
　

あ
な
た
は
線
路
脇
に
立
っ
て
い
る
。
線
路
上
で
は
、
五
人
が
何
や
ら
作
業
を
し
て

い
る
。
あ
な
た
の
目
の
前
に
は
線
路
の
分
岐
点
が
あ
り
、
あ
な
た
の
傍
ら
に
は
分
岐

器
が
あ
る
。
遠
く
か
ら
、
制
御
を
失
っ
た
ト
ロ
ッ
コ
が
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
き
た
。

ト
ロ
ッ
コ
の
進
む
先
で
は
、
先
程
の
五
人
が
気
づ
か
ず
作
業
を
続
け
て
い
る
。
あ
な

た
が
分
岐
器
で
進
路
を
切
り
替
え
れ
ば
、
五
人
は
助
か
る
。
し
か
し
、
切
り
替
え
た

際
に
ト
ロ
ッ
コ
が
進
む
こ
と
に
な
る
分
岐
線
上
で
は
、
別
の
一
人
が
気
づ
か
ず
作
業

を
し
て
い
る
。
あ
な
た
は
、
ど
う
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」

で
あ
る
。
五
人
を
救
う
た
め
に
一
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
、
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
あ
な
た
は
何
も
せ
ず
、
危
険
な
状
況
を
見
過
ご
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
何
か
別
の
解
決
策
を
模
索
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
の
提
起
す
る
仮
定
は
非
現
実
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
代
日
本

に
お
け
る
現
実
で
あ
る
。
原
発
問
題
で
考
え
て
み
よ
う
。
東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ

れ
る
前
は
、
公
共
の
利
益
の
代
償
を
、
原
発
を
抱
え
る
自
治
体
に
払
わ
せ
て
い
る
と

い
う
感
覚
が
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
原
発
事
故
が
起
き
て
か
ら
、
原
発
を

特
定
の
自
治
体
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
の
道
義
的
問
題
に
対
し
、
人
々
の
関
心
が
よ
う

や
く
向
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

　

他
方
で
、
在
日
米
軍
基
地
問
題
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
基
地
を
抱
え
る
自
治
体
が

日
常
的
に
い
か
な
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
我
々
は
日
々
の
報
道
で
多

少
な
り
と
も
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の

人
々
が
、
ほ
と
ん
ど
躊
躇
な
く
分
岐
器
を
切
り
替
え
、「
多
数
者
の
専
制
」
を
実
践
し

て
い
ま
い
か
。
在
日
米
軍
基
地
問
題
に
対
す
る
人
々
の
態
度
は
、
原
発
事
故
以
降
の

人
々
の
意
識
変
化
と
は
極
め
て
対
照
的
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
記
の
二
つ
の

事
例
が
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
同
根
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
、
多
く
の
人
々
が
無

自
覚
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

少
数
派
に
共
感
す
る
意
識
の
欠
如
は
、
い
つ
か
自
分
が
分
岐
線
上
の
作
業
員
、
つ

ま
り
犠
牲
と
な
る
少
数
派
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
意
識
の
欠

如
と
も
な
ろ
う
。
分
岐
線
上
に
作
業
員
が
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
業
員
に
も
家
族

が
い
る
。
日
々
の
生
活
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
強
く
認
識
し
た
者
に
と
っ
て
、

分
岐
器
を
躊
躇
い
も
な
く
操
作
す
る
こ
と
は
容
易
く
な
い
。
ト
ロ
ッ
コ
事
故
を
防
ぐ

何
か
別
の
方
法
を
必
死
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
現

代
社
会
を
も
っ
と
知
る
た
め
に
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
小
笠
原
諸
島
に
関
す
る
書
籍

を
紹
介
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
笠
原
は
現
代
日
本
の
根
底
に
あ
る
争
点
を
生
々
し

く
鮮
烈
に
顕
示
す
る
地
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
笠
原
の
抱
え
る
問
題
は
、

国
内
島
嶼
地
域
の
局
地
的
問
題
と
し
て
矮
小
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日

本
の
抱
え
る
普
遍
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
小
笠
原
を
舞
台
と
し
た
現
代
日
本
の
抱
え

る
問
題
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。

　

読
者
の
多
く
が
、
小
笠
原
諸
島
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
た
め
、
ご
く
簡
潔
に
小
笠
原
の
基
礎
的
な
知
識
を
共
有
し
た
い
。
小
笠
原
諸
島

現
代
日
本
に
お
け
る
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」　

�

―�

小
笠
原
を
知
る
た
め
の
五
冊　
　
　
　

真
崎 　

翔

テ
ー
マ
書
評 

世
界
を
も
っ
と
知
る
た
め
に
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テーマ書評

は
、
東
京
か
ら
約
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
位
置
し
、
観
光
地
と
し
て
栄
え
る
父
島
や

母
島
を
含
む
小
笠
原
群
島
や
、
さ
ら
に
約
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
位
置
し
、
今
も

一
般
人
の
上
陸
が
政
府
に
よ
り
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
硫
黄
島
を
含
む
火
山
列
島

等
か
ら
な
る
島
嶼
群
の
総
称
で
あ
る
。

　

近
代
に
「
発
見
」
さ
れ
た
時
、
小
笠
原
に
は
定
住
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

一
八
三
〇
年
に
欧
米
系
や
太
平
洋
系
の
人
々
が
父
島
へ
入
植
を
開
始
し
た
。
入
植
が

開
始
さ
れ
る
と
、
世
界
各
地
か
ら
人
々
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
八
七
六
年
に

日
本
に
編
入
さ
れ
た
時
に
は
、
日
本
で
最
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
地
域
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
国
際
色
豊
か
な
独
自
の
文
化
が
育
ま
れ
た
小
笠
原
で
あ
っ
た
が
、
日
本

が
軍
国
主
義
を
推
し
進
め
る
な
か
で
、
次
第
に
要
塞
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
に
お

い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
欧
米
系
島
民
に
対
す
る
差
別
が
横
行
し

た
。
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
「
硫
黄
島
の
戦
い
」
の
後
、
小
笠
原
諸
島
は
米
軍
に
軍

事
占
領
さ
れ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
た
一
九
五
二
年
以
降
も
、

小
笠
原
は
沖
縄
や
奄
美
と
と
も
に
、「
内
地
」
と
は
分
離
さ
れ
る
か
た
ち
で
米
軍
に
よ

る
占
領
下
に
置
か
れ
た
。
一
九
六
八
年
に
小
笠
原
諸
島
の
施
政
権
が
日
本
に
返
還
さ

れ
た
。
し
か
し
、
軍
事
利
用
さ
れ
て
い
る
硫
黄
島
へ
の
旧
島
民
の
帰
島
や
遺
骨
収
集

活
動
は
、
未
だ
日
本
政
府
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。「
旧
島
民
の
存
在
」
と
い
う
、
北
方

領
土
返
還
を
ロ
シ
ア
に
求
め
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
矛
盾
し
た
方
針
が
、
硫
黄
島
で
取
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
軍
事
利
用
の
た
め
に
旧
島
民
や
戦
没
者
と
そ
の
遺
族
が
置
き

去
り
に
さ
れ
る
様
は
、
ま
さ
に
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
右
記
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
の
主
旨
に
即
し
た
、
小
笠
原
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
五
冊
を

紹
介
し
た
い
。

①
『
小
笠
原
学
こ
と
は
じ
め
』（
ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
編
著
）
南
方
新
社
、
二
〇
〇
二
年
。

　

ま
ず
初
め
に
、
今
日
の
小
笠
原
研
究
の
発
展
に
果
た
し
た
役
割
を
無
視
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
、
史
学
史
的
価
値
の
高
い
一
冊
を
紹
介
し
た
い
。
本
書
の
執
筆
陣
は
、

い
ず
れ
も
現
在
の
小
笠
原
研
究
の
先
導
者
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
小
笠
原
に
つ

い
て
知
ろ
う
と
す
る
者
が
最
初
に
手
に
す
べ
き
古
典
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
主
に
、
文
化
、
言
語
、
社
会
な
ら
び
に
歴
史
等
の
専
門
家
ら
に
よ
っ
て

分
担
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
学
生
時
代
の
筆
者
に
と
り
わ
け
影
響
を
与
え

た
の
は
、
石
原
俊
の
「
海
賊
か
ら
帝
国
へ
―
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
占
領
経
験
の

歴
史
社
会
学
・
序
説
―
」
と
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
の
「
小
笠
原
と

日
米
関
係
、
一
九
四
五
―
一
九
六
八
年
」
で
あ
る
。
辺
境
の
島
に
過
ぎ
な
い
小
笠
原

と
そ
こ
に
暮
ら
す
／
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
戦
後
日
米
外
交
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に

翻
弄
さ
れ
る
様
を
知
る
に
つ
け
、
イ
ル
カ
の
い
る
南
の
島
と
い
う
小
笠
原
に
対
す
る

陳
腐
な
イ
メ
ー
ジ
が
覆
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

石
原
は
、
併
合
後
に
日
本
に
帰
化
し
た
小
笠
原
の
欧
米
系
島
民
の
実
態
を
浮
き
彫

り
に
し
、
歴
史
の
な
か
に
丁
寧
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
当
該
論
文
を
「
歴
史
社
会
学

的
な
基
礎
作
業
」
と
位
置
づ
け
た
石
原
は
、
五
年
後
の
二
〇
〇
七
年
に
、『
近
代
日
本

と
小
笠
原
諸
島
―
移
動
民
の
島
々
と
帝
国
』（
平
凡
社
）
を
発
表
し
て
い
る
。
本
書

は
、
石
原
が
自
身
の
「
基
礎
作
業
」
を
発
展
さ
せ
、
当
時
存
命
で
あ
っ
た
戦
前
、
戦

中
な
ら
び
に
戦
後
の
父
島
を
知
る
人
々
へ
の
貴
重
な
聞
き
取
り
調
査
を
ま
と
め
た
、

小
笠
原
の
社
会
学
的
研
究
に
お
け
る
金
字
塔
で
あ
る
。
ぜ
ひ
併
せ
て
読
ん
で
ほ
し
い
。

　

他
方
で
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
は
、
戦
後
の
日
米
の
安
全
保
障
関
係
の
文
脈
で
小
笠
原

の
戦
後
史
を
論
じ
て
い
る
。
小
さ
な
島
々
が
日
米
関
係
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に

読
者
は
驚
く
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
も
六
年
後
の
二
〇
〇
八
年
に
『
硫

黄
島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』（
南
方
新
社
）
を
発
表
し
て
い
る
。
手
前
味
噌

で
あ
る
が
、
拙
著
『
核
密
約
か
ら
沖
縄
問
題
へ
：
小
笠
原
返
還
の
政
治
史
』
は
、
石

原
と
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
の
先
行
研
究
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。『
小
笠
原
学
こ
と

は
じ
め
』
は
、
今
後
も
新
た
な
研
究
の
種
を
蒔
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

② 

秋
草
鶴
次
『
十
七
歳
の
硫
黄
島
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
。

　

小
笠
原
は
父
島
の
同
義
語
と
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
個
性
的
で
変
化
に
富
む

島
嶼
群
の
総
称
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
で
最
も
有
名
な
小
笠
原
の
島
は
硫
黄
島
に

他
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
の
撮
影
し
た
、
海
兵
隊
員
が
硫
黄
島
の

摺
鉢
山
山
頂
に
星
条
旗
を
立
て
る
「
硫
黄
島
の
星
条
旗
」
写
真
を
誰
し
も
一
度
は
見

た
こ
と
が
あ
ろ
う
。「
硫
黄
島
の
戦
い
」
と
い
う
戦
史
に
埋
没
し
が
ち
な
生
身
の
人
間

の
悲
痛
な
戦
争
体
験
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
冊
を
紹
介
し
た
い
。

　

著
者
の
秋
草
鶴
次
は
、
十
七
歳
の
時
に
「
硫
黄
島
の
戦
い
」
を
経
験
し
た
。
米
軍

の
捕
虜
と
な
り
一
九
四
五
年
に
帰
国
し
た
秋
草
は
、
硫
黄
島
に
お
け
る
戦
争
体
験
に
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つ
い
て
備
忘
録
を
付
け
始
め
た
。
両
親
が
悲
し
む
と
い
う
理
由
で
秋
草
は
そ
の
メ
モ

を
隠
し
て
い
た
。
し
か
し
両
親
の
死
後
、
一
九
七
四
年
頃
か
ら
、
そ
の
膨
大
な
メ
モ

を
基
に
回
顧
録
の
執
筆
を
始
め
た
。
本
書
は
、
そ
の
回
顧
録
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

秋
草
の
戦
争
体
験
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
硫

黄
島
の
守
備
隊
は
、
大
本
営
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
が
、
投
降
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な

か
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
お

い
て
生
々
し
く
描
写
さ
れ
る
極
限
状
態
の
人
間
が
取
る
行
動
は
、
現
代
日
本
を
生
き

る
我
々
の
理
解
の
範
疇
を
越
え
る
。
秋
草
は
、
硫
黄
島
に
お
け
る
経
験
を
「
人
間
存

在
に
対
す
る
極
限
の
＂
耐
久
試
験
＂」
で
あ
っ
た
と
述
懐
す
る
。
硫
黄
島
に
お
け
る
戦

没
者
の
半
数
以
上
が
、
安
全
保
障
上
の
理
由
等
に
よ
り
未
収
集
の
状
態
で
あ
る
。
本

書
を
読
む
と
、
戦
没
者
や
そ
の
遺
族
へ
の
政
府
の
無
責
任
な
対
応
に
対
す
る
問
題
意

識
が
芽
生
え
る
の
で
は
な
い
か
。
遺
骨
の
帰
り
を
待
つ
遺
族
た
ち
に
と
っ
て
、
国
家

に
よ
る
「
耐
久
試
験
」
は
今
な
お
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

生
前
、
戦
友
た
ち
の
死
や
自
身
の
生
に
つ
い
て
秋
草
は
自
ら
に
問
い
続
け
た
。
秋

草
が
見
出
し
た
仲
間
の
死
の
意
味
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
が
戦
争
を
し

て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
秋
草
自
身
の
生
の
意
味
と
は

何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
秋
草
自
身
の
言
葉
と
し
て
本
書
で
述
べ
ら

れ
て
は
い
な
い
が
、
平
和
の
語
り
部
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
秋
草
は
二
〇
一
八
年
に
逝
去
し
た
が
、
本
書
は
今
後
も
平
和
教
育
に
お
け

る
必
読
書
と
し
て
読
み
つ
が
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

③ 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
、
ロ
ン
・
パ
ワ
ー
ズ
／
島
田
三
蔵
訳
『
硫
黄
島
の

星
条
旗
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
年
。

　

硫
黄
島
に
お
け
る
日
本
人
の
戦
争
体
験
の
み
を
伝
え
る
こ
と
は
片
手
落
ち
で
あ
る

た
め
、
ア
メ
リ
カ
目
線
の
「
硫
黄
島
の
戦
い
」
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
多
く
の
名
も
な
き
兵
隊
が
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
地
で
あ
る
こ
と
は
、日
米
に
共

通
し
た
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
日
本
人
か
ら
悲
劇

の
地
と
し
て
想
起
さ
れ
る
硫
黄
島
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
今
な
お
栄
光
の
地
な
の

で
あ
る
。
本
書
は
、
硫
黄
島
を
め
ぐ
る
日
米
の
歴
史
認
識
の
齟
齬
の
理
由
を
知
る
手

が
か
り
と
な
る
。
な
お
、
二
〇
〇
六
年
に
公
開
さ
れ
た
ク
リ
ン
ト
・
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ

ド
監
督
の
『
父
親
た
ち
の
星
条
旗
』
は
、
本
書
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

本
書
は
、「
硫
黄
島
の
星
条
旗
」
写
真
の
背
景
に
あ
る
実
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
筆
者
は
こ
の
写
真
に
よ
っ
て
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
ジ
ョ
ン
・
ブ

ラ
ッ
ド
リ
ー
の
実
息
で
あ
る
。
写
真
が
戦
時
国
債
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
大
々
的
に
利
用

さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
兵
隊
た
ち
は
英
雄
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
祖
国
に
お
け
る
英
雄
譚
と
、
兵
隊
た
ち
の
実
像
は
大
き
く
か
け

離
れ
て
い
た
。
写
真
に
写
り
込
ん
で
い
る
六
名
の
兵
隊
の
生
い
立
ち
、
写
真
撮
影
の

裏
側
、
そ
し
て
撮
影
後
の
歩
み
を
通
し
て
、
戦
地
に
赴
い
た
兵
隊
た
ち
の
実
相
を
浮

き
彫
り
に
し
、
栄
光
の
影
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
戦
争
の
普
遍

的
な
暴
力
性
を
本
書
は
見
事
に
提
示
し
て
い
る
。
祖
国
に
お
い
て
、
六
名
の
兵
士
た

ち
を
特
定
す
る
こ
と
に
人
々
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
頃
、
す
で
に
三
名
が
硫
黄
島
で

戦
死
し
て
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
は
、
生
き
残
っ
た
自
分
が
英
雄
視
さ
れ
る
こ
と
に

負
い
目
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
推
測
す
る
。
犠
牲
に
な
る
の
は
い

つ
も
立
場
の
弱
い
人
々
で
あ
る
と
い
う
真
理
は
、
秋
草
の
回
顧
録
に
通
底
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
後
日
談
が
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
自

身
も
執
筆
当
時
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
本
書
を
読
ん
だ
後
で

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ハ
ロ

ル
ド
・
シ
ュ
ル
ツ
（H

arold Schultz

）
と
い
う
名
を
検
索
し
て
ほ
し
い
。
本
書
に
お

い
て
謎
の
ま
ま
残
さ
れ
て
き
た
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
戦
後
の
不
可
解
な
態
度

に
つ
い
て
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

④ 

石
原
俊
『<

群
島>

の
歴
史
社
会
学
：
小
笠
原
諸
島
・
硫
黄
島
、
日
本
・
ア
メ

リ
カ
、
そ
し
て
太
平
洋
世
界
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
。

　

硫
黄
島
が
悲
劇
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
日
本
に
お
け
る
一
般
的
な
認
識
に
上
書
き

さ
れ
、
硫
黄
島
の
豊
か
な
文
化
や
歴
史
は
埋
没
し
て
き
た
。
本
書
に
は
、
戦
前
の
硫

黄
島
に
お
け
る
人
々
の
生
活
の
営
み
に
つ
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
硫
黄
島
が
人
を
寄

せ
付
け
ぬ
不
毛
の
地
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
硫
黄
島
そ
の
も
の
を

理
解
す
る
う
え
で
、
石
原
の
『
硫
黄
島
：
国
策
に
翻
弄
さ
れ
た
百
三
十
年
』（
中
央
公

論
新
社
、
二
〇
一
八
年
）
と
い
う
研
究
史
的
価
値
の
高
い
本
が
あ
る
。
た
だ
し
、
飽

く
ま
で
小
笠
原
諸
島
に
つ
い
て
の
書
籍
を
紹
介
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
た
め
、
小
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笠
原
群
島
に
つ
い
て
も
記
述
の
深
い
本
書
を
取
り
上
げ
る
。

　

石
原
は
『
小
笠
原
学
こ
と
は
じ
め
』
の
執
筆
者
の
な
か
で
は
若
手
で
あ
っ
た
が
、

小
笠
原
の
歴
史
社
会
学
研
究
に
お
い
て
今
や
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
研
究
者
の
一
人

で
あ
る
。
離
島
と
し
て
矮
小
化
さ
れ
が
ち
な
小
笠
原
諸
島
の
歴
史
を
、
壮
大
な
世
界

史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
本
書
に
お
い
て
石
原
は
成
功
し
て
い
る
。
小
笠
原

の
歴
史
を
論
じ
る
う
え
で
、
石
原
は
一
貫
し
て
島
民
の
経
験
に
寄
り
添
っ
て
き
た
。

本
書
で
も
、
日
本
社
会
に
お
い
て
「
中
心
」
に
よ
り
客
体
化
さ
れ
た
「
周
辺
」
と
し

て
で
は
な
く
、
日
本
と
米
国
の
国
際
関
係
な
ど
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
主
体
性
を
失

わ
ず
に
生
き
抜
い
て
き
た
存
在
と
し
て
、
島
民
あ
る
い
は
旧
島
民
た
ち
の
生
き
生
き

と
し
た
歩
み
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
本
書
に
は
、
今
で
は
話
を
聞
く
こ
と
の

難
し
い
小
笠
原
諸
島
民
ら
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
公
文
書

等
の
一
次
史
料
も
丁
寧
に
検
討
し
て
お
り
、
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

小
笠
原
群
島
と
火
山
列
島
の
通
史
を
概
略
的
に
学
ぶ
う
え
で
、
今
現
在
、
本
書
以
上

の
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

　

石
原
は
、
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
現
代
的
な
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ

の
一
つ
の
例
が
、
未
だ
一
般
人
は
疎
か
旧
島
民
さ
え
も
原
則
と
し
て
上
陸
を
許
さ
れ

な
い
こ
と
に
起
因
す
る
硫
黄
島
の
問
題
、
す
な
わ
ち
帰
島
問
題
で
あ
る
。
本
書
を
読

め
ば
、
こ
う
し
た
問
題
が
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
問
題
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
基
地
を
「
多
数
者
」
の
生
活
圏
で
あ
る

「
中
心
」
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
、「
周
辺
」
化
さ
れ
た
島
嶼
地
域
と
、
そ
こ
に
暮
ら

し
た
／
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
本
書
を
読
め
ば
、
小
笠
原
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
現
代
的
意
義
に
つ
い

て
理
解
が
深
ま
る
と
思
う
。

⑤  C
hapm

an, D
avid. The Bonin Islanders, 1830 to the Present: N

arrating 

Japanese N
ationality. Langham

, M
D

: Lexington B
ooks, 2016.

　

本
学
は
国
際
色
豊
か
で
あ
る
た
め
、
小
笠
原
の
歴
史
に
つ
い
て
英
語
で
書
か
れ
た

書
籍
も
紹
介
し
た
い
。
か
つ
て
日
米
の
交
差
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
笠
原
諸

島
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的

背
景
も
相
ま
っ
て
、
小
笠
原
の
歴
史
研
究
は
、
主
に
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
書
き
手
で
あ
る
歴
史
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

か
ら
く
る
偏
り
を
一
切
排
す
る
こ
と
は
、
歴
史
記
述
に
お
い
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
小
笠
原
の
歴
史
が
、
主
た
る
当
事
国
で
あ
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ

の
歴
史
家
か
ら
し
か
ほ
と
ん
ど
叙
述
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
学

問
的
に
問
題
で
あ
る
。
小
笠
原
諸
島
民
の
ル
ー
ツ
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る

点
に
鑑
み
る
と
、
殊
更
で
あ
る
。

　

本
書
を
取
り
上
げ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
著
者
の
チ
ャ
ッ

プ
マ
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
日
米
関
係
史
家
で
も

な
け
れ
ば
、
島
嶼
研
究
家
で
も
な
い
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
の
主
た
る
学
問
的
関
心
は
日

本
の
国
籍
問
題
や
人
権
問
題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
研
究
の
過
程
で
小
笠
原
に
辿
り
着

い
た
点
が
本
稿
の
主
旨
と
合
致
し
て
い
る
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
、
日
本
へ
の
併
合
か

ら
米
国
に
よ
る
占
領
期
ま
で
の
欧
米
系
島
民
の
苦
境
に
つ
い
て
、
日
米
両
政
府
に
対

し
て
批
判
的
で
あ
る
。
安
全
保
障
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
下
に
等
閑
視
さ
れ
が
ち
な

島
嶼
地
域
の
人
々
、
ま
し
て
や
自
国
民
で
は
な
い
人
々
に
対
し
想
い
を
寄
せ
る
地
球

市
民
的
姿
勢
に
は
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
比
較
的
平
易
な
英
語
で
書
か
れ
て

い
る
た
め
、
英
語
学
習
も
兼
ね
て
ぜ
ひ
学
生
に
手
に
取
っ
て
ほ
し
い
一
冊
で
あ
る
。

　

右
記
の
五
冊
の
魅
力
や
意
義
に
つ
い
て
十
分
に
紹
介
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
筆

者
の
手
に
あ
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
日
本
の
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
に
お

い
て
自
明
的
な
小
笠
原
の
抱
え
る
問
題
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目

的
が
い
か
ば
か
り
か
達
成
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
安
全
保
障
や
抑
止
と
い
う

漠
然
と
し
た
論
理
の
も
と
で
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
島
嶼
の
人
々
、
あ
る
い
は
関
係
す

る
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
る
。
硫
黄
島
に
つ
い
て
言
え
ば
、
旧
島
民
す
ら
上
陸
が
制
限

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
遺
骨
収
集
の
遅
延
の
た
め
に
、
遺
骨
の
な
い
空
の
墓

前
に
花
を
手
向
け
る
人
が
い
る
。「
島
」
か
ら
「
内
地
」
へ
、
あ
る
い
は
「
内
地
」
か

ら
「
島
」
へ
、
帰
郷
で
き
な
い
人
が
い
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
人
々
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
「
耐
久
試
験
」
は
続
い
て
い
る
。
こ
う

し
た
問
題
に
つ
い
て
、
右
記
の
一
冊
で
も
手
に
と
っ
て
思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
け
る

な
ら
ば
、
筆
者
と
し
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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