
解

説

磯
部
加
代
子

ク
ル
ド
人
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
文
明
を
育
ん
だ
チ
グ
リ
ス

・

ユ
|
フ
ラ
テ
ス
川
を
中
心
と
す

る
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン

(ク
ル
ド

人
の
土
地
)
に
長
ら
く
住
ん
で

来
た
中
東
世
界
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る
。
し
か
し

現
在
そ
の
地
は
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ン

と
い
う
別
々
の
固
に
分
断

・
支
配
さ
れ
て
い
る
。
ト
ル

コ
人
社
会
学
者
の
イ
ス
マ
イ
ル

・
ベ
シ
ク
チ
の
言
を
借

り
る
な
ら
、
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
は

「多
国
間
植
民
地
」

で
あ
り
、
今
日
ま
で
ク
ル
ド
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
主
国

か
ら
迫
害
を
受
け
続
け
て
き
た
。
中
東
に
居
住
す
る
多

数
派
三
大
民
族
で
あ
る
ア
ラ
ブ
人
、

ペ
ル
シ
ア
人
、

ト
ル
コ
人
に
次
ぐ
人
口

(二
千
五
百
万
人
か
ら
三
千
万

人
)
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ま
だ
独
立
国
家
を
持
た
な
い
、

中
東
に
お
け
る
決
し
て
少
数
と
は
い
え
な
い
「
少
数
民

族
」
、
そ
れ
が
ク
ル
ド
人
で
あ
る
。

説

今
回
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
作
家
と
い
う
こ
と
で
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
く
ヤ
ウ
ズ

・
エ
キ
ン
ジ
と
ブ
ル
ハ

ン
・
ソ
ン
メ
ズ
は
、

ト
ル
コ
出
身
の
ク
ル
ド
人
作
家
で

解

あ
る
。
工
キ
ン
ジ
の

『祖
父
の
勲
章
』
と
ソ
ン
メ
ズ
の

『先
史
時
代
の
犬
ど
も
』
は
、
い
ず
れ
も

『あ
る
デ
ル

ス
ィ
ム
の
物
語
』
(四円

U
3
5
回
一
広
三
Y
二
O
一二

年
)
と
い
う
短
編
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
と
れ
は
、

一
九
三
八
年
に
起
き
た
ト
ル
コ
の
デ
ル
ス
イ
ム
に
お
け

る
虐
殺
事
件
を
題
材
と
し
た
、
二
三
人
の
若
手
作
家
に

よ
る
全
編
書
下
ろ
し
短
編
集
で
あ
る
。

ト
ル
コ
で
あ
れ
ば
、
「
デ
ル
ス
ィ
ム
」
と
い
う
地
名

は
人
々
に
何
事
か
の
記
憶
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
が
、

ど
の
よ
う
な
立
場
の
も
の
か
、
い
つ
の
も
の
か
、
誰
の

も
の
か
、
直
接
的
な
の
か
間
接
的
な
の
か
。
様
々
な
温

度
差
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
、
「
デ
ル
ス
イ
ム
」
は
人
々

の
気
持
ち
を
ざ
わ
め
か
せ
る
地
名
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
の
地
で
、
「
デ
ル
ス
イ
ム
」
と
い
う
地

名
を
聞
い
て
何
事
か
を
思
う
人
は
ト
ル
コ
の
地
域
研
究

を
し
て
い
る
人
以
外
に
は
ま
ず
い
な
い
。
そ
こ
で
、
デ

ル
ス
イ
ム
の
虐
殺
に
至
る
ま
で
の
北
ク
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
、
つ
ま
り
、
ト
ル
コ
の
国
境
線
内
の
ク
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
の
歴
史
を
少
し
だ
け
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
を
植
民
地
支
配
す
る
各
国
の
中

で
、
と
り
わ
け
激
し
い
同
化
政
策
を
ク
ル
ド
人
に
対
し

て
行
っ
て
き
た
の
は
、

ト
ル
コ
で
あ
る
。
同
化
政
策
に

と
も
な
っ
て
ク
ル
ド
語
の
地
名
で
あ
る
デ
ル
ス
ィ
ム
の

名
は
、
卜
ゥ
ン
ジ
ェ
リ
と
い
う
ト
ル
コ
語
に
変
更
さ
れ
、

地
図
上
か
ら
は
デ
ル
ス
ィ
ム
の
名
前
は
消
え
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
根
強
い
市
民
権
を
得
て
、
デ

ル
ス
イ
ム
の
名
は
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
る
こ
と
は
な

ぃ
。
し
か
し
そ
れ
は
、

一
九
三
七
年
か
ら
三
八
年
に
起

き
た
、
大
虐
殺
の
記
憶
と
と
も
に
想
起
さ
れ
る
名
で
も

あ
る
。

デ
ル
ス
イ
ム
の
地
は
ア
ナ
ト
リ
ア
東
部
の
険
し
い

山
々
に
固
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的
な
自
治
が
行
わ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
ク
ル
ド
語
の
中
で
も
ザ
ザ
語
を
話
し
、

宗
教
的
に
も
ト
ル
コ
の
多
数
派
で
あ
る
イ
ス
ラ
|
ム
の

ス
ン
二
|
派
で
は
な
く
ア
レ
ヴ
イ
|
教
徒
の
多
い
地
域

だ
っ
た
こ
と
が
、
デ
ル
ス
イ
ム
の
自
治
を
可
能
に
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

デ
ル
ス
ィ
ム
の
虐
殺
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
十
四

年
前
の
一
九
二
三
年
、
口
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
で
列
強
各
国

に
よ
る
分
割
を
免
れ
、
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
ム
ス
タ
フ

ァ
・
ケ
マ
ル
率
い
る
ア
ン
力
ラ
政
府
は
、
こ
れ
に
先
立

っ
て
交
わ
さ
れ
て
い
た

一
九
二

O
年
の
セ
ー
ブ
ル
条
約

で
約
束
さ
れ
て
い
た
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
自
治
を
反
故

に
し
た
。
ア
ン
カ
ラ
政
府
は
ク
ル
ド
人
を
「
山
岳
ト
ル

コ
人
」
と
呼
び
、
ク
ル
ド
人
の
強
制
移
住
な
ら
び
に
ク

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
へ
の
ト
ル
コ
人
の
入
植
を
進
め
る
こ
と

に
な
る
。
少
数
民
族
は
保
護
さ
れ
る
が
、
ク
ル
ド
人
は

「山
岳
ト
ル
コ
人
」
、
つ
ま
り
、
ト
ル
コ
人
な
の
だ
か
ら
、

少
数
民
族
で
は
な
い
、
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

独
立
国
家
の
夢
が
破
れ
た
ク
ル
ド
人
は
、
ア
ン
カ
ラ

政
府
の

一
方
的
な
振
る
舞
い
に
抵
抗
し
、
次
々
と
各
地

で
反
乱
が
お
こ
る
。

祖父の勲主主クルディスタン

一
九
二
五
年
に
は
ア
レ
ツ
ポ
で
シ
ャ
イ
ヒ

・
サ
イ
卜

が
反
乱
の
狼
煙
を
上
げ
、
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一
九
二
九
年
に
は
レ
バ
ノ
ン



の
地
で
組
織
さ
れ
た
新
し
い
ク
ル
ド
人
組
織

「ホ
イ
ブ

|
ン

(独
立
ご
ら
に
よ
る
ア
ラ
ラ
ト
山
の
蜂
起
が
起

き
る
。
い
ず
れ
も
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
に
よ
っ
て

弾
圧
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
最
後
の
大
き
な
抵
抗

は
、
デ
ル
ス
ィ
ム
の
地
で
起
き
た

「デ
ル
ス
ィ
ム
の
抵

抗
」
(
一
九
三
七

5
三
八
年
)
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

政
府
軍
に
よ
る
無
差
別
な
住
民
虐
殺
を
伴
う
も
の
だ
っ

た
。『
祖
父
の
勲
章
』
の
文
中
に
も
あ
る
通
リ
、
虐
殺

の
す
さ
ま
じ
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女
児
は
家
族
か

ら
引
き
離
さ
れ
、

ト
ル
コ
人
と
し
て
の
同
化
教
育
を
受

け
さ
せ
ら
れ
、
ト
ル
コ
人
将
校
の
家
庭
で
お
手
伝
い
な

ど
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
。
文
化
は
女
か
ら
女
ヘ
引
き

継
が
れ
る
も
の
、
と
い
う
考
え
か
ら
、
女
児
の
同
化
政

策
が
積
極
的
に
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

圏
内
で
常
に

「
二
級
市
民
」
の
扱
い
を
受
け
続
け
、

ク
ル
ド
語
と
い
う
母
語
を
禁
じ
ら
れ
、
文
化
を
否
定
さ

れ
続
け
て
き
た
ト
ル
コ
圏
内
の
ク
ル
ド
人
た
ち
は
、
や

が
て
武
装
闘
争
の
道
を
選
ぶ
。

一
九
八
四
年
、
ク
ル
デ

ィ
ス
タ
ン
の
独
立
を
掲
げ
る
ク
ル
ド
労
働
者
党

(
p
k

k
)
に
よ
る
武
力
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
。
今
日
に
い
た

る
ま
で
、

ト
ル
コ
国
軍
側
を
含
め
、
多
く
の
若
者
の
血

が
流
さ
れ
た
が
、
独
立
国
家
の
樹
立
は
い
ま
だ
叶
わ
な

い
中
、
今
も
ク
ル
ド
人
は
世
界
中
か
ら
見
放
さ
れ
た
存

在
と
し
て
生
き
て
い
る
。

ト
ル
コ一

の
大
都
会
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
、
若
者
が
集

う
と
あ
る
カ
フ
ェ
。
平
凡
な
日
常
の
シ
ー
ン
で
幕
を
開

け
る

『祖
父
の
勲
章
』
と
い
う
作
品
が
、
主
人
公
の
回

るの想
。起を

き介
たし
東て
部 読
ア者
ナを
ト 導
リく
ア場
の所
デは
jレ
スか
イつ

ムて
の虐
地殺
で事
あ件

主
人
公
は
そ
れ
ま
で
も
、
祖
父
が
デ
ル
ス
ィ
ム
の
地

で
何
を
し
て
き
た
の
か
、
全
く
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
誇
り
に
思
っ
て
い
た
ぐ
ら

い
だ
。
「
建
国
の
ハ
さ
で
あ
る
初
代
大
統
領
ム
ス
タ
フ
ァ
・

ケ
マ
ル
か
ら
授
与
さ
れ
た
祖
父
の
勲
章
は
、
幼
い
主
人

公
に
と
っ
て
は
、
「偉
大
な
る
祖
父
」
の
証
明
で
あ
り
、

自
尊
心
を
く
す
ぐ
る
優
れ
た
道
具
だ
っ
た
。
そ
の
後
の

人
生
で
「
偉
大
な
る
ア
タ
卜
ゥ
ル
ク
」
も
「
偉
大
な
る

祖
父
」
も
、
彼
の
中
で
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
確
た
る

居
場
所
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
正
義
感
あ
ふ
れ
る
婚
約
者
の
視
点
と
主

人
公
の
そ
れ
が
重
な
っ
た
と
き
、
祖
父
が

「偉
大
な
る

ア
タ
卜
ゥ
ル
ク
」
か
ら
授
与
さ
れ
た
勲
章
の
意
味
が
、

主
人
公
の
中
で
劇
的
に
変
化
す
る
。

し
か
し
、
主
人
公
の
変
化
は
突
然
起
こ

っ
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ト
ル
コ
に
居
な
が
ら

「デ
ル

ス
イ
ム
」
と
完
全
に
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で

あ
る
。静
か
に
主
人
公
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
何
か
、

言
語
化
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
い
た
何
か

が
、
婚
約
者
レ
ン
ギ
ン
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、

一
気

に
噴
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「祖
国
の
た
め
に
闘
っ
た
英
雄
」
と
い
う
物
語
は
強

固
で
、
徴
兵
制
を
採
用
し
て
い
る
上
に
内
線
状
態
に
あ

る
ト
ル
コ
で
は
、
多
く
の
若
者
が
兵
士
と
し
て
の
義
務

を
、
決
死
の
覚
悟
で
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
兵
士
た
ち
の
愛
国
心
を
保
つ
に
は
「
偉
大
な
る
ア

タ
ト
ゥ
ル
ク
」
と
い
う
崇
拝
の
対
象
も
不
可
欠
で
あ
る
。

「
虐
殺
」

と
い
う
歴
史
に
つ
い
て
、
事
実
無
根
だ
と

は
ね
の
け
、
こ
れ
ま
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
通
り
の
物
語

を
真
に
受
け
て
生
き
て
い
く
乙
と
は
、
い
く
ら
で
も
可
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能
で
あ
る
。
主
人
公
の
父
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。

し
か
し
、
主
人
公
は
こ
れ
か
ら

一
生
を
共
に
し
よ
う

と
す
る
、
愛
す
る
女
性
の
目
で
世
界
を
眼
差
す
こ
と
を

選
ぶ
。
自
身
が

「
偉
大
な
る
英
雄
」
な
ど
で
は
な
い
と

と
を
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
祖
父
の
こ
と
を
思
い
、

政
治
や
歴
史
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
る
と
と
も
な
か

っ
た
主
人
公
が
、
デ
ル
ス
ィ
ム
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
、

よ
う
や
く
自
分
の
頭
で
の
思
考
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

著
者
の
ヤ
ウ
ズ
・
工
キ
ン
ジ

(dgN肘
E
2
2
)

は、

ク
ル
ド
語
を
母
語
と
し
な
が
ら
ト
ル
コ
語
で
著
作
活
動

を
行
う
ト
ル
コ
の
ク
ル
ド
人
男
性
作
家
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
に
ト
ル
コ
東
部
の
県
、
す
な
わ
ち
ク
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
の
パ
ト
マ
ン
に
生
ま
れ
た
。
二
O
O四
年

に
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
、
こ
れ
ま
で
中

・
長
編
合
わ
せ
て

七
作
品
を
発
表
。
圏
内
の
文
学
賞
を
五
つ
受
賞
し
て
い

る
作
家
だ
が
、
最
近
ま
で
パ
ト
マ
ン
の
小
学
校
で
教
鞭

を
と
る
「
学
校
の
先
生
」
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
「
イ
エ
ロ
ー
・

ブ
ッ
ク
ス
・
シ
リ
ー
ズ」

(
∞
自
白
g
-
R
ロ
HN
E
)

と
銘
打
っ
た
ク
ル
ド
人
作
家

に
よ
る
作
品
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
、
編

集
者
の
顔
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
第

一
弾
と
し
て



ア
ラ
ビ
ア
語
や
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た

ク
ル
ド
人
作
家
に
よ
る
小
説
が
、
ト
ル
コ
語
お
よ
び
ク

ル
ド
語
に
翻
訳
さ
れ
ト
ル
コ
国
内
で
出
版
さ
れ
た
。

エ
キ
ン
ジ
の
作
品
は
、
た
と
え
そ
れ
が
短
編
小
説
集

で
あ
っ
て
も
一
つ
の
作
品
、
が
別
の
作
品
と
巧
妙
に
絡
み

あ
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
独
立
し

た
別
々
の
小
説
聞
で
す
ら
、
同
じ
人
物
、
連
続
す
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
絶
妙
な
具
合
に
織
り
夫
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
も
ま
た
彼
の
作
品
を
読
む
際
の
魅
力
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

二
O
一
五
年
、

短
編
集

『
イ
ス
マ
イ
ル
と
呼
ん
で
く
れ
』
(
∞
ω
3

5
ヨ包一

0
2戸
二
O
O
八
年
)
は
、
関
連
性
の
な
い

ば
ら
ば
ら
の
作
品
た
ち
か
ら
成
っ
て
い
る
短
編
集
だ

が
、
そ
と
に
描
か
れ
た
各
小
説
の
主
人
公
た
ち
が
、
最

終
章
で
自
分
た
ち
を
生
み
出
し
た
「
国
民
的
作
家
」
の

失
跨
後
に
一
堂
に
会
す
と
い
う
く
だ
り
に
は
度
肝
を
彼

か
れ
た
。
最
終
章
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
描
か
れ
る
は
ず

だ
っ
た
自
殺
寸
前
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
自
身
の
運
命
が
宙

ぶ
ら
り
ん
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
と
と
を
嘆
き
な
が

ら
、
作
家
に
変
わ
っ
て
作
家
の
失
践
を
物
語
る
。

す
る
と
今
度
は
、

『
肌
に
書
か
れ
た
章
句
た
ち
』

2
2
m
Jt民
自
〉
)
孟
良
一
一

O
一
O
年
)
で
、
前
作
の

「国

民
的
作
家
」
の
失
路
そ
れ
自
体
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し

て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
物
語
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
不

死
の
運
命
を
背
負
う
こ
と
と
な
っ
た
ギ
ル
ガ
メ
シ
ユ
叙

説

事
詩
に
登
場
す
る
ウ
タ
ナ
ピ
シ
ユ
一
ア
イ
ム
の
数
奇
な
長

い
、
長
い
人
生
が
、

「国
民
的
作
家
」
と
交
差
す
る
様

解

が
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
の
長
編
小
説

吋
天
国
の
失
わ
れ
た
大
地
』

(の
2
5
§
F
3司
、円毛
B
E
E
-
一一

O
一一

一年
)
で
は
、

三
代
に
渡
る
ク
ル
ド
人
一
家
の
故
郷
喪
失
の
歴
史
、が、

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
歴
史
に
と
っ
て
決
し
て
無
視
で
き

な
い
ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
虐
殺
の
歴
史
を
織
り
交
ぜ
な
が

ら
描
か
れ
て
い
る
。

幼
少
期
に
祖
父
、が
ク
ル
ド
語
で
語
っ
て
く
れ
た
物
語

こ
そ
が
、
作
家
と
し
て
の
原
点
で
あ
る
と
語
る
工
キ
ン

ジ
の
小
説
は
、
小
学
校
に
入
っ
て
初
め
て
出
会
う

「国

語
」
で
あ
る
ト
ル
コ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
と
ク
ル
ド
人
を
描
く
、
と
い
う
強
い

意
思
に
貫
か
れ
た
作
品
郡
た
ち
を
ト
ル
コ
文
学
と
呼
ぶ

に
は
、
ど
う
し
て
も
た
め
ら
い
が
あ
る
。

本
人
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

「自
分
は
ト
ル
コ

文
学
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
住
ん
で
い
る
地
域

や
民
族
的
出
自
が
重
要
だ
と
は
思
わ
な
い
」
の
だ
そ
う

だ
が
、
筆
者
が
彼
の
著
作
を
数
冊
読
ん
だ
限
り
で
は
、

明
ら
か
に
そ
れ
ら
は
工
キ
ン
ジ
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な

ら
な
い
ほ
ど
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
し
か
し
、
彼
に
そ

の
よ
う
に
語
ら
し
め
る
の
は
、
パ
ト
マ
ン
出
身
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で

「第
二
リ
ー
グ
所
属
」
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
と
と
を
嫌
う
彼
の
、
ト
ル
コ
文
壇
に
お
け
る
作
家

の
評
価
基
準
に
対
す
る
批
判
的
態
度
の
な
せ
る
業
な
の

だ
ろ
う
。
「ク
ル
ド
文
学
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
取
れ

る
か
?
」
圏
内
の
文
学
雑
誌
の
こ
の
よ
う
な
聞
い
に
対

し
、
聞
い
そ
れ
自
体
、が
苧
む
ク
ル
ド
文
学
に
対
す
る
蔑

み
の
眼
差
し
を
指
摘
す
る
。

ク
ル
ド
人
軍
事
組
織
ペ
シ
ユ
メ
ル
ガ
の
参
戦
に
よ

り
、
唯

一
イ
ス
ラ
i
ム
固
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
町
、

シ
リ
ア

・
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
の
コ
パ
こ
の
た
め
に

こ
O
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ

l
q石
に
噴

く
物
語
集
コ
パ
一
一
』
(
百
官
主
的
ニ
岳
苫
コ

O
壬
C

苔

穴
O
回〉
Z
P

二
O
一
五
年
)
に
は
、
エ
キ
ン
ジ
の

最
新
作

『
夢
を
引
き
裂
か
れ
し
者
た
ち
』

(E
E盟

国
主

5
2
E
u
二
O
一
四
年
)
の
最
終
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
作
品
は
、
ド
イ
ツ
に
難
民
と
し
て
逃
れ
た
主
人

公
の
ク
ル
ド
人
男
性
が
、
自
分
と
は
対
照
的
に
山
に
入

っ
て
ゲ
リ
ラ
と
な
っ
た
弟
を
、
死
の
縁
に
い
る
父
親
の

た
め
に
探
し
に
い
く
と
い
う
お
話
で
あ
る
。

主
人
公
が
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
各
地
で
次
々
と
ユ
ニ
ー

ク
な
人
々
に
出
会
っ

て
ゆ
く
物
語
は
、
章
ご
と
に
独
立

し
た
一
つ
の
話
と
し
て
読
む
と
と
も
で
き
る
が
、
一
度

ひ
っ
乙
め
た
話
が
も
う

一
度
出
て
く
る
箇
所
が
い
く
つ

も
あ
り
、
や
は
り
、
抄
訳
で
紹
介
す
る
の
は
気
が
進
ま

ず
、
最
後
ま
で
迷
っ
た
が
、
長
編
小
説
の
翻
訳
と
い
う

未
来
に
つ
い
て
は
ア
ッ
ラ
ー
に
託
す
こ
と
に
し
た
。
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