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ソ
連
抑
留
時
代
は
無
論
お
米
に
縁
は
な
か
っ
た
が
、
カ
ザ
ン
の
監
獄
に
全
く
身
に
覚
え
の
な
い
戦
犯
容
疑

で
四
ヶ
月
も
抛
り
込
ま
れ
た
時
は
、
乾
し
た
牛
肉
の
大
き
な
塊
に
、
な
ん
と
白
い
飯
が
山
盛
り
。
こ
れ
は
、

殺
さ
れ
る
前
の
食
事
か
と
大
い
に
悩
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

こ
ん
な
こ
と
を
、
そ
う
長
々
と
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
ら
か
の
参
考
に
と
思
っ

て
敢
え
て
引
用
し
て
お
い
た
。 

こ
の
仏
陀
の
遺
骨
は
細
か
く
砕
か
れ
、
小
豆
大
く
ら
い
の
粉
粒
で
、
槌
を
も
っ
て
し
て
も
破
砕
で
き
な
い

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
仏
舎
利
は
、
仏
陀
の
死
後
、
ア
シ
ョ
カ
王
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
て
各
地
に
伝
わ
り
、

舎
利
塔
に
安
置
し
て
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
宝
石
類
や
真
珠
な
ど
が
用
い
ら
れ
た

ら
し
い
。
日
本
に
も
鑑
真
が
三
千
粒
將
来 

 

し
た
と
さ
れ
、
空
海
は
八
十
粒
を
感
得
し
た
と
い
う
。 

戦
争
中
、
戦
地
の
中
支
に
い
た
私
は
、
米
こ
そ
毎
日
食
べ
て
い
た
が
、
こ
の
米
は
日
本
米
と
違
っ
て
長
粒

子
。
ね
ば
り
気
も
な
い
、
一
口
に
し
て
言
え
ば
う
ま
く
な
い
。
昭
和
十
九
年
に
武
昌
の
南
、
咸
寧
の
旅
団
司

令
部
に
勤
務
の
頃
、
野
戦
倉
庫
の
米
は
昭
和
十
三
年
日
支
事
変
の
頃
の
米
。
幸
い
籾
で
あ
っ
た
か
ら
、
精
白

す
れ
ば
食
べ
ら
れ
た
が
、
牛
の
牽
く
石
臼
で
籾
摺
り
を
す
る
の
で
、
石
の
細
か
い
粉
が
混
っ
て
く
る
。
大
き

な
丼
に
山
盛
り
に
盛
ら
れ
た
御
飯
は
一
口
噛
む
と
ガ
リ
ガ
リ
、
ジ
ャ
リ
ジ
ャ
リ
。
初
め
は
、
で
き
る
だ
け
上

下
の
歯
を
合
わ
さ
な
い
よ
う
に
噛
ん
で
、
飲
み
込
ん
で
い
た
が
、
そ
の
後
お
茶
を
か
け
る
こ
と
を
思
い
つ
い

た
。
お
茶
を
か
け
て
箸
で
ぐ
る
ぐ
る
回
す
と
砂
が
米
粒
を
離
れ
て
、
丼
の
下
に
沈
む
。
そ
れ
が
小
匙
一
杯
も

溜
ま
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
味
噌
汁
。
こ
れ
が
又
、
昭
和
十
三
年
も
の
で
、
内
地
で
作
っ
た
乾

燥
味
噌
。
嫌
い
な
赤
だ
し
の
粉
味
噌
に
朝
、
昼
、
晩
と
冬
瓜
の
実
。
今
で
も
冬
瓜
は
嫌
い
だ
が
、
そ
れ
は
こ

の
咸
寧
の
こ
と
を
思
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。 

銀
し
ゃ
り
を
腹
一
杯
食
っ
て
み
た
い
、
と
い
う
の
は
、
今
頃
の
若
い
人
に
は
全
然
わ
か
っ
て
貰
え
な
い
が
、

戦
中
・
戦
後
の
、
そ
れ
こ
そ
食
糧
難
の
頃
に
育
っ
た
年
代
の
人
達
に
は
実
感
を
も
っ
て
言
え
る
言
葉
で
あ
っ

た
。
戦
後
、
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
、
三
年
間
も
籾
殻
入
り
の
す
っ
ぱ
い
黒
パ
ン
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
私
達
が
、

す
こ
し
の
暇
に
蚕
棚
の
よ
う
な
板
の
ベ
ッ
ト
に
寝
転
っ
て
繰
り
返
す
昔
話
の
オ
チ
は
、
い
つ
も
そ
こ
で
あ
っ

た
。 以

上
は
本
来
の
意
味
で
あ
る
が
、
舎
利
の
形
が
米
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
米
粒
、
米
、
ま
た
は
白
飯

を
舎
利
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

し
ゃ
り
は
漢
字
で
書
く
と
舎
利
で
あ
る
。
小
学
館
の
日
本
国
語
大
辞
典
か
ら
抜
き
書
き
し
て
み
る
。
「
舎

利
、
梵
語
で
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
音
訳
」。「
①
仏
語
。
遺
骨
、
普
通
、
聖
者
の
遺
骨
、
特
に
仏
陀
の
遺
骨
を
い

う
。
仏
舎
利
。
さ
り
。
」 

私
は
、
昔
、
米
を
舎
利
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
網
走
監
獄
で
囚
人
が
言
い
初
め
た
と
聞
か
さ
れ
て

い
た
が
、
ど
う
も
上
記
の
国
語
大
辞
典
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
多
分
、
間
違
い
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
が
証
拠
に
は
、
仏
舎
利
と
米
粒
と
を
結
び
付
け
る
発
想
は
中
国
唐
代
に
も
既
に
見
ら
れ
て
い
る
し
、

日
本
で
も
空
海
撰
「
秘
蔵
記
上
」
に
も
同
じ
趣
旨
の
記
述
が
見
え
る
と
い
う
。 

と
こ
ろ
で
、
戦
中
・
戦
後
あ
れ
程
憧
れ
た
米
の
飯
で
あ
る
が
、
乏
し
い
配
給
で
は
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
。

田
舎
へ
、
田
舎
へ
と
買
出
し
部
隊
が
汽
車
に
乗
っ
て
繰
り
出
し
、
大
事
な
着
物
な
ど
と
交
換
し
て
や
っ
と
手

に
入
れ
た
ヤ
ミ
米
が
帰
り
の
満
員
列
車
を
止
め
て
の
警
察
の
取
締
り
、
没
収
。
嫌
な
時
代
だ
っ
た
ね
。 

銀
し
ゃ
り
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
白
い
米
の
飯
の
こ
と
で
あ
る
。 
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昭
和
二
十
三
年
八
月
十
四
日
、
舞
鶴
上
陸
。
懐
か
し
い
内
地
に
帰
還
し
て
、
さ
て
、
こ
そ
銀
し
ゃ
り
に
あ

り
つ
け
る
か
、
と
思
っ
た
ら
、
厳
し
い
配
給
の
継
続
。
大
根
を
刻
ん
で
混
ぜ
た
米
の
飯
が
精
一
杯
の
御
馳
走

で
あ
っ
た
。 

そ
れ
が
、
正
に
喉
元
過
ぎ
れ
ば
暑
さ
忘
れ
る
と
い
う
か
、
そ
れ
に
も
似
て
、
今
や
銀
し
ゃ
り
な
ど
い
う
言

葉
が
何
処
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
え
る
よ
う
な
、
米
の
過
剰
時
代
。 

昭
和
三
十
年
代
の
半
頃
、
四
年
間
に
わ
た
る
農
林
担
当
の
主
計
官
で
、
激
し
い
米
価
闘
争
を
体
験
し
た
。 

夏
の
米
価
審
議
会
は
長
い
時
は
十
日
間
も
連
日
開
か
れ
た
。
米
作
農
家
に
も
都
市
の
勤
労
者
な
み
の
労
働

報
酬
を
保
証
す
る
と
い
う
掛
声
で
米
価
算
定
の
細
か
い
項
目
に
つ
い
て
、
果
て
し
な
い
議
論
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
た
が
、
財
政
負
担
の
問
題
も
あ
っ
て
、
中
々
結
論
が
出
な
い
。
麹
町
三
番
町
の
農
林
省
の
分
庁
舎
を
三

千
人
も
の
農
民
代
表
が
取
り
巻
き
、
審
議
会
の
委
員
の
ボ
タ
ン
を
引
き
ち
ぎ
り
、
上
着
を
破
っ
た
り
す
る
よ

う
な
熱
気
は
、
今
か
ら
思
え
ば
嘘
の
よ
う
な
激
し
さ
で
あ
っ
た
。 

他
面
、
農
政
は
大
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
。
米
麦
の
増
産
中
心
か
ら
果
樹
、
畜
産
の
選
択
的
拡
大
へ
と
農
政

の
転
換
が
昭
和
三
十
六
年
の
農
業
基
本
法
に
唱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
価
を
積
極
的
に
引
き
上
げ
る
よ

う
な
姿
勢
で
な
い
の
は
無
論
で
あ
っ
た
。 

新
規
開
田
、
田
畑
転
換
や
旧
田
補
水
な
ど
お
よ
そ
米
の
増
産
に
繋
が
る
よ
う
な
新
規
の
土
地
改
良
事
業
は

今
後
一
切
採
択
し
な
い
と
宣
言
し
て
歩
い
た
相
沢
主
計
官
の
せ
い
で
、
北
海
道
で
代
議
士
二
人
が
落
選
し
た
、

相
沢
を
罷
免
し
ろ
と
自
民
党
の
農
林
部
会
の
面
々
が
主
計
局
長
室
に
怒
鳴
り
込
ん
で
来
た
の
も
そ
の
頃
で

あ
っ
た
。 

米
は
確
か
に
余
り
つ
つ
あ
っ
た
。
減
反
で
生
産
を
抑
え
て
も
消
費
が
大
幅
に
減
っ
た
た
め
、
繰
越
米
が
急

増
し
、
古
々
米
の
処
分
に
又
財
政
負
担
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
な
情
勢
に
な
っ
て
い
た
。 

主
計
局
次
長
で
あ
っ
た
私
が
、
檜
垣
食
糧
庁
長
官
と
自
主
流
通
米
の
制
度
を
農
協
サ
イ
ド
の
強
い
反
対
を

抑
え
て
導
入
を
決
定
し
た
の
は
昭
和
四
十
四
年
で
あ
っ
た
。 

時
は
移
り
、
日
本
の
食
糧
事
情
も
大
き
く
変
わ
っ
て
来
た
。
戦
前
は
一
人
当
た
り
食
べ
る
米
が
、
年
一
石

（
一
五
〇
ｋ
ｇ
）
と
言
わ
れ
た
が
、
今
や
半
分
以
下
の
四
斗
（
六
〇
ｋ
ｇ
）
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本

人
の
長
寿
と
思
い
重
ね
ら
れ
て
か
、
健
康
食
の
和
食
が
そ
れ
こ
そ
世
界
的
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
日
本
米

の
輸
出
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
魚
の
消
費
も
増
え
、
資
源
小
国
の
日
本
は
和
食
の
拡
大
を
た
だ
喜
ん

で
い
る
訳
に
は
行
か
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
と
に
か
く
、
米
の
輸
出
が
増
え
、
し
か
も
い
い
値
で
売
れ
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
米
作
農
家
も
助
か
る
し
、
又
、
米
以
外
の
作
物
も
含
め
て
、
日
本
農
業
の
新
し
い
目

標
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
大
へ
ん
結
構
な
こ
と
で
あ
る
と
喜
ん
で
い
る
。
読
者
諸
賢
如
何
に
思
わ

れ
る
か
。 

 


