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一
、
は
じ
め
に

一
九
九
九
年
六
月
、
目
取
真
俊
は
朝
日
新
聞
の
複
数
作
家
に
よ
る
「
街
物
語
」
と

題
さ
れ
た
連
載
小
説
の
担
当
と
し
て
、コ
ザ
に
ま
つ
わ
る
作
品
の
連
載
を
開
始
し
た
。

そ
し
て
、
目
取
真
は
最
終
回
と
な
る
二
六
日
に
「
希
望
」
と
題
さ
れ
た
作
品
を
発
表

し
た①
。
僅
か
二
千
字
超
の
掌
編
は
、
一
九
九
五
年
九
月
四
日
に
発
生
し
た
三
名
の
米

兵
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
を
受
け
、
そ
の
報
復
と
し
て
白
人
男
児
を
絞
殺
し
た
人
物

の
独
白
で
構
成
さ
れ
る
。
後
年
、
作
品
は
同
様
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
『
虹
の
鳥
』、
沖

縄
戦
時
の
性
暴
力
に
問
題
を
移
し
た
『
眼
の
奥
の
森
』
に
発
展
し
、
同
時
に
近
年
の

沖
縄
と
本
土
・
米
軍
基
地
間
の
闘
争
を
巡
り
、〈
沖
縄
の
怒
り
〉
や
目
取
真
の
言
説
が

如
実
に
示
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
様
々
な
反
響
、
先
行
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
作
品
に
対
す
る
反
応
が
〈
沖
縄
の
怒
り
〉
と
い
う
言
葉
に
収
斂
す
る
中
で
見
落
と

さ
れ
た
視
点
か
ら
、
本
論
は
考
察
を
開
始
し
た
い
。

〈
沖
縄
の
怒
り
〉
と
い
っ
た
視
点
は
、
作
品
に
関
す
る
目
取
真
の
発
言
に
起
因
す

る
。
一
九
九
九
年
八
月
、
目
取
真
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
「
希
望
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
た
。

「
沖
縄
で
最
近
、
基
地
問
題
を
め
ぐ
り
現
実
的
選
択
だ
と
か
、
ベ
ス
ト
、
ベ
タ
ー

の
選
択
だ
と
か
盛
ん
に
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
だ
れ
も
最
悪
の
選
択
を
議
論
し
な

い
。
そ
れ
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
」

「
そ
れ
は
絶
望
的
だ
っ
た
り
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
行
動
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え

て
選
択
す
る
行
動
で
あ
る
な
ら
ば
、こ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
。

一
番
悪
質
な
テ
ロ
だ
が
、
意
思
が
あ
れ
ば
不
可
能
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
最

悪
の
選
択
に
な
り
う
る②
。」

こ
の
言
葉
は
、
当
時
の
稲
嶺
恵
一
沖
縄
県
知
事
が
挙
げ
て
い
た
ベ
ス
ト
・
ベ
タ
ー
な

選
択
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
反

で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
目
取
真
が
提
示
し
た

「
最
悪
の
選
択
」
と
の
言
葉
は
、
主
人
公
の
白
人
男
児
を
略
取
、
殺
害
す
る
犯
行
に
つ

な
が
り
少
女
に
対
す
る
性
暴
力
や
弱
者
の
側
に
立
つ
沖
縄
か
ら
の
怒
り
を
表
明
す
る

た
め
に
残
さ
れ
た
選
択
と
し
て
認
知
さ
れ
、
結
果
と
し
て
作
品
は
好
意
的
に
注
目
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
に
対
す
る
主
要
な
好
意
的
反
応
は
、Steve R

abson

に
よ
る
英
訳
の
解

説
、『
み
す
ず
』
誌
上
の
冨
山
一
郎
に
よ
る
言
及③
が
端
緒
と
な
る
。
以
後
、
先
行
論
と

し
て
、
富
山
一
郎④
、
徐
京
植⑤
、
新
城
郁
夫⑥
、
野
村
浩
也⑦
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た⑧
。
こ

れ
ら
の
各
論
考
は
、
主
人
公
が
示
す
米
軍
基
地
・
本
土
、
そ
し
て
沖
縄
内
の
反
基
地

運
動
に
対
す
る
怒
り
に
対
し
、
衝
撃
を
受
け
つ
つ
も
主
人
公
の
テ
ロ
行
為
の
意
味
を

解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
各
論
者
は
、「
あ
ら
ゆ
る
意
味

で
、
テ
ロ
ル
を
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑨
」、「
目
取
真
俊
が
直
面
し
て
い
る
の
は

「
最
低
の
方
法
」へ
の
想
像
力
す
ら
奪
わ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
現
実
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
彼
は
、
小
説
の
世
界
で
「
最
低
の
方
法
」
を
実
行
し
て
見
せ
る⑩
」
と
、
主
人

目
取
真
俊
「
希
望
」
論

―
動
員
さ
れ
る
少
女
の
犠
牲
に
つ
い
て

―
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公
の
行
為
を
一
九
九
五
年
の
事
件
を
背
景
と
し
て
、
主
人
公
の
テ
ロ
行
為
が
様
々
な

暴
力
を
被
り
続
け
る
沖
縄
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

初
期
論
考
は
、
作
品
に
内
在
す
る
多
角
的
な
読
み
方
を
、
主
人
公
が
抱
く
「
沖
縄
の

怒
り
」
と
し
て
一
義
的
に
読
解
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、「
目
取
真
俊
の

暴
力
論
と
い
え
ば
き
ま
っ
て
『
希
望
』
や
『
虹
の
鳥
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る⑪
」
と
の

真
島
一
郎
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
評
は
、
主
人
公
の
行
為

に
お
け
る
暴
力
に
対
す
る
賛
否
と
と
も
に
、
基
地
問
題
に
怒
り
を
覚
え
る
目
取
真
の

反
応
を
映
し
出
す
作
品
と
し
て
「
希
望
」
を
位
置
付
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う⑫
。

一
方
、
作
品
に
対
し
「
不
快
、
嫌
悪
感⑬
」
を
示
し
テ
ロ
行
為
を
認
め
な
い
と
い
っ

た
論
考
を
提
示
し
た
向
井
孝
、
沖
縄
は
「
追
い
詰
め
ら
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
は

な
い
」
と
し
て
、「
テ
ロ
は
容
認
さ
れ
な
い⑭
」
と
言
い
切
る
大
野
隆
之
は
、
作
品
を
リ

ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
眺
め
、
対
抗
の
手
段
と
し
て
の
テ
ロ
行
為
に
つ
い
て
批
判
を
行

な
っ
た
。
だ
が
、
両
者
の
批
判
は
主
人
公
の
対
抗
行
為
に
対
す
る
批
判
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
初
期
批
判
を
越
え
、
近
年
金
城
正
樹
と
鄭
柚

鎮
に
よ
る
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
主
人
公
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
釈
に
関

す
る
新
た
な
視
点
が
発
表
さ
れ
た⑮
。
特
に
鄭
は
、
事
件
後
の
沖
縄
に
お
け
る
反
基
地

運
動
の
中
で
出
さ
れ
た
「
安
保
を
女
の
問
題
と
し
て
矮
小
化
す
る
な⑯
」
と
の
発
言
を

踏
ま
え
、作
品
と
先
行
研
究
に
お
け
る
「「
被
害
を
受
け
た
少
女
」
対
「
こ
れ
以
上
は

我
慢
が
で
き
な
く
な
っ
た
男
」
と
い
う
、「
女
性
の
犠
牲
者
化
（
痛
み
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
）」
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
構
図
」
の
問
題⑰
」
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
主
人

公
を
男
性
と
見
做
す
読
解
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、

鄭
は
作
品
が
提
起
す
る
女
性
の
被
害
と
テ
ロ
行
為
を
同
等
に
考
え
る
こ
と
へ
の
疑
問

を
提
起
し
た
の
だ
。
こ
の
指
摘
に
本
論
は
注
目
す
る
。

鄭
は
韓
国
の
反
米
軍
基
地
運
動
に
お
い
て
、
運
動
参
加
者
と
運
動
の
契
機
と
な
っ

た
米
兵
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
家
族
と
の
間
に
「
情
動
の
ズ
レ
」
を
感
じ
た
と
す

る
。
そ
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、
鄭
は
運
動
参
加
者
が
「
反
米
闘
争
の
意
志
を
高
め
る
た

め
の
、
一
種
の
題
材
」
と
し
て
事
件
を
受
け
止
め
、「
そ
こ
に
痛
み
と
い
う
感
情
が
運

動
と
い
う
場
で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る⑱
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
を
元
に
、

鄭
は
作
品
と
先
行
論
が
、「
抗
う
者
が
握
る
よ
う
に
な
る
あ
る
絶
対
権
力
（
正
し
さ
）

に
対
す
る
恐
怖⑲
」
に
つ
い
て
違
和
感
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
主
人
公
に
殺

害
さ
れ
る
白
人
男
児
に
着
目
し
た
新
城
の
論
考⑳
に
重
な
る
。「
植
民
地
的
身
体㉑
」に
加

え
ら
れ
る
暴
力
と
し
て
絞
殺
と
い
う
声
を
奪
う
行
為
を
見
る
新
城
は
、「
何
故
、
首
は

締
め
上
げ
ら
れ
、
自
分
は
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
。
だ
が
、
そ
の

問
い
に
主
人
公
の
死
ん
だ
後
、
誰
が
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か㉒
」
と
結
論
付
け
る
。
こ

の
論
考
は
、
主
人
公
の
行
為
が
沖
縄
に
対
し
い
か
な
る
意
図
を
持
っ
て
届
け
ら
れ
て

い
る
か
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
由
な
き
殺
害
と
い
う
対
抗
行
為
へ
の
疑
問
は

賛
同
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
鄭
、
新
城
の
指
摘
に
は
、
批
判
さ
れ
る
主
人
公
の
犯
行
の
出
発
点
へ
の
視

点
が
欠
け
て
い
る
。
作
品
は
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
県
民
総
決

起
大
会
会
場
を
、
主
人
公
が
犯
行
を
決
意
し
た
場
と
し
て
、
そ
し
て
主
人
公
が
最
後

に
自
ら
の
身
体
に
火
を
放
ち
自
死
す
る
場
と
し
て
描
く
。
こ
の
場
所
に
お
い
て
、
主

人
公
は
県
民
総
決
起
大
会
へ
の
「
茶
番
」
と
い
う
痛
罵
、
自
分
の
行
為
の
正
当
性
な

ど
自
己
の
心
情
は
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
少
女
が
性
暴
力
を
受
け
た
と
い
う
事
件
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
切
明
ら
か
に
し
な
い
。
作

品
が
こ
の
事
件
を
起
点
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
主
人
公
の
怒
り
の
原
点
に
あ
る

0

0

は
ず
の

0

0

0

少
女
の
被
害
に
つ
い
て
主
人
公
が
想
起
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑

問
に
対
し
、
本
論
は
事
件
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
男
女
間
に
横
た
わ
る
被
害
に
対
す

る
認
識
の
差
異
と
、
主
人
公
と
目
取
真
が
見
聞
し
た
少
女
の
被
害
に
対
す
る
女
性
の

意
見
を
踏
ま
え
、
そ
の
上
で
少
女
が
受
け
た
被
害
を
想
起
す
る
こ
と
が
、
事
件
に
対

す
る
反
応
の
中
で
怒
り
を
掻
き
立
て
る
た
め
に
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
少
女
の
被
害
を
想
像
し
て
い
く
こ
と
を
後
景

化
し
対
抗
の
た
め
に
被
害
を
動
員
す
る
作
品
と
、
こ
の
問
題
へ
の
批
判
を
欠
如
さ
せ
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賞
賛
す
る
行
為
が
、
そ
の
実
に
お
い
て
事
件
に
対
す
る
自
己
の
責
任
を
放
擲
し
、
対

抗
行
為
と
い
う
一
見
正
当
性
を
保
つ
行
為
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
を
行

な
い
た
い
。二

、
食
い
違
う
認
識

主
人
公
が
犯
行
を
決
意
し
た
場
に
立
ち
返
る
前
に
、
前
提
と
し
て
当
時
の
事
件
を

め
ぐ
る
認
識
の
差
異
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
事
件
を
女
性
の
人
権
問
題
と
し
て
捉

え
る
女
性
と
、
反
基
地
と
し
て
抗
議
を
行
う
男
性
の
認
識
の
ズ
レ
は
、
作
品
の
主
人

公
が
抱
く
事
件
か
ら
生
ま
れ
る
怒
り
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
述
べ
る
よ
う
に
、
事
件
後
沖
縄
で
は
多
く
の
抗
議
デ
モ
、
集
会
が
行
わ

れ
た
が
、
こ
の
抗
議
集
会
の
一
つ
に
お
い
て
先
行
論
に
挙
げ
た
鄭
も
引
用
す
る
〈
事

件
〉
が
起
き
た
。
こ
れ
は
少
女
に
対
す
る
性
暴
力
を
、
女
性
の
人
権
が
蹂
躙
さ
れ
た

事
態
と
し
て
抗
議
を
行
っ
て
い
た
高
里
鈴
代
に
対
し
、
反
基
地
運
動
を
行
う
男
性
か

ら「
こ
の
問
題
を
女
性
の
人
権
問
題
に
わ
い
小
化
す
る
な
！
こ
れ
は
安
保
の
問
題
だ
」

と
い
う
反

が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
少
女
の
被
害
を
、
反
基
地
運
動
の

中
で
後
景
化
さ
せ
る
男
性
の
発
言
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
事
件
に
対
す
る
抗
議
運

動
の
中
心
に
〈
反
米
軍
基
地
〉
が
据
え
ら
れ
、
再
び
少
女
に
性
暴
力
が
加
え
ら
れ
る

と
い
う
沖
縄
の
女
性
の
人
権
問
題
の
追
求
を
二
の
次
に
し
た
思
考
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。確

か
に
、
少
女
の
被
害
は
米
軍
基
地
・
兵
士
の
存
在
が
元
凶
で
あ
り
、
論
者
も
本

論
に
お
い
て
根
源
と
し
て
の
米
軍
基
地
の
撤
廃
を
求
め
る
運
動
を
批
判
す
る
意
図
は

な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
事
件
を
女
性
の
人
権
問
題
と
し
て
抗

議
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
沖
縄
と
米
軍
・
本
土
の
対
立
に
吸
収
す
る
言
説
が
、
決
し
て

少
女
の
被
害
に
対
す
る
反
応
と
し
て
正
当
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宮
城
晴
美
は
、

一
九
九
五
年
九
月
の
事
件
ま
で
女
性
に
対
す
る
米
兵
の
性
暴
力
が
反
基
地
運
動
の

テ
ー
マ
た
り
得
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が㉓
、
同
様
に
謝
花
直
美
は
高
里
に
向
け

ら
れ
た
男
性
の
発
言
を
批
判
す
る
記
事
に
お
い
て
、
同
年
五
月
に
発
生
し
た
米
軍
兵

士
に
よ
る
女
性
の
殺
害
事
件
に
対
し
世
論
が
反
応
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る㉔
。
謝
花
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
安
保
や
基
地
へ
問
題
が
広
が
っ
た
時
、
人
権

侵
害
と
い
う
視
点
は
共
有
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
」
と
記
し
た
上
で
、「
人
権
侵
害
と

い
う
視
点
で
は
女
と
男
の
間
に
「
温
度
差
」
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る㉕
。
更
に
、
同
紙

面
の
コ
ラ
ム
で
「
想
像
力
の
欠
如
と
い
う
形
で
、
痛
み
を
共
有
で
き
な
い
日
本
本
土

と
い
う
構
図
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
、
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
今
の
沖
縄
だ
。
そ

こ
へ
の
怒
り
が
あ
る
の
な
ら
分
か
る
は
ず
。
本
土
と
沖
縄
、
男
性
と
女
性
。
二
重
の

差
別
構
造
の
中
で
、
人
権
を
基
本
に
動
く
こ
と
の
重
み
を㉖
」
と
記
し
た
。
こ
の
謝
花

の
指
摘
は
、
沖
縄
を
巡
る
被
害
と
対
抗
の
言
説
の
中
で
黙
殺
さ
れ
が
ち
な
人
権
と
い

う
視
点
か
ら
、沖
縄
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
格
差
を
改
め
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
事
件
後
、
米
太
平
洋
軍
司
令
官
が
事
件
を
受
け
「
犯
行
に
使
用
し
た
車
を
借

り
る
金
が
あ
れ
ば
、女
（
売
春
婦
）
を
買
え
た
の
に㉗
」
と
言
い
放
っ
た
こ
と
を
考
え
る

な
ら
、
事
件
は
単
な
る
「
安
保
の
問
題
」
で
は
な
く
、
性
暴
力
の
代
替
と
し
て
女
性

を
買
春
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
と
い
う
、
米
軍
内
の
沖
縄
の
女
性
を
非
人
間
化
す

る
思
考
を
も
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
状
況
に
対
し
、
男
性
側
は
い
か
に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
謝
花
の

記
事
に
は
、新
城
和
博
と
大
浜
真
治
に
よ
る
男
性
か
ら
の
応
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

新
城
和
博
は
「
刑
法
の
見
直
し
を
含
め
、
男
も
自
分
の
問
題
と
し
て
認
識
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
男
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
考
え
る㉘
」
と
述
べ
、
大
浜

は
「
男
の
側
に
は
、
事
件
を
め
ぐ
っ
て
男
と
女
の
対
立
だ
け
が
あ
お
ら
れ
て
い
る
と

感
じ
、戸
惑
う
気
持
ち
も
あ
る
よ
う
だ
」
と
し
つ
つ
新
城
和
博
の
意
見
に
同
調
す
る㉙
。

一
見
、
二
人
は
冷
静
に
事
件
に
対
し
男
性
側
か
ら
考
察
を
行
な
っ
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
謝
花
が
指
摘
す
る
の
は
、
沖
縄
に
お
い
て
今
ま
で
も

0

0

0

0

、
そ
し
て
今0

も0

女
性
の
被
害
に
対
し
認
識
の
「
温
度
差
」
が
生
じ
、「
人
の
基
本
的
な
存
在
を
脅
か



一
六
六

1302

す
人
権
被
害
。
そ
の
一
つ
に
性
暴
力
が
あ
る
の
だ
と
い
う
視
点
が
な
け
れ
ば
、
女
性

の
怒
り
の
根
元
は
見
え
て
こ
な
い㉚
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
両
者
の
言
葉
は
、
兵
士

と
性
暴
力
の
構
造
の
問
題
に
向
き
合
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、

二
〇
一
五
年
の
『
越
境
広
場
』
誌
上
に
お
け
る
、
一
九
九
五
年
九
月
の
事
件
の
特
集

内
の
発
言
を
見
た
い
。
座
談
会
で
は
、
親
川
裕
子
、
田
仲
康
博
、
玉
城
江
梨
子
、
仲

里
効
、
前
嵩
西
一
馬
が
事
件
、
そ
し
て
作
品
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
座

談
者
は
作
品
を
少
女
の
受
け
た
性
暴
力
に
対
す
る
「（
仲
里
）
応
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
痛
覚㉛
」
を
受
け
た
主
人
公
の
行
為
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
見
出
す
と

し
た
も
の
の
、
米
兵
の
性
暴
力
を
自
己
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
視
線
は
男
性
陣
か
ら

は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
座
談
会
で
は
、
親
川
、
玉
城
か
ら
性
暴
力
が
人
権
蹂
躙
で
あ

る
と
の
視
座
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
結
果
と
し
て
「
何
が
変
わ
っ
た
の
か
」
と
題
さ

れ
た
座
談
会
は
、
こ
こ
ま
で
で
示
し
て
き
た
事
件
や
作
品
に
対
す
る
認
識
が
今
も
変

0

0

0

わ
っ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
謝
花
は
、「
基
地
が
な

く
な
っ
て
も
、
女
性
へ
の
性
暴
力
は
な
く
な
ら
な
い
か
ら32
」
と
い
う
声
を
紹
介
す
る

が
、
性
暴
力
を
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
問
題
と
認
識
す
る
限
り
、
男
性
の
人
権
問

題
と
し
て
の
認
識
は
変
化
し
な
い
の
だ
。事
件
に
対
す
る
反
応
の
本
質
的
な
差
異
は
、

性
暴
力
が
自
己
に
も
通
底
す
る
加
害
と
認
識
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
帰
結

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
高
里
や
謝
花
を
引
用
し
男
女
間
の
認
識
の
差
異
を
指
摘
し
た

の
は
、作
品
の
問
題
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
認
識
差
に
帰
結
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
少
女
、
そ
し
て
白
人
男
児
を
後
景
化
し
て
い
く
対
抗
行
為
へ
の
批
判
に
性

差
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
、男
性
／
女
性
の
一
方
を
放
免
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

本
論
で
は
、
事
件
後
に
お
い
て
少
女
の
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

罪
責
か
ら
、
い
か
に
こ
の
問
題
を
自
己
の
問
題
と
し
て
考
え
う
る
か
、
と
い
っ
た
動

き
を
見
る
た
め
に
男
女
間
の
差
異
を
捉
え
、
そ
の
上
で
、
少
女
の
被
害
か
ら
目
を
背

け
、
他
の
行
動
に
よ
っ
て
代
替
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
企
図
す
る

の
だ
。
そ
の
上
で
主
人
公
の
言
動
を
見
た
い
。

作
品
に
お
い
て
、
主
人
公
は
「
自
分
の
行
為
は
こ
の
島
に
と
っ
て
自
然
で
あ
り
、

必
然
」（
二
九
〇
頁
）
と
述
べ
、
犯
行
声
明
で
「
今
オ
キ
ナ
ワ
に
必
要
な
の
は
、
数
千

人
の
デ
モ
で
も
な
け
れ
ば
、
数
万
人
の
集
会
で
も
な
く
、
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
幼

児
の
死
な
の
だ
」（
二
八
八
頁　

本
文
太
字
）
と
挑
発
的
な
主
張
を
突
き
付
け
て
き
た
。

こ
の
言
葉
を
無
批
判
に
受
け
止
め
、「
最
低
の
方
法
」
の
事
件
を
沖
縄
の
怒
り
を
表
明

し
た
も
の
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と
は
、
そ
の
実
に
お
い
て
主
人
公
の
行
為
に
内
包
さ

れ
る
少
女
の
被
害
を
捨
象
、
そ
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
追
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
女
と
同
様
に
、
報
復
と
し
て
殺
害
さ
れ
た
男
児
に
つ
い

て
、
新
城
は
「
答
え
の
な
い
問
い
」
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
行
為
が
沖
縄
の
人
々
に
対

し
「
暴
力
を
忘
れ
る
こ
と
の
暴
力
の
露
呈33
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
沖
縄
の
人
々
の
暴

力
に
対
す
る
認
識
を
変
化
さ
せ
る
た
め
、主
人
公
の
犯
行
が
行
わ
れ
た
と
の
分
析
は
、

一
方
で
沖
縄
の
現
実
を
映
し
変
革
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
少
女
、
そ
し
て
白
人
男
児

の
犠
牲
が
少
女
の
被
害
に
、
そ
し
て
県
民
総
決
起
大
会
に
て
挙
が
っ
た
女
子
生
徒
の

声
に
匹
敵
す
る
正
し
さ
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
の
疑
問
を
生
む
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
、
主
人
公
か
ら
消
え
去
っ
た
少
女
の
被
害
と
い
う
観
点
を
、
主
人
公
が

犯
行
を
想
起
し
た
空
間
に
差
し
戻
し
て
考
え
て
み
た
い
。

三
、
少
女
が
想
起
さ
れ
・
動
員
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

こ
こ
か
ら
は
、
主
人
公
が
犯
行
を
決
意
し
た
県
民
総
決
起
大
会
の
空
間
か
ら
、
主

人
公
が
少
女
の
被
害
へ
の
思
索
を
沖
縄
へ
の
怒
り
に
変
換
し
た
過
程
を
考
え
る
。
主

人
公
が
、
そ
し
て
目
取
真
が
見
聞
し
た
は
ず
の

0

0

0

声
を
踏
ま
え
、
少
女
の
存
在
を
消
去

し
立
ち
上
が
る
テ
ロ
行
為
を
描
く
作
品
の
裏
で
、
な
ぜ
少
女
の
犠
牲
が
対
抗
暴
力
の

行
使
の
た
め
に
要
請
さ
れ
、
そ
し
て
消
去
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
事
件
以
後
の
目
取
真
の
発
言
に
注
目
す
る
。
一
九
九
六
年
『
け
ー
し
風
』
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上
に
発
表
さ
れ
た
、「
沖
縄
の
文
化
状
況
の
現
在
に
つ
い
て34
」
か
ら
、
目
取
真
は
事
件

と
そ
の
後
の
沖
縄
の
状
況
に
つ
い
て
発
言
を
始
め
る
。
特
に
、
一
九
九
七
年
の
朝
日

新
聞
上
で
行
わ
れ
た
新
城
和
博
と
の
対
談
内
の
、「
少
女
の
事
件
が
パ
レ
ス
チ
ナ
で
起

き
て
い
た
ら
テ
ロ
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
沖
縄
県
民
は
過
激
な
こ
と
に
走

ら
な
い
。
だ
か
ら
政
府
も
マ
ス
コ
ミ
も
、
の
う
の
う
と
し
て
い
ら
れ
る35
」
と
の
発
言

は
、
作
品
に
つ
な
が
る
沖
縄
の
態
度
に
対
す
る
批
判
と
し
て
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
一
九
九
八
年
の
朝
日
新
聞
上
の
「
沖
縄
か
ら
の
風
」
に
お
い
て
も
、「
米
兵

の
暴
行
事
件
を
き
っ
か
け
に
開
か
れ
た
三
年
前
の
「
10
・
21
県
民
総
決
起
大
会
」
で
、

八
万
人
余
り
が
集
ま
っ
た
あ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
消
え
た
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
っ
た

ら
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
し
た
上
で
、「
小
さ
な
生
き
物
だ
っ
て
、
生
き
延
び

る
た
め
に
は
、
毒
を
持
た
ん
と
い
け
ん
さ
。
持
ち
た
く
も
な
い
毒
で
も
ね36
」
と
、
作

品
内
の
主
人
公
の
発
言
に
連
な
る
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
主
人
公
が
作
中
で
述
べ
る
言
葉
と
類
似
し
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
目
取
真
、
そ
し
て
主
人
公
に
引
き
継
が
れ
る
怒
り
に
つ
い
て
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
た
い
。
沖
縄
の
不
甲
斐
な
さ
を
追
求
す
る
言
葉
と
そ
れ
を
打
ち
破
る
対
抗
行
為
と

い
う
試
み
は
、
次
の
女
子
生
徒
の
言
葉
の
前
に
有
用
で
あ
ろ
う
か
。

目
取
真
は
二
〇
〇
五
年
の
エ
ッ
セ
イ
『
沖
縄
「
戦
後
」
ゼ
ロ
年
』
に
お
い
て
、

一
九
九
五
年
一
〇
月
の
集
会
と
同
時
期
に
勤
務
先
の
高
校
の
女
子
生
徒
か
ら
言
わ
れ

た
言
葉
を
紹
介
す
る
。
女
子
生
徒
は
、「
近
隣
の
高
校
で
女
生
徒
が
米
兵
に
襲
わ
れ
て

妊
娠
し
た
。
彼
女
は
堕
胎
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
学
校
を
退
学
し
た
。

先
生
達
は
北
部
の
少
女
の
こ
と
で
騒
い
で
い
る
け
ど
、
近
く
の
学
校
で
こ
う
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
の
知
ら
な
い
で
し
ょ
う37
」
と
目
取
真
に
述
べ
る
。
こ
の
発
言
は
、
高
里

や
謝
花
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
事
件
で
被
害
に
遭
っ
た
少
女
へ
問
題
が
一
極
化
す
る

中
で
、
今
ま
で
に
累
積
し
て
き
た
女
性
の
被
害
に
対
す
る
無
反
応
と
の
差
異
を
教
師

で
あ
っ
た
目
取
真
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
が
女
子
生
徒
に

と
っ
て
、
自
分
と
は
無
関
係
な
事
件
と
し
て
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し

て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、
作
品
の
主
人
公
や
目
取
真
が
主
張
す
る
よ
う
な
米
兵
に

対
す
る
報
復
を
望
む
言
葉
は
な
い
。
だ
が
、
目
取
真
や
主
人
公
以
上
に
、
こ
の
生
徒

の
被
害
を
受
け
た
少
女
に
対
す
る
想
像
は
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
少
女
は
自
分
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

同
様
の
女
子
生
徒
の
声
は
、
県
民
総
決
起
大
会
に
お
い
て
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

檀
上
に
て
「
被
害
者
の
心
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
抗
議
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
。
彼
女

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
気
持
ち
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
」
と

述
べ
た
女
子
生
徒
は
、「
私
が
こ
こ
に
立
っ
て
意
見
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
で
も

何
か
が
変
わ
れ
ば
、
彼
女
の
心
が
軽
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
」、
そ
し
て
基
地
撤
廃
を

訴
え
る
言
葉
の
後
に
「
私
た
ち
生
徒
、
子
供
、
女
性
に
犠
牲
を
強
い
る
の
は
も
う
や

め
て
く
だ
さ
い38
」
と
の
言
葉
で
締
め
く
く
っ
た
。
目
取
真
は
、
後
年
こ
の
女
子
生
徒

を
『
虹
の
鳥
』
に
お
い
て
登
場
さ
せ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
声
と
同
様
に
直
接
の
反
応

は
な
い
。
高
校
内
で
言
わ
れ
た
言
葉
に
対
し
「
返
す
言
葉
が
な
か
っ
た39
」
と
記
し
た

目
取
真
で
あ
る
が
、
創
作
に
お
い
て
被
害
少
女
に
対
す
る
思
索
を
対
抗
行
為
の
後
景

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
義
を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
確
か
に
、
作
品
は
主
人
公

の
情
報
を
は
じ
め
と
し
た
作
品
背
景
に
関
す
る
情
報
を
徹
底
的
に
削
ぎ
、
そ
れ
は
読

者
の
多
彩
な
想
像
や
感
情
を
想
起
さ
せ
て
い
く
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
作

品
の
少
女
の
被
害
に
対
す
る
想
像
、
感
情
の
削
ぎ
落
と
し
は
、
些
か
過
剰
で
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
過
剰
な
ま
で
に
少
女
の
存
在
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
次
に
挙
げ
る
〈
少
女
の
被
害
〉
に
対
す
る
言
説
に

基
づ
く
も
の
と
考
え
る
。

新
城
は
、
沖
縄
の
怒
り
を
表
明
す
る
た
め
の
「
男
根
主
義
的
と
言
う
し
か
な
い
暴

力
待
望
論
的
言
説
」
の
た
め
に
、「
女
性
身
体
へ
の
表
象
的
暴
力
は
、
あ
り
う
べ
き

「
怒
り
」
の
た
め
に
欲
望
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う40
」
と
提
起
す
る
。
こ
の
提
起
は
、花

村
萬
月
に
よ
る
『
沖
縄
を
撃
つ
！
』
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
売
春
せ
ざ
る
を
え
な

い
女
性
を
用
い
た
反
基
地
運
動
を
行
う
男
性
批
判
に
つ
い
て
、
性
産
業
で
働
く
女
性
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が
「
手
頃
な
挑
発
の
道
具
」
と
し
て
、
沖
縄
人
と
日
本
人
の
対
峙
を
呼
び
込
む
た
め

に
登
場
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
新
城
の
指
摘
は
、
女
性
身
体
を

軸
と
し
た
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
を
露
呈
さ
せ
る
本
土
男
性
に
向
け
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
重
要
な
の
は
、
性
暴
力
を
今
の
沖
縄
の
政
治
を
規
定
し
て

い
る
国
家
暴
力
た
る
軍
隊
そ
の
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
思
考
し
、
そ
し
て
、
男
性

同
盟
と
し
て
顕
在
化
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
権
力
の
配
置
の
な
か
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

「
主
体
」
が
産
出
さ
れ
そ
し
て
同
時
に
抹
消
さ
れ
て
い
る
か41
」
と
の
指
摘
に
注
目
し
た

い
。〈
沖
縄
女
性
〉
へ
の
暴
力
を
待
望
し
、
そ
の
被
害
を
消
費
す
る
こ
と
が
、
沖
縄
を

語
る
言
説
の
中
で
被
害
を
訴
え
対
抗
を
図
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
と

に
、
新
城
の
批
判
の
焦
点
は
向
い
て
い
る
。
女
性
の
被
害
が
対
抗
行
為
を
企
図
す
る

者
に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
消
去
さ
れ
る
こ
と
の
指
摘
こ
そ
が
、「
希
望
」
の
主
人
公
、
そ

し
て
主
人
公
の
犯
行
を
称
揚
す
る
者
に
潜
在
す
る
意
識
を
突
く
指
摘
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

新
城
と
同
様
の
主
張
は
、
勝
方
＝
稲
福
恵
子
か
ら
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
自
身
も

持
つ
「
沖
縄
女
性
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
、「
消
化
不
良
の
異
物
の

よ
う
」
と
形
容
し
つ
つ
、「
違
和
感
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
異
物
を
臓
腑
に
か
か
え
て

い
る
わ
た
し
が
、「
沖
縄
女
性
」
だ
っ
た
。
そ
ん
な
沖
縄
を
引
き
受
け
る
の
に
は
、
悲

壮
感
と
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
が
必
要
だ
っ
た42
」
と
述
べ
る
勝
方
＝
稲
福
は
、
文
学
作
品
に
表

れ
た
〈
少
女
の
犠
牲
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

し
か
も
、
少
女
の
犠
牲
は
、
比
類
の
無
い
ほ
ど
悲
惨
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
／
そ
れ
な
の
に
、「
い
け
に
え
と
し
て
の
少
女
」
は
、
た
い
て
い
の
場

合
、
象
徴
的
な
存
在
に
奉
ら
れ
、
悲
し
い
物
語
と
し
て
完
結
し
、
そ
れ
以
上
の

分
析
を
拒
ん
で
し
ま
う
。
哀
れ
を
さ
そ
う
物
語
り
に
涙
を
流
す
聞
き
手
（
読
み

手
・
観
客
）
の
想
像
力
も
、「
少
女
の
犠
牲
」
で
飛
翔
を
終
え
る
。
／
つ
ま
り
、

少
女
は
物
象
化
さ
れ
、
完
結
し
、
脇
に
追
い
や
ら
れ
て
、
幕
が
下
り
る
。
犠
牲

に
供
さ
れ
た
少
女
は
、
語
ら
な
い43
。

勝
方
＝
稲
福
は
、
大
城
立
裕
の
「
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
ー
」
を
論
じ
る
中
で
、

少
女
に
対
す
る
性
暴
力
が
文
学
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
、
少
女
に
仮
託
さ

れ
た
領
土
や
国
と
い
っ
た
も
の
が
、
強
姦
に
よ
っ
て
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
暗
示
さ
れ
る
と
定
義
す
る
。犠
牲
を
示
す
た
め
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る
少
女
の
被
害
、

そ
し
て
観
客
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
忘
却
さ
れ
る
犠
牲
の
物
語
は
、
勝
方
＝
稲
福
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
被
害
少
女
が
沈
黙
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
声
を
代
弁
す
る
者
を
呼
び

込
む
。
事
件
に
対
し
、少
女
が
象
徴
化
す
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
し
た
神
谷
三
島
は
、

抗
議
を
す
る
者
が
被
害
に
遭
っ
た
少
女
に
対
し
、「
な
ぜ
男
性
は
女
性
を
レ
イ
プ
す
る

の
か
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
性
暴
力
が
「
あ
な
た
」
に
ふ
り
か
か
っ
た
の
か44
」
と
い
っ

た
問
題
を
少
女
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
提
起
を
行
う
。
少

女
を
代
弁
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
疑
問
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
疑
問
を
避
け
単
な
る
抗
議
の
象
徴
と
見
做
す
こ
と
が
更
な
る
加
害
を
生
む
こ
と

に
な
る
の
だ
。

佐
藤
泉
は
、
後
年
の
『
虹
の
鳥
』
の
論
考
の
中
で
、
島
袋
善
祐
の
「
沖
縄
の
実
態

を
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
、
少
女
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た45
」
と
の
発
言
を
受
け
、「
被

害
者
を
交
換
価
値
に
か
え
て
し
ま
う
論
理
、
何
か
を
他
の
何
か
で
語
り
、
語
っ
た
瞬

間
き
え
て
い
く
比
喩
の
論
理
、
こ
れ
を
沖
縄
に
お
い
て
集
約
す
る
「
犠
牲
」
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
に
対
し
、「
少
女
の
犠
牲
と
い
う
比
喩
を
通
し
て
基
地
問
題
を
語
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
じ
た
い
が
基
地
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
「
最
小
回
路
に
お
い
て
超
え
て

い
っ
た
鮮
や
か
な
実
践
」
が
本
論
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
高
里
の
運
動
の
よ
う
に

一
九
九
五
年
に
は
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
す
る46
。
佐
藤
の
指
摘
は
、
実
際
の
事
件
後

の
抗
議
運
動
に
内
在
す
る
〈
少
女
の
犠
牲
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
欺
瞞
性
を
突

き
つ
つ
も
、
一
方
で
、『
虹
の
鳥
』
に
至
る
ま
で
に
「
希
望
」
が
少
女
の
性
暴
力
被
害

へ
の
報
復
と
し
て
新
た
な
犠
牲
を
伴
い
つ
つ
男
性
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
の
批

判
を
行
な
わ
な
い
。
結
果
と
し
て
、基
地
問
題
と
し
て
の
性
暴
力
被
害
を
表
出
さ
せ
、
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抗
議
す
る
た
め
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る
人
物
は
、
新
城
、
勝
方
＝
稲
福
が
示
し
た
よ
う

に
、
そ
の
被
害
か
ら
何
か
を
語
る
た
め
に
用
意
さ
れ
る
犠
牲
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
だ
。

勝
方
＝
稲
福
は
、
一
九
九
五
年
の
被
害
少
女
に
つ
い
て
、「「
少
女
の
犠
牲
」
と
い

う
も
の
は
、
全
県
民
の
怒
り
を
闘
争
に
結
集
さ
せ
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
、
お
あ
つ

ら
え
む
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
」、「
個
人
の
痛
み
は
運
動
の
中
で
解
消
す
る
こ
と
は

な
い
。（
中
略
）
し
か
し
、
少
女
の
沈
黙
に
応
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
生
け
贄
を
生
み

出
す
社
会
構
造
に
加
担
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
加
害
者
と
変
わ
ら
な
い47
」
と

指
摘
す
る
。
一
見
、
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
作
品
の
主
人
公
の
行
為
を
、

少
女
の
沈
黙
に
応
え
る
行
為
と
し
て
犯
行
が
行
わ
れ
、
物
語
の
終
幕
を
拒
ん
だ
と
見

做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
は
少
女
の
性
暴
力
被
害
の
報
復

の
た
め
、
米
軍
関
係
者
の
女
性
に
性
暴
力
を
加
え
れ
ば
い
い
、
と
い
っ
た
暴
論
と
同

義
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
新
城
や
勝
方
＝
稲
福
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
性

暴
力
の
被
害
が
当
事
者
の
沈
黙
を
よ
そ
に
、
他
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
被
害
が
怒
り
や
対
抗
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

再
度
、
視
点
を
県
民
総
決
起
大
会
の
場
に
差
し
戻
そ
う
。
主
人
公
の
前
に
立
っ
て

い
る
壇
上
に
立
っ
た
女
子
生
徒
は
、
事
件
に
対
す
る
「
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
、
理

解
で
き
な
い
、
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
い
も
の
か48
」
と
の
感
情
の
中
で
、「
被
害

者
の
心
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
抗
議
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
逡
巡
を
明
ら
か

に
す
る
。
彼
女
の
言
葉
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
米
兵
に
よ
る
暴
力
の
被
害
が
自
身

を
含
む
女
性
、
子
供
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
り
、
抗
議
運
動
が
被
害

少
女
を
傷
つ
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
葛
藤
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
女
子
生
徒
の

言
葉
は
、
繰
り
返
す
が
誰
も
が
被
害
少
女
の
前
に
等
し
く
罪
か
ら
免
れ
な
い
存
在
で

あ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
い
か
に
そ
の
立
場
を
自
覚
し
つ
つ
事

件
を
受
け
止
め
て
い
く
か
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
提
起
に
対
す
る
主
人
公
の
白
人
男
児
の
殺
害
と
い
う
応
答
は
、
自
己
に
も
問

わ
れ
る
少
女
の
被
害
に
対
す
る
応
答
の
問
題
を
放
擲
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
主
人

公
の
思
索
と
行
為
は
、
少
女
に
対
す
る
性
暴
力
を
沖
縄
へ
の
加
害
と
し
て
、
対
米
軍

基
地
、
対
本
土
、
対
沖
縄
民
衆
と
い
う
対
立
構
造
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ

た
か
も
少
女
の
被
害
に
対
す
る
報
復
を
達
成
し
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
徐
京
植
の
「
奪
わ
れ
た
想
像
力
を
奪
還
す
る
た
め
の
闘
い
、
真
の
主

体
と
し
て
蘇
る
た
め
の
闘
い49
」
と
の
指
摘
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
作
品

を
巡
る
目
取
真
宛
の
脅
迫
を
起
点
と
し
た
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
本
土
が
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
沖
縄
か
ら
テ
ロ
の
行
使
を
想
起
す
る
こ
と
さ
え
も
奪
っ
た
こ
と

へ
の
批
判
が
根
幹
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

0

0

0

0

0

0

と
は
、
沖
縄
の
人
々
を

一
括
し
て
定
義
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
部
に
存
在
す
る
更
な
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の

加
害
性
を
放
免
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
野
千
鶴
子
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
対
抗
暴
力

に
つ
い
て
、「
し
ょ
せ
ん
は
そ
の
暴
力
を
行
使
す
る
能
力
の
あ
る
者
に
し
か
許
さ
れ
な

い
手
段
」
で
あ
り
、「
対
抗
し
て
み
る
と
い
い
、
無
力
な
あ
な
た
は
も
っ
と
徹
底
的
な

反
撃
に
遭
い
、前
よ
り
も
も
っ
と
手
ひ
ど
く
叩
き
の
め
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
中
略
）
わ
た

し
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
女
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
無
力

な
人
々
で
あ
る50
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
主
人
公
、
そ
し
て
目
取
真

が
目
指
し
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
に
新
城
が
指
摘
す
る
よ
う
に51
虐
げ
ら
れ
る
沖
縄
と

い
う
観
点
か
ら
「
真
の
主
体
と
し
て
蘇
る
た
め
の
闘
い
」
の
み
で
あ
り
、
対
抗
行
為

を
行
使
で
き
な
い
者
に
対
す
る
「
奪
わ
れ
た
想
像
力
を
奪
還
す
る
た
め
の
闘
い
」
と

は
言
い
難
い
。

で
は
、
作
品
が
提
示
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
作
中
に
内
包
さ
れ
た
性
暴

力
を
被
っ
た
少
女
と
、〈
沖
縄
の
怒
り
〉
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
自
然
に
殺
害
さ
れ

る
白
人
男
児
は
、
米
兵
に
よ
る
女
性
に
対
す
る
性
暴
力
と
い
う
問
題
を
自
己
に
引
き

つ
け
な
い
者
に
よ
っ
て
沖
縄
の
状
況
を
提
示
す
る
た
め
に
消
費
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

彼
ら
を
利
用
し
た
対
抗
暴
力
は
、
沖
縄
と
本
土
双
方
の
欲
望
を
満
た
す
も
の
と
し
て

浸
透
し
て
い
く
。
こ
の
欲
望
は
、
多
く
の
先
行
論
が
示
す
と
お
り
、
主
人
公
の
行
為



一
七
〇

1306

を
沖
縄
が
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
架
空
の
事
件
と
し
て
、
ま
た
実
際
に
あ
り
え
た

は
ず
の
事
件
を
呈
示
し
た
作
品
と
し
て
、
そ
し
て
作
品
を
沖
縄
の
本
音
と
し
て
無
批

判
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
共
犯
関
係
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
主
人
公
の
テ
ロ
行
為
が

「
最
低
の
方
法
」
で
あ
り
つ
つ
も
〈
希
望
〉
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、本
論
が

示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
欲
望
は
少
女
の
被
害
を
〈
少
女
の
犠
牲
〉
と
し
て
消
費
し
、

か
つ
怒
り
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
決
し
て
自
己
に
つ
な
が
る
問
題
と
し
て
〈
少
女
の
犠
牲
に
応
え
〉
た
も
の

で
は
な
い
。
目
取
真
が
作
品
の
テ
ロ
行
為
を
「
最
低
の
方
法
」
と
す
る
の
は
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
の
中
で
実
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
苦
渋
の
選
択
で
あ
り
、
同
時
に
沖
縄
に
お
け
る
性
暴
力
か
ら
問
題
意
識
を
転
置

さ
せ
る
対
抗
暴
力
と
い
っ
た
選
択
肢
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
本
来
、「
希
望
」
と

題
さ
れ
た
作
品
が
提
示
す
べ
き
だ
っ
た
の
は
、
事
件
後
の
反
基
地
運
動
に
お
い
て
、

抽
象
化
し
た
〈
沖
縄
の
犠
牲
〉〈
少
女
の
犠
牲
〉
を
再
考
し
、少
女
が
受
け
た
被
害
を

小
説
に
お
い
て
描
出
を
試
み
る
行
為
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
現
に
、
事
件
を
巡
る
言
説

に
は
、
少
女
が
受
け
た
暴
力
を
い
か
に
し
て
自
己
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
、

そ
し
て
自
己
に
つ
な
が
る
加
害
性
を
受
け
止
め
て
い
く
か
の
実
践
が
確
か
に
あ
っ
た

の
だ
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
作
品
の
中
で
後
景
化
し
、〈
少
女
の
犠
牲
〉
に
向
け
ら
れ
て

然
る
べ
き
想
像
力
は
、
本
来
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
少
女
の
犠
牲
を
利
用
し
た

対
抗
行
為
の
想
起
に
向
け
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
主
人
公
が
犯
行
を
想
起
し
た
場
所
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
少
女
に
対
す
る

想
起
を
後
景
化
し
行
わ
れ
た
主
人
公
の
行
為
の
問
題
性
を
指
摘
し
た
。こ
の
批
評
は
、

作
品
が
提
示
し
た
沖
縄
か
ら
の
応
答
と
し
て
の
対
抗
暴
力
の
想
起
を
全
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
当
時
の
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
沖
縄
の
状
況
の
中
で
、〈
非
暴
力
〉
や

〈
平
和
〉
と
い
う
言
葉
は
、逆
説
的
に
強
者
が
弱
者
の
対
抗
行
為
を
封
じ
る
言
葉
に
変

質
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
選
択
肢
を
奪
わ
れ
た
状
況
の
中
で
「
最
低
の

方
法
」
と
し
て
テ
ロ
行
為
が
必
要
で
あ
る
と
の
想
起
が
、「
希
望
」
と
名
付
け
ら
れ
る

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
た
だ
、
論
者
が
「
希
望
」
を
読
み
解
く
中
で
、「
私
た
ち
生

徒
、
子
供
、
女
性
に
犠
牲
を
強
い
る
の
は
も
う
や
め
て
」
と
い
う
言
葉
が
被
害
者
の

年
齢
に
近
い
女
子
高
校
生
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
作
品
が
沈
黙
す
る
こ

と
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
、
後
年
の
『
虹
の
鳥
』
が
「
希
望
」

と
は
対
照
的
に
事
件
に
対
す
る
様
々
な
立
場
か
ら
の
声
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
作
品
を
目
取
真
の
問
題
提
起
の
初
動
と
し
て
あ
る
程
度
の
粗
さ
を
認
め
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
虹
の
鳥
』
も
結
果
と
し
て
米
兵
に
暴
行
さ
れ
た

少
女
、
そ
し
て
作
中
に
て
徹
底
し
て
虐
げ
ら
れ
て
い
く
少
女
の
声
は
聞
こ
え
て
こ
な

い
。
作
品
が
実
際
の
事
件
を
土
台
と
し
、そ
し
て
そ
の
後
の
情
勢
を
踏
ま
え
る
限
り
、

少
女
が
受
け
た
被
害
を
見
聞
し
た
者
の
立
場
へ
の
思
索
を
放
棄
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
論
は
作
品
の
想
起
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
含
み
つ
つ
、

対
抗
暴
力
と
い
う
行
為
を
選
択
し
た
者
の
問
題
を
提
示
し
た
。

作
品
は
、
県
民
総
決
起
大
会
の
会
場
で
あ
っ
た
宜
野
湾
海
浜
公
園
に
お
い
て
、
主

人
公
の
自
死
と
、
そ
の
焼
死
体
が
中
学
生
た
ち
に
蹴
り
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
結
末
を

迎
え
る
。
一
見
、
主
人
公
の
死
体
を
蹴
る
中
学
生
の
行
為
は
無
抵
抗
な
主
人
公
を
暴

行
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
暴
力
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
し
か
し
、
中
学
生
は
主
人
公
を

蹴
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
結
果
と
し
て
、
自
死
に
よ
っ
て
完
結
し
た
は
ず
の

主
人
公
の
行
為
は
、
無
意
味
な
中
学
生
の
暴
行
と
し
て
継
続
し
て
い
く
。
こ
の
暴
力

の
連
続
の
根
幹
に
あ
る
の
が
、
当
初
の
事
件
の
被
害
少
女
の
痛
み
へ
の
想
起
の
欠
如

で
は
な
か
っ
た
か
。
性
暴
力
と
い
う
問
題
を
考
え
る
中
で
、
テ
ロ
行
為
と
い
う
対
抗

行
為
は
有
用
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
視
点
こ
そ
が
一
九
九
五
年
九
月
以
降
の
沖
縄
を

考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
「
希
望
」
以
後
の
目
取
真
の
女
性
へ
の
性
暴
力
と
対
抗
暴
力

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
思
考
す
る
上
で
必
要
で
あ
ろ
う
。



一
七
一

目
取
真
俊
「
希
望
」
論

1307

（
本
論
の
作
品
引
用
は
、『
沖
縄
／
草
の
声
・
根
の
意
思
』
収
録
版
を
用
い
た
。
改
行
は
／
を
用

い
た
。）注①　

五
日
掲
載
分
は
「
花
」、
一
二
日
掲
載
分
は
「
公
園
」、
一
九
日
掲
載
分
は
「
猫
」
と

題
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
希
望
」
と
は
全
く
異
な
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
初

出
後
の
発
行
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
初
出
発
表
と
同
年
に
、
英
訳
が
発
表
さ
れ
た
。
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最
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閲
覧
日　

二
〇
一
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年
二
月
二
八
日
。
後
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に
収
録
）。
初
収
録
単

行
本
は『
コ
ザ
／
希
望
』ね
じ
め
正
一
他
二
四
名『
街
物
語
』朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
〇

年
九
月
。
目
取
真
の
単
行
本
に
初
収
録
さ
れ
た
の
は
『
沖
縄
／
草
の
声
・
根
の
意
思
』

世
織
書
房　

二
〇
〇
一
年
九
月
。
初
全
集
収
録
は『
目
取
真
俊
短
編
小
説
選
集
3　

面

影
と
連
れ
て
』
影
書
房　

二
〇
一
三
年
一
一
月
と
な
る
。　

②　

目
取
真
俊
「
い
ま
語
る　

沖
縄
と
私　
「
最
悪
の
選
択
」
を
考
え
る　

編
み
出
し
た

い
独
自
の
文
章
」『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
八
月
三
〇
日
朝
刊　

一
〇
面

③　

冨
山
一
郎
「
一
九
九
九
年
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト
」『
み
す
ず
』
第
四
二
巻
第
一
号　

み

す
ず
書
房　

二
〇
〇
〇
年
一
月　

④　

冨
山
一
郎
「
テ
ロ
ル
を
思
考
す
る
こ
と　

目
取
真
俊
「
希
望
」」『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ

ン
』
１
１
９　

イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会　

二
〇
〇
〇
年
五
月
二
五
日

⑤　

徐
京
植「『
希
望
』に
つ
い
て
」『
ユ
リ
イ
カ
』第
三
三
巻
九
号　

青
土
社　

二
〇
〇
一

年
八
月
一
日

⑥　

新
城
郁
夫
「
塞
が
れ
た
口
／
目
取
真
俊
「
希
望
」
か
ら
の
想
起
」「
漂
う
沖
縄
文
学

の
た
め
に　

9
・
11
テ
ロ
以
後
の
『
希
望
』」『
沖
縄
文
学
と
い
う
企
て 

葛
藤
す
る
言

語
・
身
体
・
記
憶
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会　

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

⑦　

野
村
浩
也
「『
希
望
』
と
観
光
テ
ロ
リ
ズ
ム
」『
無
意
識
の
植
民
地
主
義　

日
本
人
の

米
軍
基
地
と
沖
縄
人
』
御
茶
の
水
書
房　

二
〇
〇
五
年
四
月

⑧　

そ
の
他
、マ
イ
ケ
ル
・
モ
ラ
ス
キ
ー
「M

edoru
m

a S
h

u
n

 T
h

e W
riter as P

u
blic 

In
tellectu

al in
 O

kin
aw

a T
oday
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）、西
成
彦
「
暴
れ
る
テ
ラ
ピ
ア
の
筋
肉

に
触
れ
る
」
西
成
彦
・
原
毅
彦
（
編
）『
複
数
の
沖
縄　

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
か
ら
希
望
へ
』

人
文
書
院　

二
〇
〇
三
年
三
月
発
行
、
大
空
博
「
二
〇
〇
一
年
、
沖
縄
」
西
成
彦
・
原

毅
彦
（
編
）『
複
数
の
沖
縄　

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
か
ら
希
望
へ
』
人
文
書
院　

二
〇
〇
三

年
三
月
発
行
、丸
川
哲
史
「
冷
戦
文
化
論
⑥　

燃
え
る
沖
縄
（
琉
球
弧
）」『
早
稲
田
文

学
』二
〇
〇
四
年
一
月
号　

早
稲
田
文
学
会　

二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
、仲
里
効「
マ
ー

か
ら
ワ
ジ
ー
が
」
黒
澤
亜
里
子
（
編
）『
沖
国
大
が
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ
れ
た
日　

8
・

13
米
軍
ヘ
リ
墜
落
事
件
か
ら
見
え
て
き
た
沖
縄
／
日
本
の
縮
図
』青
土
社　

二
〇
〇
五

年
五
月
、ガ
ヤ
ト
リ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
（
著
）   

新
田
啓
子
（
訳
）

鵜
飼
哲
（
監
修
）『
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
日
本
で
語
る
』
み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
九
年
四
月
、

尾
崎
文
太
「「
虹
の
鳥
」
論
―
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
の
暴
力
論
を
越
え
て
」『
言
語
社

会
』
五
巻　

二
〇
一
一
年
三
月
、
田
仲
康
尚
・
前
嵩
西
一
馬
・
親
川
裕
子
・
玉
城
江
梨

子
（
司
会
：
仲
里
効
）「〈
１
９
９
５
・
沖
縄
〉
―
何
が
は
じ
ま
り
、
何
が
変
わ
っ
た
の

か
」『
越
境
広
場
』
越
境
広
場
刊
行
委
員
会　

二
〇
一
五
年
一
二
月
が
作
品
に
言
及
し

て
い
る
。

⑨　

注
③
に
同
じ
。
四
九
頁

⑩　

注
⑤
に
同
じ
。
一
四
七
頁

⑪　

目
取
真
俊
・
仲
里
効
・
西
谷
修
・
真
島
一
郎
（
司
会
：
中
山
智
香
子
）「
暴
力
と
そ

の
表
出
」
西
谷
修
・
仲
里
効
（
編
）『
沖
縄
／
暴
力
論
』
未
來
社　

二
〇
〇
八
年
八
月   

一
〇
三
頁

⑫　

近
年
に
お
い
て
も
、S

teve rabson
, D

avin
der L

. B
h

om
ik

編
の
沖
縄
文
学
の

英
訳
作
品
集
で
あ
る“Islan

d of P
rotest”

にS
teve R

abson

英
訳
の
『
希
望
』
が

掲
載
さ
れ
、二
〇
一
六
年
四
月
に
目
取
真
が
辺
野
古
に
お
い
て
米
軍
に
身
柄
を
拘
束
さ

れ
た
以
降
に
も
、『
東
京
新
聞
』
の
コ
ラ
ム
（「
大
波
小
波　

芥
川
賞
作
家
の
抵
抗
」『
東

京
新
聞
』
二
〇
一
六
年
四
月
九
日
夕
刊
七
面　

中
日
新
聞
東
京
本
社
）、
目
取
真
の
作

品
を
出
版
し
て
い
る
影
書
房
の
社
長
で
あ
る
松
本
昌
次
の
エ
ッ
セ
イ
（「
松
本
昌
次
の

い
ま
、
読
み
つ
ぎ
た
い
も
の
第
一
〇
回  

目
取
真
俊
「
希
望
」」『
レ
イ
バ
ー
ネ
ッ
ト
日
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本
』
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp://w
w

w
.laborn

etjp.org/n
ew

s/2016/0701m
atu

））
に

も
、
作
品
が
目
取
真
の
抵
抗
の
表
出
で
あ
る
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
最
終
閲
覧

日
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
）

⑬　

向
井
孝
「
状
況
の
中
の
非
暴
力
直
接
行
動
」『A

.W
.I.I.S　

反
戦
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

情
報
』
六
号　

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
日

 

（h
ttp://w

w
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.asah
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ew
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tm
#kiji_1　

最
終
閲
覧

日
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
）

⑭　

大
野
隆
之
「
新
報
文
芸　

目
取
真
俊
『
希
望
』
テ
ロ
容
認
の
思
想
は
是
か　

衝
撃
力

持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」『
琉
球
新
報
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
日
朝
刊 

⑮　

金
城
正
樹
「
暴
力
と
歓
喜
―
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
の
叙
述
と
目
取
真
俊
「
虹
の

鳥
」
か
ら
」　

冨
山
一
郎
／
森
宣
雄
『
現
代
沖
縄
の
歴
史
経
験　

希
望
、
あ
る
い
は
未

決
性
に
つ
い
て
』
青
弓
社　

二
〇
一
〇
年
七
月
。
谷
口
基
、
そ
し
て
前
嵩
西
一
馬
も
、

作
品
の
主
人
公
に
つ
い
て
「
性
別
も
年
齢
も
不
明
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。（
谷
川

基
「
世
紀
を
こ
え
た
〈
日
本
ホ
ラ
ー
〉
―
ト
ウ
キ
ョ
ウ
か
ら
オ
キ
ナ
ワ
ま
で
」
池
田
浩

士
（
責
任
編
集
）『〈
い
ま
〉
を
読
み
か
え
る
―
「
こ
の
時
代
」
の
終
わ
り
』
イ
ン
パ
ク

ト
出
版
会　

二
〇
〇
七
年
一
月
、
田
仲
康
博
・
前
嵩
西
一
馬
・
親
川
裕
子
・
玉
城
江
梨

子
（
司
会
：
仲
里
効
）「〈
１
９
９
５
・
沖
縄
〉
―
何
が
は
じ
ま
り
、
何
が
変
わ
っ
た
の

か
」『
越
境
広
場
』
一
号　

越
境
広
場
刊
行
委
員
会　

二
〇
一
五
年
一
二
月
）

⑯　

高
里
鈴
代
は
『
沖
縄
の
女
た
ち　

女
性
の
人
権
と
基
地
・
軍
隊
』
に
お
い
て
、「
基
地

問
題
に
取
り
組
む
男
性
た
ち
か
ら
、
な
ん
で
も
す
ぐ
に
女
性
問
題
に
変
え
て
し
ま
う
、

と
い
う
批
判
を
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
」
と
述
べ
る
（
明
石
書
店　

一
九
九
六
年
八
月　

三
〇
頁
）。
問
題
の
発
言
に
つ
い
て
は
、『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
の
記
事
を
参
照
し
た
い
。

 

　
　

  「
温
度
差
」
を
感
じ
さ
せ
る
事
例
が
あ
る
。
県
民
が
集
ま
っ
た
あ
る
集
会
。
開
会

前
に
、こ
の
事
件
を
人
権
問
題
と
し
て
追
求
し
続
け
て
き
た
女
性
グ
ル
ー
プ
に
対

し
、
男
性
か
ら
ば
声
が
と
ん
だ
。「
こ
の
問
題
を
女
性
の
人
権
問
題
に
わ
い
小
化

す
る
な
！
こ
れ
は
安
保
の
問
題
だ
」。
そ
の
と
き
居
合
わ
せ
た
高
里
鈴
代
さ
ん
は

「
こ
れ
は
女
性
の
人
権
侵
害
で
も
あ
り
、安
保
の
問
題
だ
」
と
応
戦
し
た
。（
謝
花

直
美
「
米
兵
に
よ
る
暴
行
事
件　

人
権
侵
害
で
男
女
に
〝
温
度
差
〞」『
沖
縄
タ
イ

ム
ス
』
一
九
九
六
年
二
月
七
日　

夕
刊
二
面
）

⑰　

鄭
柚
鎮
「「
安
保
の
問
題
を
女
の
問
題
と
し
て
矮
小
化
す
る
な
」
と
い
う
主
張
を
め

ぐ
る
あ
る
政
治
―
感
情
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
の
葛
藤
、
あ
る
い
は
葛
藤
と
い
う
政
治
」   

冨
山
一
郎
／
森
宣
雄
『
現
代
沖
縄
の
歴
史
経
験　

希
望
、
あ
る
い
は
未
決
性
に
つ
い

て
』
青
弓
社　

二
〇
一
〇
年
七
月　

三
九
三
頁

⑱　

注
⑰
に
同
じ
。
三
八
九
頁

⑲　

注
⑰
に
同
じ
。
三
九
五
頁

⑳　

新
城
は
、二
〇
一
〇
年
に
も
「
希
望
」
に
つ
い
て
二
〇
〇
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
沖

縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
』
と
併
せ
、
両
者
に
共
通
す
る
、
男
性
間
の
〈
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ

ル
〉
な
欲
望
が
、主
人
公
の
行
為
が
「
沖
縄
が
置
か
れ
て
い
る
政
治
的
矛
盾
と
社
会
的

暴
力
の
構
造
を
暴
露
」
す
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。（
新
城
郁
夫
「
沖
縄
の
政
治
的

主
体
化
と
対
抗
暴
力
「
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
と
『
希
望
』」『
沖
縄
を
聞
く
』　

み

す
ず
書
房　

二
〇
一
〇
年
一
二
月
）

㉑　

注
⑥
に
同
じ
。
一
四
八
頁

㉒　

注
⑥
に
同
じ
。
一
五
一
頁

㉓　

宮
城
晴
美
「
軍
事
占
領
と
性
暴
力
」
中
野
敏
男
（
編
著
）『
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の

復
興
』
青
弓
社　

二
〇
〇
六
年
一
二
月

㉔　

謝
花
直
美
「
米
兵
に
よ
る
暴
行
事
件　

人
権
侵
害
で
男
女
に
〝
温
度
差
〞」『
沖
縄
タ

イ
ム
ス
』
一
九
九
六
年
二
月
七
日　

夕
刊　

二
面

㉕　

注
㉔
に
同
じ
。
二
面

㉖　

大
浜
真
治
・
謝
花
直
美
「
記
者
の
目
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
六
年
二
月
七
日   

夕
刊　

二
面

㉗　
「
暴
行
事
件
で
暴
言　

米
軍
司
令
官
が
辞
任　
「
車
の
金
で
女
買
え
た
」」『
沖
縄
タ
イ

ム
ス
』
一
九
九
五
年
一
一
月
一
八
日　

一
面

 

　
　

  　
【
ワ
シ
ン
ト
ン
一
七
日
山
崎
（
剛
）
記
者
】
ペ
リ
ー
国
防
長
官
は
一
七
日
夜
、

沖
縄
駐
留
米
軍
を
指
揮
下
に
置
く
マ
ッ
キ
ー
米
太
平
洋
軍
司
令
官
（
海
軍
大
将
）

が
、
米
兵
に
よ
る
暴
行
事
件
に
関
連
し
て
暴
言
を
吐
い
た
こ
と
の
責
任
を
取
っ

て
、
辞
任
し
た
こ
と
を
発
表
し
た
。
マ
ッ
キ
ー
司
令
官
は
同
日
、
国
防
総
省
で
の

記
者
説
明
の
際
、九
月
の
沖
縄
駐
留
米
兵
三
人
に
よ
る
暴
行
事
件
に
つ
い
て
「
犯

行
に
使
用
し
た
車
を
借
り
る
金
が
あ
れ
ば
、女
（
売
春
婦
）
を
買
え
た
の
に
。
三

人
は
ば
か
だ
」
と
語
っ
て
い
た
。

 

同
様
の
認
識
は
、
二
〇
一
三
年
に
当
時
の
大
阪
市
市
長
で
あ
っ
た
橋
下
徹
が
、
沖
縄
駐



一
七
三

目
取
真
俊
「
希
望
」
論

1309

留
米
兵
の
性
犯
罪
の
抑
止
策
と
し
て
性
風
俗
を
活
用
す
る
よ
う
提
言
し
た
よ
う
に
、性

の
は
け
口
と
し
て
代
替
の
女
性
を
求
め
る
認
識
は
根
強
い
。

㉘　
「
新
城
和
博
さ
ん
（
雑
誌
「
ワ
ン
ダ
ー
」
編
集
長
）
に
聞
く
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』

一
九
九
六
年
二
月
七
日　

夕
刊　

二
面

㉙　

注
㉖
に
同
じ
。
二
面

㉚　

注
㉔
に
同
じ
。
二
面

㉛　

田
仲
康
博
・
前
嵩
西
一
馬
・
親
川
裕
子
・
玉
城
江
梨
子（
司
会
：
仲
里
効
）「〈
１
９
９
５
・

沖
縄
〉
―
何
が
は
じ
ま
り
、
何
が
変
わ
っ
た
の
か
」
三
四
頁

32　

注
㉔
に
同
じ
。
二
面

33　

注
⑥
に
同
じ
。
一
四
九
頁

34　
『
け
ー
し
風
』
第
一
三
号　

新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議　

一
九
九
六
年
一
二
月

二
〇
日

35　

新
城
和
博
・
目
取
真
俊
（
司
会
・
構
成　

中
山
堯
）「
語
る
な
か
れ
「
沖
縄
の
心
」

を　

新
城
和
博
さ
ん
と
目
取
真
俊
さ
ん
（
対
論
）」『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
六
月
七

日　

朝
刊　

四
面

36　

目
取
真
俊
「
沖
縄
か
ら
の
風　

足
元
見
た
政
府　

県
内
移
転
の
「
脅
し
」」『
朝
日
新

聞
』
一
九
九
八
年
一
〇
月
三
一
日　

朝
刊
三
三
面

37　

目
取
真
俊
『
沖
縄
「
戦
後
」
ゼ
ロ
年
』
日
本
放
送
出
版
協
会　

二
〇
〇
五
年
七
月　

一
一
〇
頁

38　

こ
こ
ま
で
の
生
徒
の
言
葉
は
、「
高
校
生
代
表
あ
い
さ
つ
」『
琉
球
新
報
』
一
九
九
五

年
一
〇
月
二
二
日　

二
六
面
（
本
論
は
、
琉
球
新
報
社
（
編
）『
異
議
申
し
立
て　

基

地
沖
縄
』　

一
九
九
五
年
一
二
月
収
録
版
に
拠
っ
た
。）
後
年
の
『
虹
の
鳥
』
に
お
い

て
、
女
子
生
徒
の
声
が
作
中
に
登
場
す
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

39　

注
37
に
同
じ
。
一
一
〇
頁

40　

新
城
郁
夫
「
は
じ
め
に
…
撹
乱
す
る
島　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
」『
沖
縄
・
問
い
を

立
て
る
三　

撹
乱
す
る
島　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
』社
会
評
論
社　

二
〇
〇
八
年
九
月   

一
二
頁

41　

注
40
に
同
じ
。
一
八
頁

42　

勝
方
＝
稲
福
恵
子
『
お
き
な
わ
女
性
学
事
始
』
新
宿
書
房　

二
〇
〇
六
年
一
二
月　

九
七
頁

43　

注
42
に
同
じ
。
一
九
一-

一
九
二
頁

44　

神
谷
三
島
「
少
女
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
〜
重
層
す
る
暴
力
の
下
で
〜
」『
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
』

創
刊
号　

Ａ
Ｐ
Ｏ　

一
九
九
六
年
二
月　

一
九
頁

45　
「
沖
縄
か
ら
日
米
安
保
を
問
う
一
一　

第
一
部　

軍
用
地
強
制
使
用　

反
戦
地
主

㊥
」『
琉
球
新
報
』
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
二
日　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
（
本
論
は
、
琉

球
新
報
社
（
編
）『
異
議
申
し
立
て　

基
地
沖
縄
』　

一
九
九
五
年
一
二
月　

二
三
七
頁

に
拠
っ
た
。）

46　

佐
藤
泉
「
一
九
九
五
‐
二
〇
〇
四
の
地
層
―
目
取
真
俊
「
虹
の
鳥
」
論
」
新
城
郁
夫

（
編
）『
沖
縄
・
問
い
を
立
て
る　

三　

攪
乱
す
る
島　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
』
社
会
評

論
社　

二
〇
〇
八
年
九
月　

一
八
六
頁

47　

注
42
に
同
じ
。
七
五
頁

48　

注
38
に
同
じ
。
二
六
面

49　

注
⑤
に
同
じ
。
一
四
七
頁

50　

上
野
千
鶴
子
「
女
性
革
命
戦
士
と
い
う
問
題
系
」『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
四
年
六
月

号　

青
土
社　

二
〇
〇
四
年
六
月
一
日　

五
三
頁

51　

注
⑳
に
挙
げ
た
論
に
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


