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母
の
〈
狂
気
〉
を
聞
く 

栗
山 

雄
佑 

 

 

皆
さ
ま
、
は
じ
め
ま
し
て
。
今
年
度
か
ら
入
会
し
ま
し
た
、
佐
世
保
工
業
高
等
専

門
学
校
の
栗
山
雄
佑
と
申
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
自

己
紹
介
が
て
ら
に
、
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
が
や
っ
て
い
る
研
究
を
絡
め
な

が
ら
一
筆
書
き
た
く
思
い
ま
す
。 

 

私
の
メ
イ
ン
の
研
究
は
戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
沖
縄
の
文
学
作
品
を
基
に
、
そ
の

中
に
あ
る
様
々
な
怒
り
の
感
情
を
読
み
込
も
う
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
特
に
、
目
取

真
俊
の
作
品
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
研
究
の
発
端
と
な
っ

た
も
の
の
一
つ
に
目
取
真
が
書
い
た
「
平
和
通
り
と
名
付
け
ら
れ
た
街
を
歩
い
て
」

と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
作
品
は
、
一
九
八
三
年
七
月
に
行
わ
れ
た
献
血
運
動
推

進
全
国
大
会
に
臨
席
す
る
た
め
に
訪
沖
し
た
皇
太
子
夫
妻
（
現
上
皇
夫
妻
）
と
そ
れ

に
よ
る
過
剰
警
備
に
揺
れ
る
那
覇
市
を
舞
台
に
、
認
知
症
を
患
い
街
を
徘
徊
す
る
ウ

タ
と
い
う
女
性
が
、
那
覇
市
を
通
過
す
る
夫
妻
の
車
列
に
突
然
飛
び
出
し
、
自
身
の

大
便
を
窓
越
し
に
な
す
り
つ
け
た
、
と
い
っ
た
事
件
を
描
い
た
も
の
で
す
。 

こ
の
簡
略
な
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
作
品
は
後
藤
み
な
子
「
炭
塵
の
ふ

る
町
」と
近
し
い
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。昭
和
天
皇
の
巡
幸
の
車
列
を
追
う
母
親
、

彼
女
を
追
い
か
け
る
「
私
」
、
あ
る
い
は
〈
狂
気
〉
を
持
つ
妻
か
ら
逃
げ
続
け
る
「
私
」

の
父
親
の
三
者
が
抱
え
る
戦
争
の
記
憶
と
は
、
あ
る
い
は
〈
神
〉
か
ら
人
間
天
皇
と

し
て
の
〈
象
徴
〉
に
変
貌
を
遂
げ
た
昭
和
天
皇
に
ぶ
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
言
葉
と
は

何
か
。
こ
の
観
点
か
ら
二
つ
の
作
品
を
読
む
と
き
、
「
天
皇
陛
下
ば
ん
ざ
い
」
と
叫

ぶ
「
私
」
の
母
親
、
糞
便
が
付
い
た
手
で
夫
妻
の
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
叩
き
周
囲
の
者

に
は
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
〈
何
か
〉
を
叫
ん
だ
ウ
タ
の
〈
声
〉
を
い
か
に
し
て
聞
き

受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
私
は
引
っ
掛
か
り
続
け
て
い
ま
す
。 

「
平
和
通
り
～
」
一

の
詳
細
な
批
評
に
つ
い
て
は
拙
著
に
て
書
き
ま
し
た
が
、
二
つ

の
テ
キ
ス
ト
に
共
通
す
る
皇
族
に
対
峙
す
る
人
物
が
〈
狂
っ
た
女
性
〉
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
後
藤
作
品
で
繰
り

返
し
描
か
れ
る
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
で
息
子
を
失
っ
た
母
の
〈
狂
気
〉
、
「
平
和
通

り
～
」
で
商
売
仲
間
の
ハ
ツ
の
口
を
借
り
て
提
示
さ
れ
る
沖
縄
戦
時
に
ウ
タ
が
夫
と

息
子
を
亡
く
し
た
経
験
の
双
方
は
、
二
人
に
付
与
さ
れ
た
〈
狂
気
〉
に
起
因
す
る
ス

テ
ィ
グ
マ
に
よ
っ
て
両
作
品
に
お
け
る
〈
聞
き
手
〉
の
役
割
を
持
つ
人
物
に
さ
え
、

事
実
の
裏
に
あ
る
個
人
の
思
い
は
充
分
に
伝
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。双
方
の〈
母

親
〉
が
抱
え
続
け
る
様
々
な
思
い
に
〈
狂
気
〉
と
い
う
言
葉
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
く
挙
行
さ
れ
る
皇
族―

戦
争
責
任
者
で
あ
り
〈
国
家
の

象
徴
〉
の
訪
問
に
お
い
て
、
車
列
を
追
い
か
け
る
／
に
飛
び
出
す
行
為
と
し
て
発
露

し
た
こ
と
。
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
こ
そ
、
関
東
大
震
災
か
ら
一
〇
〇
年
が
経
過

し
た
今
、
そ
の
後
に
起
き
た
沖
縄
戦
、
原
爆
投
下
に
連
な
る
天
皇
制
の
影
響
を
陰
に

陽
に
受
け
て
い
る
日
本
を
考
え
な
お
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

て
い
ま
す
。 

同
時
に
踏
ま
え
て
お
き
た
い
の
が
、
双
方
の
〈
母
親
の
狂
気
〉
を
側
で
見
、
代
弁

を
試
み
よ
う
と
し
て
幾
度
も
転
倒
す
る
人
物
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
後
藤
作
品
に

つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
す
が
、
「
平
和
通
り
～
」
に
お
い
て
も
、
過
剰
警
備

に
憤
り
ウ
タ
の
代
わ
り
に
車
列
に
唾
を
吐
き
か
け
よ
う
と
す
る
孫
の
カ
ジ
ュ
と
比
し
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て
、
〈
子
〉
で
あ
る
正
安
は
内
心
に
憤
り
を
持
ち
な
が
ら
も
周
囲
の
圧
力
に
従
い
、

時
に
は
ウ
タ
に
暴
言
を
浴
び
せ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
も
ま
た
、
「
炭
塵
の
ふ
る

町
」
で
母
親
の
代
わ
り
に
浴
び
せ
よ
う
と
し
て
「
口
の
な
か
」
に
留
ま
っ
た
「
か
え

せ
！ 
お
に
い
ち
ゃ
ん
を
か
え
せ
！ 

お
か
あ
さ
ん
を
か
え
し
て
く
れ
！
」
と
同
様

に
、
皇
族
に
言
え
な
い
〈
何
か
〉
を
言
い
あ
ぐ
ね
る
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
双

方
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
二
つ
の
空
間
に
お
け

る
〈
聞
き
手
〉
の
観
点
か
ら
両
作
品
を
読
み
直
す
こ
と
も
ま
た
、
求
め
ら
れ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
炭
塵
の
ふ
る
町
」
に
関
し
て
は
、
今
回
の
小
文
を
踏
ま
え
た
内
容
で
今
後
研
究
会

に
て
発
表
出
来
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
色
々
と
プ
ラ
ン
を
構
想
（
妄

想
）
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
都
度
ご
批
正
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

【
注
】 

一
、
拙
著
『
〈
怒
り
の
文
学
化
〉 

近
現
代
日
本
文
学
か
ら
〈
沖
縄
〉
を
考
え
る
』

（
春
風
社
、
二
〇
二
三
・
三
）
内
に
「
テ
ロ
ル
・
皇
族
・
沖
縄
を
再
考
す
る
た
め
の

〈
弱
さ
〉
」
と
題
し
て
書
い
て
い
ま
す
。 

 

第
六
十
九
回 

原
爆
文
学
研
究
会
報
告 

 

二
〇
二
三
年
七
月
一
日
（
土
）
、
第
六
十
九
回
研
究
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
前
回

は
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で
開
催
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
全
面

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。 

 

個
人
の
研
究
発
表
は
、
中
野
和
典
さ
ん
に
よ
る
「
教
科
書
と
「
原
爆
文
学
」
Ⅲ

―

原
民
喜
「
夏
の
花
」
を
中
心
に
」
で
し
た
。
つ
づ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と

し
て
、
今
年
の
三
月
三
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
大
江
健
三
郎
の
追
悼
企
画
「
大
江
健
三

郎
と
核
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
柳
井
貴
士
さ
ん
「
大
江
健

三
郎
に
お
け
る
〈
沖
縄
体
験
〉―

ヒ
ロ
シ
マ
、
オ
キ
ナ
ワ
、
ア
メ
リ
カ
と

核
」
、
南
徽
貞
さ
ん
「
大
江
健
三
郎
と
市
民
運
動―

「
後
期
の
仕
事
（
レ
イ

ト
・
ワ
ー
ク
）
」
を
中
心
に
」
と
い
う
二
つ
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
 ◇

研
究
発
表 

教
科
書
と
「
原
爆
文
学
」
Ⅲ 

―

原
民
喜
「
夏
の
花
」
を
中
心
に 

中
野 

和
典 

 

 

本
発
表
は
「
『
夏
の
花
』
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
？
」
（
第
六
八
回
原

爆
文
学
研
究
会
お
よ
び
「
原
爆
文
学
研
究
」
第
二
一
号
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
発

表
者
は
前
回
の
発
表
で
原
民
喜
「
夏
の
花
」
に
つ
い
て
①
カ
タ
カ
ナ
詩
・
②
引
用
・

③
加
害
性
・
④
植
民
地
主
義
と
性
役
割
・
⑤
教
材
論
と
い
う
五
つ
の
視
点
か
ら
残
さ

れ
た
課
題
を
挙
げ
て
い
た
が
、
本
発
表
で
は
第
五
の
課
題
と
し
て
挙
げ
た
教
材
論
を

中
心
に
、
残
り
四
つ
の
課
題
と
も
関
係
づ
け
な
が
ら
「
夏
の
花
」
に
つ
い
て
あ
ら
た

め
て
考
察
し
た
。 

ま
ず
、
国
語
教
材
と
し
て
の
「
夏
の
花
」
に
つ
い
て
基
本
的
な
事
項
を
確
認
し

た
。
「
夏
の
花
」
は
一
九
七
五
年
度
か
ら
中
学
・
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
「
夏
の
花
」
を
教

材
化
す
る
背
景
に
は
、
戦
争
を
知
ら
な
い
教
員
や
生
徒
が
増
え
て
き
た
こ
と
へ
の
危

機
意
識
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
記
録
か
ら
表
現
へ
と
「
夏
の
花
」
の

捉
え
方
の
重
心
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。 

次
に
「
夏
の
花
」
に
お
け
る
被
害
と
加
害
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
夏
の
花
」
に

は
「
私
」
た
ち
家
族
が
営
ん
で
い
た
〈
工
場
〉
と
そ
こ
へ
動
員
さ
れ
て
い
た
〈
学

徒
〉
も
被
爆
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
教
科

書
の
指
導
資
料
は
少
な
い
が
、
〈
工
場
〉
の
モ
デ
ル
は
軍
需
工
場
を
経
営
し
て
い
た

原
の
実
家
で
あ
り
、
〈
学
徒
〉
は
そ
の
工
場
に
動
員
さ
れ
て
い
た
女
学
校
の
生
徒
た
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ち
で
あ
る
。
原
は
小
説
集
『
夏
の
花
』
に
収
め
ら
れ
た
「
昔
の
店
」
で
自
分
の
家
の

戦
争
加
害
の
側
面
を
直
接
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
夏

の
花
」
の
「
私
」
も
単
な
る
戦
争
被
害
者
と
は
言
え
な
い
。
「
夏
の
花
」
を
国
際
化

が
進
む
教
室
で
読
む
、
あ
る
い
は
よ
り
海
外
に
も
開
か
れ
た
形
で
読
み
な
お
す
た
め

に
も
「
私
」
を
単
な
る
被
害
者
と
見
ず
、
そ
の
加
害
性
に
も
目
を
向
け
て
解
釈
し
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。 

次
に
「
夏
の
花
」
の
カ
タ
カ
ナ
詩
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
論
で
は
ダ
ダ
・
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
。
原
民
喜
の
カ
タ
カ
ナ
詩
に
は

（
一
）
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
る
ひ
ら
が
な
表
記
の
散
文
や
詩
と
の
差
異
化
、
（
二
）

文
法
の
ほ
こ
ろ
び
に
よ
る
感
覚
の
混
乱
、
（
三
）
原
始
的
感
覚
に
よ
る
原
子
野
の
イ

メ
ー
ジ
喚
起
と
差
異
化
と
い
う
大
き
く
三
つ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
爆
以
後

の
世
界
の
非
日
常
性
、
破
壊
と
混
乱
の
徹
底
、
超
現
実
的
な
現
実
性
を
印
象
づ
け
て

い
る
。 

 

最
後
に
「
夏
の
花
」
の
構
造
分
析
を
行
っ
て
上
記
の
考
察
を
統
合
し
た
か
っ
た
の

だ
が
、
力
が
及
ば
な
か
っ
た
。
論
文
化
す
る
際
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

◇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

 

報
告
一 

大
江
健
三
郎
に
お
け
る
〈
沖
縄
体
験
〉 

―

ヒ
ロ
シ
マ
、
オ
キ
ナ
ワ
、
ア
メ
リ
カ
と
核 

柳
井 

貴
士 

 

大
江
健
三
郎
と
い
う
ひ
と
り
の
作
家
の
冒
険
の
道
筋
は
多
岐
に
わ
た
り
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
小
説
の
生
成
に
は
自
ら
の
人
生
の
営
み
と
、
時
代
に
も
と
づ
く
社
会

状
況
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
人
生
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
時
空

間
、
す
な
わ
ち
愛
媛
県
の
山
間
部
森
の
中
で
、
戦
時
中
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も

重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
し
、
ま
た
一
九
三
五
年
、
昭
和
一
〇
年
に
誕
生
し
た
大

江
は
、
当
時
の
少
年
少
女
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
軍
国
教
育
」
を
受
け
、
ま

さ
に
皇
国
の
少
年
の
思
想
を
内
面
化
し
て
い
た
。
し
か
し
敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
ア
メ

リ
カ
を
中
心
と
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
戦
後
処
理
政
策
を
も
と
に
、
「
民
主
主
義
」
と
い
う

新
た
な
機
軸
が
示
さ
れ
、
国
家
、
思
想
は
変
容
し
た
。
そ
の
期
間
に
多
感
な
少
年
期

を
過
ご
し
、
か
つ
読
書
と
い
う
〈
こ
こ
〉
で
は
な
い
場
所
へ
と
つ
な
が
る
回
路
を
武

器
に
し
な
が
ら
育
っ
た
の
が
大
江
健
三
郎
で
あ
り
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
変
容
と
そ
こ

に
生
き
た
自
己
の
思
考
形
成
の
あ
り
様
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
表
明
し
て
い
る
。 

長
男
光
氏
の
ハ
ン
デ
ィ
を
持
っ
て
の
誕
生
と
、
「
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
」
へ
の

参
加
の
重
な
り
に
よ
り
、
核
と
い
う
問
題
を
前
景
化
し
た
大
江
は
、
『
ヒ
ロ
シ
マ
・

ノ
ー
ト
』
の
執
筆
に
続
き
、
沖
縄
と
向
き
合
う
こ
と
で
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
を
記
す
。

本
発
表
で
は
「
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
家
た
ち
の
い
う
、
局
地
的
な
核
戦
争
に
お
い
て
も

ま
た
、
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
の
人
び
と
を
の
ぞ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
か
つ

て
そ
れ
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
核
戦
争
の
脅
威
を
認
識
し
、
そ

れ
を
恐
怖
し
、
そ
の
兆
し
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
、
核
戦
争
に
た
い
す
る
想
像
力
の

発
揮
が
必
要
で
あ
る
」
（
大
江
健
三
郎
『
大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
２
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
〇
・
一
二
、
二
一
四
頁
）
と
述
べ
る
大
江
に
お
け
る
「
想
像
力
」
と
い

う
武
器
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
一
九
七
二
年
の
本
土
復
帰
前
の
沖
縄
か
ら
見
え
て
く

る
現
実
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
大
江
の
姿
を
追
っ
て
い
っ
た
。
沖
縄
側
か
ら
の
反
応
と
し

て
新
川
明
や
岡
本
恵
徳
の
批
評
を
と
り
あ
げ
、
沖
縄
と
い
う
状
況
を
め
ぐ
り
な
が

ら
、
大
江
が
語
る
の
が
あ
く
ま
で
「
日
本
人
」
と
し
て
の
当
事
者
性
の
問
題
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
一
九
六
八
年
に
行
わ
れ
た
大
城
立
裕
と
の
対
談
を
と
り

あ
げ
た
。
沖
縄
の
戦
争
を
め
ぐ
る
被
害
者
性
と
加
害
者
性
に
目
を
向
け
て
発
言
し
た

大
城
と
の
議
論
に
お
い
て
、
大
江
の
「
日
本
人
」
と
い
う
観
点
が
沖
縄
の
現
実
を
飛

び
越
え
、
「
人
権
」
と
い
う
問
題
と
紐
づ
き
な
が
ら
「
復
帰
」
が
語
ら
れ
た
点
を
考

え
た
。
そ
れ
は
「
文
化
」
と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
り
、
大
江
と
の
間
で
対
置
さ
れ

た
「
日
本
」
の
捉
え
方
が
、
大
城
の
そ
の
後
の
言
説
形
成
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
示

唆
し
た
。
大
江
の
〈
沖
縄
体
験
〉
は
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
沖
縄
側
の
反
応
の
あ
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り
方
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
同
時
代
的
な
本
土
／
沖
縄
と
い
う
状
況
の
一
端
を
見
出

し
た
。 

 

 

報
告
二  
大
江
健
三
郎
と
市
民
運
動 

―

「
後
期
の
仕
事
（
レ
イ
ト
・
ワ
ー
ク
）
」
を
中
心
に 

南 

徽
貞 

 

大
江
健
三
郎
の
死
去
を
報
じ
る
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
彼
が
文
化
勲
章
を
辞
退
し

た
こ
と
や
歴
史
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
に
注
目
し
、
金
芝
河
救
命
運
動
、
「
九
条
の

会
」
活
動
な
ど
の
社
会
的
な
活
動
を
「
行
動
す
る
良
心
」
と
い
う
言
葉
で
、
高
く
評

価
し
た
。
大
江
の
小
説
に
つ
い
て
の
言
及
は
少
な
い
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は

韓
国
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

周
知
の
よ
う
に
、
大
江
は
、
加
藤
周
一
や
井
上
ひ
さ
し
、
小
田
実
な
ど
文
学
者
た

ち
と
と
も
に
「
九
条
の
会
」
の
呼
び
か
け
人
と
し
て
参
加
、
東
日
本
大
震
災
後
の
反

原
発
運
動
に
も
姿
を
現
し
、
反
戦
・
反
核
思
想
を
晩
年
ま
で
貫
い
て
い
た
作
家
で
あ

っ
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ド
の
『
晩
年
の
ス
タ
イ
ル
』
に
影
響
さ
れ
た
『
晩
年
様

イ
ン
・
レ
イ
ト

式
集

ス
タ
イ
ル

』
は
、
反
原
発
集
会
へ
の
作
者
の
参
加
経
験
が
語
ら
れ
て
お
り
、
「…

私
ら
は

生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
最
後
の
自
作
詩
の
引
用
が
、
「
個
人
」
と
し

て
で
は
な
く
「
私
ら
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
強
調
し
た
震
災
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
読
み
取
れ
る
作
品
で
あ
る
。
同
時
期
の
「
九
条
の
会
」
の
講
演
に
お
い
て
も
、

自
分
の
主
張
よ
り
亡
く
な
っ
た
同
僚
た
ち
の
作
品
や
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
「
死
者
と

の
連
帯
」
を
強
調
し
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。 

大
江
作
品
の
多
く
の
場
合
、
「
死
と
再
生
」
「
虚
構
と
現
実
」
「
歴
史
性
と
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
両
義
性
が
み
ら
れ
る
主
題
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
戦

後
日
本
」
の
あ
り
方
を
問
う
作
意
が
あ
る
と
い
え
る
。
大
江
は
、
市
民
運
動
で
の
交

流
を
通
し
て
「
共
同
の
認
識
」
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
ま
た
書
斎
に
戻
り

小
説
を
「
書
き
直
す
」
、
「
書
き
続
け
る
」
こ
と
の
意
義
を
発
見
し
、
「
後
期
の
仕

事
」
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
の
終
わ
り
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
後
期

の
仕
事
」
の
時
期
に
、
３
・
１
１
や
「
沖
縄
裁
判
」
と
い
う
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た

も
の
の
、
そ
の
「
崩
壊
感
」
を
新
し
い
作
品
の
構
想
へ
と
置
き
換
え
、
最
後
の
作
品

を
世
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
作
品
を
、
「
死
ん
だ
友
人
た
ち
に
伝
え
た

い
」
と
い
う
作
者
の
望
み
は
、
叶
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
北
朝
鮮
の
核
の
脅
威
、
ロ

シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
悲
劇
が
未
だ
に
続
く
い
ま
、
明
る
い
と
言
え
な
い
「
私

ら
」
の
未
来
に
お
い
て
、
大
江
の
「
生
き
直
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
る
た

め
に
彼
が
残
し
た
小
説
を
読
む
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
。 

 

彙
報 

第
六
十
九
回 

原
爆
文
学
研
究
会 

○
日
時 

二
〇
二
三
年
七
月
一
日
（
土
） 

○
会
場 

於 

ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催 

○
研
究
発
表 

 

教
科
書
と
「
原
爆
文
学
」
Ⅲ―

原
民
喜
「
夏
の
花
」
を
中
心
に 

中
野 

和
典 
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○
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
大
江
健
三
郎
と
核
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

司
会
者
：
楠
田 

剛
士 

 

報
告
：
柳
井 

貴
士
・
南 

徽
貞 

 

編
集
後
記 

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
は
栗
山
雄
佑
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
栗
山
さ
ん
は
、
第
六
十

九
回
研
究
会
の
少
し
前
に
入
会
さ
れ
た
新
し
い
メ
ン
バ
ー
で
、
今
年
の
三
月
に
春
風

社
か
ら
博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
ご
著
書
を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
エ
ッ
セ
イ

は
、
〈
沖
縄
文
学
〉
と
〈
原
爆
文
学
〉
の
接
点
を
提
示
す
る
も
の
で
、
栗
山
さ
ん
が

今
後
の
研
究
会
で
後
藤
み
な
子
「
炭
鉱
の
ふ
る
町
」
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
を
心
待
ち

に
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
今
回
の
会
報
編
集
は
、
第
二
期
か
ら
世
話
人
会
に
加
わ
っ
た
後
山
が
担
当

し
ま
し
た
。
世
話
人
と
な
っ
て
か
ら
一
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
今
回
が
初
め
て

の
会
報
編
集
で
し
た
。
六
十
九
回
研
究
会
の
発
表
者
の
皆
様
、
栗
山
様
、
世
話
人
会

の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
こ
と
も
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ご
対
応
い

た
だ
き
大
変
助
か
り
ま
し
た
。
今
後
も
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
原
爆
文
学
研
究
会

が
よ
り
良
い
研
究
会
と
な
る
よ
う
に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
研
究
会
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
会
報
へ
の
執
筆

を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
後
山 

剛
毅
） 
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