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「
日
本
人
に
な
れ
な
い
心
」
に
つ
い
て
は
「
沖
縄
人
と
し
て
し
か
生
き
ら

れ
な
い
厳
然
た
る
事
実
」
と
「
異
分
子
を
排
除
ま
た
は
同
化
し
よ
う
と
す

る
ホ
ス
ト
文
化
の
立
場
」
が
あ
る
と
す
る
。
加
藤
型
の
消
極
的
日
本
人
に

つ
い
て
は
、
沖
縄
の
お
か
れ
た
文
化
的
立
場
の
深
刻
な
側
面
を
露
呈
し
て

い
る
と
し
、
そ
れ
が
「
日
本
対
沖
縄
」
と
い
う
対
立
図
式
に
固
有
な
も
の

で
は
な
く
普
遍
的
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
「
そ
の
問

題
を
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
「
沖
縄
の
心
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
東
江
は
戦
後
、
米
軍

統
治
下
に
置
か
れ
た
沖
縄
で
展
開
し
た
日
本
復
帰
運
動
が
沖
縄
に
と
っ
て

ど
ん
な
意
味
を
持
ち
得
た
か
、
ま
た
は
持
ち
得
な
か
っ
た
が
わ
か
る
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
東
江
が
記
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

�　

そ
れ
は
、
流
浪
の
旅
か
ら
故
郷
に
帰
る
よ
う
な
甘
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
い
わ
ん
や
、
暖
か
い
母
の
懐
に
抱
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
ま
た
一
方
、
敗
戦
に
伴
う
米
国
に
よ
る
占
領
の
後
、
日
本

の
独
立
と
引
き
替
え
に
引
き
続
き
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
た
と
き
も
、
そ

れ
は
断
ち
難
い
絆
が
断
た
れ
た
と
は
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
は

り
そ
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
怒
り
は
あ
っ
た
と
思
う
。
む
ろ
ん
、
外

国
の
支
配
下
に
据
え
置
か
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
発
は
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
自
ら
の
命
運
が
、
全
く
自
分
の
与
り
知
ら
ぬ
間
に
、
第
三

者
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
憤
り
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
分
離
が
比
較
的
に
平
静
に
受
け
止
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
日
本

と
沖
縄
は
も
と
も
と
一
つ
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
来
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
理
由
で

『
沖
縄
、
時
代
を
生
き
た
学
究 

伝 

東
江
平
之
』

（
辻
本
昌
弘
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
二
〇
一
七
年
）

今
　
林
　
直
　
樹
（
人
間
文
化
学
科
）

　

一
九
九
〇
年
十
月
、
大
田
昌
秀
の
琉
球
大
学
退
官
記
念
論
文
集
が
出
版

さ
れ
た
。
そ
の
「
序
」
に
宮
城
悦
二
郎
、
保
坂
廣
志
と
と
も
に
編
者
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
る
の
が
東
江
平
之
で
あ
る
。
筆
者
が
東
江
の
名
前
を

知
っ
た
の
は
こ
の
記
念
論
文
集
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。「
編
集
後
記
」
に

よ
れ
ば
、
同
書
は
、
一
九
八
七
年
九
月
に
放
送
さ
れ
た
琉
球
大
学
ラ
ジ
オ

公
開
講
座
『
沖
縄
の
戦
後
史
』
に
収
め
ら
れ
た
論
文
を
中
心
に
編
集
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
東
江
の
論
文
は
「
意
識
に

み
る
戦
後
沖
縄
の
社
会
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
東
江
は
、
同
論
文
の

「
一　

復
帰
を
め
ぐ
る
意
識
の
分
析
」
で
「
沖
縄
人
の
心
」
に
つ
い
て
、

元
沖
縄
県
知
事
で
あ
っ
た
西
銘
順
治
の
「
日
本
人
に
な
り
た
く
て
、
な
り

き
れ
な
い
心
」
と
そ
れ
に
対
す
る
加
藤
周
一
の
「
日
本
人
に
な
り
た
く
な

い
の
に
、
な
っ
て
し
ま
う
心
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
に
「
日
本
人

に
な
り
た
く
て
、
す
で
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
自
覚
す
る
心
」「
日
本
人

に
は
な
り
た
く
な
い
し
、
日
本
人
に
な
っ
て
も
な
い
と
自
覚
す
る
心
」
を

加
え
て
、
順
に
「
日
本
人
願
望
型
（
西
銘
型
）」「
消
極
的
日
本
人
（
加
藤

型
）」「
同
化
日
本
人
（
沖
縄
文
化
離
脱
型
）」「
周
辺
日
本
人
（
日
本
文
化

拒
否
型
）」
し
て
類
型
化
し
て
い
る
。

　

東
江
は
こ
れ
ら
四
類
型
の
う
ち
「
西
銘
型
」
と
「
加
藤
型
」
を
沖
縄
の

宿
命
ま
た
は
立
場
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
西
銘
の
指
摘
す
る
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二
女
の
き
ょ
う
だ
い
の
七
男
で
あ
る
。

　

こ
の
簡
潔
な
紹
介
か
ら
、「
東
江
平
之
」
と
い
う
心
理
学
者
の
、
現
在

に
続
く
そ
の
後
の
長
い
人
生
を
、「
生
活
史
」
と
い
う
視
点
か
ら
描
い
た

も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

こ
の
「
生
活
史
」
と
い
う
研
究
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
本
書
「
あ
と
が

き
」
で
「
生
活
史
研
究
の
意
義
」
を
記
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

「
ひ
と
り
の
人
生
の
歩
み
を
捉
え
よ
う
と
す
る
生
活
史
研
究
の
意
義
」

は
、（
一
）
個
別
具
体
的
な
人
生
の
記
述
を
通
じ
て
既
成
の
通
説
（
人
や

時
代
に
対
す
る
既
成
の
見
方
）
を
揺
さ
ぶ
り
、（
二
）
新
し
い
見
方
を
産

み
出
す
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
著
者
は
、
東
江
平
之
と
い
う
人

物
の
個
別
具
体
的
な
人
生
を
記
述
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら

二
七
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
関
連
す
る
文
献
を

集
め
た
。
そ
れ
は
、
情
報
量
が
増
え
る
と
い
う
点
で
は
「
新
し
い
解
釈
可

能
性
が
生
ま
れ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
と
も
す
れ
ば
「
ま
す
ま
す
わ
か

ら
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
終
わ
る
危
険
性
を
孕
む
も
の
で
も
あ
っ

た
。
著
者
は
、「
た
だ
ひ
た
す
ら
『
わ
か
ら
な
く
な
る
』
ば
か
り
で
は
お

は
な
し
に
な
ら
な
い
。
生
活
史
研
究
は
、
新
し
い
見
方
を
産
み
出
す
手
が

か
り
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
や
時
代
に
対
す
る
新
た
な

見
方
を
産
み
出
す
契
機
に
な
る
よ
う
な
巧
妙
な
記
述
が
生
活
史
研
究
に
は

求
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
東
江
平
之
を
取
り
巻
く
社
会
的
諸
関
係
を
幅
広

く
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
に
、
著
者
は
「
同
時
代
人
と
し

て
東
江
氏
と
直
接
間
接
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
人
々
」
を
登
場
人
物
と
し

て
書
き
込
み
、「
沖
縄
近
現
代
史
に
名
を
残
す
有
名
人
」
だ
け
で
な
く
、

一
時
的
に
分
断
さ
れ
、
再
び
そ
れ
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
る
、
と
い
う
よ

う
な
場
合
と
は
、
ど
こ
か
基
本
的
に
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
沖
縄
の
心
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
「
復
帰
運
動
の
考
察
」
に
関
す
る
こ

の
東
江
の
指
摘
は
戦
後
沖
縄
と
い
う
時
代
を
考
え
る
際
に
有
益
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
戦
後
沖
縄
、
と
り
わ
け
米
軍
統
治
下
の
沖
縄
に
お
い
て
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
お
い
て
沖
縄
の
帰
属
が
決
定
す
る
ま
で
に

沖
縄
帰
属
論
争
が
展
開
し
、
そ
こ
で
は
日
本
復
帰
運
動
だ
け
で
は
な
く
、

沖
縄
独
立
論
が
展
開
し
、
そ
の
中
で
日
本
と
沖
縄
と
の
関
係
が
歴
史
的
、

民
族
的
立
場
か
ら
広
く
議
論
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
沖
縄
の
政
治
史

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
筆
者
に
と
っ
て
「
心
理
学
の
立
場
か
ら
は
戦
後
沖

縄
と
い
う
社
会
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
き
る
人
々
は
こ
の
よ
う
に
分
析
で
き

る
の
か
」
と
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
こ

の
沖
縄
の
心
理
学
者
で
あ
る
東
江
平
之
の
評
伝
、『
沖
縄
、
時
代
を
生
き

た
学
究　

伝　

東
江
平
之
』
が
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
著

者
は
辻
本
昌
弘
氏
で
あ
る
。
辻
本
氏
は
本
書
を
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で

始
め
て
い
る
。

　

�　

沖
縄
本
島
の
北
部
、
名
護
湾
が
東
シ
ナ
海
に
む
け
て
口
を
ひ
ら
い
て

い
る
。
名
護
湾
を
囲
い
込
む
よ
う
に
山
々
が
点
在
し
、
浜
辺
に
立
つ
と

風
光
明
媚
な
名
護
湾
を
端
か
ら
端
ま
で
一
望
で
き
る
。

　

�　

一
九
三
〇
年
八
月
二
五
日
、
名
護
湾
の
畔
で
東
江
平
之
は
生
ま
れ

た
。
苗
字
は
「
あ
が
り
え
」、
名
前
は
「
な
り
ゆ
き
」
と
読
む
。
七
男
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ア
メ
リ
カ
に
い
た
ほ
う
が
研
究
に
ず
っ
と
有
利
な
も
の
だ
っ
た
。
だ
が

平
之
の
反
発
も
ま
た
正
し
い
。
沖
縄
に
い
る
研
究
者
は
、
す
べ
か
ら
く

沖
縄
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
そ
ん
な
い
わ
れ
は
な
い
。
沖
縄

に
い
る
研
究
者
に
は
学
問
の
自
由
は
な
い
と
い
う
の
で
は
無
茶
苦
茶
で

あ
る
。
だ
が
結
果
と
し
て
は
、
マ
レ
ツ
キ
ー
の
言
葉
、
し
か
も
平
之
が

反
発
さ
え
覚
え
た
マ
レ
ツ
キ
ー
の
言
葉
は
、
平
之
の
そ
の
後
の
人
生
を

予
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。　

　

こ
れ
を
受
け
て
第
七
章
「
沖
縄
人
の
意
識
構
造
」
へ
と
章
が
移
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
沖
縄
研
究
者
に
な
っ
て
い
く
東
江
の
姿
が
描
か
れ
る
。
で

は
、
な
ぜ
東
江
は
沖
縄
研
究
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
も
著
者
の
記
述
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

�　

ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
た
平
之
の
眼
前
に
広
が
っ
て
い
た
の
は
、

壁
に
ぶ
つ
か
り
呻
吟
す
る
沖
縄
の
姿
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
の
政

治
を
完
全
に
牛
耳
り
、
住
民
が
占
拠
し
た
立
法
院
で
何
か
決
議
し
て

も
、
ア
メ
リ
カ
側
の
ト
ッ
プ
、
高
等
弁
務
官
が
ノ
ー
と
言
え
ば
葬
り
去

ら
れ
て
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
に
都
合
の
よ
い
範
囲
内
で
し
か
住
民
の
自

由
は
認
め
ら
れ
な
い
。
復
帰
運
動
は
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
た
が
、

復
帰
実
現
の
目
途
は
ま
っ
た
く
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

�　

呻
吟
す
る
沖
縄
の
姿
を
見
た
と
き
、
平
之
の
脳
裡
に
マ
レ
ツ
キ
ー
の

言
葉
が
甦
っ
て
き
た
―
今
こ
そ
研
究
者
と
し
て
沖
縄
と
向
き
合
わ
な
い

と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
横
暴
を
前
に
、
現
実

か
ら
目
を
そ
む
け
る
こ
と
は
も
う
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
無
名
の
人
々
」も
た
く
さ
ん
登
場
さ
せ
る
よ
う
意
を
尽
く
し
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
「
記
述
戦
略
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
本
書
に
つ
い
て
、

東
江
氏
自
身
は
著
者
に
対
し
て
「
東
江
平
之
と
い
う
人
間
に
対
し
て
絶
妙

な
距
離
を
と
っ
て
い
る
ね
」
と
感
想
を
述
べ
た
と
い
う
。
著
者
が
こ
の
東

江
氏
の
言
葉
を
「
素
直
に
う
れ
し
く
受
け
と
っ
て
い
る
」
と
記
し
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
「
生
活
史
研
究
」
と
し
て
の
本
書
の
価
値
を
見
事
に
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ぜ
ひ
一
読
し
て
ほ
し
い
一
冊

で
あ
る
。

　

さ
て
、
筆
者
に
と
っ
て
本
書
の
中
で
印
象
的
な
と
こ
ろ
は
、
第
六
章

「
新
し
い
世
界
」
に
記
さ
れ
た
、
東
江
が
言
語
心
理
学
者
か
ら
沖
縄
研
究

者
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
予
兆
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
。
東
江
が
二
回

目
の
米
国
留
学
を
終
え
た
一
九
六
一
年
夏
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
東
江

は
、
そ
の
途
次
に
い
と
こ
の
い
た
ハ
ワ
イ
大
学
に
立
ち
寄
り
、
東
江
が
か

つ
て
調
査
助
手
を
つ
と
め
た
人
類
学
者
マ
レ
ツ
キ
ー
と
再
開
す
る
。
そ
の

マ
レ
ツ
キ
ー
が
東
江
を
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
い
て
く
れ
た
際
、
マ
レ
ツ
キ
ー

が
東
江
の
今
後
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
そ
れ
に
答
え
て
「
言

語
心
理
学
の
研
究
テ
ー
マ
を
立
て
つ
づ
け
に
並
べ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
や

り
た
い
と
熱
意
を
込
め
て
話
し
た
」
東
江
に
対
し
て
、
す
っ
か
り
興
醒
め

し
た
よ
う
に
マ
レ
ツ
キ
ー
が
「
そ
ん
な
こ
と
を
研
究
す
る
の
な
ら
沖
縄
に

帰
る
必
要
は
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

�　

あ
る
意
味
で
、
マ
レ
ツ
キ
ー
の
言
葉
は
正
し
い
も
の
だ
っ
た
。
平
之

が
構
想
し
て
い
た
研
究
は
沖
縄
に
帰
ら
な
く
と
も
で
き
る
―
と
い
う
か
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た
か
ら
で
あ
る
。
同
論
文
に
は
沖
縄
人
の
意
識
構
造
と
し
て
「
現
実
隔
離

策
」「
事
大
主
義
」「
差
意
識
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
沖
縄
人

に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
自

虐
的
論
文
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
東
江
が
沖
縄
研
究

に
急
旋
回
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
沖
縄
の
「
呻
吟
す
る
姿
」
が

あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
江
が
も
の
し
た
論
文
は
沖
縄
人
で
あ
る

東
江
自
ら
が
沖
縄
人
の
欠
陥
を
あ
ぶ
り
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
東
江
論
文
に
賛
否
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
東
江
論
文
を
肯
定
的
に
捉
え
た
の
は
宮
里
政
玄
、
大
田
昌
秀
、
新
川

明
な
ど
、
否
定
的
に
捉
え
た
の
は
民
芸
運
動
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
大

原
總
一
郎
な
ど
で
あ
っ
た
。
本
書
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
に
つ
い
て
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
。
東
江
自
身
は
同
論
文
の
目
的
を
「
沖
縄
人
の
意
識
を

綜
合
的
に
捉
え
て
分
析
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
心
理
学
的
分
析
の

手
順
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
が
、「
分
析
手

順
」
に
は
関
心
が
示
さ
れ
ず
に
「
分
析
結
果
」
に
強
い
関
心
が
集
ま
っ
て

し
ま
い
、
東
江
の
想
像
を
超
え
て
論
文
が
独
り
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る

　

で
は
、
な
ぜ
、
東
江
は
こ
の
よ
う
な
自
虐
的
な
論
文
を
書
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
先
述
の
と
お
り
、
本
書
第
七
章
に
は
東
江
論
文
を
め
ぐ
る
様
々

な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
点
は
本
書
の
本
文
に
委
ね
る
と

し
て
、
辻
本
氏
は
、
東
江
論
文
は
「
時
代
が
平
之
に
書
か
せ
た
と
い
う
の

が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
江
論
文
に
対
す
る
「
読

み
」
と
し
て
は
「
時
代
が
こ
の
論
文
を
読
ん
だ
」
と
し
て
い
る
。
続
け
て

辻
本
氏
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

こ
の
よ
う
な
東
江
と
同
じ
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
が
哲
学
の
米
盛
裕
二

と
政
治
学
の
宮
里
政
玄
で
あ
っ
た
。
政
治
思
想
家
の
比
屋
根
照
夫
は
、

一
九
五
九
年
六
月
三
〇
日
に
発
生
し
た
石
川
ジ
ェ
ッ
ト
機
墜
落
事
件
で
自

身
の
姪
を
失
っ
た
中
屋
幸
吉
の
遺
稿
集
『
名
前
よ
立
っ
て
歩
け
』
の
解
題

で
、
中
屋
を
「
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
沖
縄
で
学
生
生

活
を
送
っ
た
人
間
の
典
型
」
と
し
、
中
屋
と
同
世
代
の
人
々
に
共
通
す
る

体
験
と
し
て
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
幼
少
の
頃
に
第

二
次
大
戦
の
激
戦
地
沖
縄
の
戦
場
を
彷
徨
す
る
悲
惨
な
体
験
」
で
あ
り
、

第
二
に
、「
対
日
平
和
条
約
の
締
結
に
よ
る
沖
縄
の
日
本
か
ら
の
分
離
に

よ
り
、
多
感
な
青
春
期
を
あ
の
重
苦
し
い
米
軍
統
治
下
で
過
ご
し
た
戦
後

体
験
」
で
あ
る
。
東
江
は
学
生
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
が
、
米
国
留
学
か

ら
帰
国
し
た
琉
球
大
学
教
員
と
し
て
六
〇
年
代
の
沖
縄
を
体
験
し
た
。
仲

屋
が
石
川
ジ
ェ
ッ
ト
機
墜
落
事
件
を
き
っ
か
け
に
沖
縄
の
「
現
実
の
姿
」

に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
姿
を
「
絶
望
」
と
見
た
よ
う
に
、

東
江
も
ま
た
沖
縄
に
「
壁
に
ぶ
つ
か
り
呻
吟
す
る
姿
」
を
見
た
の
で
あ
っ

た
。
仲
屋
は
石
川
ジ
ェ
ッ
ト
機
墜
落
事
件
か
ら
七
年
後
の
一
九
六
六
年
四

月
に
自
ら
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
東
江
は
自
身
の
研
究
を
言
語
心

理
学
か
ら
沖
縄
研
究
へ
と
「
急
旋
回
」
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
、
一
九
六
三
年
に
東
江
が
発
表
し
た
論
文
が
「
沖
縄
人
の
意
識
構
造
の

研
究
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
東
江
論
文
は
、
本
書
の
著
者
で
あ
る
辻
本
氏
を
し
て
「
不
思
議
な

論
文
」
と
評
し
た
論
文
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
辻
本
氏
の
表
現

を
借
り
れ
ば
、「
浅
は
か
な
読
み
を
す
る
と
、
沖
縄
人
の
欠
陥
―
事
大
主

義
に
ま
み
れ
た
姑
息
な
沖
縄
人
―
を
暴
露
し
た
自
虐
的
な
論
文
」
で
あ
っ
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る
論
文
は
、
そ
の
よ
う
に
時
代
に
応
じ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
顧
み
る
必

要
が
な
く
な
る
も
の
で
は
な
く
、「
点
」
と
し
て
の
過
去
の
研
究
と
現

在
、
あ
る
い
は
将
来
の
研
究
が
「
線
」
と
し
て
発
展
的
に
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。

　

言
語
心
理
学
研
究
か
ら
沖
縄
研
究
へ
と
旋
回
し
た
東
江
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
東
江
の
生
き
方
を
締
め
く
く
る
文
章
と
し
て
辻
本
氏
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

�　

平
之
の
知
人
で
、
北
米
の
大
学
で
活
躍
し
た
沖
縄
出
身
の
研
究
者
が

い
る
。
そ
の
研
究
者
は
多
く
の
優
れ
た
成
果
を
出
し
、
教
え
子
も
世
界

的
な
活
躍
を
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
者
が
、
平
之
の
人
生
回
想
「
私
の

大
学
院
経
験
と
そ
の
後
」
を
読
み
、
こ
ん
な
感
想
を
よ
こ
し
て
き
た
。

　

�　
「
僕
は
、
他
人
を
う
ら
や
ま
し
が
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
だ

け
ど
、
東
江
さ
ん
の
人
生
だ
け
は
う
ら
や
ま
し
い
」

　

�　

平
之
は
、
ふ
る
さ
と
、
沖
縄
の
地
に
腰
を
据
え
、
仲
間
と
と
も
に
沖

縄
を
研
究
し
、
沖
縄
と
と
も
に
歩
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
と
て
も

と
て
も
贅
沢
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
�　

平
之
は
、
今
、
八
〇
代
の
終
わ
り
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

ア
ガ
リ
ヤ
ー
の
七
男
は
沖
縄
を
生
き
抜
い
た
。

　

沖
縄
を
生
き
抜
い
た
東
江
平
之
と
い
う
人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩

ん
で
き
た
の
か
。
本
書
を
読
み
終
え
て
、
東
江
平
之
と
い
う
人
物
に
つ
い

て
さ
ら
に
興
味
が
湧
い
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
辻
本
氏
の
「
生
活
史
」

　
�　

現
在
と
な
っ
て
は
切
実
な
感
覚
を
も
っ
て
こ
の
論
文
を
読
む
こ
と
は

難
し
い
。
だ
が
一
九
六
〇
年
代
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
沖
縄
で
も
本

土
で
も
多
く
の
人
に
読
ま
れ
、
結
果
的
に
平
之
は
意
識
構
造
の
研
究
者

と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
之
は
、
幸
か
不
幸
か
自
分

の
人
生
は
こ
の
論
文
に
ふ
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
語

る
。

　

た
し
か
に
、
東
江
論
文
が
発
表
さ
れ
る
前
年
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
、

現
在
の
「
沖
縄
ブ
ー
ム
」
と
も
呼
び
う
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い

る
筆
者
に
と
っ
て
、
東
江
論
文
を
「
切
実
な
感
覚
」
を
も
っ
て
読
む
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
東
江
論
文
へ
の
賛
否
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

沖
縄
文
化
を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
ら
東
江
論
文
を
批
判
し
た
大
原
總
一

郎
の
主
張
こ
そ
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
東
江
自
身
、

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
役
割
と
可
能
性
」
と
題
す
る
文
章
に
お
い
て
、

沖
縄
の
自
己
評
価
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
「
負
の
自
己
評
価
」
が
顕
著

で
あ
っ
た
が
、「
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
能
、
文
学
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
め
ざ

ま
し
い
活
躍
に
加
え
て
、
農
産
物
や
沖
縄
の
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
が
評
価

さ
れ
、
観
光
や
企
画
国
際
イ
ベ
ン
ト
が
注
目
を
浴
び
、
基
地
負
担
の
軽
減

が
日
本
の
重
要
な
政
治
的
課
題
の
一
つ
に
な
る
な
ど
の
諸
事
情
を
背
景

に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
正
の
自
己
評
価
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
」

と
記
し
て
い
る
。
意
識
構
造
が
文
字
通
り
意
識
が
「
構
造
化
」
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
は
変
わ
り
得
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
と
同
時
に
、
沖
縄
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
変

化
し
て
い
く
も
の
と
も
考
え
る
。
東
江
氏
の
「
沖
縄
人
の
意
識
」
に
関
す
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の
視
点
か
ら
の
「
東
江
平
之
伝
」
は
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。


