の
開
発
実
証

を
推
し
進
め
る
こ
と
が
防
災
対
策
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

私
た
ち
が
検
証
し
て
い
る
ジ
ェ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
は
消
費
電
力
が
低

く
バ
ッ
テ
リ
ー
で
駆
動
す
る
。
万
が
一
の
場
合
に
は
自
家
用
車
を
電

源
と
し
て
も
使
用
可
能
で
あ
る

９

。
さ
ら
に
炊
き
出
し
設
備
と
し
て

も
使
用
で
き
る
薪
ス
ト
ー
ブ
や
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
は
安
価
で
か
つ

誰
に
で
も
入
手
可
能
な
機
材
で
あ
り
、
自
治
体
（
公
助
）
に
依
存
せ
ず
、

自
助
も
し
く
は
共
助
の
観
点
で
有
用
な
手
法
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
テ
ィ
ピ
ー
は
、

冬
期
の
降
雪
時
の
屋
外
に
お
い
て
も
快
適
な
空
間
を
作
り
だ
し
、
寒

冷
地
域
に
お
け
る
防
災
用
具
と
し
て
の
有
用
性
が
期
待
さ
れ
る
。

避
難
所
と
し
て
想
定
さ
れ
る
体
育
館
に
数
台
の
ス
ト
ー
ブ
を
置
い

て
も
焼
け
石
に
水
な
ら
ぬ
冷
気
に
焼
け
石
で
あ
る
。
暖
房
が
必
要
な

時
期
に
体
育
館
を
避
難
所
と
す
べ
き
か
の
議
論
や
、
体
育
館
を
使
わ

ず
に
絨
毯
や
畳
敷
き
の
施
設
を
先
行
し
て
提
供
す
る
な
ど
、
冬
期
に

対
応
す
る
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
床
面
か

ら
の
冷
気
は
低
体
温
症
や
深
部
静
脈
血
栓
症
な
ど
命
に
関
わ
る
症
状

写真３　体育館内での暖房シェルター設営

毎年各自治体等で行われる総合防災訓練は避難順路の確認や急性期のみの医療救護体制の確認が主で

あり、その後につづく被災後生活、避難所生活を考慮した検証はごくわずかである。さらにその訓練が

行われる時期は防災の日（9 月１日）を中心としており、厳冬期の災害を想定した訓練は稀である。東日

本大震災以降、津波対策等は意欲的に進められているが、災害の経験がない地域での防災計画は想定自

体が難しく、実践的な災害マニュアルや災害備蓄となっていない場合が多くみられる。 

防災政策は人命に関わる大きな災害が起きなければ進まないとされる。前例のない東北・北海道地域

の冬期災害を想定し、防災意識の向上を図ることが重要であろう。 

 

２．冬期仮想避難所の展開演習と検証 

私たちは、冬期被災に対応する命を護る技術、設備そして知恵を集約する目的で 2010 年秋から実証型

の検討を行ってきた。構造物の高気密化など、費用や時間の面で自治体としての取り組みが難しい課題

は排除し、現存施設・設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期被災に耐えうる仮設設

備の検証を進めている（写真-1，-2，-3）。 

 

  

写真-3．体育館内での暖房シェルター設営 

 

 

通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等のスポーツ施設であるため天井が高い（平均

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化

石燃料を排気設備なしの室内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生することになる。 

写真-1．屋外でのティピーと薪ストーブの設営 

写真-2．暖房シェルターの全景 

を
起
こ
す
危
険
性
が
あ
る
。
簡
易
暖
房
で
は
床
面
付
近
を
加
温
す
る

こ
と
は
難
し
い
た
め
、
避
難
所
の
床
面
へ
の
着
座
や
就
寝
を
避
け
る

べ
く
、
簡
易
ベ
ッ
ド
（
ダ
ン
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
等
）
の
使
用
や
、
寝
袋
の
準

備
、
複
数
枚
の
毛
布
の
提
供
が
必
要
と
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
課
題
を
行
政
に
任
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

避
難
行
動
に
時
間
的
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
助
・
共
助
の
観
点

で
避
難
所
に
持
ち
込
む
物
品
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。
さ
ら
に
こ
れ

ま
で
の
よ
う
な
避
難
す
る
ま
で
の
避
難
訓
練
だ
け
で
な
く
、
避
難
を

し
て
か
ら
命
を
護
る
訓
練
（
避
難
所
展
開
訓
練
）
も
必
要
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
五
年
。
平
穏
期
の
今
だ
か
ら
こ
そ
、
想
定
外

と
し
て
い
る
厳
冬
期
の
被
災
を
想
定
内
に
変
え
、
万
が
一
に
対
応
す

る
知
恵
を
醸
成
し
て
、
人
々
の
安
全
な
暮
ら
し
に
つ
な
げ
る
検
証
を

進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

参
考
文
献

１　

北
海
道
、
北
海
道
の
防
災
教
育
・
知
識
編
、
二
〇
一
四
年
。

２　

理
科
年
表
、
自
然
科
学
研
究
機
構
国
立
天
文
台
、
二
〇
一
五
年
。

３　

避
難
者
に
係
る
対
策
の
参
考
資
料
、
内
閣
府
、
二
〇
〇
八
年
。

４　

中
川
敦
寛:

東
日
本
大
震
災
の
発
生
七
二
時
間
以
内
の
低
体
温

に
関
す
る
実
態
調
査
、
大
和
証
券
ヘ
ル
ス
財
団
災
害
医
療
に
関
す

る
調
査
研
究
助
成
、
二
〇
一
一
年
。

５　
「
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
に
よ
る
室
内
空
気
汚
染
」
独
立
行
政
法

人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
。

６　

札
幌
市
「
札
幌
市
に
お
け
る
厳
冬
期
被
災
時
の
避
難
所
運
営
手

法
に
関
す
る
研
究
」
二
〇
一
三
年
。

７　

根
本
昌
宏
、
尾
山
と
し
子
、
高
橋
修
平
「
寒
冷
地
の
冬
期
被
災

を
想
定
し
た
実
証
的
災
害
対
策
へ
の
取
り
組
み
」『
北
海
道
の
雪
氷
』

三
二
号
、
二
〇
一
三
年
、
七
四
―
七
七
頁
。

８　

根
本
昌
宏
、
尾
山
と
し
子
「
冬
期
被
災
を
想
定
し
た
体
育
館
型

避
難
所
演
習
の
実
践
内
容
に
関
す
る
考
察
」『
寒
地
技
術
論
文
・
報

告
集
』
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
二
―
一
二
七
頁
。

９　

根
本
昌
宏
、
尾
山
と
し
子
「
暴
風
雪
の
停
電
下
に
暖
房
避
難
所

を
展
開
す
る
た
め
の
実
践
的
検
証
」『
寒
地
技
術
論
文
・
報
告
集
』

三
一
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
―
二
二
頁
。

※
本
取
組
み
は
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
支

援
事
業
で
す
。
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は
じ
め
に

国
際
的
な
援
助
の
潮
流
を
分
析
し
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
を
業

務
と
し
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
開
発
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（D

evelop 

Initiative

） 

１

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
、
日
本
は
八
八
二
百
ド
ル
を
国

際
的
な
人
道
支
援
に
拠
出
し
た
（G

H
A 2015

）２

。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
次
ぐ
世
界
第
五
位
の
規
模

で
あ
り
、
日
本
は
国
際
的
人
道
支
援
の
資
金
面
で
相
当
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

日
本
の
国
際
的
人
道
支
援
へ
の
拠
出
は
、
政
府
開
発
援
助

（O
fficial D

evelopm
ent Assistance: O

D
A

）
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
。
二
〇
〇
三
年
よ
り
二
〇
一
五
年
に
改
定
さ
れ
る
ま
で
Ｏ
Ｄ
Ａ

の
基
本
政
策
で
あ
っ
た
「
政
府
開
発
援
助
大
綱
（
旧
大
綱
）」
は
、
Ｏ
Ｄ

Ａ
の
目
的
を
「
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
貢
献
し
、
こ
れ
を
通
じ

て
我
が
国
の
安
全
と
繁
栄
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
外
務
省 

二
〇
〇
三
）
と
説
明
す
る

３

。
つ
ま
り
、
人
道
支
援
を
含
む
発
展
途
上

国
へ
の
開
発
協
力
は
、
慈
善
事
業
な
ど
で
は
な
く
外
交
の
ツ
ー
ル
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
交
史
が
専
門
の
細
谷

は
、
外
交
と
い
う
語
に
定
ま
っ
た
定
義
は
な
い
と
し
つ
つ
「
外
交
と

は
主
権
国
家
が
自
国
の
国
益
や
安
全
そ
し
て
繁
栄
を
促
進
す
る
た
め
、

ま
た
国
際
社
会
に
お
い
て
国
家
間
の
関
係
を
よ
り
安
定
的
に
維
持
し

そ
の
友
好
関
係
を
強
化
す
る
た
め
、
政
府
間
で
行
わ
れ
る
交
渉
あ
る

い
は
政
策
を
示
す
」（
細
谷 

二
〇
〇
七: 

一
五
）
と
し
て
お
り
、
前
出
の

Ｏ
Ｄ
Ａ
の
目
的
に
類
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
は
第

価
値
観
外
交
と
人
道
支
援
の
軋
み

堀
江
　
正
伸

（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
イ
エ
メ
ン
事
務
所
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
オ
フ
ィ
サ
ー
）

寄
　
稿

―
日
本
の
国
際
人
道
支
援
へ
の
貢
献
に
関
す
る
一
考
察

二
次
世
界
大
戦
後
目
覚
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
、
発
展
途
上
国
支
援

の
分
野
で
世
界
に
貢
献
し
て
き
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
般
に
日

本
人
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
各
国
か
ら
の
支
援
が
発
展
途
上
国
で
貧
困
に
苦
し
む

人
々
の
生
活
向
上
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
の
か
を
調
べ

て
い
る
世
界
開
発
セ
ン
タ
ー
（Center of G

lobal D
evelopm

ent: CG
D

）
が

発
表
し
て
い
る
二
〇
一
四
年
国
際
援
助
透
明
性
指
数
（International Aid 

Transparency Index

） 

は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
援
助
が
世
界
三
三
位
、
外

務
省
に
よ
る
援
助
が
五
三
位
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
貧
弱
、
劣

悪
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
順
位
が
ど
の
よ
う

に
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

人
道
支
援
に
限
っ
て
も
世
界
五
位
の
規
模
の
出
資
を
担
っ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
評
価
は
予
想
外
に
低
い
順
位
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

４
・
５ 

。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
国
際
的
な
人
道
支

援
に
携
わ
っ
て
き
た
筆
者
の
私
観
と
な
る
が
、
そ
の
出
資
額
や
外
務

省
本
省
、
在
外
大
使
館
職
員
の
努
力
に
比
し
て
、
日
本
の
国
際
的
人

道
支
援
に
お
け
る
プ
レ
セ
ン
ス
は
決
し
て
高
く
は
な
い
。

既
述
の
通
り
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
外
交
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
れ
ら
低
い
評
価
や
プ
レ
セ
ン
ス
は
、
単
に
支
援
が
受
益
者
の
益
と

な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
を
手

段
と
し
た
外
交
が
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
結
び
つ
く
。

二
〇
一
五
年
二
月
、
前
出
の
旧
大
綱
は
、「
開
発
協
力
大
綱
（
新

大
綱
）」
と
し
て
改
訂
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
は
、
積
極
的
平
和
主
義

に
基
づ
い
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
外
務
省 

二
〇
一
五
）。
し
か
し
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
一
部
で
あ
る
人
道
支
援
に
は
、
そ

れ
が
「
積
極
的
平
和
主
義
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
た
め
に
生
ず
る

懸
念
も
あ
る
。
そ
れ
は
、「
積
極
的
平
和
主
義
」
が
そ
の
ま
ま
安
全
保

障
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
（
例
え
ば
谷
内 

二
〇
一
五
） ６

。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、新
大
綱
に
お
い
て
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
う
ち
特

に
人
道
支
援
は
、日
本
の
外
交
政
策
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い

る
の
か
を
検
討
す
る
。さ
ら
に
、そ
の
結
び
付
き
は
、人
道
支
援
を
外

交
に
お
い
て
有
効
な
ツ
ー
ル
と
成
ら
し
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。構
成
と
し
て
は
、ま
ず
現
在
の
外
交
政
策
を

分
析
、そ
の
後
外
交
政
策
と
新
大
綱
の
関
係
、さ
ら
に
人
道
支
援
の
変

遷
を
概
観
し
た
後
、
結
論
で
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
き
論
じ
て
み
た
い
。

第
一
章　

二
〇
〇
六
年
以
降
の
外
交
政
策

⑴
価
値
観
外
交
の
概
要

現
在
の
日
本
の
外
交
は
、
価
値
観
外
交
と
い
う
基
本
政
策
に
基
づ

―
価
値
観
外
交
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い
て
い
る
。
価
値
観
外
交
は
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
当
時
第
一
次

安
倍
内
閣
に
お
い
て
外
務
大
臣
を
務
め
て
い
た
麻
生
太
郎
が
、
日
本

国
際
問
題
研
究
所
で
講
演
し
た
際
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
講
演
で
麻

生
外
務
大
臣
は
、
日
本
は
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
や
法
の
支
配
と

い
う
「
普
遍
的
価
値
」
を
重
ん
じ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
世
界
の
先

駆
者
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

国
々
を
「
伴
走
者
」
と
し
て
支
援
す
る
姿
勢
を
価
値
観
外
交
と
い
う

言
葉
で
表
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
価
値
観
外
交
を
展
開
す
る
地

域
と
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
中
央
ア
ジ
ア
の

諸
国
、
グ
ル
ジ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
な
ど
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
の

国
々
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
を
あ
げ
て
い
る 

７

。

ま
た
、
そ
う
し
た
価
値
観
外
交
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
、
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
と
い
っ
た
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々

と
の
強
固
な
関
係
の
も
と
行
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
価
値
観
外

交
の
地
域
的
射
程
は
、
日
本
を
起
点
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
南
側
を

通
り
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
続
く
地
帯
と
な
る
。
麻

生
外
務
大
臣
は
、
そ
の
地
帯
を
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
と
表
現
し
た
（
日

本
国
際
問
題
研
究
所 

、
二
〇
〇
六
）。

⑵
価
値
観
外
交
の
目
的

麻
生
外
務
大
臣
は
前
出
の
演
説
で
、
実
は
日
本
は
人
権
・
民
主

主
義
の
尊
重
、
法
に
よ
る
統
治
な
ど
を
既
に
行
っ
て
き
た
が
、
内

外
に
日
本
の
外
交
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
伝
え
る
た
め
に
価
値
観
外

交
や
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使
う
こ
と
と
し
た
と

説
明
し
て
い
る
。
で
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
既
に
行
な
っ
て
き
た
こ

と
を
、
新
た
な
概
念
を
使
い
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
外
務
省
よ
り
世
界
平
和
研
究
所
へ
出
向
し
て
い
た
星
山

は
、
価
値
観
外
交
の
戦
略
的
意
味
を
、
情
報
化
時
代
に
お
け
る
日
本

の
イ
メ
ー
ジ
と
プ
レ
セ
ン
ス
の
強
化
、
国
際
秩
序
の
再
構
築
及
び
日

本
の
安
全
保
障
面
の
強
化
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
（
星
山 

、

二
〇
〇
六
）。

ま
ず
、
経
済
は
発
展
し
た
が
政
治
安
全
保
障
の
分
野
で
国
際
的
な

役
割
を
果
た
そ
う
と
せ
ず
、
歴
史
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
民
主
主
義

や
人
権
の
尊
重
が
不
十
分
で
あ
る
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
よ

う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
が
価
値
観
外
交
に
よ
っ

て
Ｅ
Ｕ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
と
い
っ
た
価
値

観
を
共
有
す
る
国
々
と
の
連
帯
し
な
が
ら
、
国
際
社
会
の
不
安
定
化

防
止
に
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
し
て
貢
献
す
る
こ
と
で
、
国
際
社
会
に

お
け
る
日
本
の
プ
レ
セ
ン
ス
を
高
め
る
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
価
値
観

外
交
を
明
確
に
し
た
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
あ
る
。
価
値

観
外
交
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
を
強
め
る
と
い
う
効
果
が
見
込
ま
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
日
本
は
、
外
交
姿
勢
を
価
値
観
外
交
と
い
う
概
念
で
よ
り

明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主
主
義
、
自
由
主
義
、
人
権
の
尊
重

と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
価
値
観
を
持
ち
な
が
ら
、
開
か
れ
た
国

際
社
会
秩
序
作
り
に
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
あ
る
。

実
際
、
価
値
観
外
交
発
表
後
に
は
、「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
内
、
つ

ま
り
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々
と
の
同
盟
、
安
全
保
障
に
関
す
る
外

交
が
た
て
続
け
に
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
三
月
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
（John H

award

）
東
京
を
訪
問
し
た
際
に
は
「
安

全
保
障
協
力
に
関
す
る
日
豪
共
同
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
内
容
に

は
、
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
文
字
通
り
「
共
通
の
価
値
と
利
益

を
反
映
す
る
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す

る
」
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
（
外
務
省
、
二
〇
〇
七
ａ
）。
ま
た
、
同
年

八
月
に
は
安
倍
首
相
が
イ
ン
ド
を
訪
問
、「
新
次
元
に
お
け
る
日
印

戦
略
的
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
関

す
る
共
同
声
明
」
を
採
択
し
た
。
共
同
声
明
採
択
後
、
安
倍
首
相
は

ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
も
う
一
つ
の
民
主
主
義
国
の
国
民
を
代
表
し

『
二
つ
の
海
の
交
わ
り
』
と
題
さ
れ
た
演
説
を
行
い
、「
こ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
自
由
と
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
っ

た
基
本
的
価
値
と
、
戦
略
的
利
益
と
を
共
有
す
る
結
合
で
す
」
と
述

図１　自由と繁栄の弧イメージ
（出典：ニッポンドットコム）　　　　

（２）価値観外交の目的 

麻生外務大臣は前出の演説で、実は日本は

人権・民主主義の尊重、法による統治など

を既に行ってきたが、内外に日本の外交ビ

ジョンを明確に伝えるために価値観外交や

「自由と繁栄の弧」といった言葉を使うこ

ととしたと説明している。では、何故その

ような既に行なってきたことを、新たな概

念を使い明言しなければならなかったので

あろうか。外務省より世界平和研究所へ出

向していた星山は、価値観外交の戦略的意

味を、情報化時代における日本のイメージ

とプレセンスの強化、国際秩序の再構築及

び日本の安全保障面の強化という側面から分析している（星山 2006）。 

まず、経済は発展したが政治安全保障の分野で国際的な役割を果たそうとせず、歴史を反省す

ることなく民主主義や人権の尊重が不十分である国というイメージを払拭しようとする狙いが

あった。さらに、日本が価値観外交によって EU、NATO、オーストラリア、インドといった

価値観を共有する国々との連帯しながら、国際社会の不安定化防止にスタビライザーとして貢

献することで、国際社会における日本のプレセンスを高めるという期待もあった。 

さらに、「自由と繁栄の弧」には入っていないが、価値観外交を明確にした背景にはアメリカ

との関係がある。価値観外交を打ち出したことにより、NATO のリーダーであるアメリカとの

同盟を強めるという効果が見込まれるからである。日本は、外交姿勢を価値観外交という概念

でより明確にすることにより、民主主義、自由主義、人権の尊重といったアメリカと同じ価値

観を持ちながら、開かれた国際社会秩序作りに主体的に参加することを明らかにしたのである。 

実際、価値観外交発表後には、「自由と繁栄の弧」内、つまり価値観を共有する国々との同盟、

安全保障に関する外交がたて続けに行われた。2007 年 3 月、オーストラリア、ハワード首相が

（John Haward）東京を訪問した際には「安全保障協力に関する日豪共同宣言」が採択された。

内容には、日本とオーストラリアは文字通り「共通の価値と利益を反映する戦略的パートナー

シップを継続的にコミットする」ことが含まれている（外務省 2007a）。また、同年 8 月には

安倍首相がインドを訪問、「新次元における日印戦略的グローバル・パートナーシップのロー

ドマップに関する共同声明」を採択した。共同声明採択後、安倍首相はアジアを代表するもう

一つの民主主義国の国民を代表し『二つの海の交わり』と題された演説を行い、「このパート

ナーシップは、自由と民主主義、基本的人権の尊重といった基本的価値と、戦略的利益とを共

有する結合です」と述べている（外務省 2007b）。加えて、インドは「自由と繁栄の弧」の要

所であるという趣旨のことを強調している。つまり、日本は価値観外交発表後、価値観を共有

する国々と着々と同盟関係を強化していったのである。 

細谷はさらに、次の点を付け加える。すなわち、それ以前の小泉内閣においては東アジアコミ

ュニティ創造が外交政策の主要事項であってそれには勿論中国が入っていたが、「自由と繁栄

の弧」には中国は含まれない。つまり、中国の台頭が価値観外交の念頭にあったことは疑いな

図１：自由と繁栄の弧イメージ（出典：ニッポンドットコム） 
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べ
て
い
る
（
外
務
省
、
二
〇
〇
七
ｂ
）。
加
え
て
、
イ
ン
ド
は
「
自
由
と

繁
栄
の
弧
」
の
要
所
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
日
本
は
価
値
観
外
交
発
表
後
、
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々

と
着
々
と
同
盟
関
係
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

細
谷
は
さ
ら
に
、
次
の
点
を
付
け
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
以

前
の
小
泉
内
閣
に
お
い
て
は
東
ア
ジ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
造
が
外
交

政
策
の
主
要
事
項
で
あ
っ
て
そ
れ
に
は
勿
論
中
国
が
入
っ
て
い
た
が
、

「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
に
は
中
国
は
含
ま
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
中
国

の
台
頭
が
価
値
観
外
交
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら

に
、
経
済
協
力
を
持
っ
て
外
交
上
の
影
響
力
を
保
持
し
て
き
た
日
本

が
、
そ
の
経
済
が
伸
び
悩
む
中
、
経
済
以
外
で
影
響
力
を
保
つ
手
段

と
し
て
「
価
値
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
（H

osoya  2011

）。

し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
九
月
に
安
倍
首
相
が
突
然
辞
任
す
る
と
、

価
値
観
外
交
は
一
旦
下
火
と
な
っ
た
。
続
く
福
田
内
閣
は
東
ア
ジ
ア

諸
国
と
の
連
合
を
強
調
し
た
外
交
を
展
開
し
た
し
、
二
〇
〇
九
年
九

月
よ
り
政
権
を
担
当
し
た
民
主
党
も
「
東
ア
ジ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
設

立
を
新
し
い
外
交
の
柱
と
し
た
の
で
あ
る 

８

。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
第
二
次
安
倍
内
閣
が
発
足

す
る
と
、
価
値
観
外
交
は
息
を
吹
き
返
す
。
二
〇
一
三
年
二
月
第

一
八
三
回
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
安
倍
首
相
は
、

日
米
同
盟
を
基
軸
と
し
、「
戦
略
的
な
外
交
」「
普
遍
的
価
値
を
重
視

す
る
外
交
」「
積
極
的
な
外
交
」
を
展
開
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
首
相
官

邸 

二
〇
一
三
ａ
）。

そ
れ
ら
の
方
針
は
、
後
述
す
る
二
〇
一
五
年
改
定
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱

の
改
定
や
、
二
〇
一
五
年
版
外
交
青
書
に
も
色
濃
く
表
れ
る
こ
と
と

な
る
が
、
次
節
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
価
値
観
外
交
へ
の
他
国
か
ら

の
見
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑶
国
外
か
ら
見
た
価
値
観
外
交

当
節
に
お
い
て
は
、
価
値
観
外
交
が
国
外
か
ら
見
た
場
合
、
ど
の

よ
う
に
見
え
る
の
か
に
関
し
数
例
見
て
お
き
た
い
。
二
〇
〇
八
年
に

在
日
本
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
大
使
館
で
参
事
官
を
務
め
て
い
た
イ
ス

マ
イ
ル
ザ
ー
デ
（G

ursel Ism
ayilzada

）９ 

は
、『
中
央
ア
ジ
ア
と
コ
ー
カ

サ
ス
』
と
い
う
学
術
雑
誌
に
「
新
し
い
日
本
の
外
交
の
柱
」
と
い
う
論

文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
同
氏
は
、
日
本
が
こ
の
地
域
に
関
心

を
示
し
た
の
は
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
崩
壊
後
だ
い
ぶ
時
間
が
経
過
し
た

一
九
九
七
年
頃
だ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
橋
本

内
閣
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
外
交
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
外
交
は
、
日
本
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
を
、
中
国
を
経

由
し
つ
つ
結
ぶ
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
イ
メ
ー
ジ
で
強
化
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
目
的
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
域
内
の
国
々
と
の
政
治
的
対

話
を
即
す
る
こ
と
、
地
下
資
源
の
開
発
と
経
済
発
展
を
目
的
と
し
た

Ｏ
Ｄ
Ａ
を
拠
出
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
民
主
化
と
平
和
の
定
着
に
協

力
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
同
氏
は
三
番
目
の
目
的
、
つ
ま
り
民
主
化
や
平
和
の
定

着
へ
の
支
援
は
Ｅ
Ｕ
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
日
本
の
支
援

は
も
っ
ぱ
ら
経
済
発
展
分
野
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
同
氏
は
、
価
値
観
外
交
は
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
敗

戦
後
控
え
て
き
た
国
際
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い

う
こ
と
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
国
際
連
合
（
国
連
）
安
全

保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
入
り
を
目
指
し
た
政
策
で
は
な
い
か
と
分

析
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
含
む

中
央
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
は
従
前
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
外
交
か
ら
継
続
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
心
の
中
心
は
経
済
と
い
う
側
面
か
ら
「
普

遍
的
価
値
」
と
い
う
側
面
に
転
換
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
気
が
付
く
の
は
、
中
央
ア
ジ
ア
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
は
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
と
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
の
双
方
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、

中
国
は
前
者
に
は
含
ま
れ
る
が
後
者
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
否
定
し
て
い
る
が
、
先
に
参
照
し
た
細

谷
の
分
析
と
同
様
、
価
値
観
外
交
に
お
い
て
は
中
国
が
対
象
地
域
外

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う

10 

。

日
中
関
係
を
専
門
と
す
る
北
京
外
国
語
大
学
の
邵
建
国
は
、
価
値

観
外
交
は
「（
日
本
は
）
軍
事
力
の
整
備
が
制
限
さ
れ
、
経
済
発
展
一
筋

で
や
っ
て
き
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
経
済
的
停
滞
と
累
積
財

政
赤
字
の
た
め
に
、
経
済
力
に
よ
る
世
界
へ
の
影
響
力
が
低
下
し
続

け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
に
直
面
し
て
、日
本
が
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー

を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
る
」（
邵 

二
〇
一
四: 

二
七
）
と
分
析
す
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
、
法
の
支

配
と
い
う
理
念
は
誰
も
反
対
し
な
い
理
念
で
あ
る
一
方
、
価
値
観
外

交
は
日
本
の
周
囲
に
自
国
と
全
く
価
値
観
が
異
な
り
、
相
容
れ
な
い

国
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
概
念
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
同
氏
は
、
冷
戦
が
終
結
し
た
現
在
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
争
は
も
う
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
む
し
ろ
異
な
る
価

値
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
課
題
で
は
な
い
の
か
と
問
題
提
起
し
て

い
る
（
邵 

二
〇
一
四: 

三
一
）11 

。

⑷
小　
括

本
稿
の
目
的
は
、
日
本
の
国
際
人
道
支
援
へ
の
貢
献
へ
一
考
察

を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
外
交
政
策
一
般
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
既
述
の
通
り
人
道
支
援
へ
の
拠
出
を
含
む
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
外
交

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
本
章

で
は
ま
ず
現
行
の
日
本
外
交
に
お
け
る
基
本
政
策
と
な
っ
て
い
る
価

値
観
外
交
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
第
二
次
安
倍
内
閣
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が
発
足
し
た
後
は
、「
地
球
を
俯
瞰
す
る
外
交
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
共
通
す
る
価
値
」
や
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
本
章
に
お
け
る
価
値
観
外
交
の
考
察
を
、
次
の
二
点
の

よ
う
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
第
一
点
は
、
二
〇
一
五
年
外

交
青
書
に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
の
価
値
観
外
交
が
目
指

す
と
こ
ろ
は
、
国
際
協
調
主
義
に
基
づ
い
た
「
積
極
的
平
和
主
義
」

を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
外
務
省 

二
〇
一
五
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
価
値
観
外
交
は
、
国
際
協

調
と
同
時
に
自
国
及
び
価
値
を
共
有
す
る
同
盟
国
の
安
全
確
保
の
た

め
の
抑
止
力
強
化
と
し
て
の
意
味
合
い
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

第
二
点
目
は
、「
価
値
の
普
遍
性
」
で
あ
る
。
邵
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
、
法
の
支
配
な
ど
の
価
値
に
つ
い
て

は
世
界
の
誰
も
が
共
有
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
入
江

は
、
七
〇
年
前
に
採
択
さ
れ
た
国
連
憲
章
の
中
に
、「
基
本
的
人
権
」

や
「
人
民
」
と
い
う
言
葉
が
既
に
使
わ
れ
、
国
家
を
超
越
し
た
価
値

観
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
入
江 

二
〇
〇
六: 

五
七
）。
し

か
し
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
は
、
冷
戦
を
展
開
し
た
。
冷
戦
終

結
か
ら
二
〇
年
を
経
よ
う
と
す
る
今
日
に
お
い
て
も
、
ロ
シ
ア
で
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
Ｅ
Ｕ
、
ア
メ
リ
カ
を
「
西
側
勢
力
」
と
呼
び
、「
西
側
」

が
主
張
す
る
人
権
、
民
主
主
義
な
ど
は
勢
力
拡
大
、
内
政
干
渉
の
ツ
ー

ル
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
は
根
強
い

12

。
つ
ま
り
、
人
権
や
民
主

主
義
の
普
遍
性
は
疑
う
余
地
が
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
が
外
交
政
策
上

の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
安
全
保
障
の
ツ
ー
ル
と
い
う
文
脈

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
す
る
と
、
普
遍
性
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
に
見
て
き
た
と
お
り
、
日
本
の

外
交
政
策
の
変
遷
一
つ
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
刻
々
と
変
化
す
る

世
界
情
勢
と
国
内
情
勢
が
反
映
さ
れ
る
べ
き
外
交
政
策
は
普
遍
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章　

開
発
協
力
大
綱

冒
頭
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
二
〇
一
五
年
二
月
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
基
本

政
策
で
あ
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
が
改
定
さ
れ
た
。
名
称
も
従
前
の
政
府
開

発
援
助
大
綱
か
ら
開
発
協
力
大
綱
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
本
章
に
お
い

て
は
、
改
定
の
背
景
、
第
一
章
で
議
論
し
た
価
値
観
外
交
の
Ｏ
Ｄ
Ａ

大
綱
改
定
へ
の
影
響
、
さ
ら
に
新
大
綱
の
も
と
、
今
後
日
本
が
国
際

人
道
支
援
へ
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
て
い
く
計
画
で
あ
る
の
か
を
見

て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
改
正
の
背
景

ま
ず
改
正
の
背
景
で
あ
る
が
、
新
大
綱
前
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

事
項
か
ら
次
の
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
点
目
は
非
国
家

主
体
の
影
響
力
や
国
境
を
越
え
る
諸
問
題
か
ら
の
脅
威
の
増
大
に
対

応
し
、
国
際
社
会
と
強
調
し
て
「
積
極
的
平
和
主
義
」
の
立
場
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
中
所
得
国
や
小
島
嶼
国
に

対
し
て
は
独
特
の
問
題
に
対
応
し
た
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

第
三
点
目
は
、
平
和
・
安
定
や
法
の
支
配
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
民
主
化

と
い
っ
た
面
で
の
支
援
を
強
化
し
、
包
摂
的
な
開
発
を
支
援
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
背
景
を
和
喜
多
は
、
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の
達

成
期
限
が
二
〇
一
五
年
に
到
来
し
、
新
た
な
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
間
資
金
な
ど
多
様
な
主
体
が
途

上
国
の
開
発
に
お
い
て
存
在
感
を
増
し
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る

と
考
察
す
る
（
和
喜
多 

二
〇
一
五
）。

さ
ら
に
東
京
財
団
で
研
究
員
を
務
め
る
西
田
は
、
改
定
の
前
に
策

定
さ
れ
た
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
と
「
日
本
再
興
戦
略
」
が
関
係
し

て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
（
西
田 

二
〇
一
五
）。
も
っ
と
も
、
改
定
を

決
定
し
た
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
の
閣
議
決
定
文
章
に
は
、「
平

成
二
五
年
一
二
月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
国
家
安
全
保
障
戦
略

も
踏
ま
え
て
」
と
い
う
一
文
が
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
今
回
の
改
定

に
お
い
て
は
、
国
家
安
全
戦
略
で
提
示
さ
れ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
通
じ
た
Ｐ

Ｋ
Ｏ
等
へ
の
貢
献
や
、
日
本
再
興
戦
略
に
て
目
標
と
さ
れ
た
イ
ン
フ

ラ
輸
出
、
資
源
確
保
の
た
め
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
が

明
文
化
さ
れ
た
格
好
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵
改
定
へ
の
反
応

次
に
、
改
定
へ
の
反
応
を
数
点
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず

日
本
経
済
新
聞
は
、
新
大
綱
と
旧
大
綱
と
を
比
較
す
る
と
「
国
家
安

全
戦
略
」
や
「
積
極
的
平
和
主
義
」
が
強
調
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旧
大
綱
で
は
、
軍
が
関
わ
る

支
援
は
軍
所
管
の
病
院
の
改
修
支
援
な
ど
を
除
き
回
避
さ
れ
て
き
た

が
、
新
大
綱
に
は
軍
や
軍
人
が
関
わ
る
民
生
目
的
、
災
害
救
助
等
非

軍
事
目
的
で
の
協
力
相
手
国
の
軍
へ
の
協
力
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
変
更
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞 

二
〇
一
五
）。

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
平
野
は
、
や
は
り
日
本
経
済
新
聞
と
同

様
の
二
点
に
関
連
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
変
更
点
を
分
析
す
る
。

ま
ず
、
従
来
避
け
ら
れ
て
き
た
「
国
益
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
公
金
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
支
援
で
あ
る
た
め
、
国
益

に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
政
策
論
の
基
本
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
他
国
の
軍
隊
が
行
う
人
道
的
活
動
に
対
す
る
支
援
提

供
の
可
能
性
を
開
い
た
点
を
挙
げ
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
援
助
研
究
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に
鑑
み
れ
ば
問
題
な
い
と
の
見
解
で
あ
る
（
平
野 

二
〇
一
五
）。

一
方
、
特
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
を
中
心
に
、「
軍
へ
の
協
力
」
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
別
の
反
応
も
見
ら
れ
た
。
複
数
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動

を
サ
ポ
ー
ト
し
、
見
解
の
統
合
な
ど
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
る

国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
は
、
新
大
綱
が
発
表
さ
れ
た
同
日
、
非
軍
事

目
的
と
は
さ
れ
て
い
る
が
相
手
国
の
軍
と
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

相
手
国
の
軍
に
よ
っ
て
支
援
が
軍
事
目
的
に
転
用
さ
れ
る
危
険
も
あ

り
歯
止
め
が
効
か
な
く
な
る
と
の
懸
念
を
表
明
し
た
（
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ

Ｏ
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
五
）。
ま
た
、日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

の
理
事
を
務
め
る
谷
山
は
、
軍
事
目
的
で
な
く
と
も
、
軍
が
人
道
支

援
の
現
場
で
中
立
性
を
保
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い

る
（
谷
山 

二
〇
一
五: 

四
―
五
）。

⑶
新
大
綱
の
中
の
人
道
支
援

人
道
支
援
に
お
け
る
貢
献
も
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
一
部
と
な
っ
て
い
る

13

こ

と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
新
大
綱
の
も
と
人
道
支
援
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て

み
た
い
。

ま
ず
は
、
人
間
の
安
全
保
障
の
推
進
で
あ
る
。
新
大
綱
は
「
個
人

の
保
護
と
能
力
強
化
に
よ
り
、
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
の
自
由
、
そ
し
て
、

一
人
ひ
と
り
が
幸
福
と
尊
厳
を
持
っ
て
生
存
す
る
権
利
を
追
求
す
る

人
間
の
安
全
保
障
の
考
え
方
は
、
我
が
国
の
開
発
協
力
の
根
本
に
あ

る
指
導
理
念
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
実
現
の
た

め
に
一
人
ひ
と
り
に
焦
点
を
あ
て
、
人
間
の
安
全
保
障
の
実
現
に
向

け
た
協
力
を
行
う
と
し
て
い
る
。
人
間
の
安
全
保
障
、
特
に
欠
乏
か

ら
の
自
由
は
人
道
支
援
が
貢
献
で
き
る
分
野
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
人
道
的
視
点
か
ら
の
支
援
に
留
ま
ら
ず
、
発
展
に
向
け

た
歯
車
が
始
動
さ
れ
、
脆
弱
性
か
ら
の
脱
却
を
実
現
す
る
た
め
の
支

援
を
行
う
と
し
、
そ
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
法
・
制
度
構
築
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
道
支
援
、
平
和
構
築
や
ガ
バ

ナ
ン
ス
、
地
球
規
模
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
独
自
の
専

門
性
、
中
立
性
、
幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
国
際
機
関
と
積

極
的
に
連
携
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
整
理
す
る
と
、
新
大
綱
に
お
い
て
は
、
人
道
支
援

を
そ
の
先
に
あ
る
平
和
構
築
、
基
本
的
人
権
の
促
進
、
法
・
整
備
構
築
、

民
主
化
支
援
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
へ
繋
が
る
一
連
の
支
援
と
組
み

合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
人
々
が
直
面
し
て
い
る
脆
弱
性
だ
け

で
は
な
く
、
脆
弱
性
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
軽
減
や
除
去
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
も
支
援
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ

る
。

⑷
小　
括

こ
こ
ま
で
、
二
〇
一
五
年
二
月
に
改
定
さ
れ
た
新
大
綱
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
の
改
定
に
先
立
つ

二
〇
一
四
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
国
家
安
全
保
障
戦
略
を
反
映
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
略
中
の
「
我
が
国
は
、
先
進

自
由
民
主
主
義
国
家
と
し
て
、
人
間
の
安
全
保
障
の
理
念
も
踏
ま
え

つ
つ
、
民
主
化
支
援
、
法
制
度
整
備
支
援
及
び
人
権
分
野
で
の
支
援

に
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
積
極
的
に
活
用
す
る
」（
外
務
省 

二
〇
一
三
ｂ
）
と
い
う
文

言
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

旧
大
綱
と
新
大
綱
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
重
点
地
域
も
価
値

観
外
交
に
お
い
て
重
要
と
さ
れ
る
地
域
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
両
大
綱
と
も
に
ほ
ぼ
世
界
全
域
を
網
羅
し
て
お
り
分
か
り

に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
旧
大
綱
で
は
ア
ジ
ア
以
外
は
「
そ
の
他
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
ジ
ア
に
特
に
重
点
お
い
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
と
こ
ろ
が
新
大
綱
に
お
い
て
は
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、

中
央
ア
ジ
ア
・
コ
ー
カ
サ
ス
、
ア
フ
リ
カ
、
中
東
、
中
・
東
欧
、
中

南
米
、
大
平
州
、
カ
リ
ブ
諸
国
と
各
地
域
お
け
る
支
援
重
点
項
目
と

と
も
に
並
列
で
並
べ
ら
れ
て
い
る

14 

。

こ
の
よ
う
に
新
大
綱
は
、「
価
値
観
外
交
」
と
「
安
全
保
障
戦
略
」

が
強
く
反
映
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
安
全
保
障
戦
略
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ら
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々
を
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、

英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
を
は
じ
め
と
す
る
欧
州
諸
国
と
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
整
理
す
れ
ば
、
日
本
の
人
道
支
援
拠
出
の
基
礎
は
、
次

の
二
つ
の
点
に
整
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
国
際
的
な
問

題
に
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
対
応
す
る
こ
と
、

そ
し
て
価
値
観
を
共
有
で
き
る
国
々
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章　

人
道
支
援

第
一
章
、
第
二
章
の
考
察
よ
り
、
人
道
支
援
に
対
す
る
国
際
的
な

貢
献
は
、
そ
れ
を
内
包
す
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
自
体
が
国
益
を
実
現
さ
せ
る
た

め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
以
上
、
外
交
政
策
と
無
縁
で
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
新
大
綱
お
よ
び
そ
れ
が
依
拠
し
て
い
る
外

交
政
策
と
人
道
支
援
と
の
関
係
を
考
察
し
た
場
合
、
整
合
性
は
と
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑴
人
道
主
義
の
普
遍
的
価
値

人
道
主
義
は
、
価
値
観
外
交
で
普
遍
的
と
さ
れ
る
価
値
、
す
な
わ

ち
人
権
、
民
主
主
義
、
法
に
よ
る
統
治
な
ど
と
並
ぶ
普
遍
的
な
価
値

で
あ
る
。
人
道
主
義
が
普
遍
化
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
井
上
が
詳

し
く
紐
解
い
て
い
る
が
（
井
上 

二
〇
〇
八
）、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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「
人
道
的
な
国
際
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
五
六
年
に
発
行
さ
れ

た
赤
十
字
諸
原
則
の
中
で
ピ
ク
テ
（Jean Pictet

）
が
初
め
て
使
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
（
井
上 

二
〇
〇
八: 

二
四
）。
そ
れ
は
、
ハ
ー
グ
条
約
及
び

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
か
ら
な
る
戦
争
法
と
、
国
際
連
盟
及
び
国
連
の
主

催
下
で
制
定
さ
れ
た
人
権
一
般
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
則
を
含
ん
で

い
た
（
ピ
ク
テ 

一
九
五
六: 

三
六
）。「
人
道
」
と
い
う
概
念
は
哲
学
、
倫

理
的
で
あ
り
法
に
持
ち
込
む
こ
と
に
は
批
判
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
一
方
、
そ
の
概
念
は
一
九
世
紀
後
半
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
戦
時
国

際
法
典
の
中
で
織
り
込
ま
れ
て
い
た
と
井
上
は
説
明
す
る

15

。
中
で

も
、ハ
ー
グ
第
二
条
約
の
前
文
九
節
、い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
」

に
お
い
て
は
「
人
道
の
法
則
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
そ
の
後
概
念

の
曖
昧
性
と
は
裏
腹
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
等

16

に
も
影
響
を
与
え

次
第
に
普
遍
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
一
方
、
今
日
ま
で
人
道
や
人
道
支
援
に
関
す
る
明
確
な
定

義
は
な
い
が
、
そ
の
起
源
的
理
念
は
一
九
二
一
年
に
改
定
さ
れ
た

赤
十
字
運
動
規
定
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
は
規
定
前
文
に
記

さ
れ
た
、公
平
性
、政
治
的
・
宗
教
的
・
経
済
的
独
立
性
、赤
十
字
運
動

の
普
遍
性
、構
成
員
の
平
等
性
で
あ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ 

一
九
九
六: 

一
）17

。

一
九
五
五
年
に
は
、
前
出
の
ピ
ク
テ
が
そ
れ
ら
理
念
を
見
直
し
赤
十

字
基
本
原
則
と
し
て
編
纂
、
一
九
六
五
年
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会

議
に
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
ピ
ク
テ
は
活
動
原
則
と
し
て
人

道
（H

um
anity

）18 

、
公
平
（Im

partiality

）、
中
立
（N

eutrality

）
そ
し
て
独
立

（Independence

）
を
挙
げ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
人
道
支
援
の
定
義
は
今
日
に
至
る
ま
で
各
機

関
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
唯
一
共
通
の
も
の
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
赤
十
字
基
本
原
則
は
、
各
機
関
に
お
け
る
人
道
支
援
の
理

念
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
際
連
合
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ら
原
則
を
人
道
支
援
機
関
が
中
心
と
す
べ
き
理
念
と
し
て
総
会
に

て
決
議
し
て
い
る
（U

N
 1991; 2004

） 

19

。
人
道
支
援
は
、
こ
れ
ら
の
国

際
文
書
や
合
意
形
成
を
経
て
、
脆
弱
性
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
非
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
普
遍
性
を
構
築
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

⑵
冷
戦
後
の
人
道
支
援

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
普
遍
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
人

道
主
義
に
、
冷
戦
後
質
的
変
化
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
が
人
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る

20 

。
変
化
を
遂
げ
た
人
道

主
義
は
新
人
道
主
義
と
呼
ば
れ
、
そ
の
変
化
は
人
道
支
援
が
従
前
そ

れ
か
ら
区
別
さ
れ
て
き
た
軍
事
力
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
開
発
と
い
う
要

素
に
も
資
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
生
じ
て
い
る
（
山
下 

二
〇
一
四: 
一
四
四
）。

一
九
九
二
年
、
国
連
に
お
い
て
は
当
時
の
事
務
総
長
を
務
め

て
い
た
ガ
リ
（Boutros Boutros-G

hali

）
事
務
総
長
が
『
平
和
へ
の
課
題

（An Agenda for Peace

）」（U
N

 1992

）
と
題
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
た

が
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
は
既
に
人
道
主
義
の
変
化
を
予
感
さ
せ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
同
レ
ポ
ー
ト
は
、
冷
戦
の
終
結
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
違
い
に
よ
る
安
全
に
対
す
る
危
機
は
去
り
、
国
境
を
越
え
た
交
易

や
通
信
は
増
え
る
一
方
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
宗
教
、
社
会
、
文
化
の

違
い
に
よ
る
闘
争
が
依
然
と
し
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、

そ
の
よ
う
な
闘
争
、
紛
争
の
終
結
に
向
け
た
人
権
や
自
由
の
尊
重
、

経
済
・
社
会
開
発
を
基
本
と
し
た
民
主
的
平
和
の
構
築
の
重
要
性
を

説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
国
連
平
和
維
持
活
動
へ
の
加
盟
国
の

一
層
の
協
力
、
平
和
構
築
活
動
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
国
家
主
権
の
大
切
さ
を
全
般
的
に
述
べ
つ
つ
、
過
去
の
よ
う
な

絶
対
的
な
国
家
主
権
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
と
述
べ
、
国
連
の
国
家

主
権
重
視
の
立
場
は
変
わ
ら
な
い
に
せ
よ
、
国
連
の
他
国
へ
の
介
入

を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

国
連
で
は
こ
の
報
告
に
前
後
し
て
人
道
支
援
改
革
も
開
始
し
て
お

り
、
今
日
ま
で
に
三
回
の
改
革
を
行
っ
て
き
た

21 

。
そ
れ
ら
改
革
に

お
い
て
も
、
や
は
り
人
権
擁
護
の
促
進
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
市
民
社
会
を
含

む
人
道
支
援
機
関
の
協
働
と
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
が
中
心

的
理
念
と
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
改
革
に
お
い
て
は
「
権
利
ベ
ー
ス

ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
伝
統
的
な
人
道
支
援
分

野
で
あ
る
食
糧
、
仮
設
住
宅
、
衛
生
・
水
と
い
っ
た
部
門
に
加
え
、「
保

護
」
と
い
う
分
野
が
人
道
支
援
の
主
要
分
野
の
一
つ
と
し
て
加
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

⑶
小　
括

冷
戦
後
、
普
遍
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
人
道
主
義
や
人
道
支
援
は
、

国
際
政
治
に
お
け
る
人
権
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
の
重
要
性
の
増

幅
と
と
も
に
変
容
し
て
き
た
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
非
政

治
性
は
人
道
支
援
の
普
遍
性
を
担
保
す
る
根
幹
的
な
理
念
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
故
、
国
際
政
治
の
変
化
と
と
も
に
変
化
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
出
の
山
下
は
、
人
道
支
援
は
非
政
治
性
と
い
う
こ
と
を
謳
う

こ
と
で
逆
に
自
ら
の
活
動
領
域
を
確
保
し
て
き
た
た
め
、
近
代
以
降

の
政
治
を
構
成
す
る
中
心
的
理
論
を
も
内
在
し
て
い
る
と
考
察
す
る
。

既
に
見
て
き
た
通
り
、
人
道
支
援
は
非
政
治
的
な
物
と
し
て
普
遍
的

価
値
を
獲
得
し
て
き
た
と
の
一
般
的
理
解
が
あ
る
一
方
、
逆
説
的
に

政
治
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
人
道
主
義
の
出
現

は
、
政
治
的
な
変
化
に
起
因
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
木
下
は

冷
戦
後
の
政
治
的
変
化
を
「
区
別
の
理
論
」
か
ら
「
透
過
の
理
論
」
へ

の
変
遷
と
し
て
説
明
す
る
。
国
内
紛
争
に
対
す
る
国
際
社
会
の
関
与

と
そ
の
正
当
性
（
保
護
責
任
論
な
ど
）
は
、
国
境
を
相
対
化
し
て
介
入



163　人道研究ジャーナルvol.5 162

す
る
こ
と
で
安
定
化
や
秩
序
を
生
み
出
す
意
図
が
あ
る
。
ま
た
、
政

治
活
動
や
人
口
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
そ
れ
ま
で
の
経
済
圏
や

生
活
圏
を
横
断
す
る
こ
と
で
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る

（
木
下 
二
〇
一
四: 

一
五
一
）。
こ
れ
は
、「
平
和
で
の
課
題
」
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
も
重
な
る
。

井
上
は
、
現
在
こ
の
よ
う
な
政
治
的
変
化
に
よ
り
生
ま
れ
た
新
人

道
主
義
は
、
様
々
な
局
面
か
ら
人
道
支
援
自
体
の
内
実
が
問
わ
れ
る

事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
人
道
主
義
は
西

欧
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
価
値
観
が
移
植
さ
れ
た
理
念
で
は
な
い
か
、

新
人
道
主
義
誕
生
の
背
景
の
一
つ
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
を

基
盤
と
す
る
市
民
社
会
と
い
っ
た
レ
ジ
ー
ム
が
ど
れ
ほ
ど
普
遍
的
な

の
か
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
既
に
見
た
よ
う
に
人

道
主
義
の
普
遍
性
は
そ
の
歴
史
の
中
で
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
人
道
主
義
の
正
当
性
と
そ
の
権
原
を
否
定
す
る
言
説
は
国
際
社

会
で
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
人
道
主
義
の
実
現
は
リ
ベ
ラ

ル
な
民
主
社
会
に
成
立
し
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
価
値
と
相

容
れ
な
い
排
他
主
義
的
、
全
体
主
義
的
価
値
観
と
は
共
存
し
得
な
い

も
の
で
も
あ
る
（
井
上 

二
〇
〇
八: 

三
五
）。

こ
の
よ
う
な
現
状
、
つ
ま
り
人
道
主
義
の
普
遍
性
が
維
持
さ
れ

て
い
る
一
方
、
国
際
政
治
の
変
化
と
と
も
に
新
人
道
主
義
と
も
言
え

る
も
の
が
出
現
し
て
き
た
状
況
は
、
国
際
社
会
に
人
道
主
義
の
普
遍

性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
再
度
合
意
、
認
識
す
る
作
業
を
迫
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
中
、
国
連
事
務
総
長
の
呼
び
掛

け
に
よ
り
、
二
〇
一
六
年
五
月
に
史
上
初
と
な
る
世
界
人
道
サ
ミ
ッ

ト
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
そ
の
準
備
が
進
ん
で
い
る
。
世
界
人

道
サ
ミ
ッ
ト
開
催
の
目
的
と
し
て
、
人
道
性
（H

um
anity

）
と
人
道
原

則
の
普
遍
性
に
対
す
る
我
々
の
誓
約
を
も
う
一
度
激
励
、
強
化
す

る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
準
備
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
収
集
し
た
り
、
世
界
各
地

で
準
備
会
議
を
開
い
た
り
し
て
、
で
き
る
だ
け
包
括
的
な
会
議
、
そ

し
て
包
括
的
な
合
意
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い

る
（U

N
  2015

）。

結　

論

冷
戦
後
の
国
際
政
治
に
お
い
て
は
、
人
権
、
民
主
主
義
な
ど
が
そ

の
存
在
感
を
増
し
、
そ
の
こ
と
は
人
道
支
援
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

人
道
支
援
が
、
人
権
擁
護
、
民
主
主
義
促
進
な
ど
の
分
野
に
資
す
る

も
の
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な

人
道
支
援
の
変
化
は
、
本
来
人
道
主
義
が
原
則
と
し
そ
の
普
遍
性
が

依
拠
し
て
き
た
非
政
治
性
と
い
う
こ
と
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
人
権
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
概
念

の
普
遍
性
が
、
外
交
政
策
と
い
う
政
治
的
で
普
遍
的
で
な
い
も
の
に

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
冷
戦

後
の
国
際
政
治
が
、「
人
権
」「
民
主
主
義
」「
人
道
」
い
っ
た
理
念
の
普

遍
性
を
一
見
重
視
す
る
よ
う
な
政
策
を
打
ち
立
て
た
こ
と
で
、
実
は

そ
れ
ら
の
普
遍
性
を
削
い
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
の
人
道
支
援
へ
の
貢
献
の
新
し
い
基
礎

と
な
る
新
大
綱
を
分
析
し
、
そ
れ
が
同
盟
関
係
や
自
国
の
安
全
保
障

を
目
的
と
し
た
日
本
の
外
交
政
策
で
あ
る
価
値
観
外
交
を
色
濃
く
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
人
権
の
尊

重
、
民
主
主
義
、
自
由
主
義
な
ど
の
価
値
に
基
づ
い
て
人
道
支
援
を

行
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
上
記
の

人
道
支
援
の
本
質
に
対
す
る
懸
念
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
と
同
時

に
そ
の
よ
う
な
背
景
と
目
的
を
帯
び
た
人
道
支
援
は
、
他
国
、
特
に

非
同
盟
国
や
「
価
値
観
を
共
有
し
な
い
国
々
」
か
ら
見
た
場
合
、
不
偏

性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
日
本
は
伝
統
的
な
人
道
支
援
に
そ
の
貢
献
を
「
後
退
」

さ
せ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
違
う
だ
ろ
う
。
井
上
が

言
う
よ
う
に
人
道
主
義
自
体
は
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
的
な
土
壌
で
実
現

さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
山
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
伝
統
的
人
道

支
援
原
則
に
立
ち
返
る
こ
と
で
も
非
政
治
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
冷
戦
後
変
容
し
て
き
た
人
道
支
援
の
普
遍
性
を
も
う
一
度

見
直
し
、
国
際
社
会
の
合
意
を
新
た
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
価
値
観
外
交
に
沿
っ
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
人
道
支
援
は
、

実
は
世
界
的
な
潮
流
に
逆
行
す
る
も
の
と
は
言
え
ま
い
か
。
日
本
は
、

今
後
の
人
道
支
援
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
議
論
の
動
向
に
注
目
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
人
道
支
援
へ
の
貢
献
は
、
価
値
観
の

共
有
や
拡
大
を
主
眼
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
世
界
的
な
合
意
形
成

を
基
軸
と
し
た
も
の
へ
と
シ
フ
ト
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
シ
フ
ト
に
お
い
て
は
、
国
益
と
い
う
側
面
が
な
い
が

し
ろ
に
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
価
値

観
外
交
に
は
、「
積
極
的
平
和
主
義
」
を
掲
げ
国
際
的
な
秩
序
作
り
に

関
与
し
て
い
く
こ
と
で
、
国
際
社
会
に
お
け
る
プ
レ
セ
ン
ス
を
高
め

よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
期

待
は
、
世
界
的
な
潮
流
が
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
人
道
支
援
へ
の

貢
献
で
は
現
実
の
も
の
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
日
本
の
人
道

支
援
へ
の
貢
献
が
、
た
と
え
そ
の
結
果
が
現
状
と
同
じ
に
な
る
と
し

て
も
価
値
観
を
基
礎
に
す
る
も
の
を
卒
業
し
、
人
道
支
援
の
「
新
し

い
」
普
遍
性
に
対
す
る
合
意
形
成
に
積
極
的
に
関
与
、
ま
た
そ
れ
に

基
づ
い
た
貢
献
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
こ
そ

が
、
国
際
人
道
支
援
と
い
う
場
に
お
け
る
日
本
の
「
積
極
的
平
和
主

義
」
を
引
き
立
て
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
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の
プ
レ
セ
ン
ス
を
高
め
る
と
い
う
国
益
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

注１　

人
道
支
援
に
関
し
て
は
、
開
発
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
一
部
門
で

あ
る
世
界
人
道
支
援
（G

lobal H
um

anitarian A
ssistance: G

H
A

）
が

担
当
し
て
い
る
。

２　

第
三 

位
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（E

uropean U
nion: E

U

）
が
入
っ

て
お
り
、
Ｅ
Ｕ 

を
順
位
に
入
れ
る
な
ら
ば
日
本
は
第
六 

位
で
あ
る
。

３　

そ
の
基
本
的
政
策
で
あ
る
「
政
府
開
発
援
助
大
綱
」
が
二
〇
一
五 

年
二 

月
に
閣
議
決
定
を
経
て
一
二 

年
振
り
に
刷
新
さ
れ
、
名
称
も

従
前
の
「
政
府
開
発
援
助
大
綱
」
か
ら
「
開
発
協
力
大
綱
」
へ
と
改
め

ら
れ
た
。

４　

同
指
標
は
、
Ｇ
Ｈ
Ａ
の
業
務
趣
旨
に
合
意
し
た
支
援
機
関
が
提

出
し
た
デ
ー
タ
を
指
数
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

５　

Ｃ
Ｇ
Ｄ
は
、
各
ド
ナ
ー
に
よ
る
支
援
の
総
合
的
な
貢
献
度
も
数

値
化
し
て
い
る
。
評
価
分
野
に
は
、
難
民
の
受
入
れ
な
ど
日
本
で

は
賛
否
の
議
論
が
続
い
て
い
る
分
野
も
あ
る
が
、
日
本
は
世
界

二
七
位
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
日
本
が
比
較
的
得
意
と
自
負
す
る

技
術
支
援
の
分
野
に
お
い
て
も
一
一 

位
に
甘
ん
じ
て
い
る
。

６　

本
稿
は
、
外
交
と
人
道
支
援
の
関
連
性
の
一
旦
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
交
政
策
全
般
を
評
価
す
る
も
の

で
は
な
い
。

７　

講
演
の
中
で
触
れ
ら
れ
た
国
々
は
、
こ
の
他
に
チ
ェ
コ
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
バ

ル
ト
三
国
（
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
）、
グ
ル
ジ
ア
、

モ
ル
ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。

８　

細
谷
は
、
民
主
党
政
権
は
、
そ
の
後
尖
閣
諸
島
問
題
に
お
い
て

ア
メ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
関
係
に
あ
る
国
々
と
の
関
係
を
強

化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
抑
止
の
必
要
性
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
説
明
す
る
（H

osoya  2011

）。

９　

同
氏
は
、
二
〇
一
六 

年
一 

月
三 

日
現
在
、
在
日
本
国
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
全
権
特
任
大
使
を
務
め
て
い
る
。

10　

内
閣
官
房
参
与
の
谷
内
正
太
郎
は
ニ
ッ
ポ
ン
ド
ッ
ト
コ
ム
財
団

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
が
中
国
包
囲
網
で
あ
る

と
い
う
誤
解
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
ニ
ッ
ポ
ン
ド
ッ
ト
コ
ム
財

団 

二
〇
一
二
）。

11　

外
務
省
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
「
価
値
観
の
押
し
付
け
や
体
制
変

更
を
求
め
ず
、
各
国
の
文
化
や
歴
史
、
発
展
段
階
の
違
い
に
考
慮

す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
外
務
省 

二
〇
〇
六
）。

12　

二
〇
一
六
年
一
月
三
日
、
国
連
食
糧
計
画
の
政
府
間
調
整
官

で
あ
る
バ
ク
テ
ィ
バ
氏
（Regina Bakhteeva

）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

同
氏
は
、
ロ
シ
ア
、
モ
ス
ク
ワ
国
立
国
際
関
係
研
究
所
（M

oscow
 

State Institute of International Relations

）
で
国
際
関
係
修
士
号
を

取
得
し
て
い
る
。

13　

こ
れ
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
お
い
て
も
同
じ

扱
い
で
あ
る
の
で
、
日
本
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。

14　

重
点
地
域
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
大
綱
と
と
も
に
外
務
省
が
発

表
す
る
骨
子
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
旧
大
綱
骨
子
で
は

ア
ジ
ア
の
み
を
重
点
地
域
と
し
て
い
る
が
、
新
大
綱
骨
子
に
お
い

て
は
、
ア
ジ
ア
と
い
う
書
き
方
は
な
く
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、
南
ア
ジ
ア
、

中
央
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
・
コ
ー
カ
サ
ス
（
以
下
本
文
と
同
じ
）」

と
い
う
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

15　

井
上
は
、
一
八
六
三 

年
リ
ー
バ
ー
綱
領
、
一
九
八
四 

年
の
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
条
約
、
一
九
六
八
年
の
セ
ン
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
宣
言
、

一
九
七
四
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
、
一
八
八
〇 

年
の
戦
争
の
法

規
慣
例
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
。

16　

井
上
は
、
一
九
四
九 

年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
等
の
戦
争
に
関
す

る
国
際
文
書
、
一
九
四
六
年
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
な
ど
平
時
適
用
の
国
際

法
、
国
際
連
合
で
の
人
権
に
関
す
る
決
議
、
国
際
司
法
に
よ
る
判

示
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

17　

International Com
m

ission of Red Cross: ICRC

18　

人
道
は
、「
国
際
赤
十
字
、
赤
新
月
社
運
動
は
、
戦
場
で
傷
つ

い
た
人
々
に
差
別
な
く
支
援
を
届
け
、
人
間
の
苦
痛
を
、
そ
れ
が

発
見
さ
れ
る
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
防
止
し
軽
減
す
る
た
め

に
、
国
際
、
国
内
の
能
力
を
持
っ
て
努
力
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。

そ
の
目
的
は
、
生
命
と
健
康
を
守
り
、
人
間
ら
し
く
あ
る
こ
と
を

保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
全
て
の
人
々
の
間
の
相
互

理
解
、
友
情
、
協
力
と
永
続
す
る
平
和
を
推
奨
す
る
。」
と
説
明
さ

れ
て
い
る
（ICRC 1996: 2

）。

19　

U
nited N

ations: U
N

20　

U
N

1992 

とU
N

2004 

は
冷
戦
後
に
人
道
支
援
に
変
化
が
現
れ
て

か
ら
決
議
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
変
化
が
生
じ
て
い
た
か

ら
こ
そ
改
め
て
決
議
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

21　

そ
れ
ら
は
一
九
九
一
年
の
国
連
総
会
決
議
四
六
／
一
八
二 

に
基

づ
く
改
革
、
一
九
九
七
年
の
『
国
連
の
刷
新

―
改
革
に
向
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
（Renewing the U

nited N
ations: A

 Programme for Reform

）』

に
基
づ
く
改
革
、
二
〇
〇
五 

年
の
ク
ラ
ス
タ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
導

入
な
ど
の
改
革
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

世
界
各
地
で
発
生
す
る
難
民
の
問
題
で
、
今
、
国
際
社
会
が
大
き

く
揺
れ
て
い
る
。
日
本
も
、
難
民
問
題
に
つ
い
て
は
部
外
者
で
は
あ

り
え
な
い
。

今
か
ら
四
〇
年
前
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
う
け
入
れ
た
貴
重
な
経

験
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

一
九
七
五
年
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
後
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
（
ベ

ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
か
ら
大
量
の
脱
出
民
が
発
生
し

た
。
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
は
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
海

路
国
を
脱
出
し
周
辺
国
へ
た
ど
り
つ
く
か
、
海
上
を
漂
流
し
て
航
行

日
本
赤
十
字
社
の
「
ベ
ト
ナ
ム
難
民
援
護
事
業
」
を
ふ
り
返
る

田
島
　
弘

（
元
日
本
赤
十
字
社
ベ
ト
ナ
ム
難
民
対
策
室
長
）

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
四
〇
年

中
の
外
国
船
舶
に
救
助
さ
れ
寄
港
す
る
国
に
擁
護
を
求
め
て
上
陸
し

た
。小

さ
な
船
に
大
勢
の
人
が
乗
り
、
時
に
は
長
期
に
海
上
を
漂
い
、

非
常
に
危
険
を
伴
い
悲
惨
な
脱
出
行
で
あ
る
。

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
は
、
こ
れ
ら
の
脱

出
者
を
包
括
的
に
「
難
民
」
と
認
定
し
保
護
下
に
お
く
と
と
も
に
関
係

各
国
に
対
し
、「
難
民
の
上
陸
と
一
時
滞
在
の
許
可
」
に
つ
い
て
協
力

を
要
請
し
た
。

日
本
政
府
は
、
収
容
す
る
施
設
が
あ
る
こ
と
を
条
件
に
定
住
先
が

決
ま
っ
て
い
な
い
難
民
の
場
合
で
も
一
時
滞
在
の
た
め
の
上
陸
を
認

め
る
こ
と
と
し
た
。

 

政
府
の
難
民
政
策
は
、
昭
和
五
二
年
九
月
二
〇
日
付
閣
議
了
解

表１　日本に上陸したベトナム難民の状況

入出国者数及び在留者総括表

　　項目

年度

上陸件数 入国者数 日本での

出生者数

第 三 国
出国者数

日　　本

定住者数

日本での

死亡者数

スクリーニ

ングアウト

年 度 末
在留者数

 昭和 50 9 件 126 人 1 人 100 人 0 人 0 人  人 27 人
51 13 290 5 152 0 0 170
52 23 790 22 612 0 0 370
53 26 774 17 656 3 2 500
54 32 1,305 33 460 5 2 1,371
55 32 1,115 48 768 53 2 1,711
56 40 1,048 63 1,031 76 3 1,712
57 19 1,017 68 725 252 0 1,820
58 18 763 45 490 499 0 1,639
59 19 542 30 345 800 1 1,065
60 17 472 36 348 266 4 955
61 10 249 27 251 182 2 796
62 10 144 20 130 235 0 595
63 11 255 13 210 158 0 495

 平成 1 38
817

30 247 169 0 926
*2,792

2 7
189

35 135 199 0 7 809
*38

3 10
4

15 34 256 0 0 538
**362

4 2 47 25 54 182 0
35

322
☆　17

5 19 629 16 5 89 0
529

342
☆　2

6
0 0 15 6 75 0

183
93

（7.1.31）

計 355
10,576

564 6,759 3,499 16*2,830 754
**362 ☆　19

（注）    1.* 印の数は偽装難民で退去強制扱いになった者で外数とする。

　　　2.** 印の数は香港難民キャンプ等から脱出し、日本に漂着したベトナム難民で仮上陸

　　　　を取り消され、入国者収容施設に入所した者で外数とする。但し、☆印の数は日本

　　　　での出生者数で、入国者収容施設に入所した者。

（出典：日本赤十字社社史稿）
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で
基
本
方
針
が
定
め
ら
れ
て
以
降
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
問
題
を
通

し
て
漸
進
的
に
い
く
つ
か
の
政
策
的
な
処
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
採
り
上
げ
る
こ
と
は

し
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
、
波
に
濡
れ
ふ
る
え
て
上
陸
し
て
く
る

幼
い
難
民
に
、
一
刻
の
猶
予
も
な
く
衣
食
住
の
援
護
を
如
何
に
行
う

か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
一
時
滞
在
難
民
に
対
す
る
日
本
赤
十
字
社
の
と
っ
た

実
際
的
な
援
護
に
つ
い
て
ふ
り
返
り
、
記
し
て
み
る
。

難
民
の
受
け
入
れ
の
経
緯

ベ
ト
ナ
ム
難
民
が
、
わ
が
国
に
上
陸
し
始
め
た
当
初
は
比
較
的
お

だ
や
か
で
、
カ
リ
タ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
や
天
理
教
な
ど
主
に
宗
教
団
体

が
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
要
請
に
応
え
て
受
け
入
れ
、
援
護
に
当
っ
て
い
た
。

日
本
赤
十
字
社
は
、
専
ら
援
護
施
設
所
在
の
支
部
に
よ
っ
て
衣

類
や
日
用
品
、
医
薬
品
な
ど
の
供
与
、
健
康
診
断
な
ど
の
医
療
援
護
、

奉
仕
団
に
よ
る
慰
問
な
ど
側
面
的
な
援
護
を
行
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
流
出
し
て
く
る
難
民
数
が
年
毎
に
上
昇
し
、

そ
れ
ま
で
の
宗
教
団
体
等
の
受
け
入
れ
の
み
で
は
収
容
数
も
限
界
に

達
す
る
状
況
と
な
っ
た
。

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
弁
務
官
代
理
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ナ
イ
ス
氏
か
ら
、
直
接
、

日
本
赤
十
字
社
社
長
（
窓
口
は
外
事
部
）
あ
て
に
ベ
ト
ナ
ム
難
民
の
受

け
入
れ
援
護
方
に
つ
い
て
強
い
要
請
が
あ
っ
た
。

日
本
赤
十
字
社
は
、
内
外
の
難
民
流
出
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
数
次

に
わ
た
っ
て
要
請
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
基
本
的
に

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
て
準
備
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。

体
制
の
準
備

・
ベ
ト
ナ
ム
難
民
の
受
け
入
れ
援
護
は
、
赤
十
字
の
人
道
的
見
地

か
ら
、
こ
れ
を
「
救
護
事
業
」
と
位
置
づ
け
て
行
う
。

・
業
務
は
応
急
的
な
一
時
収
容
の
範
囲
で
行
う
。

・
業
務
実
施
の
主
体
は
全
国
各
都
道
府
県
支
部
と
し
、
本
社
に
お

い
て
は
社
会
部
救
護
課
が
所
管
す
る
。

・
社
会
福
祉
協
議
会
等
の
協
力
を
得
て
早
急
に
収
容
可
能
な
施
設

の
確
保
に
全
力
を
あ
げ
る
。

そ
の
後
、
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
次
の
措
置
な
ど
が
と
ら
れ
た
。

・
本
社
に
、
昭
和
五
三
年
三
月
一
六
日
付
で
「
ベ
ト
ナ
ム
難
民
対

策
室
」
を
設
け
、
業
務
体
制
を
拡
充
し
た
。

・
本
事
業
に
か
か
る
基
本
方
針
、
実
施
要
綱
、
業
務
（
経
理
）
取
扱

い
要
領
等
を
基
本
通
知
文
と
し
て
全
国
支
部
長
あ
て
副
社
長
名

で
発
出
し
た
。

・ 

昭
和
五
三
年
度
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社
に
対
し
、
本
事
業
へ
の

国
庫
補
助
金
の
交
付
が
決
定
し
た
。

収
容
援
護
施
設
の
開
設

⑴
難
民
受
け
入
れ

施
設
の
確
保
と
難
民
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
実
際
の
業
務
に
あ

た
っ
て
は
、
関
係
者
全
員
が
全
く
未
経
験
で
あ
り
、
地
元
対
策
等
に

つ
い
て
も
未
知
で
困
難
な
作
業
が
続
い
た
。

し
か
し
、
社
会
福
祉
法
人
や
宗
教
団
体
等
の
格
別
な
ご
厚
意
や
ご

尽
力
を
得
て
、
初
年
度
で
五
支
部
、
収
容
定
員
一
六
五
人
の
開
設
を

得
た
。

 
 

⑵
施
設
の
開
設
状
況

表
２
の
と
お
り
、
一
二
支
部
で
一
〇
〇
人
の
収
容
可
能
数
と
な
っ

た
が
、
特
に
昭
和
五
三
年
八
月
に
開
設
し
た
沖
縄
県
支
部
所
管
の
本

部
友
好
セ
ン
タ
ー
は
、
海
洋
博
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
宿
舎
の
跡
施
設
で
最

大
三
〇
〇
人
収
容
の
規
模
の
大
き
な
施
設
で
、
以
降
う
け
入
れ
が
順

次
計
画
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

施
設
の
運
営
と
生
活
援
護

⑴
施
設
の
運
営

施
設
は
所
在
の
支
部
の
直
轄
施
設
と
し
、
支
部
長
が
管
理
責
任
を

負
い
、
実
際
の
職
員
（
指
導
員
、
事
務
員
、
労
務
員
等
）
が
あ
た
っ
た
。

こ
れ
ら
の
職
員
は
、
極
力
地
元
か
ら
任
用
す
る
よ
う
考
慮
し
、
特

に
施
設
長
に
つ
い
て
は
元
公
務
員
（
市
町
村
）、
学
校
長
、
福
祉
施
設

長
な
ど
難
民
問
題
に
理
解
の
あ
る
、
ま
た
地
元
の
有
力
者
に
特
に
支

部
が
お
願
い
す
る
か
た
ち
で
任
用
し
た
。

施
設
運
営
上
大
き
な
問
題
は
通
訳
の
配
置
で
あ
っ
た
。
日
本
に
は

ベ
ト
ナ
ム
語
を
話
す
人
が
非
常
に
少
な
い
の
で
、
専
門
の
通
訳
を
確

保
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
各
施
設
と
も
英
語
の
通
訳
で
カ
バ
ー
す
る

と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

⑵
施
設
の
生
活

難
民
た
ち
は
、
法
的
に
残
留
す
る
外
国
人
と
し
て
日
本
の
法
律
を

守
っ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
赤
十
字
社
が
開
設
し
た

収
容
施
設
は
全
て
共
同
生
活
方
式
で
あ
り
、
起
床
か
ら
就
寝
ま
で
日

課
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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表２　日赤において受け入れたベトナム難民の状況

（1）入出国者数及び在留者数総括表

　  項目

年度

入　所　者　数 出　所　者　数
年 度 末
在留者数

受入

件数

受入

難民数

日本での

出生者数

第三国

出国者数

直接

定住者数

定住促進

センター

国際救援

センター

他団体

その他

日本での

死亡者数

件 人 人 人 人 人 人 人 人 人

52 5 165 1 38 0 0 0 128

53 17 504 10 304 0 ― ― 0 1 337

54 19 601 26 270 1 8 ― 7 0 678

55 25 603 17 384 0 7 ― 6 0 901

56 23 541 43 553 0 5 ― 5 2 920

57 11 423 30 414 11 94 ― 19 0 835

58 12 435 16 237 16 73 476 16 0 468

59 8 265 10 123 6 73 303 1 1 236

60 9 219 11 99 1 35 209 37 1 84

61 9 124 6 56 0 0 86 7 0 65

62 3 28 1 13 0 0 29 0 0 52

63 4 82 0 86 0 3 6 4 0 35

平成 1 9 388 5 52 1 3 34 97 0 241

2 3 30 4 52 2 0 33 93 0 95

3 1 83 4 11 1 12 33 6 0 119

4 1 26 3 42 2 2 48 0 0 54

5 3 18 1 1 1 7 51 0 0 13

6 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0

計 162 4,535 188 2,737 42 322 1,319 298 5

（出典：日本赤十字社社史稿）

表
３
　
日
赤
ベ
ト
ナ
ム
難
民
一
時
滞
在
施
設
の
概
要

所
 
管

施
　

設
　

名
所

　
在

　
地

開
設

年
月

日
閉

所
年

月
日

施
 
設

 
設

 
置

 
主

 
体

収
　

容
　

定
　

員
備

考

支
 
部

（
開

設
前

用
途

）
敷

地
面

積
建

物
面

積
建

物
の

構
造

ｱ
ｲ
　

 
 
ｺ
ｳ
 
　

 
ｶ
ﾞ
ｸ
　

 
ｴ
ﾝ

 
埼

玉
県

大
宮

市
片

柳
大

字
山

昭
和

5
2
年

社
会

福
祉

法
人

 
愛

弘
会

 
昭

5
3
.
4
.
1
-
2
0
人

/
昭

5
4
.
9
.
6
-
4
0
人

 
昭

5
2
.
1
0
.
2
7
-
1
,
1
5
5
.
0
3
7
㎡

 
昭

5
2
.
1
0
.
2
7
-
1
1
2
.
2
0
㎡

木
造

平
屋

建

愛
　

 
弘

　
 
学

 
　

園
 
字

稲
荷

下
2
6
7
-
1

1
0
月

2
7
日

（
職

員
宿

舎
）

 
昭

5
4
.
1
0
.
1
5
-
7
0
人

 
昭

5
4
.
9
.
6
-
4
0
4
.
5
6
㎡

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
平

屋
建

ｾ
ｷ
　

ｼ
ﾞ
ｭ
ｳ
　

ｼ
ﾞ
　

ｶ
ﾀ
　

ﾔ
ﾅ
ｷ
ﾞ
　

ﾘ
ｮ
ｳ

 
埼

玉
県

大
宮

市
片

柳
2
6
7
-
1

昭
和

6
0
年

鈴
木

光
五

郎
 
昭

5
8
.
6
.
1
-
3
5
人

 
昭

5
8
.
6
.
1
-
1
,
3
5
5
.
0
0
㎡

 
昭

5
8
.
6
.
1
-
1
1
2
.
2
0
㎡

木
造

平
屋

建

赤
 
 
十

 
 
字

 
 
片

 
 
柳

 
 
寮

3
月

3
1
日

（
職

員
宿

舎
）

ﾁ
ｮ
ｳ
　

 
 
　

ｽ
ｲ
 
 
　

　
ｴﾝ

 
東

京
都

北
区

岩
渕

町
4
0
-
1
1

昭
和

5
2
年

昭
和

5
2
年

社
会

福
祉

法
人

 
黎

明
会

2
0
人

澄
　

 
 
　

水
　

 
 
　

園
8
月

1
日

1
2
月

3
1
日

（
職

員
宿

舎
）

ｱ
ｲ
　

 
　

 
ｺ
ｳ
　

 
 
　

ﾘ
ｮ
ｳ

 
静

岡
県

引
佐

郡
細

江
町

中
川

昭
和

5
2
年

昭
和

5
9
年

社
会

福
祉

法
人

 
昭

5
3
.
4
.
1
-
4
0
人

 
昭

5
2
.
9
.
4
-
2
7
4
.
6
1
㎡

木
造

モ
ル

タ
ル

愛
　

 
 
　

光
　

 
 
　

寮
 
7
2
2
0
-
4

9
月

4
日

3
月

3
1
日

聖
隷

福
祉

事
業

団
 
昭

5
5
.
4
.
1
-
6
0
人

 
昭

5
5
.
4
.
1
-
5
0
6
.
6
1
㎡

平
屋

建

（
職

員
宿

舎
）

プ
レ

ハ
ブ

2
階

建

ｾ
ｷ
 
ｼ
ﾞ
ｭ
ｳ
 
ｼ
ﾞ
 
ｷ
 
ﾎ
ﾞ
ｳ
 
ﾉ
 
ｲ
ｴ

 
愛

知
県

瀬
戸

市
南

山
口

町
5
3
8

昭
和

5
5
年

平
成

4
年

愛
　

知
　

県
 
昭

5
5
.
6
.
1
-
5
0
人

/
昭

6
1
.
4
.
1
-
4
0
人

 
 
2
,
5
9
6
.
2
5
㎡

 
 
 
 
6
7
4
.
0
5
㎡

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

赤
 
十

 
字

 
希

 
望

 
の

 
家

6
月

1
日

3
月

3
1
日

（
県

立
職

業
訓

練
校

寄
宿

舎
）

 
平

1
.
1
0
.
1
-
5
0
人

2
階

建
、

一
部

3
階

建

ｼ
ﾝ
 
ｼ
ｮ
ｳ
 
ｼ
ﾞ
 
ｼ
ｭ
ｳ
 
ﾚ
ﾝ
 
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｼ
ﾞ
ｮ
ｳ

 
広

島
県

沼
隈

郡
沼

隈
町

大
字

昭
和

5
2
年

昭
和

5
3
年

宗
教

法
人

新
勝

寺
6
0
人

新
 
勝

 
寺

 
修

 
練

 
道

 
場

 
中

山
南

9
月

5
日

5
月

3
1
日

（
修

練
道

場
）

み
　

ろ
　

く
　

の
　

里
 
広

島
県

沼
隈

郡
沼

隈
町

中
山

昭
和

5
3
年

昭
和

6
2
年

株
式

会
社

五
徳

屋
 
昭

5
3
.
1
2
.
1
-
5
0
人

/
昭

5
4
.
4
.
1
-
7
5
人

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

救
　

援
　

セ
 
ン

 
タ

ー
 
南

2
1
-
1

1
2
月

1
日

5
月

3
1
日

（
職

員
宿

舎
）

 
昭

5
4
.
8
.
1
8
-
1
5
0
人

/
昭

5
5
.
1
0
.
1
-
1
7
0
人

3
階

建

 
昭

6
1
.
4
.
1
-
1
6
0
人

ぬ
　

 
ま

　
　

く
 
　

ま
 
広

島
県

沼
隈

郡
沼

隈
町

大
字

昭
和

6
2
年

平
成

6
年

神
原

地
所

建
物

株
式

会
社

 
昭

6
2
.
6
.
1
-
1
6
0
人

/
昭

6
3
.
4
.
1
-
6
0
人

鉄
筋

ブ
ロ

ッ
ク

造

救
　

援
　

セ
 
ン

 
タ

ー
 
草

深
1
1
0
6
-
1

6
月

1
日

3
月

3
1
日

（
沼

隈
町

立
養

護
老

人
ホ

ー
ム

）
 
平

1
.
1
0
.
1
-
1
1
0
人

平
屋

建
（

居
住

棟
）

一
部

木
造

瓦
葺

2
階

建

ベ
 
ト

 
ナ

 
ム

 
の

 
家

 
徳

島
県

鳴
門

市
鳴

門
町

土
佐

昭
和

5
4
年

昭
和

5
8
年

医
療

法
人

南
海

病
院

 
昭

5
4
.
1
2
.
1
-
3
0
人

 
 
 
 
3
7
2
.
7
5
㎡

 
 
 
 
3
3
1
.
5
0
㎡

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

建

な
　

 
ぎ

　
 
さ

 
　

寮
 
泊

浦
字

高
砂

5
1
2
月

1
日

3
月

3
1
日

（
体

育
館

）
体

育
館

1
階

ﾀ
　

ｲ
　

 
ﾎ
　

ｳ
 
　

ｴ
　

ﾝ
 
福

岡
県

山
田

市
大

字
下

山
田

昭
和

5
3
年

昭
和

6
3
年

福
岡

県
山

田
市

 
昭

5
3
.
7
.
2
6
-
8
0
人

/
昭

6
0
.
4
.
1
-
6
0
人

 
 
4
,
4
2
1
.
0
0
㎡

 
 
 
 
7
4
4
.
0
0
㎡

木
造

瓦
葺

平
屋

建

大
　

 
　

法
 
　

　
園

 
3
4
4
-
1

7
月

2
6
日

3
月

3
1
日

（
老

人
ホ

ー
ム

）
 
昭

6
1
.
4
.
1
-
5
0
人

ｵ
ｵ
　

　
ｾ
　

　
ﾄ
　

　
ﾘ
ｮ
ｳ

 
長

崎
県

西
彼

杵
郡

大
瀬

戸
町

昭
和

5
5
年

平
成

7
年

長
崎

県
大

瀬
戸

町
 
昭

5
5
.
9
.
1
-
5
0
人

/
昭

5
6
.
1
0
.
1
4
-
9
0
人

大
　

 
瀬

 
　

戸
 
　

寮
 
雪

浦
河

通
郷

3
4
2
-
2
6

9
月

1
日

3
月

3
1
日

（
小

学
校

）
 
昭

6
0
.
4
.
1
-
7
0
人

/
昭

6
1
.
4
.
1
-
6
0
人

木
造

瓦
葺

平
屋

建

 
昭

6
3
.
4
.
1
-
5
0
人

/
平

1
.
1
0
.
1
-
9
0
人

ﾏ
ｼ
 
　

ｷ
 
 
　

ｺ
　

ｼ
ﾞ
ｮ
ｳ
　

ｴ
ﾝ

 
熊

本
県

上
益

城
郡

益
城

町
大

字
昭

和
5
4
年

平
成

1
年

熊
本

県
益

城
町

 
昭

5
4
.
1
2
.
1
-
5
0
人

 
 
5
,
6
0
8
.
5
1
㎡

 
 
 
 
8
4
8
.
5
6
㎡

木
造

モ
ル

タ
ル

益
　

城
　

古
　

城
　

園
 
寺

迫
9
6
4

1
2
月

1
日

3
月

3
1
日

（
老

人
ホ

ー
ム

）
 
昭

6
1
.
4
.
1
-
4
0
人

平
屋

建

石
 
井

 
記

 
念

 
友

 
愛

 
社

 
宮

崎
県

西
都

市
茶

旧
原

東
原

5
2
4
8

昭
和

5
2
年

昭
和

6
3
年

社
会

福
祉

法
人

 
昭

5
3
.
4
.
1
-
3
5
人

/
昭

5
5
.
9
.
1
-
5
0
人

 
昭

5
3
.
4
.
1
-
3
,
0
9
0
.
0
0
㎡

 
昭

5
3
.
4
.
1
-
4
6
4
.
3
0
㎡

木
造

瓦
葺

平
屋

建

ベ
 
ト

 
ナ

 
ム

 
の

 
家

1
0
月

1
8
日

3
月

3
1
日

石
井

記
念

友
愛

社
 
昭

6
1
.
4
.
1
-
4
0
人

 
昭

5
5
.
8
.
1
-
4
,
9
5
0
.
0
0
㎡

 
昭

5
5
.
8
.
1
-
5
6
7
.
3
0
㎡

一
部

2
階

建

赤
 
十

 
字

 
ベ

ト
ナ

ム
の

家
 
宮

崎
県

西
都

市
穂

北
5
2
4
8

平
成

1
年

平
成

6
年

（
児

童
救

護
施

設
）

 
平

1
.
1
0
.
1
-
6
0
人

 
 
4
,
9
5
0
.
0
0
㎡

 
 
 
 
5
6
7
.
3
0
㎡

倉
庫

木
造

階
2
建

ト
タ

ン
葺

1
0
月

1
日

1
2
月

3
1
日

ｾ
ｷ
　

ｼ
ﾞ
ｭ
ｳ
　

ｼ
ﾞ
 
ﾀ
ﾙ
 
ﾐ
 
ｴ
ﾝ

 
鹿

児
島

県
垂

水
市

本
城

字
昭

和
5
5
年

平
成

1
年

鹿
児

島
県

垂
水

市
 
昭

5
5
.
1
2
.
1
-
5
0
人

 
 
3
,
2
4
4
.
0
0
㎡

 
 
 
 
4
8
0
.
0
0
㎡

木
造

モ
ル

タ
ル

赤
 
十

 
字

 
垂

 
水

 
園

 
上

ノ
比

良
3
9
5
0

1
2
月

1
日

3
月

3
1
日

（
伝

染
病

隔
離

宿
舎

）
 
昭

6
1
.
4
.
1
-
4
0
人

瓦
葺

平
屋

建

本
　

　
部

　
　

国
　

　
際

 
沖

縄
県

国
頭

郡
本

部
町

字
昭

和
5
3
年

昭
和

6
2
年

株
式

会
社

國
場

組
 
昭

5
3
.
8
.
1
-
2
5
0
人

/
昭

5
5
.
1
0
.
1
-
3
0
0
人

 
昭

5
3
.
8
.
1
-
1
0
,
1
3
0
.
0
0
㎡

 
昭

5
3
.
8
.
1
-
2
,
7
7
2
.
4
0
㎡

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
2
階

建

友
　

好
　

セ
　

ン
　

タ
ー

 
豊

原
2
1
1

8
月

1
日

3
月

3
1
日

（
海

洋
博

ｺ
ﾝ
ﾊ
ﾟ
ﾆ
ｵ
ﾝ
宿

舎
）

 
昭

6
1
.
4
.
1
-
2
7
0
人

 
昭

5
5
.
1
0
.
1
-
1
1
,
8
8
0
.
0
0
㎡

 
昭

5
5
.
1
0
.
1
-
3
,
5
7
1
.
6
0
㎡

一
部

鉄
骨

平
屋

建

出
典

：
日

本
赤

十
字

社
社

史
稿

 
 
2
,
3
4
0
.
0
0
㎡

 
 
1
,
7
2
1
.
0
0
㎡

 
 
1
,
2
9
6
.
8
9
㎡

 
 
 
 
5
8
3
.
0
0
㎡

施
　

設
　

の
　

規
　

模

表
3
　
日

赤
ベ
ト
ナ
ム
難

民
一

時
滞

在
施

設
の

概
要

埼
 
玉

東
 
京

沖
 
縄

広
 
島

徳
 
島

福
 
岡

長
 
崎

熊
 
本

宮
 
崎

愛
 
知

静
 
岡

鹿
児

島

昭
6
2
.
6
.
1
付

施
設

移
転

及
び

施
設

名
称

変
更

 
 
 
 
6
2
0
.
0
0
㎡

 
 
1
,
9
5
0
.
0
0
㎡

 
 
3
,
9
6
3
.
6
3
㎡

昭
5
8
.
6
.
1
付

施
設

名
称

変
更

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

）
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ま
た
、
自
主
的
な
自
治
組
織
を
つ
く
り
、
清
掃
、
衛
生
、
防
災
、
食
事
、

催
物
、
学
習
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
分
担
し
て
運
営
し
た
。

食
事
は
施
設
職
員
の
指
導
の
も
と
、
材
料
の
仕
入
れ
か
ら
調
理
、

配
膳
ま
で
、
全
て
難
民
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

施
設
が
最
も
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
こ
と
は
、
難
民
た
ち
の
健
康

管
理
で
、
事
実
、
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
と
の
気
候
風
土
の
違
い
か
ら
病

気
に
な
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

難
民
受
け
入
れ
団
体
（
各
施
設
）
間
に
共
通
す
る
生
活
運
営
上
の
協

議
の
上
、
別
紙
の
通
り
定
め
、
入
所
難
民
へ
の
徹
底
を
計
っ
た
。

 

在
日
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
一
時
収
容
施
設
に
お
け
る
生
活
の
指
針

在
日
一
時
滞
在
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
援
護
に
か
か
わ
る
団
体
の
合

意
に
よ
り
、
一
時
収
容
施
設
に
お
け
る
生
活
の
あ
り
方
の
統
一
を
目

的
と
し
て
、
こ
の
「
生
活
の
指
針
」
を
決
定
す
る
。

一
．
施
設
で
の
生
活

（
一
）
共
同
生
活
を
原
則
と
し
、
施
設
で
の
生
活
秩
序
の
維
持
に
必

要
な
仕
事
は
難
民
自
身
が
協
力
分
担
す
る
。

（
二
）
外
出
、 

外
泊
、
旅
行
は
施
設
管
理
者
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。

（
三
）
部
外
者
の
施
設
訪
問
は
、
施
設
管
理
者
の
許
可
を
必
要
と
す

る
。

（
四
）
保
健
衛
生
管
理
、
秩
序
維
持
に
関
し
て
は
施
設
管
理
者
の
指

導
に
従
う
。

（
五
）
器
物
、 

備
品
の
破
壊
、
紛
失
お
よ
び
人
身
に
対
す
る
傷
害
は

責
任
を
明
確
に
し
、
法
に
よ
る
処
罰
と
と
も
に
弁
償
を
求
め
る
。

（
六
）
食
費
、 

光
熱
費
そ
の
他
の
雑
費
は
本
人
の
負
担
と
す
る
。

（
七
）
施
設
問
及
び
施
設
内
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
施
設
管
理
者
の

指
示
に
従
う
。

二
．
就
労

（
一
） 

就
労
者
（
収
入
の
あ
る
者
）
は
就
労
先
及
び
所
得
額
を
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。
報
告
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
就
労
が

明
ら
か
に
な
れ
ば
就
労
開
始
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ

の
援
助
を
削
除
す
る
。

（
二
）
正
当
な
理
由
な
く
職
を
や
め
た
者
に
対
し
て
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
の
援
助
を
再
開
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

（
三
）
夜
間
の
就
労
は
認
め
な
い
。

三
．
細
則

（
一
）
各
援
助
団
体
は
こ
の
「
生
活
の
指
針
」
に
基
づ
き
、
施
設
で
の

生
活
の
細
則
を
定
め
る
。

（
二
）
細
則
の
遵
守
に
つ
い
て
は
施
設
管
理
者
の
指
導
に
従
う
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以 

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
八
一
年
八
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
駐
日
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
赤
十
字
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
リ
タ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
理
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
正
佼
成
会

（
三
）
経
費

　

本
社
ベ
ト
ナ
ム
難
民
対
策
室
の
本
事
業
の
所
要
経
費
の
決
算
額

　
　

を
摘
記

　

・
財
源　

国
庫
補
助
金　

二
、七
九
八
、〇
八
七
、一
二
二
円

　
　
　
　
　
　

施
設
開
設
費
、
補
修
費

　
　
　
　
　
　

施
設
借
上
料
、
調
弁
費

　
　
　
　
　
　

職
員
人
件
費
、
旅
費
等

　
　
　
　

国
連
委
託
金　

二
、一
九
二
、〇
七
七
、〇
八
二
円

　
　
　
　
　
　

食
費
光
熱
水
費
通
訳
費

　
　
　
　
　
　

応
急
援
護
費
定
住
手
当

　
　
　
　

本
社
費　

八
、七
八
五
、〇
一
八
円

　
　
　
　
　
　

渡
航
援
護
費
旅
費
会
議
費
そ
の
他

（
四
）
就
労
と
通
学

　
　

難
民
た
ち
の
臨
時
就
労
が
認
め
ら
れ
、
生
活
自
立
の
意
識
の

あ
る
者
が
、
日
本
社
会
の
理
解
の
た
め
に
も
と
働
い
た
。

　
　

ま
た
、
学
齢
期
に
あ
る
子
供
た
ち
は
、
地
元
公
立
学
校
に
通

う
者
も
多
く
、
学
校
行
事
へ
の
父
兄
参
加
な
ど
交
流
が
計
ら
れ

た
。

（
五
）
難
民
た
ち
が
希
望
す
る
第
三
国
へ
の
定
住
は
、
受
け
入
れ
条

件
が
厳
し
く
な
っ
て
難
し
く
な
り
、
一
時
滞
在
の
長
期
化
が
施

設
の
運
営
を
難
し
く
す
る
傾
向
が
現
れ
た
。
欲
求
不
満
が
高

ま
っ
た
結
果
、
一
時
、
難
民
同
士
で
争
い
が
生
じ
た
り
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

第
三
国
へ
の
出
国
と
日
本
定
住

一
時
滞
在
難
民
の
最
大
の
関
心
事
は
、
い
つ
希
望
す
る
国
に
定
住
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し
、
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
経
て
、
ひ
た
す
ら
希
望
す

る
定
住
国
へ
の
出
国
を
待
つ
。

し
か
し
、
日
本
へ
の
定
住
を
希
望
す
る
者
は
極
め
て
少
な
く
、
ア

メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
出
国
希
望
が

多
い
。

し
か
も
、
受
け
入
れ
国
側
の
受
け
入
れ
資
格
要
件
に
適
合
し
な
い

難
民
が
次
第
に
増
加
し
、
そ
れ
で
も
第
三
国
へ
の
定
住
の
望
み
を
捨

て
ら
れ
ず
、
一
時
滞
在
施
設
に
そ
の
ま
ま
長
期
に
わ
た
っ
て
在
留
す

る
者
が
増
え
、
施
設
運
営
の
問
題
に
も
な
る
。

わ
が
国
は
、
日
本
定
住
人
員
を
当
初
五
〇
〇
人
と
し
た
が
、
以
降

こ
の
定
住
枠
を
一
万
人
ま
で
に
広
げ
、
国
際
救
援
セ
ン
タ
ー
の
開
設
、

姫
路
・
神
奈
川
大
和
定
住
促
進
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
よ
り
、
積
極
的

な
難
民
受
け
入
れ
策
を
講
じ
、
日
本
語
教
育
、
社
会
適
応
訓
練
、
職

業
紹
介
な
ど
を
行
い
、
わ
が
国
へ
の
定
住
の
促
進
に
努
め
た
。

 

お
わ
り
に

平
成
六
年
一
〇
月
二
八
日
、
日
赤
長
崎
県
支
部
所
管
「
大
瀬
戸
寮
」

か
ら
二
名
の
難
民
が
米
国
に
向
け
て
出
発
し
た
。
こ
れ
で
日
本
の
収

表４　施設収容難民の就労状況（昭和 60年 12月 31日現在）

支　部 施設名 就労先 業種 就労難民数 従事している職種

愛　知 赤十字希望の家 （株）山本窯業  電機器具製造販売 2  プレス工

広　島
みろくの里
救援センター

（株）岡田工機  鉄工所 3  雑　　役

（株）瀬戸内伸鉄  伸鉄業 1  雑　　役

（株）滝口工作所  自動車部品製造 1  型枠仕上工

福　岡 大法園  筑豊旭加工工場  製靴業 7  運動靴縫製

長　崎 大瀬戸寮
施設が山間部に位置し
市街地から離れている
ため就労していない。

熊　本 益城古城園
（株）富士工業  清掃業 4  清    掃

 熊宮自動車整備工場  板金塗装業 2  雑　　役

宮　崎 ベトナムの家

 近郊農家  農　業 10  雑　　役

 三谷洋裁業  縫　業 5 ミシンかけ、ボタン付

（株）日本食品  食品業 3  雑　　役

 大島養鶏場  養　鶏 2  雑　　役

 九州製茶工場  製茶業 1  雑　　役

鹿児島 赤十字垂水園

（株）ジャパンファーム  殖鶏・飼育・加工 3  出荷係、消毒係

 垂水鋼業  魚網製造 3  組立て係

（株）川畑瓦工業  屋根瓦製造 2  雑　　役

（株）市丸産業  セメント製品製造 1  雑　　役

（株）大隅ミート産業  食肉加工工場 1  雑　　役

沖　縄 本部国際友好センター  定期的、継続的な就労先はない。（一部難民がその都度雇入れられる）

（出典：日本赤十字社社史稿）

表５　インドシナ難民の本邦定住状況

 （平成 7 年 1 月 31 日現在）

区分

 年次
定住数

定住内訳

元留学生

研修生等

越 か ら の

合 法 出 国

ＯＤＰ

海 外 キ ャ

ンプから

国 内 一 時

滞 在 施 設 
から

定住数

累計
定住枠

 昭和 53 3 人 0 人 0 人 0 人 3 人 3 人 人

54 94 0 0 92 2 97 500

55 396 0 0 346 50 493 1,000

56 1,203 742 20 393 48 1,696 3,000

57 456 0 23 217 216 2,152 3,000

58 675 0 32 248 395 2,827 5,000

59 979 0 12 229 738 3,806 5,000

60 730 0 6 240 484 4,536 10,000

61 306 0 28 149 129 4,842 10,000

62 579 0 26 291 262 5,421 10,000

63 500 0 143 193 164 5,921 10,000

平成　1 461 0 115 194 152 6,382 10,000

2 734 0 242 321 171 7,116 10,000

3 780 0 147 370 263 7,896 10,000

4 792 0 142 411 239 8,688 10,000

5 558 0 161 300 97 9,246 10,000

6 460 0 209 165 86 9,706

合　　計 9,706 742 1,306 4,159 3,499

ベトナム 7,173 625 1,306 1,743 3,499

ラ オ ス 1,283 73 ― 1,210 ―

カンボディア 1,250 44 ― 1,206 ―

合   計 9,706 742 1,306 4,159 3,499

（出典：日本赤十字社社史稿）       
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容
援
護
施
設
の
残
留
数
は
〇
名
と
な
る
。
昭
和
五
二
年
八
月
か
ら

一
七
年
八
カ
月
に
わ
た
っ
た
事
業
の
終
了
で
あ
る
。

振
り
返
れ
ば
、
上
陸
し
て
く
る
難
民
の
施
設
へ
の
収
容
が
間
に
合

わ
ず
、
日
赤
本
社
の
会
議
室
で
一
夜
を
過
ご
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も

あ
る
。
施
設
で
の
テ
ト
の
祭
り
（
ベ
ト
ナ
ム
の
旧
正
月
の
祝
事
）
に
招
か

れ
て
、
手
づ
く
り
の
料
理
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

家
や
故
郷
を
失
う
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。
想
像
力
を
働
か
せ
、
切
実
に
身
近
な
と
こ
ろ
で
学
ぶ
こ

と
と
な
っ
た
。

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
問
題
は
、
日
本
人
一
人
ひ
と
り
が
抱
く
「
難

民
」
へ
の
認
識
を
少
な
か
ら
ず
具
体
的
に
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と

思
う
。

昭
和
五
七
年
一
月
、
わ
が
国
は
、「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」

及
び
同
議
定
書
へ
の
加
入
を
決
め
た
。

ま
た
、
日
本
赤
十
字
社
も
、
こ
の
事
業
を
通
し
て
「
救
護
」
の
実

際
に
つ
い
て
多
く
の
教
訓
も
得
て
い
る
。
今
、「
難
民
」
に
対
す
る
覚

悟
と
行
動
化
が
、
再
び
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

手
元
に
日
本
赤
十
字
社
発
行
の
冊
子
「
ベ
ト
ナ
ム
難
民
事
業
記
録
」

（
平
成
六
年
三
月
刊
）
が
あ
る
。
元
ベ
ト
ナ
ム
難
民
対
策
室
職
員
の
労
作

で
あ
る
。

ま
た
、
各
収
容
施
設
の
報
告
書
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
本
稿
の
ま
と

め
の
力
と
な
っ
た
。

医
療
従
事
者
に
と
っ
て
の
〝
や
り
が
い
〟
と
は

医
療
従
事
者
に
と
っ
て
の
人
生
の
や
り
が
い
と
は
？
私
自
身
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
医
療
従
事
者
は
、
医
療
従
事
者

と
し
て
の
仕
事
を
選
ん
だ
理
由
は
意
義
の
あ
る
人
生
を
送
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
医
療
従
事
者
の
仕
事
は
、
人
の
命
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

人
生
の
や
り
が
い
と
し
て
大
き
な
価
値
が
あ
る
。
私
は
集
中
治
療
が

や
り
た
く
て
麻
酔
科
医
を
専
攻
し
た
。
集
中
治
療
医
と
し
て
の
や
り

が
い
は
、
生
死
を
さ
ま
よ
う
重
症
患
者
を
救
命
で
き
た
時
、
救
命
で

き
た
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
患
者
さ
ん
や
家
族
か
ら
の
感
謝
の
言
葉

で
あ
っ
た
。
三
〇
年
、
四
〇
年
た
っ
た
今
で
さ
え
も
、
時
折
、「
昔
、

先
生
に
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
謝
の
言
葉
は

〝
社
会
に
貢
献
す
る
モ
ラ
ル
の
高
い
病
院
〟
を
め
ざ
し
て

石
川
　
清

（
名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院
院
長
）

人
生
の
や
り
が
い
と
赤
十
字
に
身
を
置
く
誇
り

大
き
な
や
り
が
い
と
な
る
。

も
う
一
つ
の
や
り
が
い

麻
酔
科
医
の
働
く
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
手
術
室
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
Ｅ
Ｒ
、

ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
そ
し
て
、
国
内
外
の
災
害
の
現
場
と
非
常
に

広
い
。
災
害
医
療
は
麻
酔
科
医
の
働
く
フ
ィ
ー
ル
ド
の
重
要
な
柱
の

一
つ
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
、
大
学
か
ら
日
赤
に
移
動
し
た
年
に
、

赤
十
字
職
員
の
業
務
の
一
端
と
し
て
災
害
訓
練
に
参
加
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
翌
年
の
一
九
九
五
年
、
奇
し
く
も
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起

こ
り
、
実
際
の
救
護
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
発
災
三
日

目
に
救
護
班
の
一
員
と
し
て
被
災
地
で
あ
る
神
戸
に
入
っ
た
。
そ
の

―
国
際
救
援
と
災
害
救
護
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と
き
見
た
高
速
道
路
や
家
屋
の
倒
壊
現
場
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
映

像
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
、
地
震
の
凄
ま
じ
さ
を
身
を
持
っ
て
体

験
し
た
。
被
災
地
の
現
実
は
自
分
で
被
災
地
に
入
ら
な
け
れ
ば
分
か

ら
な
い
。
倒
壊
家
屋
の
中
や
救
護
所
で
の
被
災
者
の
診
療
を
通
し
て
、

被
災
者
の
人
か
ら
涙
を
流
し
て
感
謝
さ
れ
た
こ
と
は
、
医
療
従
事
者

と
し
て
大
き
な
や
り
が
い
で
あ
っ
た
。
た
っ
た
三
日
間
の
救
援
活
動

で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
経
験
は
人
生
の
経
歴
に
残
る
貴
重
な
経
験
で

あ
り
、
私
の
人
生
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
救
援
活
動
の
中
で
感
じ
た
も
う
一
つ
の
印
象
は
、
赤
十

字
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ
っ
た
。
全
国
の
赤
十
字
施
設
か
ら
集
ま
っ
た

救
援
車
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
迅
速
か
つ
組
織
的
な
救
援
、
赤
十

字
と
い
う
組
織
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
識
し
た
。
そ
れ
以
来
、
災
害
医

療
に
関
心
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
翌
年
、
本
社

主
催
の
国
際
救
援
の
た
め
の
研
修
を
受
講
し
、
派
遣
要
員
と
し
て
登

録
し
た
。
若
い
頃
か
ら
国
際
救
援
に
は
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、「
機

会
が
あ
れ
ば
い
つ
か
派
遣
を
」
と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
は
、
麻
酔
科
医
と
し
て
の
業
務
が
多
忙
な
日
々
が
続
き
、
国

際
救
援
は
遠
い
世
界
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
加
え
て
、
五
〇
歳
の
時
、
思
い
も
か
け
な
い
心
臓
バ
イ

パ
ス
手
術
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
国
際
救
援
の
可
能
性
は
さ
ら
に

遠
ざ
か
っ
た
。
命
に
か
か
わ
る
手
術
で
は
あ
っ
た
が
、
術
後
の
経
過

は
良
好
で
、
一
カ
月
後
に
は
生
活
は
ま
っ
た
く
元
の
状
態
に
戻
っ
た
。

し
か
し
、
心
の
底
で
は
ま
た
い
つ
か
…
…
と
い
う
健
康
上
の
不
安
が

残
っ
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。
手
術
後
一
年
半
が
経
過
し
た
五
二
歳

の
時
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
か
ら
「
ケ
ニ
ア
に
行
き
ま

せ
ん
か
？
」
と
麻
酔
科
医
要
請
の
話
が
あ
っ
た
。
受
け
る
か
ど
う
か

は
自
分
の
意
思
次
第
で
あ
り
、「
も
し
ア
フ
リ
カ
で
心
臓
発
作
を
起

こ
せ
ば
ま
ず
助
か
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
か
、「
過
酷
な
生
活
に
耐
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
か
、
さ
ん
ざ
ん
迷
っ
た
挙
句
、「
こ
の
時
を
逃

し
た
ら
一
生
国
際
救
援
の
機
会
は
な
い
」
と
ケ
ニ
ア
に
行
く
こ
と
を

決
断
し
た
。

発
作
の
不
安
を
抱
え
ス
ー
ダ
ン
へ

ア
フ
リ
カ
の
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
は
、
過
去
何
十
年
間
に

わ
た
っ
て
紛
争
が
続
き
、
今
ま
で
に
何
百
万
人
と
い
う
人
が

犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
中
で
最
も
非
人
道
的
な
国
と
言

え
ば
、
先
ず
ス
ー
ダ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
近
年
、
南

ス
ー
ダ
ン
が
独
立
し
て
紛
争
は
な
く
な
る
か
に
み
え
た
が
、
そ
れ
以

後
も
依
然
と
し
て
紛
争
が
続
き
、
犠
牲
者
が
絶
え
な
い
。

こ
の
ス
ー
ダ
ン
紛
争
の
犠
牲
者
を
救
援
す
る
た
め
、
一
九
八
七

年
、 

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
ケ
ニ
ア
国
内
の
ス
ー
ダ
ン
国
境
沿
い
に
あ
る
ロ
キ

チ
ョ
キ
オ
に
、
紛
争
犠
牲
者
の
た
め
の
ロ
ピ
デ
ィ
ン
戦
傷
外
科
病

院
を
開
設
し
、
医
療
援
助
を
続
け
て
い
た
。
最
近
話
題
と
な
っ
た

映
画
「
風
に
立
つ
ラ
イ
オ
ン
」
の
舞
台
と
な
っ
た
病
院
で
あ
る
（
残
念

な
が
ら
今
は
こ
の
病
院
は
存
在
し
な
い
）。
私
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
要
請
に
よ

り
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
か
ら
三
カ
月
間
、
麻
酔
科
医
と
し
て
ス
ー

ダ
ン
紛
争
犠
牲
者
救
援
活
動
に
参
加
し
た
（
写
真
１
）。
ス
ー
ダ
ン
か

ら
の
患
者
は
、
受
傷
し
て
か
ら
病
院
に
着
く
ま
で
に
何
日
も
か
か
る

こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
受
傷
部
位
は
古
く
感
染
を
伴
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
結
果
的
に
ほ
と
ん
ど
の
患
者
は
四
肢
切
断
手
術

が
必
要
と
な
っ
た
。
搬
送
時
に
重
篤
な
患
者
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
ス
ー
ダ
ン
か
ら
の
搬
送
に
時
間
が
か
か
り
、
病
院
ま
で

た
ど
り
着
け
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
実
際
に
ス
ー
ダ
ン
国
内
で
治
療

を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
て
い
る
数
は
相
当
の
数
で
あ
ろ
う
。
患

者
は
ほ
と
ん
ど
が
銃
に
よ
る
外
傷
で
、
日
本
で
は
と
て
も
想
像
で
き

な
い
患
者
ば
か
り
で
、
こ
ん
な
世
界
が
あ
る
の
か
と
当
初
は
驚
き
の

連
続
で
あ
っ
た
。

災
害
医
療
に
通
じ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
医
療
方
針

こ
の
病
院
で
は
使
用
す
る
薬
剤
、
医
療
機
器
は
非
常
に
限
ら
れ

た
も
の
し
か
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
方
針
は
、
患
者
に
完
璧
な
医
療
を

スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001年）

写真１．ロピディン戦傷外科病院の病棟での診療

写真１　ロピディン戦傷外科病院の病棟での診療
スーダン紛争犠牲者救援（アフリカ・ケニア：2001 年）　

提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
限
ら
れ
た
患
者
だ
け
を
治
療
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
患
者
に
、
そ
の
病
院
で
で
き
る
範
囲
の
治
療
を
行
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
は
災
害
時
に
行
う
災
害
医
療
に
通
じ
る
も
の

で
、
実
際
、
今
回
の
経
験
が
も
し
日
本
で
役
に
立
つ
と
す
れ
ば
災
害

の
時
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
方
針
に
従
っ
て
医
療
を

行
う
上
で
感
じ
た
こ
と
は
、
現
実
の
厳
し
さ
、
日
本
の
医
療
と
ロ
キ
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チ
ョ
キ
オ
の
医
療
の
違
い
、「
ス
ー
ダ
ン
人
の
命
の
価
値
は
日
本
人

の
何
分
の
一
か
？
」
と
い
う
命
の
価
値
の
違
い
、
日
本
で
な
ら
救
え

る
命
が
救
え
な
い
現
実
等
々
疑
問
に
思
う
こ
と
は
沢
山
あ
っ
た
。
三

カ
月
間
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
決
し
て
楽
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
日
本

人
は
誰
も
い
な
い
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
や
各
国
派
遣
員
と
英
語
し
か
通

じ
な
い
、
一
日
お
き
の
オ
ン
コ
ー
ル
、
連
日
三
五
～
四
〇
度
の
気
温
、

三
カ
月
間
休
暇
は
な
く
日
曜
日
の
み
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
麻
酔
・

集
中
治
療
を
す
る
こ
と
、
金
網
に
囲
ま
れ
た
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
（
居
住
区

域
）
と
病
院
以
外
に
は
ど
こ
に
も
い
け
な
い
、
マ
ラ
リ
ア
、
エ
イ
ズ
、

エ
ボ
ラ
と
い
っ
た
病
気
が
蔓
延
し
て
い
る
等
々
、
非
常
に
ス
ト
レ
ス

の
多
い
毎
日
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
各
国
か
ら
の
派
遣
員
や
現
地
ス

タ
ッ
フ
と
楽
し
い
時
を
過
ご
す
機
会
も
あ
り
、
多
く
の
友
人
が
で
き

三
カ
月
間
を
十
二
分
に
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
き
た
（
写
真
２
）。
一
言
で
い

え
ば
、
大
変
で
あ
っ
た
が
楽
し
か
っ
た
と
い
う
の
が
今
回
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
印
象
で
あ
っ
た
。

熱
意
だ
け
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
で
き
な
い
！

終
わ
る
こ
と
の
な
い
ス
ー
ダ
ン
の
紛
争
は
、
平
和
な
日
本
に
い
て

は
と
て
も
想
像
が
で
き
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。
国
際
救
援
に
行
き
た

い
意
志
が
あ
っ
て
も
、
実
際
に
こ
う
い
っ
た
活
動
に
参
加
す
る
の
は

スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001年）

写真２．ロピディン戦傷外科病院でスーダンの患者とともに

写真２　ロピディン戦傷外科病院でスーダンの患者とともに
スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001 年）　

非
常
に
難
し
く
、
赤
十
字
病
院
に
い
な
け
れ
ば
こ
の
機
会
は
な
か
っ

た
。
三
カ
月
と
い
う
非
常
に
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
若
い
頃
か

ら
の
国
際
救
援
に
対
す
る
熱
い
思
い
を
実
現
で
き
た
こ
と
は
私
自
身

に
と
っ
て
非
常
に
幸
運
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
を
若
い
人
達
に
伝
え

る
こ
と
が
私
の
重
要
な
使
命
だ
と
思
っ
て
い
る
。
災
害
医
療
に
は『
善

意
だ
け
で
は
災
害
救
護
は
で
き
な
い
』
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ

は
い
く
ら
善
意
、
熱
意
が
あ
っ
て
も
、
十
分
訓
練
さ
れ
た
技
術
、
能

力
が
な
け
れ
ば
、
実
際
の
災
害
の
現
場
で
は
、
邪
魔
に
な
る
ば
か
り

で
真
の
災
害
救
護
は
で
き
な
い
。
同
じ
こ
と
が
国
際
救
援
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
も
言
え
、『
熱
意
だ
け
で
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
で
き
な
い
』。

三
カ
月
と
い
う
非
常
に
限
ら
れ
た
短
い
期
間
に
有
意
義
な
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
行
う
た
め
に
は
、
十
分
準
備
を
し
た
上
で
望
む
必
要
が
あ
り
、

熱
い
思
い
だ
け
で
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
で
き
な
い
。

ケ
ニ
ア
で
の
三
カ
月
間
の
活
動
中
、
体
調
は
全
く
問
題
な
く
、
帰

国
後
は
心
臓
の
不
安
も
解
消
し
、
健
康
に
対
す
る
自
身
も
取
り
戻
せ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
二
回
の
国
際
救
援
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
発
生
し
た
イ
ラ
ン
南
東
部
地
震
（
死
者

二
万
六
千
人
）
で
は
初
動
班
の
医
師
と
し
て
救
援
活
動
に
参
加
し
（
写

真
３
）、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
（
死
者

二
二
万
人
）
で
は
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
救
援
活
動
に
参
加
し
た

（
写
真
４
）。
い
ず
れ
の
救
援
活
動
で
も
、
赤
十
字
の
連
携
、
歴
史
と

伝
統
の
上
に
出
来
上
が
っ
た
国
際
赤
十
字
組
織
の
素
晴
ら
し
さ
が
印

象
的
で
あ
っ
た
。

写真３　日赤の救護所での診療
イラン南東部地震犠牲者救援

（イランバム：2003 年）

スマトラ島沖地震津波災害救援（インドネシアアチェ州：2005年）

写真４。住民の話から津波の凄まじさを体感

写真４　住民の話から津波の凄まじさを体感療
スマトラ島沖地震津波災害救援

（インドネシアアチェ州：2005 年）



185　人道研究ジャーナルvol.5 184

フ
地
震
に
対
す
る
心
構
え
を
す
る
上
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
救
護
班
と
し
て
直
接
被
災
者
の
人
た
ち
に
関
わ
る
こ
と
は
、

医
療
従
事
者
と
し
て
こ
の
上
な
い
や
り
が
い
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、

一
人
で
も
多
く
の
職
員
が
こ
の
経
験
を
共
有
で
き
る
こ
と
を
強
く
切

望
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

赤
十
字
に
身
を
置
く
誇
り

名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
つ
で

あ
る
「
社
会
に
貢
献
す
る
モ
ラ
ル
の
高
い
病
院
」
を
実
践
す
る
具
体
的

な
取
り
組
み
と
し
て
国
際
救
援
が
あ
る
。

当
院
は
全
国
九
二
あ
る
赤
十
字
病
院
の
う
ち
の
五
つ
の
国
際
救
援

拠
点
病
院
の
一
つ
で
あ
る
。
拠
点
病
院
は
国
際
医
療
救
援
部
を
設
置

し
、
派
遣
要
員
の
登
録
・
養
成
・
研
修
を
担
当
し
、
今
ま
で
に
ス
ー

ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
、
東
チ
モ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

な
ど
数
多
く
の
国
々
の
紛
争
や
大
災
害
に
二
〇
〇
名
近
く
の
職
員
を

派
遣
し
て
き
た
。
い
ま
や
国
際
救
援
は
当
院
の
歴
史
と
伝
統
の
重
要

な
柱
の
一
つ
と
な
っ
た
。

国
際
救
援
は
赤
十
字
の
使
命
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
に
貢
献

で
き
、
非
常
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
国
際
救
援
拠

点
病
院
の
院
長
と
し
て
、
数
少
な
い
国
際
救
援
の
拠
点
に
身
を
置
く

誇
り
を
感
じ
、
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

存
在
意
義
を
問
わ
れ
た
東
日
本
大
震
災
救
援

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
二
万

人
近
く
の
犠
牲
者
を
出
し
、
単
純
に
統
計
的
に
言
っ
て
も
今
後
日
本

国
内
で
は
一
生
遭
遇
す
る
こ
と
の
な
い
規
模
の
大
災
害
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
一
年
五
月
に
日
赤
本
社
で
開
催
さ
れ
た
院
長
連
盟
総
会
で
の

席
上
、
私
は
赤
十
字
病
院
の
院
長
た
ち
に
「
こ
の
大
震
災
で
頑
張
ら

な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
以
上
の
大
災
害
は
あ
り
え
な
い
」「
こ
の
大
震
災

で
赤
十
字
病
院
が
頑
張
ら
な
か
っ
た
ら
、
赤
十
字
病
院
の
存
在
意
義

は
な
い
」
と
、
全
赤
十
字
病
院
が
救
護
活
動
に
参
加
す
べ
き
と
訴
え
た
。

東
日
本
大
震
災
で
の
当
院
の
対
応
は
、
発
災
直
後
の
地
震
情
報

か
ら
甚
大
な
災
害
と
判
断
し
、
直
ち
に
院
内
災
害
対
策
本
部
を
設
置

し
、
情
報
収
集
、
関
係
機
関
と
の
情
報
交
換
、
救
護
班
派
遣
準
備
等

を
開
始
し
た
。
全
職
員
に
対
し
て
「
全
病
院
挙
げ
て
救
援
活
動
に
協

力
す
る
よ
う
」
院
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
呼
び
か
け
る
一
方
、
発
災

三
時
間
後
に
は
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
・
初
動
班
の
十
数
名
を
派
遣
し
た
の
を

は
じ
め
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
救
護
班
を
派
遣
し
た
。
派
遣
は
全
て

希
望
者
で
、
最
終
的
に
は
八
月
末
ま
で
に
延
べ
二
二
七
名
を
派
遣
し

た
。
職
員
の
派
遣
に
当
た
っ
て
は
、
派
遣
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
維
持
す
る
た
め
に
、
出
発
式
と
出
迎
え
式
を
毎
回
、
患
者
さ
ん
や

職
員
が
多
く
集
ま
る
時
間
帯
・
場
所
に
設
定
し
て
開
催
し
た
。
さ
ら

に
、
派
遣
さ
れ
る
職
員
に
対
し
て
は
、
有
意
義
な
救
護
活
動
が
で
き

る
よ
う
出
発
前
に
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
行
い
、
派
遣
の
目
的
・
心
構

え
・
注
意
点
等
を
周
知
徹
底
し
た
。
ま
た
帰
還
時
に
は
、
心
の
傷
を

負
っ
て
帰
っ
て
く
る
職
員
も
い
る
た
め
、
心
の
ケ
ア
を
含
め
た
デ
ブ

リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
派
遣
期
間
中
は
、
正
面
玄
関
待
合
、
案

内
表
示
・
呼
び
出
し
モ
ニ
タ
ー
等
に
活
動
状
況
を
掲
載
し
、
救
護
活

動
を
積
極
的
に
広
報
し
た
。
ま
た
活
動
報
告
会
を
開
催
し
て
被
災
地

の
支
援
の
あ
り
方
、
当
地
区
で
の
大
災
害
に
備
え
た
対
策
の
検
討
等

を
行
っ
た
。

救
護
班
の
被
災
地
で
の
活
動
は
、
救
護
所
で
の
医
療
活
動
、
巡

回
診
療
、
避
難
所
で
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
活
動
等
で
あ
っ
た
。

私
自
身
も
発
災
約
二
カ
月
後
の
第
六
班
の
救
護
班
の
一
員
と
し
て
救

護
活
動
に
参
加
し
た
。
実
際
に
現
地
に
入
り
自
分
の
目
で
見
た
被
災

地
の
印
象
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
報
道
と
は
全
く
異
な
り
、
津
波
の

凄
ま
じ
さ
を
体
感
し
た
。
こ
の
時
の
印
象
は
一
六
年
前
の
阪
神
淡
路

大
震
災
の
時
と
全
く
同
じ
印
象
で
あ
り
、
今
回
も
被
災
者
の
人
た
ち

か
ら
涙
を
流
し
て
感
謝
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
や
り
が
い
で
あ
っ
た
。

院
長
と
し
て
東
日
本
大
震
災
で
職
員
を
積
極
的
に
派
遣
し
た
理
由
は
、

第
一
に
は
勿
論
被
災
者
支
援
が
目
的
で
あ
る
が
、
救
護
活
動
を
通
し

て
自
分
の
目
で
被
災
地
を
見
て
お
く
こ
と
は
、
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
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近
年
、
大
学
を
巡
る
動
き
は
あ
ま
り
に
激
し
く
、
平
成
一
六
年
四

月
に
専
任
教
員
と
な
っ
て
以
降
、「
大
学
と
は
何
か
？
」
を
考
え
る
こ

と
が
日
常
的
に
な
っ
た
。
大
学
は
教
育
と
研
究
の
場
で
あ
る
が
、
教

育
で
は
実
学
が
重
視
さ
れ
、
就
職
に
結
び
つ
く
よ
う
な
教
育
を
学

生
の
親
も
、
社
会
も
、
そ
し
て
学
生
自
身
も
大
学
に
期
待
し
て
い
る
。

研
究
で
は
成
果
が
重
視
さ
れ
、
し
か
も
質
よ
り
も
量
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、大
学
の
組
織
も
変
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

教
授
会
は
か
つ
て
人
事
を
含
め
た
広
範
な
事
柄
を
決
定
し
て
い
た
が
、

現
在
、
教
授
会
に
こ
の
よ
う
な
権
限
は
な
い
。
映
画
「
白
い
巨
塔
」
で

描
か
れ
た
教
授
会
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
専
任
教
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
非
常
勤
講
師

と
し
て
、
三
つ
の
大
学
に
関
わ
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
大
学
は
す

べ
て
私
学
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
建
学
の
精
神
を
も
ち
、
長
い
歴
史

を
歩
ん
で
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、「
大
学
と
は
何

か
？
」
と
考
え
る
と
き
、
本
当
に
大
学
を
一
般
化
で
き
る
の
か
、
と

疑
問
を
持
つ
こ
と
も
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
大
学
と
は
何
か
？
」
を
考
え
る
こ
と
が
日
常
化

し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
は
、
か
つ
て
大
学
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
の
か
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
は
強
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
大
学
の
歴
史
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
目
の
前
の
仕
事
に
追
わ
れ

て
、
な
か
な
か
大
学
の
歴
史
に
つ
い
て
読
む
機
会
も
な
か
っ
た
の
だ

が
、
神
保
町
の
書
店
で
行
っ
て
い
る
フ
ェ
ア
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ャ

ル
ル
／
ジ
ャ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
著
、
岡
山
茂
／
谷
口
清
彦
訳
『
大

学
の
歴
史
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
本
に
出
合
う
こ
と
が
で

き
た
。
以
下
、
こ
の
本
に
つ
い
て
適
宜
、
紹
介
し
な
が
ら
、「
大
学

と
は
何
か
？
」
を
考
え
て
み
た
い
。

本
書
は
二
部
構
成
で
あ
り
、
第
一
部
は
中
世
か
ら
近
代
ま
で
の
大

学
を
、
第
二
部
は
一
九
世
紀
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で
の
大

学
を
扱
っ
て
い
る
。
大
学
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
成
立
し
た
と
い
う

の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
一
三
世
紀
初
頭
、
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
、
パ
リ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
大
学
が
成
立
し
た
。
一
四
世

紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
は
、
ゲ
ル
マ
ン
地
方
や
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
大
学
が
創
設
さ
れ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
、
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
等
で
多
数
、
大
学
が
出
現
し
た
。
ま
た
、

一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
は
ラ
イ
デ
ン
や
ダ
ブ
リ
ン
な

ど
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
大
学
が
発
展
、
そ
し
て
大
学
は
と
う
と

う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
、
具
体
的
に
は
南
北
ア
メ
リ
カ
に
も
出
現
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
世
紀
以
降
、
大
学
は
日
本
を
含
む
世
界
各
地
に
作
ら

れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
大
学
の
発
祥
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
大
学

と
い
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
以
降
の
ア
メ
リ
カ

の
大
学
の
発
展
は
著
し
か
っ
た
。
柔
軟
な
教
育
、
専
門
教
育
と
教
養

教
育
と
の
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
寄
付
な
ど
に
よ
る
豊
富
な
財
源
の

確
保
、
と
い
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
モ
デ
ル
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

以
上
が
、
一
三
世
紀
初
頭
、
す
な
わ
ち
今
か
ら
約
八
〇
〇
年
く
ら

い
前
に
三
つ
の
大
学
か
ら
出
発
し
て
、
世
界
各
地
に
大
学
が
出
現
し

た
ご
く
簡
単
な
経
緯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
核
心
的
な
問
い
で
あ
る
「
大

学
と
は
何
か
？
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
本
書
の
内

容
を
要
約
す
る
の
で
は
な
く
、
我
が
国
で
持
た
れ
て
い
る
昔
の
ヨ
ー

『
大
学
の
歴
史
』
か
ら
考
え
る
〝
大
学
と
は
何
か
〟

河
合
　
利
修

　
（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

書
評
エ
ッ
セ
イ

ロ
ッ
パ
の
大
学
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
本
書
か
ら
得
ら
れ
る
知

識
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
大
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

以
下
、
四
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
る
。

昔
の
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
①

学
生
が
学
び
た
い
先
生
の
も
と
に
集
ま
っ
て
き
て
、大
学
が
出
現
し
た
。

た
し
か
に
、
大
学
が
成
立
す
る
前
に
存
在
し
て
い
た
私
立
学
校
は

教
師
の
評
判
に
学
生
が
集
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
初

期
の
三
大
学
の
成
立
は
、
そ
の
よ
う
に
牧
歌
的
で
単
純
な
理
由
で
は

な
か
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
学
生
は
む
し
ろ
「
権

威
あ
る
教
師
の
も
と
に
集
う
こ
と
を
や
め
、
出
身
地
ご
と
に
」
集
ま

り
、「
ナ
チ
オ
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
同
郷
会
）」
を
結
成
、そ
れ
が
大
学
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る 

。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
リ
大
学
と
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
は
教
師
た
ち
が
組
合
を
結
成
、
大
学
に
な
っ
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
設
立
さ
れ
た
大
学
は
君
主
や
国
家
が
設
立
し

た
も
の
も
多
く
、
自
然
発
生
的
に
大
学
が
で
き
た
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
。
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昔
の
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
②

大
学
で
は
教
養
科
目（
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
）が
重
視
さ
れ
た
。

こ
れ
も
時
代
や
地
域
に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
。
初
期
の
大
学
で
は
、

学
問
を
「
予
備
課
程
」
と
「
高
等
課
程
」
に
分
け
、
教
養
科
目
、
す
な

わ
ち
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
は
予
備
課
程
で
教
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
一
般
予
備
課
程
を「
人
文
学
部
」と
呼
ん
で
い
た 

。
し
か
し
、「
人

文
学
部
」
の
在
り
方
は
一
様
で
は
な
く
、
地
中
海
沿
岸
地
域
の
大
学

で
は
人
文
学
部
へ
の
取
り
組
み
は
弱
く
、
同
地
方
で
主
流
で
あ
っ
た

法
学
の
用
を
足
す
よ
う
な
文
法
学
と
修
辞
学
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
が

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
時
代
も
場
所
も
異
な
る
が
、
一
七
三
三
年
に
ド
イ
ツ
の
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
選
定
侯
領
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
が
創
設
さ
れ
、
現

在
に
も
続
く
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
の
導
入
な
ど
、「
革
新
的
試
み
」
が
導

入
さ
れ
た
が
、
人
文
学
部
は
哲
学
部
と
し
て
よ
み
が
え
っ
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
る 

。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
他

の
大
学
で
は
人
文
学
部
が
「
完
全
に
衰
退
し
て
し
ま
う
か
、
コ
レ
ー

ジ
ュ
〔
カ
レ
ッ
ジ
〕
の
最
終
学
年
組
み
入
れ
ら
れ
て
」
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ツ
も
栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

昔
の
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
③

大
学
に
通
っ
た
の
は
主
に
貴
族
や
大
金
持
ち
の
子
弟
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
世
の
大
学

に
お
け
る
学
生
の
出
自
を
見
極
め
る
の
は
困
難
な
よ
う
だ
が
、
意
外

に
も
貴
族
の
子
弟
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
多
く
て
も
一
〇
～
一
五
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
り
、
中
産
階
級
出
身
者
か
つ
都
市
出
身
者
が
大
多
数
で

あ
っ
た 

。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の

大
学
で
は
、
貴
族
や
大
金
持
ち
に
限
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
国
の

エ
リ
ー
ト
層
の
子
弟
の
割
合
が
多
く
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
例

え
ば
先
ほ
ど
触
れ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
一
七
八
五
年
か

ら
そ
の
翌
年
ま
で
、
貴
族
出
身
の
学
生
は
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
民

出
身
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
平
民
出
身
者
は
一
八
一
〇
年
に

は
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
ほ
ぼ
い
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

昔
の
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
④

大
学
は
自
治
権
を
も
ち
、
国
家
や
教
会
か
ら
独
立
し
て
い
た
。

ま
ず
大
学
の
自
治
権
で
誤
解
が
あ
る
の
は
、
自
治
権
は
教
皇
や
君

主
に
認
め
ら
れ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
①
で
紹

介
し
た
パ
リ
大
学
は
教
皇
か
ら
、
ま
た
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

は
国
王
か
ら
自
治
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世

紀
に
か
け
て
の
大
学
と
国
家
の
関
係
を
著
し
た
文
章
を
以
下
、
引
用

し
た
い
。

　
　
「
大
学
は
次
第
に
王
政
国
家
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。

た
し
か
に
大
学
は
、そ
れ
［
国
家
の
要
請
に
答
え
る
こ
と
］
と
引

き
換
え
に
い
く
ば
く
か
の
財
政
的
な
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
（
教
師
の
給
与
）、
大
学
人
の
な
か
に
は
、

華
や
か
な
キ
ャ
リ
ア
が
保
証
さ
れ
た
者
も
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
ま
で
大
学
が
誇
っ
て
い
た
自
治
は
後
退
し
て
い
く
。」 

一
概
に
、
現
在
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
引
用

部
分
と
現
在
の
大
学
の
あ
り
方
と
を
重
ね
て
し
ま
う
の
は
筆
者
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
日
本
人
が
い
だ
い
て
い
る
昔
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
関

す
る
イ
メ
ー
ジ
と
、『
大
学
の
歴
史
』
の
記
述
を
比
較
検
討
し
て
み
た
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
一
冊
だ
け
で
大
学
の
在
り
方
を
考
え
る
の
は
不
十

分
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
歴
史
学
が
専
門
で
は
な
い
筆
者
が
大
学
の

歴
史
を
考
え
る
の
も
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
ご
容

赦
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
最
初
の
問
い
「
大
学
と
は
何
か
？
」
を
考

え
て
み
る
と
、
大
学
は
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
そ
の
在
り
方

が
異
な
り
、
一
概
に
は
言
え
な
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
言
う
と
、「
大
学
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
理

想
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
は
実
は
乱
暴
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
ま

で
に
な
っ
た
。
大
学
の
あ
り
方
は
時
代
や
国
、あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ

て
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
あ
り
方
は
各
大
学
異
な
る
。
例
え
ば
、
愛

知
県
を
は
じ
め
と
し
た
中
部
地
域
の
大
学
は
、
中
部
地
域
の
も
の
づ

く
り
を
行
う
企
業
に
と
っ
て
必
要
な
技
術
者
を
多
数
輩
出
し
、
ま
た
、

中
部
地
域
の
研
究
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
役
割
は
東
京
の
大

学
で
は
担
え
な
い
の
で
あ
る
。
中
部
地
域
の
大
学
は
そ
の
地
域
で
立

派
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
特
色
あ
る
教
育
、
研
究
を
行
っ
て
い

る
。「
大
学
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
た
瞬
間
、
大
学
は

画
一
的
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。『
大
学
の
歴
史
』
か
ら
見
え

て
く
る
の
は
、
大
学
の
多
様
性
で
あ
る
。

私
大
な
ら
で
は
の
〝
建
学
の
精
神
〟

最
後
に
、
我
が
国
の
大
学
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
点

を
指
摘
し
て
終
わ
り
た
い
。『
大
学
の
歴
史
』
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学

の
歴
史
を
主
に
扱
っ
て
い
る
が
、
世
界
的
な
大
学
の
広
が
り
の
例
と
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し
て
、
日
本
の
大
学
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
る 

。
そ
こ
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
財
政
的
に
帝
国
大
学
を
拡

充
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
た
め
、
私
立
大
学
が
創
設
さ
れ
、
戦
後
は

私
立
大
学
が
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
が
国
の
大
学
教

育
の
な
か
で
私
立
大
学
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
立
大
学
に
籍

を
お
く
よ
う
に
な
っ
て
筆
者
が
感
じ
た
こ
と
だ
が
、
私
立
大
学
の
強

み
は
、
私
立
大
学
に
は
建
学
の
精
神
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
、

主
な
国
立
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
大
学
の
案
内
を
み
て
も
、
建
学

の
精
神
は
み
つ
か
ら
な
い
。
理
念
や
宣
言
は
あ
る
が
、
作
ら
れ
た
の

は
ご
く
最
近
の
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
立
大
学
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
独
自
の
建
学
の
精
神
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等

の
表
現
）
が
簡
単
に
見
つ
か
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
大
学
は
一
般
化
で

き
な
い
多
様
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
の
私
立
大
学

は
今
後
、
様
々
な
試
練
や
淘
汰
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
建
学
の
精
神

を
持
っ
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

有
明
佐
賀
空
港
（
現
九
州
佐
賀
国
際
空
港
）

秋
色
の
絨
毯
を
敷
き
詰
め
た
よ
う
な
、
鮮
や
か
な
景
色
を
飛
行
機

の
窓
か
ら
見
下
ろ
し
な
が
ら
、有
明
佐
賀
空
港
に
到
着
。
空
港
ロ
ビ
ー

を
見
上
げ
る
と
、
袴
姿
の
佐
野
常
民
の
巨
大
な
写
真
が
。
驚
き
と
嬉

し
さ
の
あ
ま
り
、
し
ば
し
口
を
開
け
て
見
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
佐
賀
市
の
佐
野
常
民
記
念
館
の
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー
に
向
か
っ
て
「
佐

野
さ
ん
、
お
邪
魔
し
ま
す
！
」。
レ
ン
タ
カ
ー
の
ハ
ン
ド
ル
を
握
り
、

雲
一
つ
な
い
秋
空
の
下
、
黄
金
色
の
稲
穂
と
緑
の
大
豆
畑
が
果
て
し

な
く
続
く
道
を
グ
ン
グ
ン
と
走
り
ぬ
け
る
。
助
手
席
に
は
、
窓
か
ら

入
る
風
に
目
を
細
め
る
吉
川
龍
子
さ
ん
。
四
四
歳
と
八
八
歳
女
子
の

二
人
旅
が
始
ま
っ
た
。

佐
野
常
民
＝
日
本
赤
十
字
社
創
設
者
（
一
八
二
二
―
一
九
〇
二
）

吉
川
龍
子=

吉
川
弘
文
館
出
版
『
佐
野
常
民
』
の
著
者

佐
賀
三
重
津
海
軍
所
跡
（
世
界
文
化
遺
産
登
録
）

今
年
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
「
三
重
津
海
軍
所

跡
」
は
、
佐
野
常
民
記
念
館
の
玄
関
前
に
位
置
す
る
。
巨
大
な
遺
跡

群
が
立
ち
並
ぶ
景
色
を
期
待
し
て
、
私
は
記
念
館
前
の
土
手
を
駆
け

上
が
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
は
広
々
と
し
た
早
津
江
川
の
河
川
敷
が
あ

る
ば
か
り
。
遺
跡
の
ほ
と
ん
ど
は
土
の
中
。
思
わ
ず
「
え
～
、
ま
じ
？

佐
賀
県
の
皆
様
、
奥
ゆ
か
し
い
に
も
程
が
あ
り
ま
す
。」
で
も
、
す
ぐ

佐
賀

―
赤
十
字
ゆ
か
り
の
地
を
歩
く

大
西
　
智
子

　
（
日
本
赤
十
字
社
総
務
部
参
事
・
秘
書
課
主
査
）

赤
十
字
発
見
の
旅
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に
思
い
直
し
た
。「
こ
れ
ほ
ど
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
場
所
が
あ
る
だ
ろ

う
か
」
と
。

日
本
赤
十
字
社
の
創
設
者
で
佐
賀
出
身
の
佐
野
常
民
（
以
下
、
佐
野

さ
ん
）
は
、
長
崎
海
軍
伝
習
所
で
勝
海
舟
ら
と
共
に
学
ん
だ
船
の
技

術
者
で
も
あ
っ
た
。
佐
賀
藩
の
名
君
で
あ
っ
た
鍋
島
直
正
公
（
閑
叟
と

い
う
名
で
知
ら
れ
る
）
が
、
航
海
、
造
船
、
航
行
術
等
の
最
先
端
技
術

を
学
ば
せ
る
た
め
に
長
崎
に
派
遣
し
た
、
佐
賀
藩
の
優
秀
な
若
手
グ

ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
が
佐
野
さ
ん
だ
っ
た
。
船
に
大
き
な
関
心
を
寄

せ
た
佐
賀
藩
が
、
三
重
津
に
御お

ふ
な
て
け
い
こ
し
ょ

船
手
稽
古
所
を
設
け
た
の
が
、「
三

重
津
海
軍
所
」
の
始
ま
り
。
同
海
軍
所
で
は
、
佐
賀
藩
の
若
者
が
船

の
操
縦
や
造
船
、
修
理
の
み
な
ら
ず
、
射
撃
の
訓
練
ま
で
し
た
そ

う
だ
。
佐
賀
市
諸
富
町
南
部
・
川
副
町
北
東
部
の
一
帯
は
幕
末
当

時
、「
三
重
津
」
と
呼
ば
れ
、「
津
」
は
港
を
表
し
た
。
こ
こ
「
三
重
津
」

が
あ
る
早
津
江
川
は
、
有
明
海
に
つ
な
が
り
、
潮
の
干
満
の
差
が
日

本
一
だ
と
か
。
そ
の
河
原
に
人
工
的
な
船
着
き
場
を
作
り
、
船
を
停

舶
さ
せ
る
と
、
潮
が
引
い
た
時
に
船
底
が
現
れ
る
。
自
然
の
力
を
利

用
し
た
豊
か
な
発
想
は
、
も
し
や
佐
野
さ
ん
？
と
推
察
し
て
し
ま
う

の
は
、
早
合
点
か
。
彼
は
こ
こ
早
津
江
津
の
地
で
生
ま
れ
、
貝
拾
い

を
し
て
育
っ
た
人
だ
か
ら
、
発
案
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

一
八
六
五
年
に
は
日
本
初
の
実
用
蒸
気
船
「
凌

り
ょ
う
ふ
う
ま
る

風
丸
」
が
、
こ
こ
で
誕

生
し
た
。
三
重
津
に
お
け
る
造
船
の
関
連
資
料
に
は
、
佐
野
さ
ん
の

2 
 

日本赤十字社の創設者で佐賀出身の佐野常民（以下、佐野さん）は、長崎海軍伝習所で勝海舟らと共

に学んだ船の技術者でもあった。佐賀藩の名君であった鍋島直正公（閑叟という名で知られる）が、航

海、造船、航行術等の最先端技術を学

ばせるために長崎に派遣した、佐賀藩

の優秀な若手グループのリーダー役が

佐野さんだった。船に大きな関心を寄

せた佐賀藩が、三重津に御船手稽古所

（おふなてけいこしょ）を設けたのが、

「三重津海軍所」の始まり。同海軍所

では、佐賀藩の若者が船の操縦や造船、

修理のみならず、射撃の訓練までした

そうだ。佐賀市諸富町南部・川副町北東部の一帯は幕末当時、「三重津」と呼ばれ、「津」は港を表した。

ここ「三重津」がある早津江川は、有明海につながり、潮の干満の差が日本一だとか。その河原に人工

的な船着き場を作り、船を停舶させると、潮が引いた時に船底が現れる。自然の力を利用した豊かな発

想は、もしや佐野さん？と推察してしまうのは、早合点か。彼はここ早津江津の地で生まれ、貝拾いを

して育った人だから、発案したとしても不思議ではない。1865 年には日本初の実用蒸気船「凌風丸（り

ょうふうまる）」が、ここで誕生した。三重津における造船の関連資料には、佐野さんの名前が随所に現

れ、当時の三重津海軍所の中心人物であったことが判る。吉川さんと二人で、のんびりと太陽を浴びな

がら海軍所跡辺りを散策すると、爽やかな秋風と共にススキや葦の葉がサワサワと静かな音を立て、時

折珍しい野鳥の美しい鳴き声が耳に響き、心地よい。思わず両手を上げて、うーんと伸びをしたその瞬

間、海の果てのまだ見ぬ外国を夢見た、当時の優秀な佐賀の若者たちの威勢の良い声や、造船の音が遠

くに聞こえたような気がした。 
（写真キャプション：「佐賀藩三重津海軍所絵図：公益財団法人鍋島報效会所蔵」） 
 
有明海の赤い宝…シチメンソウ 
夕暮れの有明海は黄金色にきらめき、波打ち際には見渡す限りにシチメンソウ（塩生植物）の赤い帯

が広がる。「まだまだ赤くなるのよ」と日赤中央女子短期大学卒業生で佐賀の保健師としてご活躍された

副田峰子さん。（吉川さんが同短大の図書館勤務時代からのお付き合い）。海辺に目を凝らすと、ぴょん

ぴょんと撥ねるムツゴロウや、速足で逃げる小さな蟹の姿も。かつてこの地域一帯が、1828 年の子年大

風（現在でいうシーボルト台風）による高潮によって水没し、佐賀藩だけで 1 万人以上が亡くなる壊滅

的な被害を受けた際、当時 5～6 歳であった佐野少年はその惨状を目の当たりにしたはずであり、その体

験が後の佐野さんの人道活動に影響したかも知れないと吉川さんは語る。友人や知人を失い、被災後の

凄まじい光景を目の当たりにする少年に思いを馳せ、夕日にきらめく海面と、果てしなく広がる美しい

シチメンソウを眺めた。海岸沿いの広々とした公園には、佐野さんら佐賀藩有数の若者らが造船した実

物大の「凌風
りょうふう

丸
まる

」があり、滑り台や登り網が付いた遊具となっていて、子どもたちに親しまれている。 
 
佐野常民記念館 感動の展示① 

（写真キャプション：「佐野常民記念館 1 階展示ホールの特別展の様子」 

佐賀藩三重津海軍所絵図
� （公益財団法人鍋島報效会所蔵）

名
前
が
随
所
に
現
れ
、
当
時
の
三
重
津
海
軍
所
の
中
心
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
る
。
吉
川
さ
ん
と
二
人
で
、
の
ん
び
り
と
太
陽
を
浴
び

な
が
ら
海
軍
所
跡
辺
り
を
散
策
す
る
と
、
爽
や
か
な
秋
風
と
共
に
ス

ス
キ
や
葦
の
葉
が
サ
ワ
サ
ワ
と
静
か
な
音
を
立
て
、
時
折
珍
し
い
野

鳥
の
美
し
い
鳴
き
声
が
耳
に
響
き
、
心
地
よ
い
。
思
わ
ず
両
手
を
上

げ
て
、
う
ー
ん
と
伸
び
を
し
た
そ
の
瞬
間
、
海
の
果
て
の
ま
だ
見
ぬ

外
国
を
夢
見
た
、
当
時
の
優
秀
な
佐
賀
の
若
者
た
ち
の
威
勢
の
良
い

声
や
、
造
船
の
音
が
遠
く
に
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

有
明
海
の
赤
い
宝
…
シ
チ
メ
ン
ソ
ウ

夕
暮
れ
の
有
明
海
は
黄
金
色
に
き
ら
め
き
、
波
打
ち
際
に
は
見
渡

す
限
り
に
シ
チ
メ
ン
ソ
ウ
（
塩
生
植
物
）
の
赤
い
帯
が
広
が
る
。「
ま
だ

ま
だ
赤
く
な
る
の
よ
」
と
日
赤
中
央
女
子
短
期
大
学
卒
業
生
で
佐
賀

の
保
健
師
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
副
田
峰
子
さ
ん
。（
吉
川
さ
ん
が
同
短

大
の
図
書
館
勤
務
時
代
か
ら
の
お
付
き
合
い
）。
海
辺
に
目
を
凝
ら
す
と
、

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
撥
ね
る
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
や
、
速
足
で
逃
げ
る
小
さ
な

蟹
の
姿
も
。
か
つ
て
こ
の
地
域
一
帯
が
、
一
八
二
八
年
の
子
年
大
風

（
現
在
で
い
う
シ
ー
ボ
ル
ト
台
風
）
に
よ
る
高
潮
の
た
め
に
水
没
し
、
佐

賀
藩
だ
け
で
一
万
人
以
上
が
亡
く
な
る
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
際
、

当
時
五
～
六
歳
で
あ
っ
た
佐
野
少
年
は
そ
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に

し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
体
験
が
後
の
佐
野
さ
ん
の
人
道
活
動
に
影

響
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
吉
川
さ
ん
は
語
る
。
友
人
や
知
人
を
失
い
、

被
災
後
の
凄
ま
じ
い
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
少
年
に
思
い
を
馳

せ
、
夕
日
に
き
ら
め
く
海
面
と
、
果
て
し
な
く
広
が
る
美
し
い
シ
チ

メ
ン
ソ
ウ
を
眺
め
た
。
海
岸
沿
い
の
広
々
と
し
た
公
園
に
は
、
佐
野

さ
ん
ら
佐
賀
藩
の
若
者
ら
が
造
船
し
た
実
物
大
の
「
凌
風
丸
」
が
あ

り
、
滑
り
台
や
登
り
網
が
付
い
た
遊
具
と
な
っ
て
い
て
、
子
ど
も
た

ち
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

「
佐
野
常
民
記
念
館
」
感
動
の
展
示
①

入
口
で
最
初
に
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、
壁
一
面
に
展
示
さ
れ
た

小
学
一
年
生
の
書
。
思
わ
ず
、
床
に
平
伏
し
そ
う
に
な
っ
た
。
同
館

の
古
賀
館
長
は
、
毎
年
、
子
ど
も
た
ち
を
率
い
て
青
山
霊
園
（
東
京
）

の
佐
野
さ
ん
の
墓
参
と
日
赤
本
社
見
学
に
立
ち
寄
ら
れ
る
こ
と
や
、

子
ど
も
た
ち
に
は
「
人
に
優
し
く
、
英
知
あ
ふ
れ
る
人
間
に
育
っ
て

も
ら
い
た
い
」
と
、
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
館
長
や
佐
賀
の
皆
さ
ん
の

教
育
に
対
す
る
熱
い
思
い
が
館
内
に
溢
れ
、
心
地
よ
い
空
間
で
あ
る
。

館
内
の
充
実
し
た
展
示
の
数
々
は
、
見
応
え
十
分
。
海
軍
所
跡

の
ジ
オ
ラ
マ
３
Ｄ
映
像
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
ほ
か
、
迫
力
の
映

像
シ
ア
タ
ー
を
は
じ
め
年
譜
、
資
料
、
書
簡
な
ど
、
展
示
さ
れ
た
内
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「
佐
野
常
民
記
念
館
」
感
動
の
展
示
②

展
示
物
の
前
で
私
が
思
わ
ず
息
を
呑
ん
で
立
ち
止
ま
っ
た
瞬
間

が
何
度
か
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
ウ
ィ
ナ
ー
・
エ
キ
ス
ト
ラ
ブ
ラ
ッ

ト
と
い
う
ウ
ィ
ー
ン
の
新
聞
記
事
（
一
八
七
四
年
八
月
二
〇
日
付
）。
ペ

ン
画
で
描
か
れ
た
佐
野
常
民
さ
ん
の
肖
像
画
が
一
面
を
飾
っ
て
い
る
。

ま
る
で
現
代
の
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
Ｓ
誌
の
表
紙
、
時
の
人
だ
。

記
事
の
内
容
は
以
下
の
通
り
。

　
　
『
黄
色
い
肌
で
、
賢
そ
う
な
切
れ
長
の
目
を
し
た
極
東
の
小

柄
な
人
種
は
、
ア
ジ
ア
の
同
胞
の
う
ち
で
も
い
ち
早
く
西
洋
的

な
も
の
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
驚
嘆
に
値
し
、
世
界
万
国
博
覧
会

以
来
、
我
々
に
と
っ
て
非
常
に
身
近
な
存
在
と
な
っ
た
。（
中

略
）
ぶ
か
ぶ
か
の
ズ
ボ
ン
や
サ
ン
ダ
ル
を
捨
て
、
衣
装
替
え
を

し
て
ピ
カ
ピ
カ
の
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
も
被
り
、
す
っ
か
り
欧
州
の

社
交
界
風
に
着
飾
っ
て
お
目
見
え
し
た
の
で
あ
る
。
変
革
に
対

す
る
受
容
性
、
実
用
的
か
つ
美
的
事
項
の
習
得
に
対
す
る
慧
眼
、

（
中
略
）
欧
州
の
行
動
文
化
諸
国
も
例
外
で
は
な
く
、
世
界
の
ど

の
民
族
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
あ
っ
ぱ
れ
な
態
度
は
見
ら
れ
な

い
。
宗
教
の
こ
と
は
別
と
し
て
、
日
本
人
が
西
洋
の
す
べ
て
を

葉がサワサワと静かな音を立て、時折珍しい野鳥の美しい鳴き声が耳に響き、心地よい。思わず両手を

上げて、うーんと伸びをしたその瞬間、海の果てのまだ見ぬ外国を夢見た、当時の優秀な佐賀の若者た

ちの威勢の良い声や、造船の音が遠くに聞こえたような気がした。

（写真キャプション：「佐賀藩三重津海軍所絵図：公益財団法人鍋島報效会所蔵」）

有明海の赤い宝… シチメン

ソウ

夕暮れの有明海は 黄金色に

きらめき、波打ち際に は見渡す

限りにシチメンソウ （塩生植

物）の赤い帯が広が る。「まだ

まだ赤くなるのよ」と 日赤中央

女子短期大学卒業生 で佐賀の

保健師としてご活躍 された副

田峰子さん。（吉川さんが同短大の図書館勤務時代からのお付き合い）。海辺に目を凝らすと、ぴょんぴ

ょんと撥ねるムツゴロウや、速足で逃げる小さな蟹の姿も。かつてこの地域一帯が、1828年の子年大風

（現在でいうシーボルト台風）による高潮によって水没し、佐賀藩だけで 1 万人以上が亡くなる壊滅的

な被害を受けた際、当時 5 ～ 6 歳であった佐野少年はその惨状を目の当たりにしたはずであり、その体

験が後の佐野さんの人道活動に影響したかも知れないと吉川さんは語る。友人や知人を失い、被災後の

凄まじい光景を目の当たりにする少年に思いを馳せ、夕日にきらめく海面と、果てしなく広がる美しい

シチメンソウを眺めた。海岸沿いの広々とした公園には、佐野さんら佐賀藩有数の若者らが造船した実

物大の「凌 風丸」があり、滑り台や登り網が付いた遊具となっていて、子どもたちに親しまれている。
りょうふうまる

佐野常民記念館 感動の展示①

（写真キャプション：「佐野常民記念館 1階展示ホールの特別展の様子」

入口で最初に出迎えてくれたのは、壁一面に展示された小

学一年生の書。思わず、床に平伏しそうになった。同館の古

賀館長は毎年、子どもたちを率いて青山霊園（東京）の佐野

さんの墓参の後に、いつも日赤本社見学に立ち寄られること

や、子どもたちには「人に優しく、英知あふれる人間に育っ

てもらいたい」と、語って下さった。館長や佐賀の皆さんの

教育に対する熱い思いが館内に溢れ、心地よい空間である。

館内の充実した展示の数々は、見応え十分。海軍所跡のジ

オラマ３ D 映像を楽しむことが出来るほか、迫力の映像シアターをはじめ年譜、資料、書簡など、展示

された内容から、関係者の工夫が見て取れる。元川副町長の江口様、シチメンソウが映える有明海を案

内して下さった副田峰子さんをはじめ、ベテランの案内ボランティアさんが大勢おられ、嬉しいサプラ

イズだった。記念館は多くの人たちに愛され、支えられている。佐賀の熱い思いに、東京からも何とか

2

佐野常民記念館一階展示ホールの特別展の様子

容
か
ら
、
関
係
者
の
工
夫
が
見
て
取
れ
る
。
元
川
副
町
長
の
江
口
様
、

シ
チ
メ
ン
ソ
ウ
が
映
え
る
有
明
海
を
案
内
し
て
下
さ
っ
た
副
田
峰
子

さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
、
ベ
テ
ラ
ン
の
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が

大
勢
お
ら
れ
、
嬉
し
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
だ
っ
た
。
記
念
館
は
多
く
の
人

た
ち
に
愛
さ
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
。
佐
賀
の
熱
い
思
い
に
、
東
京

か
ら
も
何
と
か
応
え
た
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。

知
り
尽
く
す
に
も
、
そ
う
時
間
が
か
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

西
洋
と
の
交
流
活
発
化
を
促
進
す
る
た
め
、
日
本
の
帝
は
こ
こ

に
描
か
れ
た
佐
野
常
民
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
遣
わ
し
た
。
遥
か
な

る
島
国
か
ら
赴
任
し
た
こ
の
大
使
は
、
長
年
の
ウ
ィ
ー
ン
駐
在

期
間
に
個
人
的
に
も
ま
た
国
家
に
と
っ
て
も
多
く
の
友
好
関
係

を
獲
得
し
た
。
佐
野
常
民
は
こ
の
た
び
天
皇
よ
り
本
国
の
大
臣

職
を
仰
せ
つ
か
り
、
江
戸
へ
帰
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
我
が

国
の
大
臣
た
ち
の
政
治
を
傍
観
し
た
こ
の
人
物
が
、
こ
れ
か
ら

三
八
五
〇
島
か
ら
な
る
帝
国
の
行
く
末
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
行
く
の
で
あ
る
。』

　

（
ボ
ン
大
学
の
ペ
ー
タ
ー
・
パ
ン
ツ
ァ
ー
先
生
の
翻
訳
文
の
一
部
を
抜
粋
）

明
治
四
年
に
日
本
政
府
が
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
へ
の
参
加
を
決
定

し
た
際
、
そ
の
事
務
総
裁
に
は
大
隈
重
信
、
副
総
裁
に
佐
野
さ
ん
が

任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
佐
野
さ
ん
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
イ
タ
リ
ア
の

公
使
（
今
の
大
使
）
の
役
目
も
担
っ
て
い
た
。
佐
野
さ
ん
は
万
国
博
へ

の
出
品
作
品
の
収
集
に
力
を
注
ぎ
、
二
年
後
ウ
ィ
ー
ン
に
旅
立
っ

た
。
現
地
で
は
日
本
庭
園
造
成
や
展
示
の
責
任
者
と
し
て
指
示
に
明

け
暮
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
か
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
皇
后
が
、
日

本
の
大
工
に
よ
る
カ
ン
ナ
の
技
巧
を
ご
覧
に
な
り
、
長
い
カ
ン
ナ
く

ず
を
持
ち
帰
ら
れ
た
と
か
。
ま
た
あ
っ
と
い
う
間
に
袴
姿
か
ら
洋
装

「ウィナー・エキストラブラット」（明治 7年 8月 20日付）
（日本赤十字社佐賀県支部所蔵、佐野常民記念館寄託）
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に
変
身
し
た
佐
野
さ
ん
が
、
唯
一
手
放
さ
な
か
っ
た
「
ふ
ん
ど
し
」
を

ホ
テ
ル
の
浴
室
で
自
ら
洗
濯
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
部
屋
に
入
っ
て
き

た
ボ
ー
イ
に
奪
わ
れ
、
後
日
き
れ
い
に
糊
付
け
ま
で
さ
れ
た
、
箱
入

り
三
つ
折
り
「
ふ
ん
ど
し
」
が
届
い
た
と
か
。
超
多
忙
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
生
活
が
一
〇
カ
月
過
ぎ
た
頃
、
佐
野
さ
ん
は
肝
臓
病
を
患
い
、
現

地
で
死
の
淵
を
彷
徨
う
事
態
に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ

の
時
、
親
身
に
な
っ
て
佐
野
さ
ん
を
看
病
し
た
の
が
政
府
派
遣
員
の

平
山
成
一
郎
（
後
の
平
山
成
信
日
赤
第
五
代
社
長
）
で
あ
り
、
因
縁
を
感

じ
る
。
肝
臓
の
持
病
は
お
酒
が
原
因
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

以
前
、
佐
野
さ
ん
が
実
は
酒
好
き
で
あ
っ
た
と
の
記
録
を
読
み
、
急

に
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
疲
れ
た
身
体
で
、
多
く
の
人
に

気
を
遣
い
な
が
ら
味
わ
っ
た
ワ
イ
ン
は
、
ど
こ
の
名
品
だ
っ
た
の
か

と
想
像
す
る
と
楽
し
い
。

病
み
上
が
り
の
佐
野
さ
ん
は
、
日
本
へ
の
帰
国
準
備
中
、
ウ
ィ
ー

ン
万
国
博
の
出
品
物
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
買
い
求
め
た
品
物
を
積
ん
だ

ニ
ー
ル
号
が
伊
豆
半
島
沖
で
沈
没
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
解
決

の
た
め
郵
船
会
社
に
自
ら
赴
き
、
保
険
金
支
払
い
の
直
談
判
を
し
て
、

運
賃
返
金
や
次
回
の
運
賃
を
無
料
に
す
る
こ
と
な
ど
を
約
束
さ
せ
た

ら
し
い
。
佐
野
さ
ん
は
、
凄
腕
の
交
渉
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

た
び
た
び
発
揮
さ
れ
る
、
持
ち
前
の
「
粘
り
勝
ち
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
に
は

欠
か
せ
な
い
一
つ
だ
。
ま
た
帰
国
し
た
翌
日
に
は
、
明
治
天
皇
に
謁

を
賜
り
万
国
博
の
復
命
を
行
っ
た
。
そ
の
後
一
六
部
門
に
わ
た
る
万

国
博
の
報
告
書
の
編
纂
に
没
頭
し
て
、
明
治
八
年
に
印
刷
刊
行
さ
れ

た
。
文
明
開
化
の
礎
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
、
こ
の

貴
重
な
報
告
書
は
、
鍋
島
報
效
会
か
ら
佐
賀
県
立
図
書
館
に
寄
託
保

存
さ
れ
、
誰
で
も
閲
覧
で
き
る
。

「
佐
野
常
民
記
念
館
」
感
動
の
展
示
③

も
う
一
つ
、
私
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
展
示
物
、
そ
れ

は
佐
野
さ
ん
の
メ
モ
帳
。
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
で
、
肌
身
離
さ
ず
着
物

の
た
も
と
や
洋
装
の
懐
に
入
れ
た
も
の
。
い
つ
で
も
書
き
留
め
る
た

め
に
、
小
さ
な
筆
記
具
（
鉛
筆
）
も
持
っ
て
い
た
。
佐
野
さ
ん
の
大
き

な
書
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
私
も
今
ま
で
い
く

つ
か
拝
見
し
た
が
、
躊
躇
な
く
筆
を
持
ち
、
一
気
に
書
い
た
感
じ
で
、

ど
れ
も
お
お
ら
か
な
伸
び
伸
び
と
し
た
字
。
そ
れ
が
メ
モ
帳
は
一
変

し
て
、
す
ご
い
緻
密
さ
と
緊
張
感
な
の
だ
。
そ
の
字
の
詰
め
込
み
方

と
言
っ
た
ら
！
漢
学
、
医
術
、
精
煉
方
の
薬
品
、
蒸
気
船
の
機
械
技
術
、

語
学
、
美
術
品
、
商
業
な
ど
の
知
識
を
、
若
い
頃
か
ら
む
さ
ぼ
る
よ

う
に
身
に
付
け
た
佐
野
さ
ん
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。
懸
命
さ
、

真
面
目
さ
、
一
途
さ
、
ど
ん
欲
な
ま
で
の
知
識
欲
、
そ
し
て
煮
え
た

ぎ
る
よ
う
な
志
が
、
小
さ
な
文
字
の
行
間
か
ら
湯
気
の
よ
う
に
立
ち

上
る
。「
国
を
背
負
っ
た
明
治
の
日
本
人
」
と
は
こ
う
い
う
人
だ
っ
た

の
か
と
、
目
を
凝
ら
し
て
メ
モ
帳
に
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
是
非
い

つ
か
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
。

精
煉
方
（
多
布
施
、
反
射
炉
跡
）

日
赤
佐
賀
県
支
部
で
車
を
留
め
、
支
部
の
佐
藤
さ
ん
と
元
職
員
の

樋
口
さ
ん
の
案
内
で
、
住
宅
地
を
通
っ
て
せ
せ
ら
ぎ
の
小
川
を
上
っ

て
ゆ
く
と
、
精
煉
方
跡
の
石
碑
が
あ
り
、
更
に
奥
に
行
く
と
、
大
き

な
木
を
中
心
に
緑
の
敷
地
が
広
が
る
。
こ
こ
は
当
時
佐
賀
藩
の
最
先

端
科
学
技
術
の
研
究
所
だ
。
現
代
の
「
つ
く
ば
未
来
都
市
」
や
「
宇
宙

航
空
研
究
開
発
機
構
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
オ
ラ
ン
ダ

語
で
書
か
れ
た
西
洋
の
最
先
端
技
術
の
原
書
を
、
伊
東
玄
朴
、
杉
谷

雍
介
、
石
黒
貫
二
ら
が
翻
訳
し
た
も
の
を
在
来
技
術
と
融
合
さ
せ
て

試
作
、
実
験
を
重
ね
て
実
用
化
さ
せ
た
、
研
究
者
の
血
と
汗
と
涙
が

し
み
込
ん
だ
地
で
あ
る
。
蒸
気
機
関
車
、
蒸
気
船
、
後
装
式
線
条
施

条
砲
（
大
砲
）
の
開
発
も
こ
の
精
煉
方
で
行
わ
れ
、
佐
野
さ
ん
は
そ
の

精
煉
方
の
中
心
的
人
物
だ
っ
た
。
当
時
の
資
料
（
複
製
）
が
佐
賀
城
本

丸
歴
史
史
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
中
に
は
研
究
所
跡
が

今
も
眠
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
よ
く
ぞ
マ
ン
シ
ョ
ン
も
コ
ン
ビ
ニ

も
建
設
さ
れ
ず
に
、
こ
の
土
地
が
守
ら
れ
続
け
て
き
た
と
、
歴
代
の

地
主
の
方
に
頭
が
下
が
る
ば
か
り
だ
。

こ
の
地
で
開
発
さ
れ
た
後
装
式
線
条
施
条
砲
は
、
当
時
画
期
的

な
武
器
と
な
り
、
会
津
戦
争
、
戊
辰
戦
争
、
上
野
の
戦
争
で
彰
義
隊

を
潰
滅
さ
せ
そ
の
威
力
を
発
揮
し
た
。
佐
賀
藩
が
会
津
若
松
で
放
っ

た
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
の
威
力
が
あ
ま
り
に
も
強
い
の
で
、
爆
発

す
る
ま
で
に
敵
が
逃
げ
る
余
裕
を
持
た
せ
る
た
め
、
早
い
タ
イ
ミ
ン

グ
で
発
射
し
た
り
、
沢
山
の
空
砲
を
放
ち
、
音
で
退
散
さ
せ
た
と
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
き
、
隠
れ
た
配
慮
を
初
め
て
知
っ
た
。
確
か
に
砲

弾
が
会
津
方
の
陣
地
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
転
が
る
シ
ー
ン
を
多
く
の
時
代
劇

で
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
史
実
な
ら
「
戦
争
の
中
に
も
慈
悲

あ
り
」
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
最
新
兵
器
が
幕
末
の
混
乱

の
中
で
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
兵
器
の
開
発
に
携
わ
っ
た
一
人
で
あ
る

佐
野
さ
ん
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
見
て
い
た
だ
ろ
う
。

話
は
飛
ぶ
が
、
カ
ラ
シ
ニ
コ
フ
銃
を
開
発
し
た
ロ
シ
ア
人
カ
ラ
シ
ニ

コ
フ
氏
は
、
自
国
を
守
護
す
る
た
め
に
開
発
し
た
は
ず
の
銃
が
、
現

在
中
東
諸
国
や
多
く
の
国
々
で
安
易
な
殺
戮
兵
器
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
、
昨
年
亡
く
な
る
ま
で
悩
み
続
け
て
い
た
と
、
そ
の
家

族
が
証
言
し
て
い
る
。
佐
野
さ
ん
の
苦
悩
は
、
人
知
れ
ず
深
い
も
の

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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弘
道
館
跡

佐
野
さ
ん
の
母
校
、
弘
道
館
（
藩
校
）
跡
の
石
碑
が
旧
佐
賀
城
の
北

側
に
あ
る
。
人
材
育
成
を
重
要
視
し
た
教
育
が
な
さ
れ
、
大
隈
重
信

な
ど
佐
賀
か
ら
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
で
有
名
な
学

校
。
当
時
の
設
計
図
を
見
る
と
大
変
大
き
く
立
派
な
造
り
で
、
鍋
島

藩
の
教
育
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
大
隈
さ

ん
は
城
下
に
あ
る
屋
敷
か
ら
、
歩
い
て
五
分
く
ら
い
で
登
校
出
来
た

は
ず
。
で
も
佐
野
さ
ん
の
実
家
は
早
津
江
津
で
、
徒
歩
で
二
時
間
近

く
か
か
る
。
子
ど
も
の
足
だ
と
、
も
っ
と
か
か
る
だ
ろ
う
。
養
父
の

家
は
、
城
下
の
大
隈
の
家
と
は
通
り
を
一
つ
隔
て
た
場
所
に
あ
っ
た

ら
し
い
が
。
昔
の
人
は
誰
で
も
が
良
く
歩
い
た
と
は
い
え
、
勉
学
の

た
め
に
遠
方
か
ら
毎
日
往
復
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
精
神

面
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同

じ
日
本
人
で
も
、
当
時
と
現
代
で
は
体
も
心
も
違
う
気
が
し
て
き

た
。
後
に
「
ナ
マ
コ
の
佐
野
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
目
的
を
達
成
す
る
ま
で
は
諦
め
な
い
、
人
並
み
外
れ
た
忍
耐
強

さ
、
粘
り
強
さ
は
、
な
る
ほ
ど
こ
こ
で
生
ま
れ
た
の
だ
と
妙
に
納
得

し
た
。

徴
古
館
（
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
）

弘
道
館
跡
の
石
碑
は
、
昭
和
一
五
年
に
十
二
代
当
主
の
鍋
島
直
映

侯
爵
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
鍋
島
報ほ

う
こ
う效

会
が
運
営
す
る
博
物

館
「
徴
古
館
」
の
敷
地
内
に
あ
る
。「
報ほ

う
こ
う效

」
と
は
、
恩
に
感
じ
て
力

を
尽
く
す
と
い
う
意
味
だ
と
知
り
、
民
に
愛
さ
れ
た
代
々
の
お
殿
様

の
気
持
ち
を
代
弁
す
る
よ
う
な
命
名
で
、
素
敵
だ
。

幕
末
の
名
君
で
「
佐
賀
七
賢
人
」
と
呼
ば
れ
佐
賀
を
代
表
す
る
人

物
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
「
閑か

ん
そ
う叟

」
鍋
島
直
正
公
は
適
材
適
所
を
実
践

す
る
リ
ー
ダ
ー
で
、
彼
の
下
に
多
く
の
優
秀
な
人
材
が
集
い
、
佐
賀

の
若
者
が
生
き
生
き
と
学
び
、
研
究
し
、
活
躍
し
た
。
特
に
精
煉
方

や
反
射
炉
、
蒸
気
船
の
開
発
に
は
、
藩
の
多
額
の
資
金
を
必
要
と
し

た
。
資
金
難
に
陥
っ
た
藩
の
重
役
か
ら
は
、
殿
さ
ま
に
対
し
て
、
精

煉
方
等
の
研
究
を
辞
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
き
た
。
し
か

し
こ
の
と
き
の
閑
叟
は
「
こ
れ
は
私
の
道
楽
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
、
研

究
、
開
発
の
活
動
を
止
め
な
か
っ
た
。「
先
見
の
明
」
を
持
っ
た
名
君

の
下
で
佐
野
さ
ん
は
頭
角
を
現
し
、
閑
叟
公
か
ら
「
医
者
を
や
め
て
、

武
士
に
な
れ
、
こ
れ
か
ら
は
栄
寿
左
衛
門
と
名
乗
れ
」
と
命
ぜ
ら
れ

た
ほ
ど
、
憶
え
め
で
た
い
存
在
と
な
っ
た
。
閑
叟
公
逝
去
の
後
、
佐

野
さ
ん
が
ス
ピ
ー
チ
中
に
閑
叟
公
の
名
前
が
出
て
く
る
と
、
人
目
も

は
ば
か
ら
ず
泣
き
だ
し
て
、
話
が
中
断
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
絆
の
深
い
主
従
関
係
だ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

徴
古
館
で
特
に
印
象
深
か
っ
た
一
枚
の
写
真
を
紹
介
す
る
。
直

大
公
（「
閑
叟
公
」
鍋
島
直
正
の
嫡
男
）
が
、
そ
の
横
に
小
姓
と
し
て
七
歳

く
ら
い
の
少
年
を
従
え
た
写
真
で
あ
る
。
私
が
訪
問
し
た
時
、
ち
ょ

う
ど
徴
古
館
で
は
「
鍋
島
緞
通
展
」
が
開
催
中
で
、
そ
の
緞
通
（
佐
賀

藩
が
特
別
に
木
綿
で
作
ら
せ
た
床
に
敷
く
織
物
・
絨
毯
）
の
素
晴
ら
し
さ

を
示
す
も
の
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
緞
通
の
素

晴
ら
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
少
年
の

賢
い
ま
な
ざ
し
と
あ
ど
け
な
さ
に
引
き
付
け
ら
れ
た
。
彼
は
佐
野
常

實
（
幼
名:

源
一
郎
、
一
八
五
九
―
一
八
八
〇
）
で
、
佐
野
常
民
夫
妻
の
長

男
で
あ
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
の
際
に
は
、

成
長
し
た
佐
野
常
實
も
同
行
者
の
一
人
に
含
ま
れ
て
い
て
、
明
治
初

期
に
海
を
一
緒
に
渡
っ
た
珍
し
い
父
子
で
あ
る
。
常
實
は
父
か
ら
ど

れ
ほ
ど
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
常
實
は
明
治
一
三
年
に
ド

イ
ツ
に
鍋
島
藩
の
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
ほ
ど
の
有
能
な
青
年

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
不
幸
な
こ
と
に
、
遠
く
離
れ
た
イ
ェ
ー

ナ
（
ド
イ
ツ
）
の
地
で
一
〇
月
の
イ
ェ
ー
ナ
大
学
入
学
を
目
直
に
し
た

九
月
に
病
に
倒
れ
、
二
〇
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
訃
報

を
ベ
ル
リ
ン
の
青
木
公
使
か
ら
受
け
た
佐
野
夫
妻
の
嘆
き
は
い
か

ほ
ど
で
あ
っ
た
か
。
佐
野
さ
ん
の
前
任
大
蔵
卿
大
隈
重
信
氏
に
対
し

鍋島直大・佐野源一郎写真
（公益財団法人鍋島報效会提供）

て
、
佐
野
さ
ん
が
長
男
の
死
を
知
ら
せ
る
淡
々
と
書
か
れ
た
手
紙
の

複
写
が
、
佐
野
常
民
記
念
館
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
行
間
に
込
め
ら

れ
た
佐
野
さ
ん
の
思
い
は
計
り
知
れ
な
い
。
イ
ェ
ー
ナ
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
地
域
で
宗
教
上
の
問
題
も
あ
り
、
共
同
墓
地
に
埋
葬
す
る

た
め
に
留
学
生
仲
間
が
奔
走
し
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
ら
し
く
、
元
日

赤
佐
賀
県
支
部
職
員
の
樋
口
浩
康
氏
は
、
実
際
に
イ
ェ
ー
ナ
に
行
っ

て
、
埋
葬
さ
れ
た
墓
地
を
探
し
出
さ
れ
た
。
東
京
の
青
山
墓
地
の
佐

野
夫
妻
の
墓
の
傍
に
も
、
常
實
の
墓
と
墓
碑
が
あ
る
。
こ
の
墓
碑
文

は
、
平
山
日
赤
第
五
代
社
長
の
父
君
省
齊
の
撰
文
で
あ
る
。
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佐
賀
城
本
丸
歴
史
館

佐
賀
城
と
言
え
ば
、
司
馬
遼
太
郎
著
「
歳
月
」。
主
人
公
の
江
藤

新
平
が
国
際
人
道
法
（
赤
十
字
条
約
）
を
知
っ
て
い
る
風
な
場
面
が
登

場
し
、
幕
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
事
情
に
明
る
い
当
時
の
日
本
人

リ
ー
ダ
ー
の
見
識
の
広
さ
に
感
銘
を
受
け
た
。
西
郷
隆
盛
と
同
様
、

中
央
政
府
の
重
鎮
と
し
て
一
度
は
抜
擢
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
地
位
を

離
れ
た
後
、
若
者
ら
を
な
だ
め
に
佐
賀
に
帰
っ
た
は
ず
の
江
藤
本
人

が
中
心
人
と
な
り
、
決
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
佐
賀
の
乱
。
一
週
間

で
終
結
す
る
ま
で
に
敵
味
方
合
わ
せ
て
七
五
〇
人
も
の
死
傷
者
を
出

し
、
最
後
は
江
藤
の
刑
死
で
終
わ
る
。
そ
の
戦
乱
の
舞
台
と
な
っ
た

佐
賀
城
鯱し

ゃ
ちの

門も
ん

に
は
、
今
も
生
々
し
く
被
弾
し
た
跡
が
残
っ
て
お
り
、

か
つ
て
の
激
戦
を
物
語
っ
て
い
る
。
本
丸
御
殿
を
復
元
し
た
館
内
は

新
し
い
畳
の
香
り
に
包
ま
れ
広
々
と
し
た
空
間
を
楽
し
み
な
が
ら
巡

る
こ
と
が
出
来
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ガ
イ
ド
ス
タ
ッ
フ
の
方
の
楽
し

く
分
か
り
や
す
い
解
説
に
つ
い
つ
い
引
き
込
ま
れ
展
示
資
料
な
ど
に

目
を
奪
わ
れ
る
う
ち
に
、
過
去
と
現
在
の
時
空
間
を
旅
す
る
よ
う
な

気
分
を
体
験
し
た
。

サ
ム
ラ
イ
女
子
、
駒
子
夫
人

今
回
の
旅
で
、
佐
賀
藩
の
家
臣
山
領
真
武
（
剣
術
指
南
役
）
の
娘
駒

子
さ
ん
（
佐
野
常
民
夫
人
）
は
た
だ
者
と
は
思
え
な
く
な
っ
た
。
そ
し

て
大
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
。
彼
女
の
実
家
で
あ
る
山
領
家
が
あ
っ
た
場

所
は
旧
佐
賀
城
南
堀
端
近
辺
。
大
き
な
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
を

樋
口
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
。
上
述
の
佐
賀
の
乱
は
、
佐
野
さ
ん
と
駒

子
さ
ん
が
共
に
五
二
歳
の
頃
、
佐
野
父
子
は
ウ
ィ
ー
ン
に
あ
っ
て
、

佐野駒子夫人
（畑池佳子氏蔵、佐賀県立佐賀城本丸歴史館寄託）

万
国
博
の
た
め
に
奔
走
し
て
い
た
時
の
出
来
事
。
夫
と
息
子
の
外
遊

中
に
、
故
郷
佐
賀
の
悲
劇
を
知
っ
た
駒
子
さ
ん
。
ど
の
よ
う
な
思
い

で
、
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
故
郷
の
人
々
の
安
否
を
気
遣
い
、
憂
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。
佐
野
さ
ん
の
帰
国
は
佐
賀
の
乱
の
約
半
年
後
の
七

月
。
佐
野
夫
妻
は
、
成
す
術
が
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら

二
年
半
後
の
一
八
七
七
年
二
月
に
は
西
南
戦
争
が
起
き
、
今
度
は
九

州
の
ほ
ぼ
全
土
に
戦
乱
が
広
が
っ
た
。
こ
の
時
の
佐
野
さ
ん
は
ジ
ッ

と
し
て
な
か
っ
た
。
戦
乱
の
最
中
、日
本
赤
十
字
社
の
前
身「
博
愛
社
」

を
創
設
す
る
の
だ
。
創
設
ま
で
の
彼
の
日
々
を
辿
る
と
、
築
き
上
げ

た
自
分
の
立
場
を
活
用
し
て
、
切
な
い
ま
で
の
情
熱
を
傾
け
て
協
力

者
を
集
め
、
時
に
は
綱
渡
り
、
時
に
は
周
到
に
根
回
し
つ
つ
奔
走
す

る
。
そ
ん
な
佐
野
さ
ん
を
、
駒
子
さ
ん
が
本
気
で
支
え
な
い
訳
が
な

い
、
と
ふ
と
思
っ
た
。
ま
し
て
や
駒
子
さ
ん
は
、
後
に
赤
十
字
の
篤

志
看
護
婦
人
会
の
創
設
発
起
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
、
旧
大
名
家

の
お
姫
様
方
を
は
じ
め
、
多
く
の
貴
族
・
華
族
の
方
々
と
共
に
活
動

出
来
た
聡
明
な
女
性
だ
。

一
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
で
放
映
さ
れ
た
会
津
藩
の
「
新
島
八
重
」
も

同
じ
赤
十
字
篤
志
看
護
婦
人
会
の
京
都
支
会
で
活
躍
し
た
人
で
、
年

長
の
駒
子
さ
ん
と
八
重
が
出
会
っ
た
可
能
性
は
大
。
二
人
共
に
サ
ム

ラ
イ
の
娘
。
残
念
な
こ
と
に
、
互
い
の
故
郷
は
戊
辰
戦
争
の
際
、
敵

同
士
で
あ
っ
た
。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
「
日

本
赤
十
字
社
」
が
掲
げ
る
「
中
立
」
へ
の
思
い
は
、
互
い
に
通
じ
る
も

の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
赤
十
字
篤
志
看
護
婦
人
会
は
幕
末
の

悲
劇
を
知
り
尽
く
し
、
戦
争
へ
の
憂
い
を
抱
き
、
新
し
い
時
代
の
理

想
を
思
い
描
い
た
女
性
た
ち
の
集
い
で
あ
り
、
活
動
の
場
で
あ
っ
た
。

中
に
入
る
と
、
色
ん
な
立
場
の
女
性
が
集
う
大
変
さ
は
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
さ
ぞ
活
気
に
あ
ふ
れ
、
面
白
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

駒
子
さ
ん
は
あ
る
日
、
知
人
で
あ
っ
た
春
子
さ
ん
に
、
佐
野
さ
ん

と
の
間
の
子
ど
も
が
出
来
た
時
、「
え
～
っ
！
冗
談
で
し
ょ
？
」
と
い

う
気
持
ち
か
、「
や
っ
ぱ
り
ね
…
…
」
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
そ

の
後
も
次
々
に
妊
娠
す
る
春
子
さ
ん
と
そ
の
子
供
た
ち
と
共
に
穏
や

か
な
共
同
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
か
ら
、
た
だ
者
で
は
な
い
。
一

方
、
春
子
さ
ん
が
書
い
た
文
字
を
見
る
と
達
筆
ど
こ
ろ
か
、
書
家
の

域
。
相
当
教
養
の
あ
る
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
て
も
大
切
に
さ

れ
た
人
だ
っ
た
よ
う
で
、
も
ち
ろ
ん
佐
野
家
に
は
春
子
さ
ん
の
お
墓

も
あ
る
。
当
時
の
名
家
に
は
良
く
あ
る
話
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
駒

子
さ
ん
は
、
酔
っ
払
い
で
泣
き
虫
の
佐
野
さ
ん
を
支
え
る
中
で
の
長

男
の
死
、
そ
し
て
赤
十
字
篤
志
看
護
婦
人
会
と
し
て
の
活
躍
、
信
心

深
く
、
使
用
人
か
ら
神
様
の
よ
う
に
慕
わ
れ
た
と
い
う
人
柄
、
時
代

背
景
を
考
慮
し
て
も
、
並
み
の
女
性
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
駒
子
夫
人

が
芸
術
眼
に
優
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
の
説
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
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ウ
ィ
ー
ン
万
博
へ
の
美
術
品
に
関
し
て
も
駒
子
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ
ス

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
。
佐
野
常
民
・
駒
子
夫
妻
は
誕
生
年
も
享

年
も
同
じ
年
。
懸
命
に
生
き
抜
い
た
運
命
の
同
志
だ
っ
た
。
佐
野
さ

ん
は
、
駒
子
さ
ん
、
春
子
さ
ん
と
い
う
二
人
の
賢
い
女
性
に
支
え
ら

れ
、
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
、
幸
せ
な
男
性
だ
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
と
が
き

初
代
社
長
の
佐
野
常
民
に
つ
い
て
時
折
々
に
、
吉
川
龍
子
さ
ん
、

樋
口
浩
康
さ
ん
、
佐
藤
雅
紀
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
輩
方
に

ご
指
導
頂
き
、
資
料
な
ど
か
ら
も
そ
の
人
物
に
触
れ
る
機
会
を
得

た
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
私
に
と
っ
て
「
佐
野
さ
ん
っ
て
、
お
も
し

ろ
い
」
存
在
に
な
っ
た
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
佐
野
さ
ん
に
対
す
る

尊
敬
の
念
と
共
に
、
そ
の
人
物
像
に
興
味
が
湧
く
。
昨
年
は
そ
の
興

味
が
高
じ
て
、
有
給
休
暇
を
取
得
し
、
東
京
芸
術
大
学
の
図
書
館
に

一
日
籠
っ
た
。
佐
野
さ
ん
の
「
龍
池
会
」
で
の
活
躍
が
知
り
た
か
っ
た

か
ら
だ
。「
龍
池
会
」
は
現
在
の
東
京
美
術
倶
楽
部
や
東
京
芸
術
大
学

な
ど
の
前
身
と
も
言
え
る
団
体
。
ウ
ィ
ー
ン
万
博
へ
の
美
術
品
出
品

の
実
現
や
、
そ
の
後
の
美
術
界
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
、

文
明
開
化
の
代
名
詞
の
一
つ
と
も
言
え
る
団
体
だ
。
こ
の
話
題
は
い

つ
か
改
め
て
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ふ
と
疑
問
が

わ
い
た
。
な
ぜ
今
ま
で
、
こ
の
人
が
主
人
公
の
大
河
ド
ラ
マ
が
出
来

な
か
っ
た
の
か
と
。
幕
末
か
ら
明
治
と
い
う
新
時
代
の
日
本
に
、
船
、

汽
車
、
美
術
、
武
器
、
医
療
、
教
育
、
林
業
、
食
文
化
な
ど
に
多
大

な
影
響
を
与
え
た
大
人
物
で
あ
る
。
佐
野
さ
ん
を
書
く
に
は
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
要
す
る
の
で
、
実
在
し
た
主
人
公
と
し
て
小
説

に
す
る
に
は
厄
介
な
人
な
の
か
も
。
で
も
、
い
つ
か
躍
動
す
る
佐
野

常
民
が
豊
臣
秀
吉
、
坂
本
竜
馬
な
ど
に
劣
ら
な
い
、
国
民
的
大
ス
タ
ー

に
な
る
日
を
思
い
描
き
な
が
ら
、
自
分
に
何
が
出
来
る
か
、
と
楽
し

い
夢
を
見
て
い
る
。

参
考
文
献

吉
川
龍
子
『
日
本
の
創
始
者 

佐
野
常
民
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
一
九
一
一
年
。

藤
井
哲
博
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
。

國
雄
行
『
佐
賀
偉
人
伝 

佐
野
常
民
』
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
、

二
〇
一
二
年
。

公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
編
集
発
行『
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
鍋
島
直
正
公
』

二
〇
一
四
年
。

久
米
邦
武
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
記
』。

博
覧
会
事
務
局
編
『
墺
国
博
覧
会
筆
記
』。

近
藤
真
琴
『
澳
行
日
記
』。

二
〇
一
五
年
七
月
一
日
～
一
一
月
三
〇
日
ま
で
日
本
赤
十
字
社
と

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た

「
赤
十
字
基
本
原
則
採
択
五
十
周
年
記
念 

赤
十
字
七
原
則
エ
ッ
セ
イ

コ
ン
テ
ス
ト
」
に
は
、
全
国
の
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
青
少
年
赤

十
字
指
導
者
、
赤
十
字
看
護
大
学
・
看
護
専
門
学
校
学
生
さ
ん
な
ど

か
ら
計
二
四
四
件
の
作
品
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
応
募
作
品
の
審
査
の
結
果
、〈
エ
ッ
セ
イ
コ
ー
ス
〉、〈
ポ

エ
ム
・
ツ
イ
ー
ト
コ
ー
ス
〉
合
わ
せ
て
二
〇
名
の
方
々
が
受
賞
者
に

選
ば
れ
ま
し
た
。
受
賞
者
の
表
彰
式
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
五
日
、

日
本
赤
十
字
社
企
画
広
報
室
主
催
の
「
も
っ
と
ク
ロ
ス
！
大
賞
」
の
授

賞
式
と
と
も
に
同
会
場
（
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
広
尾
ホ
ー
ル
）
に
お
い

て
開
か
れ
ま
し
た
。

受
賞
者
の
皆
様
に
は
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

ご
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

受
賞
作
品
は
以
下
の
通
り
で
す
。

【
最
優
秀
賞
】

『
日
常
生
活
の
人
道
』に
翼
を
与
え
て

日
本
赤
十
字
社
企
画
広
報
室　

橋
本
真
理

「
わ
た
し
の
国
で
紛
争
が
あ
っ
た
こ
と
、
知
っ
て
る
？
」。
マ
リ
ヤ
に

聞
か
れ
て
、
心
底
驚
い
た
。
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
時
話
し
て
い
た
の
は
、

な
ぜ
マ
リ
ヤ
が
何
カ
国
語
も
話
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
『
紛

争
』
が
出
て
く
る
と
は
、
ま
っ
た
く
思
い
も
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

わ
た
し
は
マ
リ
ヤ
の
国
で
紛
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
大

学
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
マ
リ
ヤ
の
国
で
起
こ
っ
た
民
族
対
立
と
武

力
衝
突
に
つ
い
て
、
学
ん
だ
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
悲
劇
を

題
材
に
し
た
映
画
を
見
た
こ
と
も
。
し
か
し
、
い
ま
わ
た
し
の
目
の
前

赤
十
字
七
原
則
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス
ト 

入
賞
作
品

赤
十
字
基
本
原
則 

採
択
五
〇
周
年
記
念

エ
ッ
セ
イ
コ
ー
ス
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に
い
る
、
い
つ
も
楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
し
、
一
緒
に
出
か
け
て
食
事
を

す
る
友
人
の
口
か
ら
、『
紛
争
』
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
と
は
予
想

し
て
い
な
か
っ
た
。

『
紛
争
・
戦
争
』
に
つ
い
て
初
め
て
考
え
た
の
は
い
つ
だ
ろ
う
。
小
学
生

の
こ
ろ
に
読
ん
だ
漫
画
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』。
そ
の
当
時
は
、
描
か
れ
て

い
る
傷
つ
い
た
人
・
死
に
ゆ
く
人
の
姿
が
た
だ
た
だ
恐
ろ
し
く
て
、
部
屋

の
電
気
を
夜
消
す
こ
と
や
、
一
人
で
お
風
呂
に
入
る
こ
と
が
怖
く
な
っ
た
。

題
名
は
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
同
じ
こ
ろ
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ

い
て
描
い
た
漫
画
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
詳
細
も
ま
っ
た
く
覚
え

て
い
な
い
。
た
だ
、
強
制
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
人
び
と
の
食
事
風
景

が
焼
き
付
い
て
い
る
。
食
事
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
お
湯
の
よ
う
な

ス
ー
プ
に
、
ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
が
浮
か
ん
で
い
た
。「
戦
争
に
な
っ
た
ら
、

ネ
ズ
ミ
の
尻
尾
を
食
べ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？
」
そ
れ
が
、
小
学
生
の
わ

た
し
が
考
え
た
こ
と
だ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
も
、
わ
た
し
の
中
で
は
長
い
間
、
戦
争
は
歴
史
で
あ

り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
身
近
に
は
な
い
も
の
だ
っ
た
。
マ
リ
ヤ
の

こ
と
ば
を
聞
く
ま
で
は
。

マ
リ
ヤ
が
何
カ
国
語
も
話
せ
る
理
由
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
紛
争
の
起

こ
っ
た
国
に
生
ま
れ
た
か
ら
だ
。
マ
リ
ヤ
は
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
出
身
の
セ

ル
ビ
ア
人
。
自
国
で
は
教
育
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
ド
イ
ツ

へ
逃
れ
て
、
高
校
と
大
学
を
そ
こ
で
卒
業
し
た
。「
ド
イ
ツ
の
高
校
・
大

学
に
行
っ
た
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
が
話
せ
る
の
。
英
語
も
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
。

そ
れ
か
ら
、
セ
ル
ビ
ア
語
と
親
戚
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
、
ロ
シ
ア
語

も
分
か
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

少
し
年
下
だ
け
れ
ど
、
共
通
の
趣
味
や
興
味
が
あ
っ
て
、
お
互
い
が

第
二
言
語
を
使
っ
て
い
て
も
話
題
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
友

人
が
た
だ
一
度
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
た
の
が
、

こ
の
時
だ
っ
た
。

「
マ
リ
ヤ
の
国
で
紛
争
が
あ
っ
た
こ
と
、
知
っ
て
い
る
よ
」。
わ
た
し

は
そ
う
答
え
た
け
れ
ど
、
そ
の
あ
と
の
こ
と
ば
が
続
か
な
か
っ
た
。
い

の
ち
の
危
険
を
感
じ
た
こ
と
な
ど
な
く
、
毎
日
を
安
全
で
平
和
に
過
ご

せ
る
こ
と
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
と
、
理
不
尽
な
暴
力
に
こ
れ

ま
で
の
生
活
や
た
い
せ
つ
な
家
族
・
友
人
を
奪
わ
れ
る
経
験
な
ど
想
像

も
つ
か
な
い
と
、
マ
リ
ヤ
に
言
え
た
だ
ろ
う
か
。

マ
リ
ヤ
は
医
師
で
あ
る
お
母
さ
ん
の
こ
と
や
弟
の
こ
と
、
お
ば
さ
ん

の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
る
。
け
れ
ど
、
会
話
の
中
に
お
父
さ

ん
や
お
じ
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
が
出
て
き
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
わ

た
し
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
が
想
像
で
き
る
か
ら
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
し
て
い
た
時
、

当
事
国
で
の
民
族
対
立
や
武
力
衝
突
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
て
い
た
時
、

そ
の
後
自
分
が
そ
の
紛
争
を
生
き
抜
い
た
人
と
知
り
合
い
、
友
だ
ち
に

な
り
、
人
生
に
つ
い
て
語
り
合
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。

わ
た
し
に
と
っ
て
戦
争
は
も
は
や
、
歴
史
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な

い
。
死
者
や
難
民
・
国
内
避
難
民
の
数
で
も
な
い
。
傷
つ
け
ら
れ
、
愛

す
る
人
を
亡
く
し
、
故
郷
を
追
わ
れ
、
教
育
の
機
会
を
奪
わ
れ
、
希
望

や
よ
ろ
こ
び
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
、
一
人
ひ
と
り
の
悲
劇
だ
。

マ
リ
ヤ
と
の
出
会
い
は
そ
れ
だ
け
衝
撃
的
で
、
わ
た
し
が
そ
の
後
、

支
援
の
道
を
目
指
す
き
っ
か
け
の
一
つ
に
な
っ
た
。
い
ま
赤
十
字
の
一

員
と
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
時
に
行
わ
れ
て
い
た
人
道
支
援
に

つ
い
て
知
る
機
会
を
得
て
、
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
十
歳
代
半
ば
の
少

女
が
武
力
衝
突
が
激
し
さ
を
増
す
祖
国
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、
ど
れ

だ
け
の
人
が
尽
力
し
た
の
か
。
そ
の
人
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い
た
の

は
、
い
の
ち
を
脅
か
す
危
険
や
恐
怖
さ
え
も
超
え
る
、
人
を
人
と
し
て

尊
ぶ
『
人
道
』
へ
の
思
い
で
は
な
か
っ
た
か
。

戦
禍
の
シ
リ
ア
か
ら
一
一
月
、
シ
リ
ア
赤
新
月
社
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
来
日
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
機
会
を
得
た
。
二
人
が
話
し
て
く
れ

た
「『
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
基
本
七
原
則
』
は
わ
た
し
た
ち
の
活
動

の
真
髄
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ず
っ
と
心
の
中
で
、
頭
の
中
で
響
い
て
い
る
。

彼
女
た
ち
が
日
々
い
の
ち
を
懸
け
て
助
け
、
救
っ
て
い
る
人
の
中
に
は
、

明
日
の
マ
リ
ヤ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
を
突
き
動

か
し
て
い
る
の
も
ま
た
、「
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
」
と
い
う
人

道
へ
の
熱
い
思
い
だ
っ
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
と
し
て
失
格
だ
と
思
う
が
、
シ
リ
ア
赤
新
月
社
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
涙
が
こ
ぼ
れ
る
の
を
止
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
時
が
あ
っ
た
。
彼
女
も
涙
を
流
し
て
い
て
、
こ
と
ば
も
な

く
互
い
に
手
を
重
ね
合
っ
て
い
た
。
た
だ
た
だ
「
無
事
で
い
て
ほ
し
い
」

と
思
い
、
人
道
に
い
の
ち
を
懸
け
る
赤
十
字
・
赤
新
月
の
姉
妹
の
姿
に

胸
が
詰
ま
っ
た
。「
こ
れ
が
『
人
道
』
だ
」
と
目
の
前
に
突
き
付
け
ら
れ
た

思
い
が
し
た
。

赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
真
髄
で
あ
る
『
基
本
七
原
則
』。
そ
し
て
、

そ
の
真
髄
で
あ
る
『
人
道
』。
マ
リ
ヤ
や
シ
リ
ア
赤
新
月
社
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
よ
う
に
戦
火
を
目
に
し
て
は
い
な
い
わ
た
し
は
、
日
本
の
平
和
な

日
常
の
中
で
、
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
赤
十
字
職
員

が
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
を
担
う
一
員
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

そ
の
前
に
一
人
の
人
間
と
し
て
人
道
を
考
え
た
と
き
に
、
何
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
し
ば
ら
く
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
て
、「
あ
な
た
に

と
っ
て
の
『
人
道
』
と
は
？
」
と
い
う
質
問
を
、
友
人
に
投
げ
か
け
て
み

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
『
日
常
生
活
の
人
道
』
を
聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の

だ
。「
人
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
」「
人
が
人
と
し
て
生
き
て
い
け
る
よ
う
に

道
を
開
く
こ
と
」「
性
別
や
人
種
・
国
籍
、障
が
い
や
病
気
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
、互
い
に
支
え
、
補
い
合
う
こ
と
」「
正
し
い

道
を
歩
む
こ
と
」。
返
っ
て
き
た
答
え
は
ど
れ
も
、わ
た
し
の
心
を
打
っ
た
。

で
は
わ
た
し
自
身
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
人
が
人
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
」。
こ
れ

が
い
ま
、
わ
た
し
が
感
じ
て
い
る
日
常
生
活
の
中
の
人
道
だ
。
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日
本
赤
十
字
社
で
の
わ
た
し
の
業
務
は
広
報
。
人
道
支
援
に
貢
献
し
、

人
に
伝
え
広
め
て
い
く
こ
と
に
情
熱
を
抱
い
て
い
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、

何
よ
り
も
や
り
が
い
を
感
じ
、
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
業
務

だ
。
そ
し
て
わ
た
し
は
広
報
を
と
お
し
て
自
分
な
り
に
、『
日
常
生
活
の

人
道
』
を
伝
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

や
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
社
内
報
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
る
受
益
者
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
り
、
愛
す
る
家
族
や
友
人
が
い
る
。
ニ
ュ
ー

ス
の
読
者
と
の
間
に
、
人
間
と
し
て
の
違
い
は
な
い
の
だ
。も
し
か
し
た

ら
十
年
、二
十
年
先
に
、読
者
の
一
人
が
世
界
の
ど
こ
か
で
受
益
者
と
出

会
い
、
友
だ
ち
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
マ
リ
ヤ
と
わ
た
し
の
よ
う
に
。

だ
か
ら
わ
た
し
は
、
人
道
に
翼
を
つ
け
て
ニ
ュ
ー
ス
を
書
き
、
人
び

と
の
心
に
届
く
こ
と
を
願
い
な
が
ら
送
り
出
す
。
ま
ず
自
分
が
「
こ
の
受

益
者
が
わ
た
し
の
家
族
だ
っ
た
ら
？
友
だ
ち
だ
っ
た
ら
？
」
と
考
え
る
思

い
や
り
の
翼
、
そ
し
て
、「
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ

り
多
く
の
人
に
、
よ
り
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る

か
」
と
考
え
る
想
像
力
の
翼
を
。

わ
た
し
が
日
本
赤
十
字
社
の
広
報
担
当
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
を

話
し
た
時
、
マ
リ
ヤ
は
こ
う
言
っ
て
く
れ
た
。「
赤
十
字
に
は
と
て
も
感

謝
し
て
い
る
の
」。
そ
の
理
由
は
聞
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
わ
た
し
は
確

信
し
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
子
ど
も
の
一

人
だ
っ
た
マ
リ
ヤ
を
、
赤
十
字
が
な
ん
ら
か
の
形
で
支
援
し
た
こ
と
を
。

そ
し
て
、
そ
の
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
い
ま
マ
リ
ヤ
が
生
き
て
い
て
、

わ
た
し
た
ち
が
友
だ
ち
で
い
ら
れ
る
こ
と
を
。

【
優
秀
賞
】

生
き
て
い
く
力
を
学
ん
だ
赤
十
字
活
動

富
山
県
高
岡
向
陵
高
等
学
校 

養
護
教
諭
（
Ｊ
Ｒ
Ｃ
指
導
員
）
浦
上
真
由
美

私
は
、
高
岡
向
陵
高
校
に
養
護
教
諭
と
し
て
勤
務
し
て
二
六
年
に
な

り
ま
す
。

勤
務
と
同
時
に
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
顧
問
と
な
り
、
同
じ
く
二
六
年
間
の
Ｊ
Ｒ

Ｃ
活
動
を
通
し
て
、
多
く
の
高
校
生
や
富
山
県
内
外
の
指
導
者
な
ら
び

に
赤
十
字
関
係
者
の
方
々
と
出
会
い
、
様
々
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
富
山
県
で
開
催
さ
れ
た
全

国
献
血
運
動
推
進
大
会
へ
の
参
加
や
、
富
士
山
の
も
と
で
全
国
か
ら
集

ま
る
高
校
生
ら
と
の
青
少
年
赤
十
字
ス
タ
デ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
や
青
少
年

赤
十
字
海
外
代
表
団
と
し
て
ネ
パ
ー
ル
を
訪
れ
た
こ
と
で
す
が
、
忘
れ

ら
れ
な
い
の
が
そ
の
時
々
に
出
会
っ
た
人
々
と
の
交
流
で
し
た
。
良
い

こ
と
も
大
変
だ
っ
た
こ
と
も
分
か
ち
合
い
、
励
ま
し
合
い
な
が
ら
の
活

動
は
、
私
に
と
っ
て
活
動
の
源
だ
っ
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の

機
会
だ
っ
た
り
、
生
き
て
い
く
意
欲
に
繋
が
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
最

近
あ
っ
た
嬉
し
い
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
Ｊ
Ｒ
Ｃ
メ
ン
バ
ー
の
話

今
年
、
三
年
生
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
部
員
と
一
年
半
か
け
て
校
内
で
エ
コ
キ
ャ
ッ

プ
を
回
収
し
、
引
き
取
り
業
者
に
渡
す
と
い
う
活
動
を
し
ま
し
た
。
引

き
渡
す
前
日
に
計
量
す
る
と
五
〇
㎏
。
お
金
に
換
算
す
る
と
五
〇
〇
円
。

（
一
㎏
一
〇
円
）
今
や
ア
ル
バ
イ
ト
時
給
八
〇
〇
円
の
時
代
に
、
放
課
後

集
ま
っ
て
活
動
し
て
成
果
が
五
〇
〇
円
だ
と
は
、
私
は
愕
然
と
し
ま
し

た
。
私
は
、
成
果
や
結
末
を
想
像
せ
ず
、
た
だ
生
徒
の
活
動
を
見
守
る

だ
け
で
し
た
。
し
か
し
、
結
果
を
み
て
、
人
と
時
間
と
労
力
を
か
け
て

活
動
し
て
き
た
成
果
が
こ
れ
だ
け
か
、
果
た
し
て
教
育
効
果
は
あ
っ
た

の
か
、
時
間
の
有
効
活
用
の
た
め
指
導
者
と
し
て
別
の
方
法
を
提
案
し
、

活
動
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
、
少
し
落
ち
込
み
反
省
し
て
い
ま
し
た
。

一
〇
年
前
に
ア
ル
ミ
缶
を
回
収
し
、
一
㎏
一
〇
〇
円
で
回
収
し
て
も
ら

い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
苦
労
を
す
っ
か
り
忘
れ
、
ま
た
同
じ
失
敗
を

し
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
私
と
は
正
反
対
で
、
生
徒
は
と
て
も
さ
わ
や
か
で
し
た
。

真
夏
の
暑
い
日
や
雪
の
降
る
日
も
回
収
と
洗
浄
と
シ
ー
ル
は
が
し
を
続

け
、「
作
業
は
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
、
快
く
手
伝
っ
て
く
れ
る
仲
間
や

保
健
委
員
が
い
た
か
ら
楽
々
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
収
益
金
は

赤
十
字
に
寄
付
し
ま
す
。」
と
、
さ
わ
や
か
に
感
想
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

大
人
の
私
の
方
が
、
高
校
生
か
ら
誠
実
さ
を
教
え
ら
れ
、
頭
が
下
が
る

思
い
が
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
同
じ
職
場
の
七
〇
歳
の
非
常
勤
講
師
の
先
生
が
、
私
に

突
然
、「
五
〇
㎏
か
あ
、
す
ご
い
な
あ
、
あ
ん
た
惣
万
佳
代
子
さ
ん
ら
み

た
い
。
一
隅
を
照
ら
す
活
動
だ
っ
た
じ
ゃ
わ
い
…
…
。」
と
褒
め
言
葉
の

中
に
、
富
山
赤
十
字
看
護
専
門
学
校
の
大
先
輩
の
名
前
が
ポ
ッ
と
出
て
、

し
か
も
そ
れ
と
同
じ
活
動
だ
と
言
わ
れ
、
と
て
も
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
Ｃ
卒
業
生
の
話

学
校
祭
に
卒
業
生
二
人
が
、
や
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
ら
と
の

会
話
で
嬉
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
結
論
か
ら
言
う
と
、「
先
生
、
高

校
時
代
に
Ｊ
Ｒ
Ｃ
で
、
や
っ
て
き
た
こ
と
す
べ
て
が
、
い
ろ
ん
な
面
で

社
会
に
出
て
役
立
っ
て
い
る
～
。」
と
。「
よ
か
っ
た
や
ろ
ー
」
と
言
い
な

が
ら
、
私
は
自
分
自
身
の
存
在
意
義
を
確
認
で
き
た
瞬
間
で
し
た
。
二

人
も
介
護
現
場
で
三
交
替
を
し
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
勉
強
は
出

来
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
素
直
に
人
の
言
う
こ
と
を
聞
き
、

利
用
者
さ
ん
や
上
司
か
ら
怒
ら
れ
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
成

長
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
Ａ
君
は
、
勤
務
中
に
緊
急
蘇
生
の
現
場
に

遭
遇
し
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
利
用
者
さ
ん
を
蘇
ら
せ
た
経
験
が
あ
る

そ
う
で
す
。
町
で
起
こ
っ
た
出
来
事
な
ら
、
感
謝
状
を
も
ら
え
る
く
ら

い
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

一
方
私
は
、
生
徒
と
毎
年
訓
練
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
心
肺
蘇
生

法
を
や
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
ら
の
方
が
実
績
を
積
ん
で

い
ま
す
。
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「
こ
れ
か
ら
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
管
理
の
勉
強
も
し
て
い
か
な
く

て
は
…
…
」
と
、
や
る
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校
時
代
は
少
し
も
勉

強
し
な
か
っ
た
の
に
、
変
わ
る
も
の
で
す
人
間
は
。
い
ろ
ん
な
話
を
聞

き
な
が
ら
、
彼
ら
の
成
長
を
感
じ
、
い
い
癒
し
の
時
間
に
な
り
ま
し
た
。

私
、
い
い
仕
事
し
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

私
が
Ｊ
Ｒ
Ｃ
部
を
継
続
し
て
き
た
理
由
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
、

自
分
の
労
を
惜
し
ま
ず
、
人
の
た
め
に
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
思
い
を

持
っ
た
高
校
生
が
い
る
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
気
持
ち
を
持
っ
た
生
徒
は

絶
え
ま
せ
ん
。
い
つ
も
、
必
ず
存
在
し
ま
す
。
そ
ん
な
高
校
生
た
ち
と

共
に
活
動
し
た
い
と
い
う
の
が
私
の
夢
で
し
た
。
大
人
だ
っ
た
ら
、
無

駄
を
省
き
、
も
っ
と
効
率
的
な
活
動
を
と
考
え
て
し
ま
い
が
ち
な
と
こ

ろ
、
高
校
生
の
発
想
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
や
利
益
を
追
求
し
な
い
誠
実
な
行

動
力
か
ら
教
わ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

ま
た
、
地
域
に
は
、
赤
十
字
を
信
頼
し
、
協
力
し
よ
う
と
い
う
方
々

が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
、
そ
ん
な
皆
さ
ん
に
応
援
さ
れ
生
徒
の
活
動
が
生

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
受
け
皿
と
な
っ
て
支
え
て
く
だ
さ
る
皆
さ
ん

が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
感
謝
で
す
。

ま
た
、
あ
る
日
保
健
室
を
来
室
し
た
生
徒
が
突
然
、「
先
生
、
知
っ
と

る
け
？
惣
万
さ
ん
、
西
村
さ
ん
…
…
（
略
）」
と
。
私
が
お
世
話
に
な
っ

た
先
生
方
に
、
本
校
の
生
徒
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
各
所
に
点
在
す
る
赤
十
字
が
、
つ
な
が
り
を
も
た
ら
せ
て
く

れ
て
い
る
な
ぁ
と
出
会
い
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
青
少
年
赤
十
字
活
動
を
と
お
し
て
、
様
々
な
人
と
出

会
い
、
様
々
な
経
験
を
し
な
が
ら
感
性
とresilient

（returning to its original 
shape

）
力
を
高
め
、
こ
の
世
の
中
を
明
る
く
生
き
抜
き
、
生
徒
た
ち
と
お

互
い
の
成
長
を
喜
び
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
社
長
賞
】

私
を
支
え
た
赤
十
字
七
原
則

日
本
赤
十
字
看
護
大
学　

藤
井 

久
美
子

赤
十
字
は
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
規
約
と
と
も
に
、
そ
の
運
動
の

統
一
性
と
普
遍
性
を
強
固
に
保
持
す
る
た
め
、
活
動
規
範
と
な
る
赤
十

字
七
原
則
を
持
つ
。
こ
の
赤
十
字
七
原
則
は
、
長
年
の
赤
十
字
の
活
動

の
経
験
か
ら
生
み
出
し
た
知
恵
の
結
晶
で
あ
り
、
一
九
五
五
年
、
ア
ン

リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
研
究
所
長
で
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
副
委
員
長
で
あ
っ

た
ジ
ャ
ン
・
Ｓ
・
ピ
ク
テ
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
生
命
の
尊
重
と
個
人
の

自
由
の
保
障
、
寛
容
で
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
赤
十

字
の
信
念
と
覚
悟
を
示
す
宣
言
で
あ
る
と
言
え
る
。

私
は
「
国
境
、
宗
教
、
人
種
を
超
え
て
人
の
生
命
の
尊
厳
を
守
る
」
と

い
う
赤
十
字
の
理
念
に
共
感
し
、
赤
十
字
の
看
護
学
校
を
卒
業
し
、
看

護
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
た
。
今
回
、
ジ
ャ
ン
・
Ｓ
・
ピ

ク
テ
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
関
す
る
解
説
書
を

読
み
、
こ
の
七
つ
の
基
本
原
則
を
指
針
と
し
て
看
護
し
て
き
た
こ
と
に

気
づ
き
、
自
分
自
身
の
看
護
実
践
や
医
療
現
場
で
起
き
て
い
る
事
象
に

つ
い
て
整
理
で
き
た
。

私
は
、
総
合
病
院
の
病
棟
で
の
就
業
後
、
が
ん
免
疫
療
法
ク
リ
ニ
ッ

ク
で
外
来
看
護
師
と
し
て
勤
務
し
た
。
総
合
病
院
で
は
、
担
当
し
て
い

る
複
数
の
患
者
が
、
安
全
に
療
養
し
な
が
ら
、
入
院
の
目
的
で
あ
る
治

療
を
完
遂
で
き
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
看
護
し
て
い
た
。
し
か
し
、
複

数
の
患
者
を
担
当
す
る
中
で
、
体
調
や
治
療
方
針
、
ま
た
患
者
の
精
神

状
態
に
よ
っ
て
、
看
護
ケ
ア
を
提
供
す
る
時
間
に
は
患
者
間
で
平
等
性

を
保
て
ず
、
自
問
自
答
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
訴
え
が

な
く
て
も
、
ま
た
体
調
は
安
定
し
て
い
て
も
、
病
気
を
抱
え
闘
病
す
る

患
者
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
一
定
の
不
安
や
、
苦
痛
を
抱
え
て
い
る
と
考

え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
時
に
自
分
の
判
断
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
、
赤
十

字
の
「
公
平
」
の
概
念
の
中
の
比
例
性
で
あ
っ
た
と
言
語
化
で
き
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
つ
ま
り
、
患
者
を
単
に
平
等
に
対
応
を
す
る
の
で
は
な
く
、

苦
痛
の
度
合
い
に
従
っ
て
、
も
っ
と
も
急
を
要
す
る
困
苦
を
真
っ
先
に

対
応
す
る
と
い
う
判
断
を
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
一
方
で
、
患
者
の

重
症
度
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
の
量
に
比
例
性
を
も
っ
て
対
応
し
た
と
し
て

も
、
赤
十
字
の
「
人
道
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
個
々
の
患
者
の
生
命

の
健
康
を
守
り
、
尊
重
す
る
た
め
に
、
ど
の
患
者
に
も
支
持
的
な
姿
勢

を
表
現
し
続
け
、
看
護
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
は
妥
協
な
く
行
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
改
め
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
。

ま
た
、
が
ん
免
疫
療
法
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
の
勤
務
で
は
、
世
界
各
国
か

ら
患
者
が
来
院
し
、
そ
の
患
者
ら
に
看
護
を
実
践
し
て
き
た
。
国
境
、

宗
教
、
人
種
は
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
人
の
生
命
の
尊
厳
に
は
差
が
な
い
こ

と
を
、
そ
の
実
践
か
ら
も
学
ん
だ
。
生
命
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
強
い

気
持
ち
は
、
世
界
の
共
通
言
語
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
成
人
期
の
が
ん

患
者
は
、
定
期
的
な
検
査
・
治
療
や
そ
の
副
作
用
に
よ
る
体
調
の
変
化
で
、

仕
事
と
の
両
立
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
が
ん
患
者
の
就
労
の
問
題
を

抱
え
て
い
た
。
ま
た
、
幼
い
子
ど
も
を
も
つ
が
ん
患
者
は
、
子
ど
も
へ

の
自
分
の
病
状
を
ど
う
説
明
す
る
か
、
伝
え
た
後
に
ど
う
子
ど
も
を
支

え
て
い
く
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
抱
え
、

生
命
の
有
限
性
を
身
を
も
っ
て
感
じ
て
い
な
が
ら
も
、
一
瞬
一
瞬
、
日
々

を
全
う
し
よ
う
と
す
る
が
ん
患
者
の
生
き
方
に
は
、
国
籍
、
宗
教
、
人

種
な
ど
に
は
何
の
差
も
な
か
っ
た
。

世
界
共
通
の
人
間
の
尊
厳
と
は
、
そ
の
人
ら
し
く
生
命
を
全
う
し
よ

う
と
す
る
尊
い
思
い
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
真
か
ら
理
解
で
き
、
初

め
て
海
外
の
患
者
を
担
当
し
た
時
の
緊
張
は
緩
和
さ
れ
た
。
こ
の
体
験

を
し
て
い
た
時
期
、
対
中
・
対
韓
国
と
日
本
の
歴
史
問
題
が
メ
デ
ィ
ア

で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
中
国
人
や
韓
国
人
に
よ
る
日
本
を
批
判
す

る
コ
メ
ン
ト
が
多
く
聞
か
れ
て
い
た
。
歴
史
を
省
み
る
と
と
も
に
、
複

雑
な
感
情
も
抱
い
た
。
し
か
し
、
患
者
を
対
応
す
る
際
に
は
何
も
影
響

し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
間
の
尊
厳
を
守
る
と
い
う
「
人
道
」
の
意
味

を
実
践
か
ら
学
び
、
さ
ら
に
、
私
の
中
に
赤
十
字
の
「
中
立
」「
独
立
」
の



211　人道研究ジャーナルvol.5 210

精
神
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
振
り
返
る
。
政
治
・
人
種
・
宗
教

的
な
思
想
的
性
格
の
違
い
を
看
護
に
は
交
え
ず
、
あ
る
種
、
患
者
に
対

し
ど
う
向
き
合
い
看
護
す
る
べ
き
か
と
い
う
意
思
決
定
を
、
自
主
性
を

も
っ
て
行
え
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
赤
十
字
七
原
則
は
、
特
別
な
原
則
で
な
く
、
私
た
ち

が
複
雑
か
つ
多
様
な
人
間
社
会
を
生
き
て
い
く
上
で
、
看
護
場
面
の
色
々

な
場
面
で
指
針
と
な
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
と
感
じ
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
と
し
て
、
保
護
活
動
と
援
助
活
動
以
外

の
医
療
分
野
で
も
赤
十
字
の
世
界
性
を
発
揮
し
、
各
国
の
赤
十
字
の
積

み
上
げ
て
い
た
保
健
医
療
活
動
の
共
有
・
連
帯
に
よ
り
、
世
界
の
発
展

に
貢
献
出
来
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
私
た
ち
赤
十
字
の

看
護
師
は
、
保
健
衛
生
の
知
識
や
救
急
法
等
の
教
育
の
普
及
に
留
ま
ら

ず
、
そ
の
「
単
一
性
」「
世
界
性
」
を
生
か
し
て
、
世
界
共
通
の
人
間
の
尊

厳
を
守
っ
た
健
康
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
看

護
を
引
き
続
き
着
実
に
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
幅
広
い
教
養
と
豊
か
な
人
間
性
を
も
っ
て

患
者
を
深
く
理
解
し
た
上
で
導
き
出
さ
れ
る
問
題
と
、
正
面
か
ら
向
き

合
い
、
そ
の
解
決
方
法
を
研
究
し
、
看
護
の
力
を
生
か
し
て
、
日
本
を

含
め
た
国
際
社
会
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の

着
実
な
実
践
に
お
い
て
、
指
針
と
な
っ
て
く
れ
る
の
が
、
こ
の
赤
十
字

の
七
原
則
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
理
事
長
賞
】

『
献
血
』私
の
使
命
と
願
い

宮
城
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
事
業
部
採
血
課　

 

吉
川 

有
香

私
は
献
血
が
好
き
だ
。
献
血
に
は
ま
っ
て
も
う
一
〇
年
が
経
つ
。
こ

ん
な
に
も
分
か
り
や
す
く
人
様
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
他

に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
痛
み
を
伴
う
が
、
確
実
に
人

の
命
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
と
思
う
。

日
本
で
は
誰
も
が
平
等
に
輸
血
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
献
血
の

経
験
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
怪
我
や
病
気
で
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た

際
に
は
即
座
に
輸
血
用
血
液
製
剤
が
用
意
さ
れ
る
。
一
九
七
四
年
以
降
、

日
本
で
は
輸
血
に
使
わ
れ
る
血
液
は
全
て
献
血
で
賄
わ
れ
て
い
る
。

私
が
献
血
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
大
学
の
時
、
小
児
看
護
の
授
業

を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
授
業
は
小
児
の
白
血
病
の
治
療
を
学

ぶ
も
の
で
、
幼
い
子
ど
も
が
痛
み
や
苦
痛
に
耐
え
骨
髄
穿
刺
を
受
け
る

Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
見
せ
ら
れ
た
。
骨
髄
穿
刺
と
は
、
背
中
の
骨
に
太
い
針
を
刺

し
て
骨
髄
液
を
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。
画
面
に
映
さ
れ
た
小
児
は
泣
い

て
い
た
。
生
き
る
た
め
に
必
死
だ
っ
た
。「
こ
ん
な
罪
も
な
い
、
小
さ
な

子
が
痛
み
を
我
慢
し
て
頑
張
っ
て
い
る
の
に
、
大
人
の
私
が
注
射
の
針

を
刺
す
こ
と
く
ら
い
で
怖
が
っ
て
ど
う
す
る
！
」
生
ま
れ
て
以
来
、
健

康
優
良
児
で
あ
っ
た
私
は
そ
の
映
像
に
ひ
ど
く
衝
撃
を
受
け
た
。
子
ど

も
た
ち
の
治
療
に
取
り
組
む
姿
勢
に
驚
嘆
し
た
私
は
、
献
血
に
行
く
こ

と
を
決
意
し
た
。
実
は
そ
れ
ま
で
、
注
射
が
大
の
苦
手
で
あ
っ
た
。
予

防
接
種
も
逃
げ
回
り
、
健
康
診
断
で
採
血
が
あ
る
時
に
は
一
週
間
も
前

か
ら
憂
鬱
だ
っ
た
。
で
も
、
も
う
決
め
た
。
私
は
献
血
に
行
く
。
せ
っ

か
く
自
分
は
健
康
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
誰
か
の
役
に
立
ち
た
い
。

健
康
を
お
裾
分
け
す
る
ん
だ
！
そ
ん
な
思
い
を
胸
に
初
め
て
の
献
血
に

行
き
、
採
血
中
に
ま
ん
ま
と
意
識
を
失
っ
た
。
後
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な

る
が
、
緊
張
感
や
不
安
が
強
い
状
態
で
献
血
を
し
た
場
合
、
Ｖ
Ｖ
Ｒ
（
迷

走
神
経
反
射
）
を
起
こ
し
具
合
が
悪
く
な
る
こ
と
が
容
易
に
あ
る
の
だ
。

私
は
そ
の
典
型
例
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
今
と
な
っ
て
は
そ
れ
も
笑
い
話

で
あ
る
。

最
初
の
献
血
こ
そ
初
回
の
緊
張
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
二
回
目
か

ら
は
お
お
よ
そ
の
流
れ
が
分
か
る
安
心
感
も
あ
り
問
題
な
く
献
血
を
行

う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
私
は
献
血
の
魅
力
に
み
る
み
る
は
ま
っ

て
い
っ
た
。
確
実
に
人
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
分
か
り
や

す
い
満
足
感
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
特
に
社
会
人

一
年
目
、
新
人
看
護
師
と
し
て
働
き
始
め
た
私
は
、
仕
事
の
出
来
無
さ

や
要
領
の
悪
さ
に
自
信
を
失
っ
て
い
た
。
仕
事
が
自
分
に
向
い
て
い
な

い
、
辞
め
た
い
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。
今
思
え
ば
新
社
会
人
特
有
の

よ
く
あ
る
思
考
な
の
だ
が
、
当
時
の
私
は
そ
れ
を
客
観
的
に
捉
え
る
余

裕
も
な
か
っ
た
。
私
は
患
者
さ
ん
や
先
輩
に
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
い
る
、

自
分
は
い
な
い
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
不
甲
斐
な
さ
に
ひ
ど
く
落

ち
込
ん
だ
時
は
、
決
ま
っ
て
献
血
に
行
っ
た
。
献
血
ル
ー
ム
は
自
分
の

存
在
を
認
め
て
く
れ
る
あ
り
が
た
い
場
所
だ
っ
た
。
献
血
ル
ー
ム
の
ス

タ
ッ
フ
は
い
つ
も
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
て
感
謝
の
意
を
表
わ
し
て
く
れ

る
。
自
信
を
喪
失
し
た
私
に
、「
あ
な
た
だ
っ
て
世
の
中
の
役
に
立
つ
こ

と
が
出
来
る
ん
だ
よ
」
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
。

献
血
に
つ
い
て
自
分
の
中
で
意
識
が
変
わ
っ
た
出
来
事
が
も
う
一
つ

あ
る
。
看
護
師
に
な
っ
て
四
年
目
を
迎
え
た
頃
、
優
し
く
て
大
好
き
だ
っ

た
先
輩
が
突
然
病
に
倒
れ
た
。
白
血
病
だ
っ
た
。
そ
れ
は
晴
天
の
霹
靂

で
病
棟
中
が
為
す
術
も
無
く
う
ろ
た
え
た
。
私
た
ち
看
護
師
は
知
識
は

あ
る
の
に
、
あ
る
い
は
知
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
身
近
な
人
の
発
症
に

は
ひ
ど
く
狼
狽
す
る
。
昨
日
ま
で
元
気
だ
っ
た
人
が
、
あ
る
日
突
然
病

を
発
症
し
た
り
、
事
故
に
遭
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
目

の
当
た
り
に
す
る
現
場
で
働
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う
い
っ
た
事

態
は
自
分
や
自
分
の
周
り
に
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。

な
ん
と
か
助
か
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
元
気
に
な
っ
て
病
棟
に
戻
っ
て
き

て
ほ
し
い
。
本
当
に
祈
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
唯
一
の
治
療
法

で
あ
る
骨
髄
移
植
の
ド
ナ
ー
も
見
つ
か
ら
ず
、
日
に
日
に
衰
弱
し
て
い

く
先
輩
の
命
を
支
え
て
い
た
の
は
輸
血
で
あ
っ
た
。
明
る
く
て
病
棟
の

太
陽
の
よ
う
で
あ
っ
た
彼
女
が
、
す
っ
か
り
細
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
声

で
私
に
言
っ
た
。「
自
分
が
働
い
て
い
る
と
き
は
、
輸
血
が
こ
ん
な
に
有

難
い
も
の
だ
な
ん
て
考
え
て
働
い
て
い
な
か
っ
た
よ
。
今
私
に
輸
血
さ

れ
て
い
る
血
液
は
、
誰
か
が
時
間
を
割
い
て
、
痛
い
思
い
を
し
て
献
血

し
て
く
れ
た
も
の
な
ん
だ
よ
ね
。」
病
棟
で
忙
し
く
働
い
て
い
る
と
、
輸
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血
用
の
血
液
製
剤
が
誰
か
の
血
液
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
な

ん
て
こ
と
を
深
く
考
え
た
事
が
な
か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
た
。
普
段

医
療
現
場
で
は
、
他
の
薬
剤
と
同
じ
よ
う
に
、
輸
血
用
の
血
液
も
請
求

さ
え
す
れ
ば
当
然
の
よ
う
に
病
棟
へ
届
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
ん
な

に
も
医
療
技
術
は
発
達
し
て
き
て
い
る
の
に
、
血
液
は
ま
だ
人
工
的
に

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
輸
血
に

使
わ
れ
る
血
液
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
献
血
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。

先
輩
は
、
彼
女
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
白
い
殺
風
景
な
部
屋
で
、
献
血

し
て
く
れ
た
方
へ
の
感
謝
の
思
い
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
た
。
輸
血
を

す
る
と
青
白
い
顔
色
が
み
る
み
る
良
く
な
り
笑
顔
が
見
ら
れ
る
。
私
自

身
も
こ
ん
な
に
も
輸
血
の
効
果
を
実
感
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
私

に
出
来
る
こ
と
は
献
血
し
か
な
い
！
祈
る
思
い
で
献
血
に
通
っ
た
。

そ
の
後
、
縁
が
あ
り
私
は
血
液
セ
ン
タ
ー
の
看
護
師
と
し
て
働
く
こ

と
に
な
っ
た
。
よ
く
「
こ
の
血
液
は
本
当
に
使
わ
れ
る
ん
で
す
か
？
」「
私

の
血
液
は
役
に
立
つ
ん
で
す
か
？
」
な
ど
と
、
献
血
者
か
ら
質
問
を
受
け

る
こ
と
が
あ
る
。
病
院
で
働
い
た
こ
と
の
あ
る
私
た
ち
は
輸
血
の
現
場

を
見
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、献
血
し
て
い
た
だ
い
た
血
液
の
行
方
は
想
像

に
難
く
な
い
が
、
医
療
職
以
外
の
方
か
ら
す
る
と
自
分
の
血
液
が
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
病

院
で
、病
床
で
、い
か
に
血
液
が
大
切
な
も
の
か
。
ど
れ
だ
け
重
要
視
さ

れ
特
別
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
。
病
気
や
怪
我
を
し
て
輸
血

が
必
要
に
な
っ
た
患
者
さ
ま
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
感
謝
を
表
し
て
治
療
を

受
け
て
い
る
か
、
献
血
し
て
下
さ
る
方
に
も
伝
わ
る
機
会
が
あ
る
と
い
い
。

輸
血
と
い
う
も
の
は
、
健
康
な
人
か
ら
す
れ
ば
馴
染
み
の
な
い
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
病
院
で
は
、
命
の
危
機
に
面
し
た
患
者
さ
ま

に
輸
血
が
選
択
さ
れ
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
輸
血
を

し
な
け
れ
ば
助
か
ら
な
い
命
が
存
在
す
る
。
輸
血
は
人
の
善
意
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
誰
か
の
優
し
い
思

い
や
り
の
気
持
ち
が
、
血
液
製
剤
と
な
り
、
命
を
つ
な
ぐ
た
め
に
必
要

な
患
者
さ
ま
へ
と
届
け
ら
れ
る
。
誰
か
の
善
意
が
、
誰
か
の
命
を
助
け

る
な
ん
て
こ
ん
な
に
素
敵
で
尊
い
こ
と
、
な
か
な
か
他
に
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
っ
て
い
い
な
ぁ
と
心
か
ら
思
う
。

献
血
は
気
軽
に
で
き
る
。
し
か
し
、
手
間
も
時
間
も
か
か
り
痛
み
も

伴
う
。
だ
か
ら
私
た
ち
看
護
師
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
丁
寧
に
、
感
謝
の

意
を
込
め
な
が
ら
採
血
す
る
。
献
血
し
て
下
さ
る
方
に
は
、
巡
り
巡
っ

て
、
き
っ
と
何
か
良
い
こ
と
が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
。
根
拠
は
な
い
け
れ
ど
、

献
血
は
本
当
に
有
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
願
っ
て
穿
刺
し
て
い
る
。

私
自
身
も
こ
れ
か
ら
も
献
血
を
続
け
た
い
。
回
避
で
き
な
い
超
少
子

高
齢
化
の
波
に
血
液
事
業
は
今
後
更
な
る
困
難
を
極
め
る
け
れ
ど
も
、

日
本
は
現
時
点
で
は
こ
れ
だ
け
の
温
か
い
善
意
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

日
々
感
謝
と
敬
意
を
忘
れ
ず
に
、
血
液
事
業
の
一
端
を
担
う
者
と
し
て
、

献
血
の
素
晴
ら
し
さ
を
敷
衍
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

【
学
生
賞
】

赤
十
字
と
つ
な
が
り

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学　

小
倉 

采
佳

わ
た
し
が
赤
十
字
社
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
ま
だ
小
さ
か
っ
た
小

学
生
の
頃
で
あ
る
。
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
愛
知
県
犬
山
市

の
明
治
村
に
あ
る
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
病
棟
を
見
学
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
小
さ
い
な
が
ら
に
、
ま
ず
怖
い
と
思
っ
た
の
を
今
で
も
覚
え

て
い
る
。
ベ
ッ
ド
が
窓
側
に
並
ん
で
い
て
、
当
時
は
ナ
ー
ス
服
も
一
緒

に
飾
ら
れ
て
あ
り
、
少
し
薄
暗
い
よ
う
な
印
象
で
あ
っ
た
。
社
会
見
学

で
再
び
訪
れ
た
時
に
は
怖
く
て
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
中
学
・
高
校
と
生
活
し
て
き
た
が
、
明
治
村
に
行
く
機
会

は
な
く
、
明
治
村
に
あ
る
日
赤
の
病
院
は
怖
い
と
い
う
印
象
で
ぼ
ん
や

り
し
た
思
い
出
と
し
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
ま
だ
ま
だ
赤
十
字
の
こ

と
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
、
進
路
を
決
め
る
と

い
う
時
に
最
後
の
最
後
で
お
母
さ
ん
か
ら
「
こ
こ
も
受
け
て
み
た
ら
？
」

と
勧
め
ら
れ
た
の
が
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
で
あ
る
。
こ
の
と
き

に
わ
た
し
は
は
っ
き
り
と
日
本
赤
十
字
社
っ
て
本
当
に
あ
る
の
だ
と
改

め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

受
験
も
終
わ
り
、わ
た
し
は
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
に
進
学
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
赤
十
字
社
の
学
校
で
は
必
修
と
し
て
赤
十
字
原

論
と
い
う
分
野
が
あ
る
。
日
赤
の
看
護
学
生
と
し
て
一
か
ら
赤
十
字
と

い
う
組
織
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
授
業
を
楽
し
み
に
し
て

い
た
。
も
と
も
と
人
の
役
に
立
つ
仕
事
に
興
味
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
授
業
を
受
け
て
み
る
と
、日
本
赤
十
字
社
の
発
足
や
赤
十
字
が
大

切
に
し
て
い
る
七
原
則
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

わ
た
し
が
家
で
《 

人
・
公
・
中
・
独
・
奉
・
単
・
世 

♪ 

》
と
繰
り
返
し
唱
え

て
い
る
と
母
が
そ
れ
を
聞
い
て
、「
わ
た
し
も
そ
れ
を
覚
え
た
の
よ
」
と

笑
顔
で
話
し
て
き
た
。「
テ
ス
ト
に
出
た
か
ら
全
部
覚
え
た
わ
」
と
も
話

し
て
い
た
。
実
は
、
母
も
日
赤
の
看
護
学
校
で
学
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

親
子
二
代
揃
っ
て
日
赤
の
学
校
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
赤
十
字
の

話
を
親
子
で
す
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
意
見
を
共
有
す
る
こ
と
も
増
え
た
。

今
考
え
て
み
る
と
、
小
さ
い
時
に
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
病
棟
に

足
を
踏
み
入
れ
る
き
っ
か
け
を
く
れ
た
の
も
母
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
当
時
は
怖
い
と
し
か
思
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
学
生
に

な
っ
た
今
は
し
っ
か
り
中
を
見
学
し
て
赤
十
字
と
向
き
合
お
う
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
が
日
赤
の
学
生
と
い
う
意
識
は

よ
り
い
っ
そ
う
四
月
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
。
献
血
ル
ー
ム
に
も
こ
の

間
初
め
て
行
っ
て
み
た
。
日
本
赤
十
字
が
展
開
す
る
活
動
に
参
加
し
て

み
よ
う
か
な
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。

こ
こ
で
最
初
の
テ
ー
マ
に
戻
る
が
、
あ
な
た
の
中
の
赤
十
字
と
は
何

か
と
聞
か
れ
た
ら
、
わ
た
し
は
真
っ
先
に
《
人
道
と
博
愛
》
と
答
え
る
。

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
不
思
議
と
意
識
の
中
に
赤
十
字
と
い
う
の
は
傷
つ
い

て
い
る
人
や
困
っ
て
い
る
人
す
べ
て
に
自
分
た
ち
が
で
き
る
最
大
の
支
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援
を
提
供
す
る
組
織
と
い
う
の
は
頭
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
れ
プ
ラ
ス
今

は
《
つ
な
が
り
》
を
大
切
に
す
る
組
織
で
あ
る
と
伝
え
た
い
。
世
界
規
模

の
人
道
支
援
を
は
じ
め
日
本
で
は
献
血
活
動
も
盛
ん
で
あ
る
。
ど
ち
ら

の
活
動
も
人
の
力
が
な
い
と
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
が
人
を
呼
ん
で
人
を
助
け
る
。
一
人
で
は
達
成
す
る
の
は
難
し
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
人
で
は
な
く
み
ん
な
が
い
た
ら
…
…
？

そ
れ
は
大
き
な
力
に
な
る
と
考
え
る
。
献
血
を
例
に
す
る
が
、
友
達
同

士
で
「
献
血
っ
て
行
っ
た
こ
と
あ
る
？
」「
今
日
献
血
行
っ
て
み
な
い
？
」

な
ど
つ
な
が
り
が
始
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
人
の
た
め
に
行
動
す
る
活

動
も
あ
る
。
実
際
に
わ
た
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
自
分
に
と
っ
て
人
道
・

博
愛
は
遠
く
に
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
献
血
な
ら
気
軽
に
友
達
同
士
、

家
族
、
学
校
で
参
加
で
き
る
。
ま
た
、
母
と
わ
た
し
の
実
体
験
か
ら
赤

十
字
同
士
の
つ
な
が
り
も
お
そ
ら
く
大
き
な
力
に
な
る
と
考
え
る
。
赤

十
字
を
知
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
赤
十
字
の
精
神
を
よ
り
理
解
し
て
も
ら

い
、
自
分
の
日
常
に
そ
の
精
神
を
反
映
さ
せ
て
生
活
し
て
い
け
ば
、
赤

十
字
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
行
動
を
通
し
て
赤
十
字

を
知
ら
な
い
人
に
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

た
理
解
を
得
た
つ
な
が
り
が
大
き
な
輪
に
な
っ
て
赤
十
字
を
支
え
て
い

る
。
今
、
学
ん
で
い
る
赤
十
字
の
学
校
で
の
つ
な
が
り
も
大
切
に
し
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
か
ら
始
ま
っ
た
赤
十
字
の
精
神
や
活
動
は
今

も
着
々
と
大
き
な
大
木
の
根
の
よ
う
に
世
界
に
広
が
っ
て
い
る
。
小
さ

な
声
が
大
き
な
声
と
な
り
、
世
界
か
ら
知
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
世

界
的
に
見
て
も
赤
十
字
の
精
神
・
活
動
を
知
っ
て
い
る
国
は
多
い
と
聞

く
。
日
本
で
は
災
害
支
援
・
募
金
・
献
血
な
ど
日
本
赤
十
字
社
が
関
わ
っ

て
い
る
大
き
な
事
業
は
あ
る
が
、
そ
の
事
業
を
日
本
赤
十
字
社
が
行
っ

て
い
る
こ
と
を
そ
ん
な
に
多
く
の
人
は
知
ら
な
い
。
わ
た
し
自
身
も
日

赤
の
大
学
に
入
っ
て
か
ら
詳
し
く
知
り
始
め
、
街
頭
の
ポ
ス
タ
ー
や
テ

レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
も
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。」
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
と
て
も
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
人
間
に
し
か
人
間
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
、

確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
人
間
以
外
に
私
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
は

い
な
い
。
傷
付
け
合
う
こ
と
も
人
間
は
起
こ
し
て
し
ま
う
が
、「
人
道
」

と
い
う
言
葉
を
胸
に
世
界
中
で
人
間
を
救
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
ア
ン

リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
語
っ
た
「
傷
つ
い
た
兵
士
は
も
は
や
兵
士
で
は
な
い
、

人
間
で
あ
る
。
人
間
同
士
と
し
て
そ
の
尊
い
生
命
は
救
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
こ
の
言
葉
こ
そ
「
人
道
」
の
基
本
で
あ
る
。
赤
十
字
の
七
原

則
で
あ
る
《
人
道
・
公
平
・
中
立
・
独
立
・
奉
仕
・
単
一
・
世
界
性
》
の
ト
ッ

プ
バ
ッ
タ
ー
は
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
《
人
道
》
で
あ
る
。
最
初
に
く
る

ほ
ど
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。

人
道
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
人
間
同
士
の
《
つ
な
が
り
》
を

育
む
こ
と
が
重
要
だ
。
つ
な
が
り
か
ら
生
ま
れ
る
救
命
の
た
め
に
、
わ

た
し
は
家
族
や
友
達
、
学
校
な
ど
の
小
さ
な
つ
な
が
り
か
ら
作
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
る
。
つ
な
が
る
こ
と
で
人
は
強
く
な
れ
る
、
大
き
く
な

れ
る
、
優
し
く
な
れ
る
。
大
学
生
の
今
、
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
は
何

だ
ろ
う
。
救
命
な
ん
て
大
き
な
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
赤
十
字
の
七
原

則
な
ら
赤
十
字
を
知
ら
な
い
友
達
や
家
族
に
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
は
、
人
間
を
救
い
た
い
と
始
ま
っ
た
あ
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ

ン
の
言
葉
か
ら
こ
の
赤
十
字
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に
も
で

き
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。
知
ら
な
い
人
に
伝
え
て
い
こ
う
、
知
っ
て

も
ら
お
う
、
共
感
し
て
も
ら
お
う
。
日
赤
の
看
護
学
生
と
し
て
こ
れ
か

ら
も
赤
十
字
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
吸
収
し
て
い
こ
う
、
活
動
に
参
加
し

て
い
こ
う
。
い
つ
か
看
護
師
と
し
て
活
躍
す
る
日
ま
で
、
わ
た
し
の
経

験
値
が
増
え
て
い
け
ば
い
い
。
ま
ず
は
一
人
の
人
間
と
し
て
当
た
り
前

の
こ
と
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
で
き
る
人
間
に
、
そ
し
て
つ
な
が
り
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
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ど
う
や
ら
、
我
々
人
類
は
古
来
よ
り
『
七
』
と
い
う
数
に
特
別
な
思
い

を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
国
、
地
域
、
人
種
、
文
化

な
ど
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
総
じ
て
『
福
』
に
つ
な
が
る

表
現
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
感
じ
る
。
二
〇
一
一
年
に

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ベ
ロ
ス
と
い
う
作
家
が
行
っ
た
好
き
な
数
字
（
一
桁
に
限

ら
ず
）
に
関
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
で
は
、全
世
界
三
万
人
の
う
ち
、『
七
』

と
答
え
た
人
は
九
．
七
％
に
上
っ
た
。
こ
れ
は
驚
異
的
な
ぶ
っ
ち
ぎ
り

の
値
で
あ
る
。
単
純
に
、
全
世
界
の
一
〇
人
に
一
人
の
好
き
な
数
字
が

『
七
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
最
近
で
は
野
球
を
由
来
と
す
る
と
さ
れ
る
ラ
ッ

キ
ー
セ
ブ
ン
な
ど
西
洋
の
風
習
を
ま
ず
先
に
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
あ
る

が
、
や
は
り
『
七
』
と
い
え
ば
、
そ
の
代
表
は
『
七
福
神
』
で
あ
ろ
う
。
七

福
神
の
起
源
は
室
町
時
代
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
七
つ
の
神
を
参

拝
す
る
こ
と
に
よ
り
七
つ
の
災
難
が
除
か
れ
、
七
つ
の
幸
福
が
授
か
れ

る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
や
は
り
『
七
』
は
幸
福
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
う
い
え
ば
、
研
修
医
時
代
に
先
輩
外
科
医
か
ら
大
切
な
結
紮
で

は
縁
起
が
良
い
か
ら
七
回
結
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
末
広
が
り
の
意
味
を
込
め
て
八
回
！
と
主
張
し
て
い
た
別
の
先
輩

も
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
が
…
…
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
が
日
々
働
い
て
い
る
日
本
赤
十
字
社
は
世
界

一
八
九
の
国
と
地
域
に
広
が
る
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の
一
社
で
あ
り
、

ま
た
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
四
条
約
の
締
約
国
は
一
九
六
カ
国
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
は
国
連
加
盟
国
一
九
三
カ
国
を
上
回
る
文
字
通

り
世
界
最
大
級
の
組
織
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
組
織
の
基
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本
原
則
が
『
七
つ
』
と
い
う
偶
然
か
必
然
か
、
そ
こ
は
想
像
の
域
を
脱
し

な
い
が
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
幸
福
と
い
う

も
の
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
原
則
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

今
年
、
二
〇
一
五
年
は
赤
十
字
基
本
原
則
（
七
原
則
）
が
採
択
さ
れ
て

か
ら
ち
ょ
う
ど
五
〇
周
年
に
あ
た
る
。
こ
の
五
〇
年
で
世
界
は
過
去
に

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
様
々
な
分
野
で
発
展
し
、
成
長
し
、
そ
し

て
進
化
し
た
…
…
少
な
く
と
も
そ
う
思
い
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時

に
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
難
題
も
累
積
し
、
ま
た
新
た
な
問
題
も

噴
出
し
て
い
る
。
世
界
大
戦
の
よ
う
な
大
き
な
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
な

い
こ
と
が
唯
一
の
救
い
で
は
あ
る
が
、
地
球
上
ど
こ
か
で
い
つ
も
紛
争

が
起
き
、
そ
れ
に
よ
り
難
民
が
増
加
し
、
最
近
で
は
テ
ロ
の
恐
怖
も
全

世
界
に
拡
散
し
て
い
る
。
五
〇
年
前
、
こ
の
七
原
則
を
採
択
し
た
会
場

に
い
た
人
々
が
思
い
描
い
た
理
想
の
五
〇
年
後
の
姿
に
我
々
が
生
き
る

現
代
は
ど
れ
だ
け
近
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
甚
だ
疑

問
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
人
道
』、『
公
平
』、『
中
立
』、『
独
立
』、『
奉
仕
』、『
単
一
』

『
世
界
性
』
の
七
つ
、
つ
ま
り
七
原
則
に
つ
い
て
私
の
考
え
、
思
い
を
綴

り
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
人
道
、
奉
仕
と
い
う
言
葉
は
非
常

に
分
か
り
や
す
い
が
、
実
際
に
行
動
す
る
上
で
は
実
に
勇
気
と
忍
耐
が

必
要
だ
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
は
七
原
則
の
中
で
も
最
も

中
心
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
公
平
、
中
立
、
そ
し

て
独
立
と
い
う
三
つ
は
世
界
レ
ベ
ル
で
の
活
動
を
す
る
う
え
で
非
常
に

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
世
界
的
な
活
動
に

お
い
て
利
害
関
係
の
衝
突
が
ど
う
し
て
も
発
生
し
や
す
い
。
も
し
、
こ

の
原
則
を
犯
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
、
組
織
へ
の
信
頼
は
失
墜
し
、

今
後
の
活
動
に
も
大
き
な
支
障
と
な
る
。
我
々
が
今
こ
う
し
て
活
動
で

き
て
い
る
の
は
、
先
輩
方
が
こ
の
原
則
を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
り
、
今
後
後
輩
た
ち
の
た
め
に
は
決
し
て
忘
れ
て
い
け
な
い
原
則
で

あ
る
。
単
一
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
は
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
…
…
。

一
つ
の
も
の
、
唯
一
の
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
よ

う
な
組
織
は
現
時
点
で
は
確
か
に
世
界
で
唯
一
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

二
つ
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
、
現
代
社
会

は
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
敏
感
に
沿
っ
た
別
組
織

が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
認
識
で
よ
い
の
だ

ろ
う
か
…
…
。
最
後
に
世
界
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
活
動
が
世

界
中
に
わ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
現
在
の
活
動
は
ま
さ
に
原
則
通

り
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
話
は
戻
る
が
、
み
な
さ
ん
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
？
七
福

神
の
う
ち
、
日
本
の
神
様
は
な
ん
と
一
人
（
ち
な
み
に
恵
比
寿
さ
ま
）
だ

け
で
あ
る
。
日
本
人
は
悠
久
の
昔
か
ら
実
は
日
本
以
外
の
異
文
化
を
理

解
し
受
け
入
れ
る
こ
と
が
得
意
な
人
種
で
あ
る
。
近
年
で
は
爆
発
的
に

普
及
し
て
い
る
ア
プ
リ
『LIN

E

』
も
日
本
発
祥
で
は
な
い
よ
う
に
、
日
本

人
は
全
く
抵
抗
な
く
実
に
見
事
に
海
外
の
も
の
を
日
常
に
取
り
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
し
て
も
学
校
で
習
っ
た
江
戸
時
代
の
鎖
国
政
策

（
当
時
は
鎖
国
と
呼
ん
で
な
く
後
世
が
名
付
け
た
そ
う
だ
が
）
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
は
盛
ん
に
国
際
交
流
を
行
っ
て
お

り
、
決
し
て
世
界
に
出
て
い
く
こ
と
が
不
得
意
な
民
族
で
は
な
か
っ
た

と
思
う
。
ま
た
自
然
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
全
て
に
神
が
宿
る
と
い
う

思
想
も
古
来
よ
り
あ
り
、
八
百
万
の
神
と
い
う
言
葉
さ
え
あ
る
。
ま
さ

に
宮
崎
駿
監
督
の
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
の
世
界
観
そ
の
も
の
で
あ

る
。
驚
い
た
の
は
、
こ
の
映
画
が
海
外
で
も
評
判
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
あ
の
世
界
観
を
海
外
の
人
々
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
日

本
人
と
し
て
本
当
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
は
『
島
国

根
性
』
と
揶
揄
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
我
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
の

よ
う
な
思
想
は
他
に
類
を
み
な
い
も
の
で
あ
り
、
宗
教
、
文
化
の
全
く

違
う
世
界
で
活
躍
す
る
際
に
は
こ
の
寛
容
力
は
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。

赤
十
字
で
の
活
動
は
実
に
様
々
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
赤
十
字

病
院
と
献
血
と
い
う
も
の
が
そ
の
中
心
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

世
界
的
に
は
赤
十
字
と
い
う
組
織
が
こ
れ
ほ
ど
の
病
院
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
稀
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
き
驚
い
た
覚
え
が
あ
る
。
確
か
に
国
際

学
会
や
論
文
な
ど
で
○
○
（
←
国
名
）
赤
十
字
社
□
□
病
院
な
ど
と
い
う

表
現
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
日
本
赤
十
字
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
改

め
て
覗
い
て
み
る
と
、「
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
」
と
い
う
思
い

を
九
つ
の
か
た
ち
に
し
て
事
業
を
展
開
し
て
い
る
と
記
し
て
あ
る
。
九

つ
の
か
た
ち
と
は
、
①
国
内
災
害
救
護
、
②
国
際
活
動
、
③
赤
十
字
病
院
、

④
看
護
師
等
の
教
育
、
⑤
血
液
事
業
、
⑥
救
急
法
等
の
講
習
、
⑦
青
少

年
赤
十
字
、
⑧
社
会
福
祉
、
⑨
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
私
は

こ
の
う
ち
の
一
つ
、
赤
十
字
病
院
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
日
々

の
活
動
が
、
こ
れ
ら
の
九
つ
の
事
業
に
、
そ
し
て
七
原
則
に
基
づ
い
た

世
界
的
な
活
動
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
そ
し
て
こ

の
崇
高
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
組
織
の
一
員
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な

が
ら
襟
を
正
し
て
日
々
を
過
ご
し
た
い
と
改
め
て
思
う
。
こ
こ
か
ら
の

五
〇
年
が
地
球
上
全
て
の
人
々
と
っ
て
こ
れ
ま
で
の
五
〇
年
以
上
に
幸

福
と
な
り
、
今
よ
り
笑
顔
で
七
原
則
採
択
か
ら
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
ら

れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
。
そ
の
と
き
、
私
は
八
七
歳

…
…
元
気
に
笑
顔
で
全
国
の
七
福
神
め
ぐ
り
で
も
し
て
い
て
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。

【
佳
作
】

未
来
の
看
護
師
と
赤
十
字

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学　

長
井 

美
佳

私
は
今
、
赤
十
字
の
看
護
大
学
で
看
護
の
勉
強
を
し
て
い
る
真
っ
最

中
。「
看
護
師
に
な
り
た
い
！
」
と
、 

看
護
師
で
あ
る
母
の
背
中
を
見
て

育
っ
た
私
は
小
学
生
の
低
学
年
の
時
か
ら
思
っ
て
い
た
。 

幼
い
こ
ろ
か

ら
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
、
大
学
二
年
生
に
な
っ
た
今
も
、
勉
強
に

励
ん
で
い
る
。

高
校
三
年
生
だ
っ
た
私
は
、
本
格
的
に
始
ま
っ
た
受
験
勉
強
と
併
せ
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て
、
母
親
と
学
校
を
調
べ
て
い
た
。「
看
護
師
さ
ん
に
な
れ
る
学
校
は
沢

山
あ
る
け
ど
、
お
母
さ
ん
は
で
き
れ
ば
日
赤
の
看
護
師
に
な
っ
て
ほ
し

い
な
」
と
、
あ
る
日
母
は
言
っ
た
。「
日
赤
は
し
っ
か
り
看
護
師
と
し
て

の
心
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
ね
」
…
…
看
護
師
の
コ
コ
ロ
？
看
護
師
な

ん
て
ど
こ
の
学
校
に
行
っ
て
も
な
れ
る
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
、
看
護
師

さ
ん
は
優
し
く
な
い
と
な
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
と
私
は
思
っ
た
。

「
で
も
、
お
母
さ
ん
が
そ
こ
ま
で
言
う
な
ら
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
る
よ
」

と
言
っ
て
、
私
は
赤
十
字
の
学
校
を
調
べ
た
。
母
が
日
赤
の
専
門
学
校

卒
の
看
護
師
で
あ
る
た
め
、
専
門
学
校
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

大
学
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
真
っ

先
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、「
人
道
」
と
い
う
言
葉
。
こ
れ
が
私
と
赤

十
字
の
基
本
原
則
と
が
出
会
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

「
ジ
ン
ド
ウ
っ
て
何
？
」 

私
は
自
室
に
戻
っ
て
か
ら
辞
書
を
引
い
た
。

「
人
と
し
て
守
り
行
う
べ
き
道
」
と
あ
っ
た
。「
そ
ん
な
の
、
誰
で
も
守
っ

て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
だ
っ
て
看
護
師
さ
ん
な
ん
だ
し
、
学
生
だ
っ
て

看
護
師
さ
ん
に
な
る
ん
だ
か
ら
。」
私
は
そ
う
思
い
な
が
ら
も
、「
で
も
、

日
赤
の
学
生
に
な
っ
た
ら
お
母
さ
ん
み
た
い
な
看
護
師
さ
ん
に
な
れ
る

の
か
な
…
…
」
と
も
思
っ
た
。

そ
の
後
、
現
在
通
っ
て
い
る
大
学
に
進
む
こ
と
を
決
意
し
た
。

大
学
に
入
学
し
て
か
ら
は
、
勉
強
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
。「
こ
れ
が

看
護
師
の
勉
強
！
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
、
日
々
、
看
護
、
看
護
の
繰
り

返
し
。「
看
護
師
さ
ん
っ
て
こ
ん
な
に
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
！
？
」 

と
、
目
が
回
る
よ
う
な
勉
強
の
中
で
常
々
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な

中
で
、
私
に
は
お
気
に
入
り
の
講
義
が
あ
っ
た
。「
赤
十
字
の
歩
み
と
活

動
」
と
い
う
講
義
で
あ
る
。
こ
の
講
義
で
は
、
赤
十
字
が
ど
の
よ
う
に
し

て
出
来
た
の
か
、
赤
十
字
と
は
何
な
の
か
を
学
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
基

本
原
則
に
つ
い
て
も
学
習
を
し
た
。

「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
」
を
読
ん
だ
。
赤
十
字
の
創
立
者
で
あ

る
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
旅
行
記
だ
。
私
は
こ
の
本
を
読
み
、
ま
ず

直
感
し
た
こ
と
は
「
戦
争
の
む
ご
い
有
様
」
で
あ
る
。 

こ
の
本
に
は
ソ
ル

フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
の
戦
場
の
有
様
や
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
み

た
光
景
が
、
そ
の
ま
ま
著
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
脳
み
そ
が
飛
び
出

し
」
と
い
う
文
や
、「
人
間
の
破
片
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
」
と
い
う
部
分
、

ま
た
、「
次
は
も
っ
と
物
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
オ
ー

ス
ト
リ
ア
軍
が
兵
士
の
目
を
く
り
ぬ
い
た
な
ど
の
表
現
が
幾
つ
も
あ
り
、

本
を
閉
じ
て
し
ま
い
た
い
く
ら
い
辛
く
、
悲
し
く
な
っ
た
。
光
景
が
私

の
頭
の
中
で
ザ
ァ
ッ
と
音
を
立
て
て
広
が
っ
た
。
実
際
に
さ
れ
た
兵
士

の
痛
み
は
…
…
・
想
像
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
次
に
、
救
護
を
し
て
い

た
人
々
の
奮
闘
ぶ
り
を
感
じ
た
。
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
「
ト
ウ
ッ

テ
ィ
・
フ
ラ
テ
ー
リ
」
…
…
・
・「
人
間
は
み
な
兄
弟
で
あ
る
」
と
言
っ

て
救
護
に
あ
た
っ
た
。 

看
護
兵
も
軍
医
も
町
の
人
々
も
「
負
傷
兵
を
助

け
た
い
」「
少
し
で
も
苦
痛
を
緩
和
し
た
い
」
と
い
う
一
心
で
手
当
て
に
あ

た
っ
て
い
た
こ
と
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
た
。

「
戦
争
が
な
け
れ
ば
人
は
こ
ん
な
に
苦
し
ま
な
い
の
に
」
と
、
平
和
で

あ
る
今
に
生
き
る
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戦
い
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
赤
十
字
は
誕
生
し
た
の
だ
。
赤
十
字
の
七
つ
の
基
本
原

則
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
「
人
道
」
で
あ
る
。
赤
十
字
に
お
い
て
の
人
道

と
は
「
誰
で
も
、
傷
つ
い
た
人
を
助
け
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
と

考
え
た
。 

今
の
日
本
で
は
戦
争
は
し 

て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
ま

さ
に
今
も
戦
っ
て
い
る
人
は
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
患
者
で
あ
る
。

病
院
や
家
庭
で
闘
病
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
い

る
。
患
者
と
病
気
と
の
戦
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
に
患
者
が
圧
倒
的

に
不
利
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
私
が
目
指
す
「
看
護
師
」
が
、

他
の
医
療
従
事
者
と
と
も
に
患
者
の
戦
い
の
援
助
す
る
の
だ
。
私
の
心

の
中
に
も
き
っ
と
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
考
え
と
同
じ
、
赤
十
字

の
七
つ
の
原
則
の
根
底
の
も
の
と
同
じ
、「
人
道
」
が
ど
こ
か
に
あ
る
は

ず
だ
と
、
本
を
読
み
終
え
た
後
に
思
っ
た
。

高
校
三
年
生
だ
っ
た
あ
の
時
、
赤
十
字
と
出
会
え
て
本
当
に
よ
か
っ

た
と
、
大
学
二
年
生
に
な
っ
た
今
、
そ
う
感
じ
て
い
る
。「
人
道
」
と
い

う
当
た
り
前
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
は
日
赤
だ
け
。
日
赤
に

来
な
け
れ
ば
、私
は
き
っ
と
「
赤
十
字
」
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
だ
っ

た
と
思
う
。
未
来
の
私
は
、
患
者
と
共
に
病
と
闘
い
続
け
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

患
者
が
戦
っ
て
い
る
と
き
、
私
は
何
が
で
き

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

私
は
今
、
赤
十
字
の
看
護
大
学
で
看
護
の
勉
強
を
し
て
い
る
真
っ
最

中
。「
看
護
師
に
な
り
た
い
！
」
と
い
う
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
一
つ
の
夢
を

実
現
す
る
た
め
に
、
大
学
二
年
生
に
な
っ
た
今
も
、
勉
強
に
励
ん
で
い
る
。

赤
十
字
の
一
員
と
し
て
、
一
人
の
未
来
の
看
護
師
と
し
て
。
そ
し
て
、

一
人
の
人
間
と
し
て
。

【
佳
作
】

い
ま
の
日
本
社
会
に
求
め
ら
れ
る
赤
十
字
七
原
則

さ
い
た
ま
赤
十
字
病
院
医
事
課　

永
澤 

由
芽
子

私
が
赤
十
字
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
私
の
親
戚

が
「
国
際
人
道
法
」
を
人
に
伝
え
る
仕
事
を
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
当

時
の
私
は
小
学
生
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
国
際
人
道
法
と
い
う
も
の
が
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
ほ
か
の
大
人
た
ち
に
尋
ね

た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
も
国
際
人
道
法
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
る
人
は
ほ

と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
私
は
そ
の
親
戚
に
国
際
人
道
法
に
つ

い
て
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
そ
の
親
戚
は
こ
う
答
え
た
。
国
際
人
道
法

は
戦
争
な
ど
の
武
力
紛
争
下
で
人
が
最
低
限
守
る
べ
き
ル
ー
ル
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
と
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
国
際
社
会
で
は
戦
争
行
為
は
国
際
条
約
上

違
法
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦

争
は
し
て
は
い
け
な
い
も
の
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も

人
は
必
ず
争
い
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
紛
争
下
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

人
は
殺
害
さ
れ
る
し
傷
つ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
分
た
ち
が
行
為
の

主
体
と
な
っ
て
人
を
殺
し
傷
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
紛
争
下
で

は
残
虐
な
行
為
も
発
生
し
や
す
い
。
し
か
し
、
例
え
そ
の
よ
う
な
極
限
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の
状
況
に
あ
っ
て
も
人
間
に
は
人
と
し
て
守
る
べ
き
基
準
が
存
在
す
る

と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
規
範
に
し
た
も
の
が
国
際
人
道
法
だ

と
い
う
の
が
私
の
親
戚
の
答
え
だ
っ
た
。

き
っ
と
当
時
の
親
戚
は
ま
だ
子
供
だ
っ
た
私
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
こ
の
話
を
聞
い
て
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
。

「
平
和
は
大
切
」「
争
い
は
し
て
は
い
け
な
い
」
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
簡

単
だ
が
そ
れ
を
実
行
し
続
け
る
の
は
本
当
に
難
し
い
。
し
か
し
争
い
が

起
き
て
し
ま
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
そ
の
紛
争
下
で
の
規
範
を
定
め
た

国
際
人
道
法
は
、
ど
う
し
て
も
争
い
を
起
こ
し
て
し
ま
う
人
間
の
本
質

を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
中
で
も
模
範

を
創
ろ
う
と
す
る
人
間
の
崇
高
さ
を
感
じ
る
よ
う
で
と
て
も
魅
力
的
に

思
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
国
際
人
道
法
に
深
い
関
わ
り
を
持

つ
赤
十
字
の
活
動
に
対
し
て
も
私
は
関
心
を
持
っ
た
の
だ
っ
た
。

赤
十
字
の
設
立
は
ス
イ
ス
人
の
実
業
家
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が

一
八
五
九
年
の
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
で
数
万
人
の
死
傷
者
が
放
置

さ
れ
て
い
る
と
い
う
戦
争
の
悲
惨
な
状
況
を
目
撃
し
た
こ
と
に
端
を

発
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
で
戦
争

犠
牲
者
を
救
護
す
る
中
で
得
た
経
験
を
元
に
、
国
際
社
会
に
対
し
て

戦
場
の
負
傷
者
と
病
人
を
敵
味
方
の
区
別
な
く
救
護
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
説
き
、
そ
の
た
め
の
救
護
団
体
組
織
や
国
際
条
約
の
締
結
を
求
め

た
。
そ
れ
は
結
果
的
に
一
八
六
三
年
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
前
身
で

あ
る
五
人
委
員
会
発
足
に
つ
な
が
り
、
一
八
六
四
年
に
は
最
初
の
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
が
調
印
さ
れ
、
赤
十
字
組
織
の
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
。
現

在
国
際
人
道
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
を

踏
ま
え
て
採
択
さ
れ
た
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
武
力
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
の
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
活
動
の
基
盤
と
も

な
っ
て
い
る
。
日
本
赤
十
字
社
も
掲
げ
る
赤
十
字
基
本
原
則
、
い
わ
ゆ

る
赤
十
字
七
原
則
は
一
九
八
六
年
の
第
二
五
回
赤
十
字
国
際
会
議
で

一
九
六
五
年
の
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
宣
言
さ
れ
た
も
の
を
一

部
改
訂
し
て
採
択
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
道
（H

um
anity

）、
公

平
（Im

partiality

）、
中
立
（N

eutrality

）、
独
立
（Independence

）、
奉
仕

（Voluntaryservice

）、
単
一
（U

nity

）、
世
界
性
（U

niversality

）
と
い
う
七
つ

の
項
目
で
赤
十
字
組
織
の
持
つ
主
義
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

赤
十
字
の
設
立
背
景
、
そ
し
て
赤
十
字
と
国
際
人
道
法
の
関
係
を
考

え
る
と
、
赤
十
字
の
理
念
は
武
力
紛
争
お
よ
び
救
護
活
動
と
切
っ
て
も

切
り
離
せ
な
い
関
係
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な

性
質
を
持
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
平
和
主
義
を

掲
げ
平
和
を
維
持
し
て
き
た
日
本
に
お
い
て
、
赤
十
字
の
掲
げ
る
理
念

は
遠
い
世
界
の
現
状
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
国
内
に
お
い
て
も
日

本
赤
十
字
社
と
い
う
一
組
織
が
掲
げ
る
原
則
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
し
て
、

ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

確
か
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
国
際
人
道
法
は

武
力
紛
争
下
で
適
用
さ
れ
る
法
律
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
平
和
な
社
会
で
生
活
す
る
私
た
ち
に
は
一
見
関
係
な
い
も
の
の
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
人
道
法
は
紛
争
下
に
お
い
て
適

用
さ
れ
る
人
権
で
あ
る
た
め
、
普
段
私
た
ち
に
適
用
さ
れ
て
い
る
様
々

な
人
権
と
同
じ
よ
う
に
、
ひ
と
た
び
武
力
紛
争
下
に
置
か
れ
れ
ば
こ
の

法
律
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
も
し
、
自
分
自
身
の
行
為

が
国
際
人
道
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
的
な
罪
を
問
わ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
が
国
際
人
道
法
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
に
批
准
し
て
い
る
限
り
誰
も
が
こ
の
赤
十
字
の
掲
げ
る
理

念
に
世
話
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
し
て
赤
十
字
の
活
動
基
盤
で
あ

る
国
際
人
道
法
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
に
は
、
国
際
平
和
支
援
法
お
よ
び
平
和
安
全
法
制
整
備

法
が
国
会
を
通
過
し
た
こ
と
に
よ
り
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
社
会
も
一

段
と
変
化
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
赤
十
字
の
理
念
や
国
際
人
道
法

な
ど
を
対
岸
の
事
柄
の
よ
う
に
と
ら
え
続
け
る
こ
と
も
、
こ
の
時
代
に

は
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

も
踏
ま
え
て
赤
十
字
の
理
念
を
も
っ
と
広
く
人
々
に
伝
え
る
こ
と
が
今

の
日
本
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

最
も
、
武
力
紛
争
に
絡
め
な
く
て
も
赤
十
字
の
掲
げ
る
理
念
は
、
普

遍
的
な
道
徳
と
し
て
日
本
社
会
で
扱
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
も
と
も
と
赤
十
字
は
深
刻
な
状
況
下
で
苦
し
む
人
々

に
対
し
て
相
手
を
敵
味
方
な
ど
で
差
別
す
る
こ
と
な
く
同
じ
人
間
と
し

て
生
命
や
健
康
、
尊
厳
を
尊
重
し
て
適
切
な
救
援
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
し
た
組
織
で
あ
る
。
そ
の
赤
十
字
の
掲
げ
る
理
念
、
七
つ

の
原
則
は
組
織
設
立
の
目
的
を
適
切
に
実
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
も
い
え
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
て
も
相
手
を

尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
示
し
、
そ
し

て
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
と
自
分
が
思
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
相
手
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
手
段
を
ま
と
め
て

い
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
人
道
（H

um
anity

）、
公

平
（Im

partiality

）、
中
立
（N

eutrality

）
の
項
目
は
国
籍
、
人
種
、
宗
教
的

信
条
、
地
位
、
ま
た
は
政
治
的
意
見
な
ど
で
区
別
す
る
こ
と
な
く
他
者

の
尊
厳
を
守
る
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
確
保
は
全
て
の
人
々

の
間
で
相
互
理
解
や
友
好
、協
力
、
永
続
的
な
平
和
を
促
進
さ
せ
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
独
立
（Independence

）、
奉
仕
（Voluntaryservice

）、
単

一
（U

nity

）、
世
界
性
（U

niversality

）
の
項
目
で
は
人
間
の
尊
厳
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
相
手
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
利
益
主
義
に
陥
る
こ
と
も

な
く
、
全
て
の
人
に
対
し
て
そ
の
活
動
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
互
い
の
力
を
合
わ
せ
て
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
人
が
存
在
す
る

よ
う
に
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
重
要
な
概
念
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

現
在
、
私
た
ち
の
住
む
社
会
は
少
子
高
齢
化
が
進
む
な
ど
時
代
の
転

換
点
に
来
て
い
る
と
い
え
る
。
一
九
八
九
年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
景
気

が
極
端
に
回
復
す
る
こ
と
も
な
く
、
戦
後
続
い
て
い
た
終
身
雇
用
な
ど

の
日
本
の
伝
統
的
社
会
慣
習
も
徐
々
に
崩
壊
の
兆
し
を
見
せ
て
き
て
い

る
。
武
力
紛
争
に
関
わ
る
法
案
が
国
会
を
通
過
す
る
な
ど
私
た
ち
が
今

ま
で
守
り
続
け
て
き
た
規
範
に
も
変
化
が
訪
れ
た
。
同
時
に
国
際
社
会
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が
密
接
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
な
国
籍
、
人
種
、
宗
教
的
信
条

を
持
っ
た
人
々
が
私
た
ち
の
身
近
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
国
内
の
事
象
の
変
化
だ
け
で
な
く
国
外
の
変
化
の
影
響
も
深
く
受

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
が

ど
の
よ
う
に
進
展
す
る
の
か
明
確
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
人
は

お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

赤
十
字
原
則
は
元
を
た
ど
れ
ば
武
力
紛
争
下
と
い
う
先
の
見
え
な
い

極
限
状
態
で
生
ま
れ
た
人
間
の
生
命
、
健
康
、
尊
厳
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
概
念
で
あ
る
。
今
の
日
本
は
急
速
な
社
会
変
革
に
よ
り

先
を
見
通
す
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
点
で
、
あ
る
意
味
で
は
深
刻

な
状
況
下
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
分
が
委
ね
る
こ

と
の
で
き
る
指
標
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
武
力

紛
争
下
の
よ
う
な
極
限
化
の
状
態
に
あ
っ
て
も
存
在
す
る
こ
と
の
で
き

た
赤
十
字
原
則
の
概
念
を
知
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
心
に
置
い
て
お
く
こ

と
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
生
き
抜
く
う
え
で
有
用
な
こ
と
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
を
尊
重
し
、
人
間
の
尊
厳
を

守
る
。
こ
れ
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
常
に
意

識
し
続
け
実
行
し
て
い
く
こ
と
は
意
外
と
難
し
い
。
し
か
し
継
続
的
に

こ
れ
を
行
っ
て
い
け
ば
、
結
果
的
に
他
者
と
の
相
互
理
解
を
深
め
、
友

好
を
築
き
上
げ
、
永
続
的
な
平
和
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ

れ
は
実
行
す
る
本
人
に
と
っ
て
も
社
会
に
と
っ
て
も
有
益
な
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

今
ま
で
の
日
本
社
会
に
お
い
て
武
力
紛
争
に
関
わ
る
国
際
人
道
法
に

対
す
る
関
心
は
低
か
っ
た
。
同
様
に
赤
十
字
の
原
則
に
対
し
て
も
、
そ

れ
は
一
組
織
の
理
念
で
し
か
な
く
、
自
分
と
は
関
係
の
な
い
ど
こ
か

遠
い
世
界
の
概
念
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
急
速
な
変
化
が
起
き
て
い
る
現
在

に
お
い
て
、
日
々
の
生
活
の
中
で
も
人
道
と
い
う
人
間
の
根
源
に
関
わ

る
概
念
は
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
の
中
で
長
々
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
や
慣
習
が
崩
壊
し
て
い
く
中

で
、
紛
争
下
と
い
う
極
限
化
に
お
い
て
生
ま
れ
、
道
徳
と
し
て
も
と
ら

え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
赤
十
字
の
原
則
は
、
変
化
に
富
ん
だ
現
代
社

会
で
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
に
成
り
得
え
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
原
則
は
こ
の
多
様
な
変
化
に
基
づ
い
て
そ
の

理
念
が
人
々
に
周
知
さ
れ
る
機
会
を
得
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
私
は
、

こ
の
機
を
生
か
し
て
、
赤
十
字
の
原
則
、
理
念
が
も
っ
と
よ
り
多
く
の

人
々
に
身
近
な
も
の
と
な
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
社
会

の
変
遷
に
飲
み
込
ま
れ
自
分
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は

自
身
が
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
た
い
と
感
じ
た
と
き
、
こ
の
概
念
が
人
々

の
行
動
の
支
え
と
な
り
、
そ
の
人
の
人
生
の
質
を
高
め
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
や
が
て
は
こ
の
赤
十
字
の
原
則
、
理
念

が
一
個
人
に
と
ど
ま
ら
ず
社
会
全
体
に
広
ま
り
、
人
間
の
尊
厳
が
守
ら

れ
様
々
な
価
値
観
を
持
つ
人
々
の
間
の
相
互
理
解
や
協
力
が
す
す
ん
だ

よ
り
よ
い
社
会
成
立
へ
の
礎
に
な
る
こ
と
を
私
は
祈
っ
て
い
る
。

【
佳
作
】

赤
十
字
と
共
に
歩
み
な
が
ら

京
都
第
二
赤
十
字
病
院
医
療
社
会
事
業
部　

中
西
正
孝

赤
十
字
と
の
出
会
い

今
か
ら
約
四
〇
年
前
に
な
る
が
、
小
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
「
ア
ン

リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
逸
話
」
が
載
っ
て
い
た
。
私
自
身
、
学
校
の
授
業
が

好
き
で
は
無
か
っ
た
が
、
不
思
議
と
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
名
前
は

記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
勿
論
、
将
来
赤
十
字
で
働
く
事
に
な
る
と
は
夢

に
も
思
っ
て
い
な
い
。

赤
十
字
と
の
再
会
は
、
高
校
二
年
生
の
時
に
赤
十
字
救
急
法
を
受
講

し
た
時
だ
っ
た
。
歯
に
衣
着
せ
ぬ
厳
し
い
口
調
の
支
部
職
員
の
方
で
、

白
か
黒
し
か
無
い
様
な
近
寄
り
難
い
雰
囲
気
だ
っ
た
。
だ
が
、
熱
意
や

人
間
的
な
温
か
さ
は
、
確
実
に
伝
わ
っ
て
来
た
。
私
は
そ
の
激
し
い
人

柄
に
惹
か
れ
て
、
そ
し
て
赤
十
字
と
重
ね
た
。

稚
拙
な
表
現
だ
が
「
救
急
法
が
服
を
着
て
歩
い
て
い
る
」「
ミ
ス
タ
ー
赤

十
字
」
と
感
じ
る
存
在
だ
っ
た
。
進
学
し
、
青
年
赤
十
字
奉
仕
団
で
活
動

し
て
い
た
が
、
就
職
を
考
え
る
時
期
に
「
赤
十
字
で
働
き
た
い
」
と
考
え

た
の
は
、
自
分
の
中
で
は
自
然
な
流
れ
だ
っ
た
。

一
人
の
男
か
ら
始
ま
っ
た
大
き
な
輪

今
か
ら
約
一
五
〇
年
前
に
、
無
名
の
一
人
の
男
が
「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ

の
思
い
出
」
を
記
し
て
「
負
傷
兵
は
敵
味
方
な
く
救
護
す
る
」「
そ
の
た
め

の
団
体
を
平
時
か
ら
各
国
に
組
織
し
て
お
く
」「
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成

す
る
為
の
国
際
的
な
条
約
を
締
結
し
て
お
く
」
と
の
三
つ
の
提
案
を
し
た
。

当
時
の
常
識
で
考
え
る
な
ら
ば
、
余
り
に
も
衝
撃
的
な
提
案
と
言
え

る
が
、
こ
の
提
案
は
今
や
世
界
一
九
八
も
の
国
と
地
域
に
赤
十
字
・
赤

新
月
社
（
以
下
、
赤
十
字
と
称
す
）
が
存
在
し
、
巨
大
な
組
織
と
な
っ
て

い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
現
実
離
れ
し
た
提
案
で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
多

く
の
国
の
リ
ー
ダ
ー
達
の
心
を
動
か
す
内
容
で
あ
っ
た
事
も
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
今
か
ら
五
〇
年
前
に
は
「
赤
十
字
七
原
則
」
が
採
択
さ
れ
る
。

「
人
道
・
公
平
・
中
立
・
独
立
・
奉
仕
・
単
一
・
世
界
性
」
常
識
的
で
平

易
な
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
全
て
を
、
同
時
に
踏
ま
え
て
実
行
す
る

困
難
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。

赤
十
字
七
原
則
が
、
赤
十
字
活
動
の
行
動
規
範
で
あ
り
「
羅
針
盤
」
で

あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
赤
十
字
七
原
則
が
「
紳
士
協
定
」
で
あ

る
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
戦
闘
状
況
下
で
、
一
方
的
に
赤
十
字
だ

け
が
赤
十
字
七
原
則
を
叫
ん
で
も
、
紛
争
当
事
者
等
と
の
間
に
理
解
と

信
頼
関
係
が
無
け
れ
ば
、
赤
十
字
の
活
動
は
行
え
な
い
。

武
装
集
団
と
赤
十
字
の
信
頼
関
係

私
が
最
初
に
赤
十
字
七
原
則
を
実
感
し
た
の
は
、
一
九
九
六
年
に
発

生
し
た
「
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
人
質
事
件
」
の
時
だ
っ
た
。
武
装
集
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団
が
日
本
大
使
公
邸
に
、
多
く
の
人
質
と
共
に
四
カ
月
以
上
も
立
て
籠

も
っ
た
事
件
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
特
殊
部
隊
の
強
行
突
入
に
よ
り
、

人
質
は
解
放
さ
れ
る
の
だ
が
、
膠
着
状
態
の
中
、
人
質
解
放
交
渉
や
食

料
等
の
搬
入
活
動
を
行
な
っ
た
の
は
、
警
察
や
軍
隊
で
は
無
く
、
赤
十

字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
と
宗
教
関
係
者
ら
が
行
な
っ
た
。

大
き
く
赤
十
字
マ
ー
ク
の
記
さ
れ
た
白
い
ビ
ブ
ス
型
ゼ
ッ
ケ
ン
を
着

た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
が
公
邸
に
歩
み
寄
る
姿
は
、
今
も
鮮
明
に
思

い
出
す
。
搬
入
物
品
を
手
に
、
何
の
迷
い
も
感
じ
ら
れ
な
い
堂
々
と
し

た
姿
に
、
不
謹
慎
な
が
ら
も
赤
十
字
の
一
員
と
し
て
、
大
変
誇
ら
し
く

感
じ
た
事
を
憶
え
て
い
る
。

赤
十
字
七
原
則
の
存
在
は
、
赤
十
字
関
係
者
の
活
動
や
安
全
を
確
保

す
る
面
で
も
大
切
で
あ
る
が
、
最
も
大
切
な
事
は
「
如
何
な
る
状
況
下
で

あ
っ
て
も
、
全
て
の
個
人
の
尊
厳
を
保
護
す
る
た
め
」
に
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

武
装
し
て
他
国
の
大
使
公
邸
に
乱
入
し
、
立
て
籠
も
る
事
は
、
当
然

な
が
ら
違
法
行
為
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
司
法
が
判
断
す
る
問
題
で
あ

る
。
主
張
方
法
等
に
賛
否
は
あ
ろ
う
が
、
武
装
集
団
も
赤
十
字
七
原
則

の
「
紳
士
協
定
」
に
則
り
、
行
動
し
て
い
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤

十
字
七
原
則
は
、
身
を
も
っ
て
行
動
で
示
さ
れ
、
初
め
て
意
味
を
持
つ

も
の
と
感
じ
た
出
来
事
だ
っ
た
。

赤
十
字
七
原
則
か
ら
離
れ
た
日
常
と
広
報

赤
十
字
七
原
則
を
考
え
る
時
に
「
戦
争
や
紛
争
」「
飢
餓
や
貧
困
」
等
か

ら
離
れ
る
事
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
と
縁
遠
い
日
々

を
過
ご
し
て
い
る
私
達
に
は
、
実
感
が
湧
か
な
い
の
が
正
直
な
気
持
ち

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤
十
字
七
原
則
と
近
い
位
置
に
い
る
、
私
達
職

員
も
例
外
で
は
な
い
。
有
事
活
動
と
言
え
ば
、
自
然
災
害
や
大
規
模
集

団
救
急
等
の
対
応
で
あ
り
、
平
時
活
動
は
講
習
事
業
・
医
療
事
業
・
血

液
事
業
等
で
あ
る
。
赤
十
字
七
原
則
を
知
ら
ず
と
も
何
の
支
障
も
な
く
、

そ
の
意
味
を
感
じ
る
状
況
も
無
い
。
な
ら
ば
、
私
達
赤
十
字
職
員
が
基

本
理
念
と
言
え
る
赤
十
字
七
原
則
に
つ
い
て
、
何
も
情
報
発
信
し
な
く

て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
「
否
」
で
あ
る
と
思
う
。

ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
は
、
赤
十
字
七
原
則
を
「
全
て
の
宗
教
と
哲
学
に
共

通
す
る
も
の
」
と
記
し
て
い
る
。
拙
い
な
が
ら
私
の
捉
え
方
は
、
人
間
が

根
底
に
必
ず
持
っ
て
い
る
「
人
間
ら
し
さ
と
優
し
さ
を
尊
重
し
保
護
す
る

事
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
赤
十
字
的
に
は
「
人
間
愛
・

人
間
の
尊
厳
保
護
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
「
心
の
奥
か
ら
日
常

生
活
に
引
き
出
す
た
め
」
の
情
報
発
信
が
、
私
達
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
自
身
の
知
識
不
足
で
他
国
の
状
況
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
少
な

く
と
も
日
本
で
、
赤
十
字
七
原
則
は
殆
ど
の
人
達
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

非
常
に
残
念
に
思
う
。

こ
う
言
え
ば
マ
イ
ナ
ス
面
と
捉
え
勝
ち
で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ

ば
、
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
「
白
紙
状
態
」
で
あ
り
、
広
報
活
動
を
展
開

す
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
易
い
状
態
に
あ
る
と

見
る
事
も
出
来
る
。
赤
十
字
七
原
則
の
「
人
間
ら
し
さ
と
優
し
さ
を
尊
重

し
保
護
す
る
」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
広
報
展
開
を
、
デ
ュ
ナ
ン
や
ピ
ク

テ
は
ど
の
様
に
見
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。

私
は
以
前
か
ら
「
赤
十
字
を
知
っ
て
貰
う
事
」
は
大
切
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
上
に
「
赤
十
字
の
理
解
者
を
増
や
す
事
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
」
と

の
思
い
を
持
っ
て
お
り
「
協
力
者
と
理
解
者
」
は
、異
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
理
解
者
に
必
要
な
「
赤
十
字
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
伝
え
る
に
は
、

長
い
時
間
を
要
す
る
と
の
思
い
込
み
も
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
広
報
物
を
見
て
「
事
業
紹
介
が
主
体
で
、
理
念
が
置
き
去

り
に
さ
れ
て
い
る
」「
組
織
体
質
か
な
？
」
と
広
報
手
法
を
否
定
的
に
感
じ

て
い
な
が
ら
も
「
仕
方
な
い
部
分
」
と
思
っ
て
き
た
。
が
、
そ
の
思
い
込

み
を
、
打
ち
破
る
体
験
を
し
た
。

長
久
手
の
丘
で
感
じ
た
赤
十
字
へ
の
追
い
風

二
〇
〇
五
年
三
月
『
愛
・
地
球
博
』
が
開
催
さ
れ
「
国
際
赤
十
字
・
赤

新
月
館
」
が
出
展
さ
れ
た
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
見
る
と
、
何
と
も
地
味
な

外
観
で
あ
る
。
ド
ー
ム
型
シ
ア
タ
ー
が
あ
り
、
映
像
が
観
ら
れ
る
ら
し

い
。「
赤
十
字
ら
し
い
な
ぁ
」そ
れ
が
正
直
な
印
象
だ
っ
た
。
何
と
な
く「
赤

十
字
こ
の
一
年
」
が
映
さ
れ
て
い
る
、
退
屈
な
光
景
が
目
に
浮
か
ん
で
し

ま
う
。
と
こ
ろ
が
開
幕
後
、
間
を
置
か
ず
し
て
、
全
パ
ビ
リ
オ
ン
の
ト
ッ

プ
を
争
う
人
気
パ
ビ
リ
オ
ン
と
な
っ
て
い
た
。

入
場
待
ち
時
間
が
、
数
時
間
に
な
る
事
も
珍
し
く
無
い
ら
し
い
。
口

コ
ミ
で
耳
に
し
た
「
ド
ー
ム
型
シ
ア
タ
ー
で
一
〇
分
弱
の
映
像
を
観
る

事
」
を
承
知
の
上
で
、
数
時
間
以
上
立
ち
続
け
る
人
が
連
日
来
場
し
て
い

る
事
に
な
る
。

家
族
に
せ
が
ま
れ
た
事
も
あ
り
、
私
も
八
月
の
炎
天
下
に
覚
悟
を
決

め
て
入
場
の
列
に
加
わ
っ
た
。
整
列
の
制
限
が
さ
れ
て
、
並
べ
な
い
人

も
在
る
様
な
状
況
だ
っ
た
。
炎
天
下
か
ら
、
薄
暗
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ま
で

に
六
時
間
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ド
ー
ム
型
シ
ア
タ
ー
へ
入
る
。

座
席
で
は
な
く
ソ
フ
ァ
ー
に
横
に
な
る
。
紛
争
や
災
害
、
市
街
戦
と

少
年
兵
、
地
雷
と
義
足
、
飢
餓
に
苦
し
む
子
供
達
。
そ
し
て
、
テ
レ
ビ

の
ニ
ュ
ー
ス
な
ら
ば
、
画
像
加
工
で
眼
に
す
る
こ
と
の
無
い
衝
撃
的
な

シ
ー
ン
。
笑
顔
の
シ
ー
ン
は
殆
ど
無
か
っ
た
。
楽
し
い
映
像
も
全
く
無
い
。

無
い
と
言
う
な
ら
ば
、
事
業
や
映
像
を
紹
介
す
る
説
明
も
テ
ロ
ッ
プ

も
全
く
何
も
な
い
。
映
像
と
音
楽
だ
け
の
世
界
だ
っ
た
。
そ
の
不
親
切

さ
に
も
関
わ
ら
ず
「
こ
れ
が
現
実
や
」「
こ
れ
を
見
て
ど
う
思
う
ん
や
」「
今

か
ら
ど
う
行
動
す
る
ん
や
？
」
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
強
烈
だ
っ
た
。

映
像
が
終
わ
っ
た
。
し
ば
ら
く
ソ
フ
ァ
ー
か
ら
立
ち
上
が
ら
な
い
人

達
も
い
る
中
、
シ
ア
タ
ー
を
出
る
と
、
眼
を
赤
く
し
て
い
る
人
も
少
な

く
な
い
。「
白
紙
状
態
」
の
私
達
に
は
充
分
過
ぎ
る
衝
撃
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
殆
ど
の
人
が
サ
イ
ン
ペ
ン
を
走
ら
せ
て
い
る
。
選
択
式
ア

ン
ケ
ー
ト
用
紙
で
は
無
い
。
入
口
で
受
け
取
っ
た
、
真
白
い
紙
で
あ
る
。

そ
の
真
白
な
紙
に
自
分
の
想
い
を
込
め
て
い
る
。
誰
に
宛
て
る
で
も
無

い
。
数
分
間
の
衝
撃
が
、
白
い
紙
を
温
か
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
へ
と

変
え
て
い
く
。
こ
ん
な
手
法
が
あ
っ
た
の
か
。
驚
き
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
待
ち
続
け
た
六
時
間
は
短
く
思
え
た
。
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五
〇
年
先
の
赤
十
字
七
原
則
に
願
う

私
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に
生
ま
れ
た
の
で
、
赤
十
字
七
原

則
が
採
択
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
な
る
。
今
で
は
、
国
家
間
の
戦

い
は
表
面
上
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
複
雑
化
し
、
過
激
派

武
装
集
団
に
よ
る
紛
争
や
テ
ロ
も
確
実
に
増
え
て
い
る
。
も
う
、
在
ペ

ル
ー
日
本
大
使
公
邸
人
質
事
件
の
よ
う
な
「
紳
士
協
定
」
も
見
ら
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
自
然
に
目
を
向
け
る
と
、
異
常
気
象
に
よ
る

飢
餓
や
貧
困
も
深
刻
と
な
っ
て
い
る
。

赤
十
字
七
原
則
の
採
択
か
ら
五
〇
年
。
現
在
の
激
動
す
る
世
界
情
勢

を
見
て
い
る
と
、
五
〇
年
先
に
ど
の
よ
う
な
世
界
情
勢
と
赤
十
字
が
対

峙
し
て
い
る
か
想
像
出
来
な
い
が
、
今
と
変
わ
ら
な
い
赤
十
字
七
原
則

が
守
り
継
が
れ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
赤
十
字
七
原
則
の
各
項
目
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で

の
「
極
め
た
位
置
」
に
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
、
国
際
情
勢
の

変
化
に
伴
な
っ
て
、
現
在
の
解
釈
に
付
加
さ
れ
る
事
も
、
不
幸
で
は
あ

る
が
、
喜
ぶ
べ
き
事
と
も
思
っ
て
い
る
。

今
か
ら
約
一
五
〇
年
前
に
無
名
の
一
人
の
男
の
提
案
に
始
ま
り
、

五
〇
年
前
に
は
赤
十
字
七
原
則
を
採
択
し
た
。
そ
の
精
神
を
失
わ
ず
、

常
に
先
見
の
明
と
勇
気
と
決
断
を
も
っ
て
、
時
期
を
逸
す
る
事
無
く
広

め
、
そ
の
先
頭
に
立
ち
続
け
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

【
佳
作
】

赤
十
字
七
原
則
と
私

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学　

濵
美
砂

「
白
地
に
赤
の
十
字
」
が
表
わ
す
赤
十
字
表
彰
を
、
私
は
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
私
の
故
郷
、
長
野
県
諏
訪
市
に
建
っ
て
い

る
諏
訪
赤
十
字
病
院
に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
赤
十
字
の
表
彰
を
見
て
い

た
か
ら
だ
。
湖
畔
に
建
つ
大
き
な
建
物
と
夜
に
な
っ
て
も
遠
く
か
ら
見

え
る
よ
う
に
と
赤
く
光
っ
て
い
る
十
字
の
表
彰
は
と
て
も
堂
々
と
し
た

雰
囲
気
を
も
っ
て
い
た
。
祖
父
や
祖
母
が
入
院
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

度
々
病
院
に
足
を
運
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
が
、
自
分
が
将
来
こ
う
し
て
赤

十
字
の
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

私
が
看
護
の
道
へ
進
む
き
っ
か
け
は
、
中
学
三
年
生
の
時
に
母
が
乳

が
ん
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
中
学
三
年
生
の
私
の
頭
の
中
で
は
、「
が
ん
」

と
い
う
言
葉
は
「
死
」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。 

そ
れ
ま
で
身

近
な
人
が
大
き
な
病
気
を
患
っ
た
と
い
う
経
験
が
な
く
、
初
め
て
身
近

に
で
き
た
が
ん
患
者
が
母
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
と
悲

し
み
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
毎
晩
隣
で
泣
い
て
い
る

母
に
ど
う
声
を
か
け
て
良
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

あ
る
日
、
母
は
ま
だ
中
学
生
で
医
療
の
知
識
を
何
も
持
た
な
い
私
に

向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。

「
が
ん
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
？
」「
ど
う
し
て
こ
う
い
う
薬
を
飲
む

の
？
」
こ
の
質
問
に
中
学
生
の
私
が
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
当
た
り
前
だ

が
、
私
は
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
悔
し
さ
を
感
じ
た
。
目
の
前
で
と

て
も
大
切
な
人
が
苦
し
ん
で
い
る
、
悲
し
ん
で
い
る
の
に
、
自
分
は
何

も
で
き
な
い
。
自
分
の
無
力
さ
を
痛
感
し
た
。
こ
の
時
、
私
は
看
護
師

に
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
専
門
的
な
知
識
、
技
術
を
身
に
着
け
、
病

気
や
け
が
に
苦
し
む
多
く
の
人
の
力
に
な
り
た
い
、
命
を
救
い
た
い
と

い
う
思
い
を
持
っ
た
。

看
護
師
と
い
う
将
来
の
夢
を
持
っ
た
私
は
、
高
校
二
年
生
の
時
に
諏

訪
赤
十
字
病
院
の
一
日
看
護
体
験
に
参
加
し
た
。
病
院
内
を
ひ
と
通
り

見
学
し
た
後
、
あ
る
患
者
の
足
浴
の
援
助
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
対

象
の
患
者
は
高
齢
の
女
性
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
高
校
生
が
病
室
に
入
り

あ
い
さ
つ
を
す
る
と
、
ま
る
で
自
分
の
孫
が
会
い
に
来
て
く
れ
た
か
の

よ
う
な
優
し
い
笑
顔
で
喜
ば
れ
た
。
病
室
か
ら
車
椅
子
に
乗
せ
て
大
き

な
窓
か
ら
空
が
見
え
る
廊
下
に
移
動
し
て
足
浴
の
準
備
を
し
た
。
日
々

医
療
ド
ラ
マ
な
ど
を
見
て
、
忙
し
く
走
り
回
る
看
護
師
の
仕
事
内
容
を

想
像
し
て
い
た
私
は
こ
の
時
、「
こ
ん
な
ふ
う
に
お
湯
で
ち
ょ
っ
と
足
を

洗
っ
た
く
ら
い
で
気
持
ち
い
い
の
か
」「
足
を
洗
う
な
ど
家
族
に
も
で
き

そ
う
な
こ
と
を
看
護
師
が
や
る
の
か
」
と
心
の
中
で
考
え
て
い
た
。
過
去

に
も
二
回
看
護
体
験
に
参
加
し
て
い
た
の
だ
が
、
実
際
に
患
者
の
を
す

る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
、
看
護
師
の
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が

ら
、
恐
る
恐
る
患
者
の
足
を
お
湯
の
中
に
入
れ
、
優
し
く
洗
い
始
め
た
。

す
る
と
、
患
者
は
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
「
あ
あ
～
、
と
て
も
気

持
ち
が
い
い
。
あ
な
た
に
や
っ
て
も
ら
え
て
本
当
に
嬉
し
い
わ
」
と
言
っ

た
。
そ
の
笑
顔
と
言
葉
で
、
私
の
心
は
何
か
温
か
い
も
の
で
満
た
さ
れ

た
よ
う
な
、
一
瞬
で
パ
ァ
ッ
と
明
る
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
未

熟
な
自
分
で
も
、
患
者
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
援
助
が
出
来
た
こ

と
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。「
看
護
師
は
と
て
も
大
変
な
仕
事
だ
と
聞

く
け
れ
ど
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
で
患
者
さ
ん
に
喜
ん
で

ほ
し
い
。
も
っ
と
こ
う
い
う
笑
顔
が
見
た
い
」
と
心
か
ら
思
え
た
瞬
間

だ
っ
た
。
こ
の
看
護
体
験
を
通
し
て
、
患
者
の
中
に
あ
る
看
護
師
の
存

在
は
と
て
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
看
護
師
の
患
者
に
対
す
る
話

し
方
や
接
し
方
、
処
置
の
仕
方
で
患
者
の
気
持
は
大
き
く
変
わ
る
と
い

う
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。

そ
し
て
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
の
存
在
を
知
っ
た
時
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
見
て
赤
十
字
の
七
原
則
で
あ
る
、
人
道
・
公
平
・
中
立
・
独
立
・

奉
仕
・
単
一
・
世
界
性
に
つ
い
て
も
併
せ
て
知
っ
た
。 

初
め
は
こ
の
原

則
が
と
て
も
難
し
い
よ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
、
今
こ
の
日
本
赤
十
字

豊
田
看
護
大
学
で
学
ん
で
い
て
、
自
分
の
目
指
す
看
護
師
像
に
、
こ
の

赤
十
字
の
七
原
則
が
自
然
と
入
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
特
に
そ

う
感
じ
た
の
は
七
原
則
一
つ
目
の
人
道
だ
。「
人
間
の
生
命
と
健
康
、
尊

厳
を
守
る
た
め
、
苦
痛
の
予
防
と
軽
減
に
努
め
る
」
私
は
母
が
乳
が
ん
に

な
っ
た
と
い
う
経
験
か
ら
、
病
気
を
発
症
し
た
あ
と
の
患
者
の
ケ
ア
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。
そ
れ
は
精
神
面
と
身
体
面
の
両
方

に
お
い
て
だ
。
乳
が
ん
に
な
っ
て
か
ら
絶
え
ず
落
ち
込
ん
で
い
る
母
を
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見
て
、
精
神
面
に
お
い
て
も
大
き
な
負
担
が
か
か
っ
て
い
る
と
わ
か
り
、

こ
こ
か
ら
ま
た
何
か
別
の
苦
し
み
が
母
を
襲
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
、
病
気
発
症
前
の
苦
痛
の
予
防
は
も
ち
ろ
ん
、
発
症
後
の
苦

痛
の
予
防
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
。 

病
気
を
発
症
し
た
途
端
に
患

者
自
身
と
そ
の
家
族
は
病
気
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
に
は
、
医
療
従
事
者
の
中
で
患
者
と
そ
の
家
族

に
接
す
る
時
間
が
一
番
長
い
と
考
え
ら
れ
る
看
護
師
が
冷
静
に
な
っ
て
、

今
後
に
起
こ
り
う
る
問
題
や
苦
痛
を
予
測
し
、
そ
の
予
防
に
努
め
る
べ

き
で
あ
る
。

ま
た
、
一
日
看
護
体
験
の
経
験
か
ら
、
七
原
則
の
う
ち
の
奉
仕
に
共

感
を
持
っ
た
。「
利
益
を
求
め
ず
、
人
を
救
う
た
め
、
自
発
的
に
行
動
す

る
」
私
は
看
護
体
験
の
足
浴
の
援
助
に
お
い
て
、
看
護
師
と
し
て
の
仕
事

の
一
部
、
利
益
を
得
る
た
め
で
は
な
く
、
患
者
の
た
め
に
何
か
し
た
い
、

患
者
の
気
持
を
楽
に
し
て
あ
げ
た
い
一
心
で
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
心
は
患
者
に
必
ず
伝
わ
り
、
治
療
へ
の
前
向
き
な
姿
勢
や
病

状
の
回
復
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

私
は
こ
れ
か
ら
赤
十
字
の
大
学
で
あ
る
こ
の
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護

大
学
で
学
ん
で
い
く
こ
と
に
お
い
て
も
、
看
護
師
と
な
り
、
働
き
始
め

る
時
に
も
赤
十
字
の
七
原
則
を
こ
こ
ろ
に
掲
げ
て
患
者
に
接
し
て
い
き

た
い
。

【
最
優
秀
賞
】

あ
た
し
の
中
の
赤
十
字

愛
知
県
支
部
尾
張
赤
十
字
救
急
奉
仕
団　

寺
倉 

鉄
二

両
手
を
広
げ
て
み
た

ふ
と
思
っ
た

あ
た
し
の
中
を
流
れ
る　

赤
い
血

今　

こ
う
し
て
い
る
と
、

あ
た
し
の
赤
い
血
が　

十
字
を
つ
く
っ
て
い
る

そ
う　

あ
た
し
自
身
が
赤
十
字

あ
た
し
は
誓
い
ま
す

あ
な
た
を
救
え
る
か
ど
う
か

そ
れ
は　

わ
か
ら
な
い
け
ど

た
だ　

手
を
さ
し
の
べ
て

あ
な
た
と
と
も
に　

歩
む
こ
と
を

【
優
秀
賞
】

暮
ら
し
の
中
に

滋
賀
県
支
部  

長
浜
市
浅
井
赤
十
字
奉
仕
団　

松
村 

外
美

地
域
赤
十
字
奉
仕
団
に
入
団
し
て
八
年
。
当
初
は
赤
十
字
の
基
本
理

念
な
ど
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、
た
だ
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
事
業
に
参
加
し

て
お
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
近
、
奉
仕
活
動
を
終
え
て
家
路
に
着

く
こ
ろ
、
自
分
の
な
か
に
何
か
力
が
満
ち
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の

で
す
。
充
実
感
と
い
う
よ
う
な
自
己
満
足
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分

を
認
め
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
感
動
を
覚
え
る
の
で
す
。

奉
仕
活
動
の
ひ
と
つ
に
高
齢
者
介
護
施
設
訪
問
が
あ
り
ま
す
。
会
話

の
き
っ
か
け
を
見
つ
け
る
の
は
苦
手
で
す
が
、
何
げ
な
い
話
題
が
相
手

の
琴
線
に
ふ
れ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
堰
を
き
っ
た
よ
う
に
話
さ
れ
る

方
に
あ
い
づ
ち
を
う
ち
な
が
ら
、
大
切
な
時
間
を
共
有
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
す
。
人
生
経
験
が
格
段
豊
富
な
お
年
寄
り
が
、

年
下
の
私
を
話
し
相
手
と
し
て
心
を
開
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

私
が
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
は
非
常
に
狭
い
範
囲
で
、「
赤
十
字
七

原
則
」
に
則
っ
て
の
活
動
と
は
程
遠
い
も
の
で
す
。
井
の
中
の
蛙
で
、
今

の
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
続
け
る
だ
け
で
す
。
高
齢
で
足
腰
の
弱
っ
た

お
隣
さ
ん
に
「
ゴ
ミ
出
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
声
か
け
す
る
の
が
私
な
り
の

赤
十
字
の
精
神
な
の
で
す
。

【
社
長
賞
】

私
が
赤
十
字
と
言
え
る
日
ま
で

日
本
赤
十
字
社 

企
画
広
報
室　

出
谷
友
紀
子

　

い
き
る
意
味

　
　
　

赤
十
字
に

　
　
　
　
　

重
ね
て
は
…
。

私
の
誕
生
日
は
五
月
一
日
。

こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
自
分
の
存
在
意
義
を
考
え
る
。

そ
れ
が
赤
十
字
の
職
員
と
し
て
の
自
分
と
重
な
る
。

　

次
々
と

　
　
　

夢
を
叶
え
る

　
　
　
　
　

赤
十
字

日
本
と
海
外
と
の
懸
け
橋
に
な
る
の
が
夢
だ
っ
た
。

赤
十
字
の
仕
事
を
通
し
て
、
夢
を
叶
え
て
い
る
。

ま
だ
ま
だ
、
追
い
続
け
て
い
て
掴
み
取
り
た
い
夢
が
あ
る
。

私
が
赤
十
字
と
言
え
る
日
ま
で
…
。

ポ
エ
ム
・
ツ
ィ
ー
ト
コ
ー
ス
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【
理
事
長
賞
】

ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
平
和
を

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学
大
学
院　

坂
越 

由
季
子

私
は
ヒ
ロ
シ
マ
の
赤
十
字
の
学
校
で
看
護
学
を
学
ん
だ
。

実
習
場
所
は
原
爆
病
院
だ
っ
た
。
受
け
持
っ
た
患
者
さ
ん
は
い
つ
も

清
拭
を
嫌
が
っ
て
い
た
。

被
爆
者
で
あ
り
、
背
中
一
面
に
ケ
ロ
イ
ド
が
あ
り
、
片
方
の
乳
房
を

失
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

清
拭
の
時
間
に
な
る
と
必
ず
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
、
命
の
尊
さ
を
語
っ

て
く
れ
た
。

私
は
患
者
さ
ん
の
思
い
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
。

誰
に
も
見
せ
た
く
な
い
傷
跡
を
私
に
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
の

思
い
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

赤
十
字
の
看
護
師
と
し
て
の
使
命
を
感
じ
た
。

私
は
看
護
だ
け
で
な
く
、
世
界
平
和
の
大
切
さ
に
つ
い
て
も
訴
え
て

い
け
る
看
護
師
に
な
る
と
心
に
決
め
た
。
赤
十
字
の
精
神
を
学
ん
だ
看

護
師
と
し
て
誇
り
を
持
ち
、
こ
れ
か
ら
も
使
命
を
全
う
し
た
い
。

【
学
生
賞
】

沢
山
の
あ
な
た
へ

 

富
山
赤
十
字
看
護
専
門
学
校　

吉
田 

凪
沙

私
の
耳
は
、
あ
な
た
の
想
い
を
聞
く
た
め
に

私
の
目
は
、
あ
な
た
の
こ
と
を
見
つ
け
る
た
め
に

私
の
声
は
、
あ
な
た
を
元
気
に
す
る
た
め
に

私
の
手
は
、
あ
な
た
と
手
を
と
り
あ
う
た
め
に

私
の
足
は
、
あ
な
た
の
元
へ
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
る
た
め
に

私
の
心
は
、
沢
山
の
〝
あ
な
た
〟
を
助
け
た
い
と
思
う
。

【
佳
作
】

繋　
ぐ�

熊
本
赤
十
字
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科　

今
村 

美
和

大
学
受
験
と
い
う
人
生
の
節
目
に
経
験
し
た
日
赤
で
の
入
院
生
活

「
こ
の
経
験
が
い
つ
か
き
っ
と
力
に
な
る
」

主
治
医
の
言
葉
、
手
術
室
で
の
看
護
師
さ
ん
の
笑
顔
と

麻
酔
で
意
識
が
な
く
な
る
ま
で
握
っ
て
く
れ
た
手
の
ぬ
く
も
り

い
つ
か
必
ず
こ
こ
で
働
く
と
決
め
た
あ
の
日
の
こ
と

今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る

あ
れ
か
ら
四
年
半
が
経
ち
、
夢
を
叶
え
た
入
社
一
年
目
の
秋

半
年
間
で
携
わ
っ
た
対
象
者
は
百
十
二
人

一
人
一
人
が
歩
ん
で
き
た
人
生
の
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
ど

と
て
も
大
事
な
ひ
と
時
に
関
わ
る
日
々

き
っ
と
誰
も
が
誰
か
の
大
切
な
人
で
あ
る
か
ら

目
の
前
の
人
を
想
い
努
力
す
る
日
々

自
分
の
無
力
さ
に
悔
し
さ
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど

自
身
の
入
院
経
験
で
感
じ
た
人
の
ぬ
く
も
り
を

今
度
は
私
が
届
け
ら
れ
た
ら

人
道
の
想
い
を
繋
げ
た
い

人
道
の
想
い
に
救
わ
れ
た
私
が
心
に
決
め
た

こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
た
い
今
の
気
持
ち

【
佳
作
】

「
拝
啓
」

長
崎
原
爆
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
作
業
療
法
士　

上
戸
木
綿
子

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン

あ
な
た
は
今
の
世
界
を
み
て

一
体
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。

ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
か
ら

一
五
〇
年
が
経
っ
て
も

人
間
は
戦
争
を
止
め
ま
せ
ん
。

で
も
、
あ
な
た
が
示
し
た

「
人
の
道
」「
生
命
の
尊
守
」

そ
の
心
と
行
い
は
、
確
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

す
で
に
、
赤
十
字
社
に
賛
同
す
る
国
は
一
八
九
カ
国
を
越
え
ま
し
た
。

一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と
か
ら
。

皆
、
前
を
見
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

一
人
一
人
の
力
は
小
さ
く
て
も
、
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集
ま
れ
ば
き
っ
と
、
こ
の
世
界
を
変
え
ら
れ
る
。

今
日
も
ま
た
、
苦
し
み
を
抱
え
た
目
の
前
の
人
に
、
そ
し
て
目
の
前

に
見
え
な
い
人
に
、

あ
な
た
の
希
い
を
受
け
て
、
こ
の
手
を
伸
べ
継
（
つ
づ
）
け
ま
す
。

す
べ
て
の
い
の
ち
に
尊
厳
あ
る
明
日
を
祈
っ
て

 

敬
具

【
佳
作
】

優
し
い
気
持
ち
が
添
え
ら
れ
た
言
葉
と
笑
顔

 

Ｊ
Ｒ
Ｃ
指
導
者
（
栃
木
県
立
学
悠
館
高
等
学
校
実
習
教
員
）　

大
島 

喜
美
子

思
い
が
け
ず
、
大
病
を
患
い
、
電
車
通
勤
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

生
命
に
期
限
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖
、
女
性
の
象
徴
を
失
う
こ

と
の
重
み
、「
あ
た
り
ま
え
」
が
「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
く
な
る
日
常
に
、

心
身
共
に
疲
弊
し
な
が
ら
も
、
仕
事
を
再
開
し
た
。

 

「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。」「
お
疲
れ
様
で
す
。
お
気
を
つ
け
て
。」
改
札

を
通
る
一
瞬
に
、
優
し
い
笑
顔
の
挨
拶
と
共
に
、
ひ
と
言
添
え
て
く
れ

る
駅
員
さ
ん
と
出
会
っ
た
。
身
の
不
運
に
へ
こ
む
私
の
心
に
心
地
よ
く

響
き
、
そ
の
度
に
癒
さ
れ
た
。
利
用
者
へ
気
遣
い
に
溢
れ
、
丁
寧
に
接

す
る
姿
を
見
る
時
、
そ
こ
に
は
い
つ
も
双
方
の
笑
顔
が
あ
っ
た
。
仕
事

に
「
＋
α
」
の
思
い
や
る
気
持
ち
を
添
え
て
接
し
、
周
囲
を
幸
せ
な
気
持

ち
に
し
て
く
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。

人
を
思
い
や
る
気
持
ち
と
言
葉
、
そ
し
て
笑
顔
。
小
さ
な
こ
と
だ
が
、

人
の
心
を
救
い
、
癒
し
を
与
え
る
。
と
て
も
大
切
な
人
道
精
神
に
繋
が

る
も
の
で
あ
る
。
優
し
い
気
持
ち
を
持
ち
、
周
囲
を
笑
顔
に
出
来
る
人

が
増
え
、
そ
れ
が
万
古
不
易
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
今
日
こ
の
頃
で

あ
る
。

【
佳
作
】

家
族
と
献
血

赤
十
字
奉
仕
団
若
松
町
分
団　

中
野
幸
恵

六
九
才
ま
で
献
血
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
合
計
で
一
四
〇
回
で
す
。

最
初
息
子
が
行
き
始
め
、
献
血
か
ー
、
そ
う
だ
、
私
も
若
い
頃
、
職

場
で
手
術
を
す
る
方
の
為
、
そ
の
病
院
へ
行
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

し
た
。

そ
の
頃
は
ま
だ
今
の
よ
う
な
制
度
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
す

ね
。子

供
達
も
成
人
し
、
す
ぐ
近
く
の
献
血
ル
ー
ム
に
私
も
通
い
始
め
ま

し
た
。

若
い
頃
と
違
っ
て
成
分
献
血
に
な
り
ま
し
た
が
、
職
員
と
顔
な
じ
み

に
な
る
程
通
い
ま
し
た
。

ど
の
職
員
も
丁
寧
に
接
し
て
く
れ
、
行
く
の
が
楽
し
み
で
し
た
ネ
。

最
も
少
な
い
Ａ
Ｂ
型
な
の
で
是
非
続
け
た
い
と
思
い
、
適
正
体
重
を

保
つ
こ
と
を
心
が
け
、
歯
に
も
充
分
注
意
し
、
今
で
も
歯
医
者
さ
ん
に

褒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
は
病
院
に
か
か
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
く
、
医
療
費
削
減

に
も
寄
与
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

一
時
は
家
族
全
員
が
献
血
し
て
い
ま
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
私
だ

け
に
な
り
ま
し
た
。

子
供
達
も
落
ち
つ
い
た
ら
再
開
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

私
の
人
生
の
中
で
献
血
が
一
番
の
社
会
貢
献
か
な
ー
。

【
佳
作
】

キ
ミ
に

神
奈
川
県
視
覚
障
害
援
助
赤
十
字
奉
仕
団　

西
沢 
弥
生

優
し
さ
は
十
人
十
色

　

キ
ミ
の
気
持
ち
は
き
っ
と

誰
か
に
伝
わ
る
は
ず

　

そ
う
信
じ
て
進
も
う

ど
ん
な
小
さ
な
一
歩
で
も

　

た
だ
一
人
の
手
を

　

握
る
こ
と
し
か
出
来
な
く
て
も

一
人
が
二
人
に
な
れ
る

　

大
き
な
一
歩
だ
と

　

か
け
が
え
の
な
い
キ
ミ
に
伝
え
よ
う

わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な

　

運
命
の
出
会
い
が
待
っ
て
る

い
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ

　

な
い
け
れ
ど
手
を
繋
ご
う
よ
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キ
ミ
の
笑
顔
は

　

ボ
ク
を
幸
せ
に
す
る
魔
法

風
に
乗
せ
て

　

世
界
中
に
飛
ば
そ
う

キ
ミ
の
笑
顔
は

　

み
ん
な
幸
せ
に
す
る
魔
法

空
に
か
か
る

　

虹
の
架
け
橋
の
よ
う
に

た
く
さ
ん
の
悲
し
み
に
も

　

終
わ
り
は
来
る　

さ
き
っ
と

未
来
が
見
え
な
く
て
も

　

光
は
必
ず
差
す

誰
の
た
め
で
も
な
い
の
さ

　

そ
う
自
分
の
た
め

　

出
来
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
よ

キ
ミ
の
勇
気
で
み
ん
な
を

　

優
し
く
包
め
ば

　

愛
の
雫
が
輝
き
始
め
る

簡
単
に
幸
せ

　

手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
か
ら
見
つ
か
る
ま
で

　

一
緒
に
探
し
続
け
よ
う

ボ
ク
の
願
い
は

　

キ
ミ
が
笑
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に

そ
ん
な
日
々
を

　

共
に
過
ご
し
て
い
こ
う

ボ
ク
の
願
い
は

　

み
ん
な
笑
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に

海
を
越
え
て

　

キ
ミ
の
想
い
届
く
よ
う
に

3　Climate Effects of Nuclear War and Implications for Global Food Production, Information 
Note 2, ICRC, February 2013.

4　International assistance for victims of use of nuclear, radiological, biological and chemical 
weapons: time for a reality check? Robin Coupland and Dominique Loye, International Review 
of the Red Cross, Volume 91, Number 874, June 2009.

5　Nuclear Weapons and International Humanitarian Law, Information Note 4, ICRC, February 2013.
6　“The end of hostilities and the future tasks of the Red Cross”, Circular Letter No.370 to the 

Central Committees of the Red Cross Societies, 5 September 1945, Report of the International 
Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War, ICRC, Geneva, 
May 1948, Vol. I, pp.688-690.

7　International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, 8 July 1996.

8　Statement of the ICRC at the United Nations General Assembly, 51st session, 19 October 1996.
9　See notably: Fourth report on international humanitarian law and the challenges of 

contemporary armed conflicts, document prepared by the ICRC for the 32nd International 
Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, October 2015. https://www.icrc.org/
en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts

10　 “World at a turning point: heads of UN and Red Cross issue joint warning”, 30 October 
2015, https://www.icrc.org/en/document/conflict-disaster-crisis-UN-red-cross-issue-warning

11　 “Respect the law of war”, statement by Peter Maurer, president of the ICRC, 30 October 
2015, https://www.icrc.org/en/document/peter-maurer-respect-laws-of-war

12　There are up to date 196 States parties to the Geneva Conventions, which makes the most 
universal international treaties.

13　The ICRC has been visiting detainees to monitor their conditions of detention for more 
than 140 years, with the aim to prevent forced disappearances, extra-judicial executions, ill-
treatment, and failure to respect fundamental judicial guarantees. We also strive to ensure that 
the dignity and well-being of detainees are respected and their conditions of detention are in 
line with laws and internationally recognized standards. People held in connection with armed 
conflict or other situations of violence are our top priority, because their (real or supposed) 
allegiance to an opponent of the authority detaining them may well put them at greater risk. 
But wherever we can, we help all detainees in a particular place of detention, with a particular 
focus on those who are most vulnerable.
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in Hong Kong next year.

 Last but not least, the strong partnership with the Japanese Red Cross will 

remain a steady feature of the ICRC Mission in Tokyo. Together, we work to raise public 

awareness in Japan on humanitarian issues and our neutral, impartial and independent 

humanitarian action. On the international level, many highly skilled professional JRCS 

doctors, nurses and other specialists, work in ICRC hospitals or surgical teams in countries 

affected by conflict or other situation of violence, such as Afghanistan, South Sudan, 

or Myanmar, during 3-6 months assignments. They too contribute to inform the media, 

public and colleagues by sharing their field experiences upon their return in Japan. The 

ICRC also seeks to employ more Japanese nationals to work abroad as ICRC delegates 

and we are encouraged to see, little by little, an increasing number of students and young 

professionals interested in working with international humanitarian organizations.

 My first year as ICRC Head of Mission in Tokyo will have been a full and 

enriching experience. Besides all the interesting projects our office is busy with, getting to 

know Japanese culture and discovering different parts of the country, I met many friendly 

and kind people, who expressed a profound love for nature and their land, and showed 

a great dedication in their work. I will always take with me the image of this elderly 

gentleman in Tohoku, who gave us some delicious strawberries from the farm he had rebuilt 

from scratch with a few other colleagues following the great eastern triple disaster. He 

was glowing with pride but at the same time concerned about who can take over the farm. 

He reminded me of other stories and faces of women and men I had met in the countries 

where I worked with ICRC (Armenia, Chad, Columbia, Philippines, Russia, Rwanda, Sierra 

Leone, Sri Lanka, Ukraine, etc.), who were facing tremendous adversity, whether due to 

natural or man-made disasters, with such dignity and courage. These memories are for me 

the strongest motivation for accomplishing the fundamental mission of the Red Cross: seek 

ways to help alleviate their suffering, in this world that is perhaps at a turning point.

note

1　The Effects of Nuclear Weapons on Human Health, Information Note 1, ICRC, February 2013 
& Long-term Health Consequences of Nuclear Weapons, Information Note 5, ICRC, July 2015.

2　Respectively on 4-5 March 2013, 13-14 February 2014, and 8-9 December 2014.

on humanitarian norms, influence broader humanitarian debates and to secure commitment 

for greater humanitarian impact.

 On these shores, the ICRC Mission in Tokyo will continue to organize events 

and look for various ways to foster better understanding and knowledge of humanitarian 

issues and IHL. For example, the ICRC collaborated with the organizers of the Short 

Shorts Film Festival Asia to show, for the first time this year, a selection of short 

documentaries or films dealing with issues related to conflicts and their consequences, 

in a new section entitled “War and the Power to Live”, for which we hope to create a 

“Red Cross award” in the near future. The Japanese manga “Zaza the Child Soldier”, just 

released last October in bookstores throughout Japan, is the fruit of our collaboration with 

Gakken, a publisher well-known for its high standard educational books, and Mr. Kenichi 

Oishi, an established scenarist of successful manga, who stayed with ICRC teams in the 

Democratic Republic of Congo during two weeks to research and find inspiration for his 

script. This unique and entertaining way of story-telling will help sensitize the Japanese 

general public, especially young people, to difficult but real issues, such as forced 

recruitment into armed groups, sexual violence and other abuses, faced daily by other girls 

and boys of their age during armed conflicts.

 Moreover, the ICRC collaborated with Kyoto University and Kyoto University 

Museum to organize academic events and a photographic exhibition on the plight of 

millions of WWII soldiers from different nationalities taken prisoners and detained in 

Asia, Europe, North America and northern Africa, together with thousands of civilians 

interned on grounds of their nationality or origin. We sought to show, through these 

70 years old photographs of prisoners of war in their daily lives, that the experiences, 

suffering and needs of detainees are the same throughout countries and time.13

 Another “fun” way for Japanese university students to learn about IHL, while 

testing their communication and debating skills in English, is to participate in the annual 

IHL Moot Court competition national round. This year, the competition was hosted by 

Waseda University and brought together four teams of young talented students from 

Doshisha, Ritsumeikan, Waseda, and Yokohama City universities. Doshisha won the 

national round and will represent Japan at the Asia Pacific IHL Moot Court Competition 
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unfortunately a time of particular worry from the humanitarian point of view.

 The world is increasingly complex, and today’s conflicts, while fewer overall, 

affect more people, are more deadly and intractable, and those that are protracted tend 

to multiply vulnerability. We are witnessing with alarm a deterioration of the situation in 

Afghanistan, Central African Republic, Nigeria, South Soudan, Syria, Ukraine, Yemen ... 

The number of displaced persons worldwide due to fighting has attained unprecedented 

levels since World War II. Millions of people are exposed to violence and strive to live 

with less than adequate water, food, shelter and health services. Hospitals are being 

attacked, patients, medical staff and humanitarian workers killed. As a consequence of 

such violence affecting healthcare workers and facilities, health services cannot function 

well or are even suspended.

 The nature of contemporary conflicts – asymmetric, with high fragmentation of 

power and proliferation of armed groups, notably – and the evolution of the means and 

methods of warfare – such as automated weapons or cyberwarfare – pose many challenges 

for, and to, IHL.9, The biggest challenge however does not come from insufficient or 

inadequate rules. It comes from the lack of respect of the existing law, even the most basic 

principle to protect non-combatants. Reflecting this great concern, the ICRC president 

and UN Secretary-General issued on 30 October10, for the first time in the institutions’ 

histories, a joint warning about the impact of today's conflicts on civilians and stressed the 

importance for respect of IHL in order to stem the chaos and prevent further instability. 

As ICRC president Peter Maurer said, “It is an era in which the international community 

too often tacitly accepts as a given the harmful impact of war. This is both morally 

unacceptable and in contradiction with century-old laws and principles.”11

 In December, the 32nd International Conference of the Red Cross and Red 

Crescent in Geneva brought together representatives of States parties to the Geneva 

Conventions12 and all the components of the International Red Cross and Crescent 

Movement to discuss notably ways to reinforce compliance with IHL and other highly 

relevant issues, like sexual violence in conflict and the protection of detainees in non-

international armed conflicts. The government of Japan and the Japanese Red Cross 

Society had an important role to play at this major, if not unique, opportunity to progress 

are not, or cannot be, directed at a specific military objective, or that have effects that 

cannot be limited, are prohibited. Nuclear weapons are designed to release heat, blast and 

radiation, and can disperse these forces over very wide areas as we have seen in Nagasaki 

and Hiroshima, raising questions as to whether such weapons can be directed at a specific 

military target. Furthermore, given the variety of factors influencing the effects of nuclear 

weapons, it would probably not be possible to control or limit the consequences on 

civilians and civilian objects, as required by IHL. Serious issues are similarly raised by 

the rule of proportionality in attack, which requires that the concrete and direct military 

advantage anticipated outweigh the foreseeable incidental impact on civilians. The ICRC’s 

view is that the party intending to use nuclear weapons would have the responsibility to 

take into account not only the immediate deaths, injuries and damages, but the foreseeable 

long-term effects of exposure to radiation as well. Thirdly, the obligation to take all 

feasible precaution in attack requires that, in the conduct of military operations, constant 

care be taken to minimize incidental loss of civilian life, injuries and damages. This 

obligation would also require to assess the immediate and the long-term consequences on 

civilian life and objects. Finally, under the customary rule on the protection of the natural 

environment, any decision to employ nuclear weapons must be done with due regard to 

the potential impact on, and damage to, the environment. 5

 The ICRC was already questioning the lawfulness of the destructive power 

which mankind had just acquired, and had been calling on States to reach an agreement 

banning its use, less than one month after the bombings of Hiroshima and Nagasaki, in a 

circular sent to national Red Cross and Red Crescent Societies.6 In 1996, in response to 

the International Court of Justice’s Advisory Opinion7, the ICRC found it “…difficult to 

envisage how a use of nuclear weapons could be compatible with the rules of international 

humanitarian law.”8 These doubts have only strengthened with evidence that has emerged 

since. To the ICRC’s view, with every new piece of information about the health and 

environmental effects of nuclear weapons and the absence of an adequate assistance 

capacity in most countries, we move further away from any hypothetical scenario where 

their use could be compatible with IHL.

 2015 also marks the 70th anniversary of the end of World War II. This is 
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and other international agencies to bring aid to the victims of a nuclear explosion.

 The ICRC analysis published in 20094 showed that there is no effective and 

adequate international response capacity with which to assist the victims in the immediate 

aftermath of a nuclear explosion, while protecting those delivering assistance. The number 

of victims will vary greatly, depending on the type of nuclear weapons used and the location 

of the explosion. It is however highly likely that the sheer number of casualties and level 

of destruction will exceed the response capacity of any first responder, whether State or 

humanitarian agency, especially if it occurs in highly populated areas. An overwhelming 

number of people would need immediate treatment for severe and life-threatening wounds, 

but no such treatment or assistance, nor any adequate place to provide them, would likely 

to be available in the short-term. The Hibakusha’s accounts included extremely graphic 

illustrations of how people sought assistance, but the hospitals had been damaged, medical 

doctors and nurses were killed, and medicine was contaminated. As noted by Dr. Marcel 

Junod, the ICRC head of delegation in Japan and the first foreign doctor to arrive in 

Hiroshima to assist the victims in September 1945, the city’s capacity to treat victims had 

been wiped out. Furthermore, anyone seeking to provide essential services to the survivors 

would face unique dangers and difficulties following any nuclear explosion, and the inability 

to safely access the affected area would further hamper any rescue operation. There would 

be significant challenges in prioritizing the needs, allocating the few resources available, 

organizing the transfer of victims outside contaminated areas, and coordinating relief efforts. 

The suffering of survivors will only increase.

 The use of nuclear weapons also raises a number of concerns under International 

Humanitarian Law (IHL). IHL seeks to alleviate the effects of armed conflict for 

humanitarian reason, by imposing limits on the choice of means and methods of warfare. 

IHL does not specifically prohibit nuclear weapons. It does not regulate their development, 

production, possession or transfer. But their use, as with the use of any other means of 

warfare, is regulated by the fundamental principles of IHL applicable to all armed conflicts.

 These general rules are, firstly, the rule prohibiting indiscriminate attacks, which 

requires the parties to distinguish at all times between combatants and non-combatants, 

and between civilian objects and military objectives. According to this rule, weapons that 

environment, everything happened within a few seconds. But for many of those who 

survived, those few seconds have had a life-long impact. Japanese Red Cross hospitals 

still treat thousands of cancer and leukemia patients, attributable to radiation. In addition 

to the constant physical suffering survivors endure, the psycho-social effects are less 

talked about but can be as painful. And we still don’t fully know all the long-term needs 

of the survivors. Based on cases where nuclear weapons were both used and tested, the 

consequences on their children are now being studied, including children of atomic bomb 

survivors who were born in the years following their parents’ direct exposure.1

 Other important new information has come out of the three international 

conferences held on the humanitarian impact of nuclear weapons, in Oslo (Norway), 

Nayarit (Mexico), and Vienna (Austria).2 The environment and global climate would be 

impacted by both radiation and non-radiation effects of a nuclear detonation, which would 

vary depending on the type of nuclear weapons used, the location of the explosion, type 

of terrain and weather conditions. What we know for certain, is that one of the major 

challenges in the longer term would be the restoration of livelihoods, as vast areas of land 

where the detonation occurred would become inhabitable and unusable for a very long 

time. Recent research has projected that the use of an “only” 100 Hiroshima-sized bomb, 

which is less than 0.5% of current arsenals, would cause more than 5 million tons of soot 

from urban and industrial fires to be lofted into the upper atmosphere, making global 

temperatures fall by an average of 1.3 degrees Celsius for several years, and dramatically 

shortening the growing season in key agricultural areas. As a result, there would be severe 

decrease of the global food production and supplies: 20% lower in the years immediately 

following the event, 10% lower even after a decade. The world is already ill-prepared to 

deal with much smaller declines in food production. In this scenario, more than 1 billion 

people around the world might face starvation.3

 The International Red Cross and Red Crescent Movement is known for its 

responses to disasters and crises, both natural and man-made. Together with the Japanese 

Red Cross Society, the ICRC learnt much from its experience in Hiroshima, and in 

the past years, we have sought to gain a better understanding of the current degree of 

preparedness of Red Cross and Red Crescent National Societies, as well as that of States 
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Seventy years after World War II: the world at a turning point?

by Ms. Linh Schroeder
ICRC,  Head of Mission in Tokyo

 As we just commemorated the 70th anniversary of the atomic bombings of 

Hiroshima and Nagasaki and their inhabitants, it is an important moment to remind the 

world about the destructive power and the severe human cost of nuclear weapons. Nuclear 

weapons are unlike any other weapon in the scale of destruction, and horrific human 

suffering and agony they can cause, and because of the quasi-impossibility to control 

and limit their immediate and long-term effects on civilians and on the environment, 

particularly when used in or near populated areas.

 The International Committee of the Red Cross (ICRC) has been concerned about 

nuclear weapons ever since they were used in 1945.

 Being invited by the cities of Hiroshima and Nagasaki to the commemoration 

ceremonies last August, with the President of the Japanese Red Cross Society and the 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Mr. Tadateru Konoe, 

was a great honor and privilege for the ICRC Mission in Tokyo, and a powerfully moving 

experience on a personal level. Everyone should be aware of the catastrophic and lasting 

humanitarian impacts of nuclear weapons. I knew this of course, from my studies, 

readings and work. But going to the sites of the bombings, meeting and listening to 

Hibakusha brought out many feelings: sadness and horror, but also profound admiration 

for their courage and the dignity they display.

 In their testimonies of the terrible consequences of the blast, heat and radiation 

released by nuclear weapons on non-combatants, civilian objects and the natural 

Linh Schroeder, the International Committee of the Red Cross (ICRC) Head of Mission in 
Tokyo Since she joined the ICRC in 1997, she has worked mostly in the field in Armenia, 
Ukraine, Sierra Leone, Colombia, North Caucasus  and Sri Lanka, and recently served as Head 
of Regional Delegation in Fiji and Head of Delegation in Chad. She was appointed to the 
current position in March 2015.

GGE process and the Tallinn Manual, constitute the way ahead.  In that regard, the Tallinn 

2.0 Manual due for publication in 2016 is clearly being eagerly awaited.

 Whatever the merits of soft law initiatives, and they are undoubtedly 

considerable, we should not lose sight of the fact that it is, and likely will remain, states 

that make and implement international law.  So regional responses by states to Tallinn 

Manual and GGE initiatives are likely to be most important.  Perhaps there is therefore 

merit in regional consultations in order to determine where states agree and where they 

differ on the issues we have been considering.  But in the end it is for individual states 

to achieve their own appreciations as to which law applies in cyber space and how it 

applies and having developed their own national positions, then to discuss these among 

themselves.

 Finally I should mention again the Russian and Chinese concept of the 

‘information space’.  There is it seems a fear in the West that such notions could lead to 

the fragmentation of the Internet calling into damaging question the notion of free access 

of all to information, a notion or ideal that underpinned the development in the first place 

of the World Wide Web.  Of course, all states have an interest in seeking to maintain some 

restrictions as to what is undertaken in cyberspace from their territories.  National security, 

neutrality and other considerations lead to such a conclusion.  So perhaps it is not the issue 

of states seeking to exercise controls that divides us; perhaps what we are concerned about 

are the motives leading to the introduction and enforcement of such controls.  This leads 

to the interesting question ‘Can states agree on when control of access to information 

ceases to be legitimate?  If, as I suspect, the answer is ‘no’ we should not despair.  At least 

we will have got to the right question.
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a hitherto unknown scale, and if such deception may have the effect of so distorting the 

enemy’s appreciation of the battlespace as to render compliance by him with the principle 

of distinction practically virtually impossible, will current understanding as to which 

deception practices are respectively lawful and unlawful be maintained?  This author 

hesitates to give a clear answer.

 It is, however, clear that in future operations the maintenance of robust control 

of computer systems associated with weapons, infrastructure and other important 

facilities will be of vital importance.  Operators need to know when such systems have 

been intruded, when their performance has been degraded, the degree of that degradation 

and its implications, and will need to have arrangements in place to restore operational 

efficiency as soon as possible.  During the talk I posed the question, will future wars be 

won by the most effective liar, and I would hope the answer is no, but cannot be sure.

 The future will also see developments in legal interpretation.  The Tallinn 

Experts took the view that injury or damage was necessary for a cyber operation to 

constitute an attack.  They could not agree that destruction of data alone without the need 

for physical repair would be enough to amount to damage.  So when considering a cyber 

operation where the consequences are limited to the targeted computer and where those 

consequences consist only of data damage, the current view is that no attack as such has 

occurred.  However, as reliance on computer control systems becomes even greater and as 

legal interpretations continue to be discussed, it seems inevitable that damage to critical 

data will at some future point be regarded as damage causing the relevant operation to be 

seen as a cyber attack.  It also seems likely that operations the ultimate consequences of 

which do not involve injury or damage but which cause major disruption, for example to 

financial or stock markets or other important national facilities, will in due course be seen 

as cyber attacks.

 So by what means is the law likely to develop?  Well, there seems little 

prospect for agreement among states as to new treaty law to regulate cyber hostilities.  

Any development of customary law would require overt state practice and it seems that 

secretiveness characterises much of what is undertaken these days in the cyber context.  

So perhaps soft law initiatives of the sort we discussed earlier in this article, such as the 

be considered, anti-virus and patching arrangements should be reviewed regularly enough 

to ensure maximum protection, and so on.

 Those are some of the implications of applying the law of targeting to cyber 

attacks.  There are of course many more implications, but they give an impression of what 

we are talking about here.

      Applying weapons law to cyber weapons means that if a cyber weapon is of a nature 

to cause superfluous injury or unnecessary suffering, it is prohibited.  Similarly, if the 

cyber weapon is indiscriminate by nature, either because it cannot be directed at a specific 

military objective or because its damaging or injurious effects cannot be limited to a 

military objective, then it is likely to be prohibited on that basis.  Moreover, if a cyber 

weapon is intended or may be expected to cause very serious environmental damage 

it may also be prohibited by environmental protection rules in articles 35 and 55 of 

Additional Protocol I. There are no ad hoc rules of weapons law that refer specifically to 

cyber weapons; but depending on the precise technology that is involved with the weapon, 

anyone assessing its lawfulness under article 36 of Additional Protocol I would need to 

consider whether it is capable of being used in accordance with the targeting rules.

The Future

Now that we have looked briefly and in summary form at the current position, we should 

turn to consider the future.  Any review of the detail of the Stuxnet cyber operation 

against the computer system controlling the nuclear centrifuges at a nuclear installation 

in Iran will suggest that deception is going to be a significant feature of cyber operations 

associated with future armed conflicts.  The law distinguishes between lawful and 

unlawful deception operations.  Put very briefly, deceptions as to protected status under 

the law of armed conflict and that are employed to cause death, injury or capture to an 

adversary are prohibited and amount to the war crime of perfidy.  Deception by means 

of mock operations, camouflage and the like that do not involve falsity as to protection 

under the law and that do not otherwise breach the law of armed conflict are lawful as 

ruses of war.  If it is right that cyber capabilities will enable deception to be perpetrated on 
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some other, lawful attack method should be found. Of course, reviewing the effects of our 

cyber attacks by way of battle damage assessment will also be important in enabling us to 

decide after a cyber attack has taken place whether a cyber target must be attacked again, 

and if so, what additional military advantage is to be anticipated from such a ‘re-visit’ of 

the target.

 We noted earlier that a state in control of territory also has an obligation  to 

take precautions against the effects of attacks.  These precautions should be taken early, 

indeed some can only be effective if taken before an armed conflict is under way.  This 

may not always be practical, indeed it may read a little like a ‘counsel of perfection’, but 

states should do what they can to segregate military networks and nodes from civilian 

ones.  Clearly this may sometimes be impossible, for example in the case of a satellite 

in outer space that has both military and civilian functions, but thought should be given 

ahead of time to whether such segregation is feasible.  Likewise, thought should be 

given to whether computer systems controlling critically important elements of national 

infrastructure such as power stations, power grids, water purification facilities, gas 

distribution systems, air traffic control, maritime traffic control and so on should be 

segregated from the Internet.  It is appreciated that such segregation will not by any means 

exclude the risk of an attack, for example by means of a close access operation, but it may 

help to diminish the chance of collateral impact on such civilian facilities.

 Thought should also be given to whether there are adequate control of 

entry precautions in place to limit access to closed systems associated with critical 

infrastructure.  The characteristics of the conflict may indicate what level of access control 

will be adequate for these purposes.  Similarly, the characteristics of the conflict may 

indicate which elements of the infrastructure, or which kinds of computerised control 

system, are most liable to be affected by cyber operations associated with the conflict.

 Other sensible precautions, some of them of the sort that we all take with our 

PCs at home should also be taken.  IT technicians should be on duty 24/7 during periods 

of armed conflict at critical infrastructure sites so that they are in a position to bring the 

system back up as swiftly as possible in the event of an attack.  Data should regularly be 

backed up.  The possibility of installing a duplicate, i.e. a back-up, control system should 

under their control from the effects of cyber operations.

 If we have agreed that the notion of cyber attack makes sense and that, as a 

result, the targeting law rules relating to attacks must be applied to cyber attacks, the 

next obvious question is what law applies to cyber weapons.  To answer that question 

we must first consider how the concept of cyber weapon might be defined.  It must be 

understood that international law does not include a definition of the word ‘weapon’.  

A useful interpretation of the term would seem to be ‘an object, tool or system that 

is used, intended to be used or designed to be used to cause injury or damage to an 

adverse party in the course of an armed conflict’.  Such a notion would certainly seem 

capable of application to cyber malware tools used, intended or designed to cause those 

consequences.  Significantly, such an interpretation of the term also makes sense in 

relation to the concept of ‘cyber attack’ as that idea was explained earlier.  Furthermore, 

if the idea of a cyber weapon makes sense, it follows that the law of weaponry will also 

apply.

 

The implications

 Before going any further with the discussion, we should note down some of 

the implications of what we have so far concluded. If precautions must be taken by cyber 

attackers, this means that they should not attack without having taken appropriate action 

to verify that the object of the attack is a lawful target.  It means that they should consider 

the likely injury to civilians and damage to civilian objects before undertaking the cyber 

attack.  So it would seem that the network or node that is to be attacked should be ‘mapped’ 

in some way in order to determine what civilian systems will be put in peril by the attack 

and what the consequences for civilians and civilian objects are likely to be.  But, I 

hear you say, if we go into the target system to undertake that sort of mapping, that will 

disclose our attack plan and will allow the enemy to frustrate our proposed attack.  This, in 

my view, is where the lawyer must take the risk of being unpopular, and must say clearly 

that if we cannot gather any information about the expected collateral consequences 

without cyber mapping, then we must cyber map and if that would frustrate the operation, 
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 The idea behind the principle is to be found in article 48 of a treaty adopted in 

1977 called Additional Protocol I.  That articles states that “…the Parties to the conflict 

shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between 

civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only 

against military objectives”.  That is the basic principle that applies to military operations.  

Most of the specific rules in targeting law are, however, concerned with attacks, and the 

concept of ‘attacks’ is defined in the same treaty, Additional Protocol I, this time at article 

49(1).  Attacks are considered to be acts of violence against the adverse party, whether 

in offence or defence.  So it doesn’t matter whether the attacker is taking the initiative 

against the enemy or trying to ward off an enemy advance, if a violent act is being used an 

attack is being undertaken. 

 This idea of ‘act of violence’, however, immediately causes a problem in 

relation to cyber operations.  If the most violent action of the attacker is to press the enter 

key to despatch the malware, how can that reasonably be considered an act of violence.  

Well, the Tallinn Experts came to the conclusion that it is the violent consequences of 

an act, whether in the form of death, injury, damage or destruction, that cause a cyber 

operation to become a cyber attack.  That is an approach that would seem to me to make 

eminent sense.  After all, if you consider the firing of a rifle, the person firing the shot 

merely depresses the trigger, whereas the aspect that represents the true violence consists 

of the effect of the bullet on the target, whether that target is a person or an object.  So this 

interpretation of a cyber act of violence would not seem to be too far-fetched.

 If the idea of cyber attack can be accepted, this would seem to enable us to apply 

the vast bulk of targeting law to such operations.  The issue then becomes not so much 

whether the law applies as how it applies in the particular circumstances of cyberspace.  

Indiscriminate attacks are therefore prohibited in accordance with article 51(4) of 

Additional Protocol I.  Cyber attackers are required to take all the precautions as specified 

in article 57 of the same treaty.  Accordingly all involved in cyber operations will be 

required at all times to take care to protect civilians and civilian objects.  Moreover, 

parties to a conflict that are in control of territory will be required to take all feasible 

precautions, to the maximum extent possible, to protect civilians and civilian objects 

to state use of information technology is important.

 

Some law

 Having set the scene, we should now think about how some established 

international law provisions would seem to apply in cyberspace.  Article 2(4) of the United 

Nations Charter prohibits the threat or use of force.  The most grave forms of the use of 

force constitute armed attacks, and it is armed attacks that trigger the right of a victim 

state to use necessary and proportionate force in self defence.  That right of self-defence 

is an inherent right, in the sense that it is one of the rights that is a defining characteristic 

associated with being a state.  However, by talking about notions of ‘force’, ‘armed attack’ 

and ‘force in self defence’, we should not lose sight of the primary objective of the UN 

Charter, namely the maintenance of international peace and security.  That is the purpose 

that should always be kept in mind when the Charter’s provisions are being considered.  

To this end, states should resolve disputes between themselves peaceably.  So does it 

make sense to apply this UN Charter regime in cyberspace?  I would rather turn that 

question round, and pose the essentially rhetorical question: does it make any sense at all 

not to apply the UN Charter regime in cyberspace.  I venture to suggest that the answer is 

a resounding ‘No’.

 So if the unthinkable happens and an armed attack is followed by force in self-

defence, the resulting situation is liable to be an armed conflict between states to which 

article 2 Common to the Geneva Conventions of 1949 applies, that is an international 

armed conflict.  At this point it is worthy of note that, when advising as to the legality 

of the threat to use, or actual use of, nuclear weapons, the International Court of Justice 

pointed out in paragraph 39 of its judgment that international humanitarian law applies 

“to any use of force regardless of the weapons employed”.  Later in the same judgment, 

at paragraph 78, it referred to a core element of international humanitarian law, namely 

the principle of distinction, as a cardinal principle of law.  It follows from all this that the 

principle of distinction applies to the conduct of cyber hostilities.  So the next thing we 

must do is to find out what the principle of distinction requires.



251　人道研究ジャーナルvol.5 250

international law, namely treaties, or international written agreements between states 

that bind them at the legal level, and customary law, or the general practice of states 

undertaken in the belief that they are legally required to behave in that way.  This Tallinn 

Manual is neither of those.  It does, however, represent the collective view of the Experts 

as to what the law as to warfare in cyberspace is.  The Experts agreed about the content of 

the ‘black letter’ rules printed in bold script in the Manual and the narrative accompanying 

each rule, printed in normal script, explains the legal basis of the rule, gives its meaning, 

notes relevant issues about which the Experts either agreed or were divided and 

generally assists the reader to gain a clearer understanding of the import of the rule.  It 

is the agreement of the Experts about the black letter parts of the text that distinguishes 

International Manuals like the Tallinn Manual from edited books and other collective 

writings.

 It should be appreciated, however, that the Tallinn Manual was largely informed 

by the views of Experts from NATO states.  Countries such as Russia and China would 

not necessarily agree with all that is set out in the Manual, given that they tend to focus 

on notions of an information space in which they note that sovereign authorities have the 

right to control access to information, whether on the Internet or elsewhere.

 Another collective process is considering developments in the field of 

information and telecommunications in the context of international security.  The UN 

General Assembly established a Group of Governmental Experts (GGE) from 20 states.  

Their 2013 Report noted that international law, especially the UN Charter, applies in 

cyberspace.  The Group agreed on the need to establish international stability, transparency 

and confidence in cyberspace, noted that confidence-building measures can enhance trust 

and assurance, noted the importance of capacity building and of an open and accessible 

cyberspace and that all such efforts support a more secure cyberspace.  In its more recent, 

2015 Report the GGE recognised that states are developing ICT capabilities and that the 

use of ICT in future conflicts is more likely including against critical infrastructure.  They 

proposed voluntary, non-binding norms, rules or principles of responsible behaviour, 

commented that existing international law obligations apply to the use of information 

technology by states and that common understanding as to how international law applies 

Cyber warfare law and the Tallinn Manual

by

Bill Boothby

Setting the scene

 During a recent visit to Tokyo kindly arranged by the International Committee 

of the Red Cross, I was invited to speak on 8 October 2015 to an impressive group of 

Japanese academics and scholars about the law as it applies to cyber warfare and the 

Tallinn Manual.  At the end of the talk, I was asked to prepare a short paper explaining the 

issues that were discussed during the presentation.  This is that paper.

 There is frequent talk these days about cyber issues, but what do we mean by the 

term ‘cyber’.  I think that the expression refers to the use of one computer to interact in 

some way with another computer, whether by detecting what that other computer is being 

used to do, by altering the performance of that other computer or simply by ensuring 

that the two computer systems operate together harmoniously as they are designed and 

intended to do.  So this suggests that notions of cyber warfare refer to the conduct of 

warlike hostilities by means of computers and that cyberspace is the new, man-made 

environment created by this process of computer interaction.

 A legitimate question is whether cyberspace is an environment in which there 

is no law.  Is it, in short, the new ‘wild west’, or, to express the thought as a question, are 

there any sensible rules that restrict the potentially hostile use of cyberspace?  I hope to 

persuade you in the course of the following paragraphs that there are.

      An International Group of Experts brought together by the Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence in Tallinn, Estonia, discussed these issues over a three year period 

and published two and a half years ago an International Manual on the International 

Law applicable to Cyber Warfare.  Let me be clear.  This Tallinn Manual does not have 

the status of a source of international law as such.  There are only two main sources of 
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◆本号から本ジャーナルの装丁が大きく変わりました。学会誌等の趨勢や研究員、読

者のご意見等を参考にコンパクトで読みやすい紙面構成に心がけました。また本号

からは本誌を全国書店でもご購入いただけるようになりました。是非ご利用くださ

い。本誌は、本研究センター研究員の論文のみならず、「人道問題」「国際人道法」「赤
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論の広がりを必ずしも期待できないのが現状でしょう。しかし、グローバルな世界

を取り巻く人道的課題は日増しに深刻になり容易に解決策が見当たらない複雑な様

相を呈しています。こうした時代には、一部の専門家の議論だけでは新たな展望を

開くことは困難になりつつあります。著名な国際法学者アントニオ・カッセーゼ博

士が言うように、今こそ、「一握りの専門家たちの間で行われている議論に一般大

衆を参加させることが大切」（『戦争・テロ・拷問と国際法』敬文堂）なのだと思い

ます。そういう意味で、本誌は、過度に学術論文一辺倒になるのではなく、人道問

題等々に関心のある一般の方々も気軽に読むことができるフォーラム（公共的広場）

のような場を提供できればと思います。この「場」を通して多様な人道問題への関

心が喚起され、より人道的な世界の実現のために寄与できればこの上ない喜びです。

 （井上）
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る元従軍看護婦の方々にお話を伺いました。「未来の看護教育の為に」と若き日々

の辛い体験を語って下さった方々、平和を祈り丁寧に手記を綴って下さった方、多

忙な日常業務の傍らインタビュー実施にご協力頂きました皆様にこの場をお借りし

まして、心より感謝申し上げます。原稿執筆中に、和歌山赤十字看護専門学校の高

岸壽美副学校長より「こういう機会がなく重いものを抱えて旅立たれた方もいらっ

しゃいます。」とのお言葉を頂きました。インタビューの音声データを何度も繰り

返し聴いていると、語りたくても語れずに旅立たれた大勢の方々への思いは溢れる

ばかりです。 （児玉）人道研究ジャーナル　Vol.5
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