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―
―
槇
原
さ
ん
は
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
高
校
・
大
学
生
活
を
ア
メ

リ
カ
東
海
岸
で
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

槇
原　

旧
制
の
成
蹊
高
校
に
学
び
な
が
ら
、
世
界
の
最
高
峰
で
あ
る

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
残

念
な
が
ら
、
当
時
は
日
本
か
ら
直
接
に
入
学
す
る
途
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
ら
、
自
ら
も
ハ
ー
バ
ー
ド
の
卒
業
生
で
、
日
本
で
聖

公
会
の
主
教
を
さ
れ
て
い
た
ケ
ネ
ス
・
バ
イ
エ
ル
氏
が
、
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
高
校
な
ら
紹
介
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
、
仲
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
高
校
は
今
で
も
超

一
流
の
プ
レ
ッ
プ
ス
ク
ー
ル
で
す
が
、
そ
こ
で
一
年
間
勉
強
し
て
ま

あ
ま
あ
の
成
績
な
ら
ば
、
ハ
ー
バ
ー
ド
に
進
め
る
チ
ャ
ン
ス
は
十
分

に
あ
る
よ
、
と
。
実
際
そ
の
と
お
り
に
思
い
が
実
現
し
ま
し
た
。

ま
き
は
ら
　
み
の
る

一
九
三
〇
年
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
。
三
七
年
帰
国
。
戦
後
四
九
年
に
渡
米
し
、

五
四
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
を
卒
業
。
五
六
年
三
菱
商
事
入
社
。
初
代
ワ

シ
ン
ト
ン
事
務
所
長
、
米
国
三
菱
商
事
社
長
な
ど
を
経
て
、
九
二
年
社

長
就
任
。
九
八
年
よ
り
会
長
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
相
談
役
を
務
め
、一
〇

年
よ
り
現
職
。
日
本
文
化
教
育
交
流
会
議
日
本
側
委
員
長
、
東
洋
文

庫
理
事
長
な
ど
も
務
め
る
。
著
書
に
『
私
の
履
歴
書
』
な
ど
。

鉄
は
熱
い
う
ち
に
打
て

—
—

私
の
経
験
的
留
学
論

日
本
の
実
業
界
に
あ
っ
て
対
米
人
脈
の

中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
槇
原
氏
。

そ
の
原
点
と
な
っ
た
若
き
日
の
留
学
時
代
を

振
り
返
り
な
が
ら
、
人
的
交
流
の
重
要
性
を
語
る
。

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

三
菱
商
事
株
式
会
社
特
別
顧
問

槇
原
稔
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人
格
形
成
期
を
と
も
に
過
ご
す
こ
と
で
育
ま
れ
た
も
の

―
―
一
九
四
九
年
夏
に
渡
米
さ
れ
ま
す
。

槇
原　

貨
物
船
で
横
浜
港
を
発
ち
ま
し
た
。
ま
だ
日
本
円
と
米
ド
ル

が
交
換
で
き
な
い
時
代
で
、
財
布
に
は
ほ
ん
の
数
十
ド
ル
が
あ
る
だ

け
。
で
も
、不
思
議
と
不
安
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
幸
運
な
こ
と
に
、

セ
ン
ト
ポ
ー
ル
高
校
は
授
業
料
全
額
を
奨
学
金
で
面
倒
み
て
く
れ
た

う
え
、
必
要
な
も
の
を
購
入
す
る
よ
う
に
と
小
切
手
帳
ま
で
持
た
せ

て
く
れ
ま
し
た
。
長
期
の
休
み
に
は
招
待
を
受
け
て
友
人
た
ち
の
故

郷
に
赴
い
た
り
、
大
学
が
紹
介
し
て
く
れ
た
ア
ル
バ
イ
ト
に
精
を
出

し
た
り
。

　

ア
ル
バ
イ
ト
と
い
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
ド
時
代
に
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と

し
て
参
加
し
た
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
ウ
ェ
ブ
夫
妻
が
主
催
す
る
サ

マ
ー
キ
ャ
ン
プ
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
バ
ー
モ
ン
ト
州
の
テ
ィ

ム
バ
ー
湖
畔
の
自
然
豊
か
な
、
と
い
え
ば
聞
こ
え
が
よ
い
で
す
が
、

本
当
に
荒
涼
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
水
道
も
風
呂
も
な
く
、
た
だ
掘
っ

立
て
小
屋
が
あ
る
だ
け
と
い
う
、
終
戦
直
後
の
日
本
を
思
い
出
す
よ

う
な
場
所
で
し
た
。
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
が
畑
仕
事
を
し
た
り
、
カ

ヌ
ー
で
湖
を
渡
っ
た
り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
し
た
り
、
自
然
の
な
か
で
の

生
活
を
一
ヵ
月
以
上
も
送
る
の
で
す
。
驚
く
の
は
、
参
加
す
る
子
ど

も
た
ち
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
か
ら
来
る
富
裕
層
の
子
弟
ば
か
り
。

し
か
も
毎
年
参
加
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。運
営
を
手
伝
い
な
が
ら
、

ア
メ
リ
カ
人
が
持
つ
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
や
、
旺
盛
な
独
立
心
は
、

こ
の
よ
う
な
教
育
環
境
か
ら
育
っ
て
い
く
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

―
―
英
語
の
ご
苦
労
は
な
か
っ
た
で
す
か
。

槇
原　

ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
成
蹊
中
学
・

高
校
に
は
清
水
護
先
生
を
は
じ
め
素
晴
ら
し
い
先
生
が
お
ら
れ
、
戦

争
中
も
英
語
の
授
業
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
同
級
生
に
も
帰
国

子
女
が
多
く
、
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
授
業
に
追
い
つ

け
な
い
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
成
蹊
の
英
語
の
水
準
は
高
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
私
の
後
に
行
っ
た
有
馬
龍
夫
君
（
元
独
大

使
）
な
ど
は
、
相
当
苦
労
を
し
た
よ
う
で
す
が
…
…
。

―
―
と
て
も
充
実
し
た
学
生
生
活
で
す
。

槇
原　

勉
強
も
一
生
懸
命
や
り
ま
し
た
し
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
（
東
洋

史
家
、
元
駐
日
大
使
）、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
（
中
国
史
家
）、
エ
リ
セ
ー

エ
フ
（
日
本
学
者
）
な
ど
の
先
生
方
と
の
交
流
か
ら
多
く
を
学
び
ま

し
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
卒
業
後
に
、
さ
ら
に
奨
学
金
を
い
た
だ
い
て
一

年
間
、
欧
州
や
ブ
ラ
ジ
ル
を
文
字
通
り
遊
学
し
ま
し
た
。
六
年
間
の

海
外
生
活
を
経
て
、
一
九
五
五
年
暮
れ
に
日
本
に
戻
り
、
父
の
縁
が

あ
っ
た
三
菱
商
事
に
入
社
し
ま
し
た
。

―
―
留
学
経
験
は
そ
の
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
か
。

槇
原　

米
国
の
友
人
た
ち
と
は
、
折
に
触
れ
政
治
・
経
済
情
勢
を
胸



96外交Vol.10

襟
を
開
い
て
分
か
ち
合
っ
て
き
ま
し
た
し
、
私
の
世
界
認
識
の
一
つ

の
指
標
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
八
〇
歳
と
な
っ
た
い
ま
で
も
そ
の

関
係
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
高
校
以
来
の
人
格
形
成

期
を
と
も
に
過
ご
し
た
こ
と
と
、
無
縁
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
大
学
院
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
は
な
か
な

か
得
ら
れ
な
い
経
験
で
す
。
三
菱
商
事
か
ら
も
海
外
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
へ
た
く
さ
ん
の
人
が
渡
っ
て
い
ま
す
が
、
専
門
性
が
高
く
、

実
利
に
直
結
し
た
世
界
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
人
間

関
係
は
、
ど
う
し
て
も
限
定
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
で
す
か
ら
、
や

は
り
大
学
生
、
で
き
れ
ば
高
校
生
の
留
学
の
チ
ャ
ン
ス
が
も
っ
と
た

く
さ
ん
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
就
職
の
た
め
の
教
育
」
が
人
材
の
画
一
化
を
生
ん
で
い
る

—
—

残
念
な
が
ら
、
日
本
で
は
海
外
留
学
の
希
望
者
が
減
っ
て
き

て
い
ま
す
。

槇
原　

中
国
、
韓
国
の
若
者
が
ど
ん
ど
ん
世
界
に
飛
び
出
し
て
い
く

の
と
対
照
的
で
す
ね
。
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
子

の
養
育
や
親
の
介
護
な
ど
家
庭
環
境
の
問
題
、
就
職
に
過
度
に
傾
斜

し
つ
つ
あ
る
大
学
教
育
、
何
よ
り
日
本
は
安
定
し
て
い
て
居
心
地
が

よ
い
社
会
で
す
。

　

こ
の
傾
向
に
は
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。
教
育
の
問
題
を
は
じ

め
、多
く
の
意
識
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、

日
本
は
衰
退
の
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

—
—

具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

槇
原　

日
本
の
学
校
教
育
は
、
ど
う
し
て
も
就
職
に
引
っ
張
ら
れ
、

そ
れ
が
目
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
う
で
は
な
く
て
、も
っ

と
広
く
深
い
人
格
を
つ
く
る
教
養
を
身
に
つ
け
る
場
で
あ
っ
て
ほ
し

い
。
留
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
経
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
一

つ
の
型
に
は
ま
っ
た
タ
イ
プ
の
人
間
し
か
生
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

—
—

そ
れ
は
企
業
側
の
採
用
の
あ
り
方
と
も
関
係
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
採
用
時
期
の
問
題
も
含
め
、
留
学
が
か
え
っ
て
不

利
に
な
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

槇
原　

そ
う
い
う
状
況
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
菱
商
事

は
海
外
で
勉
強
し
た
人
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
ほ
う
だ
と
思
い

ま
す
が
、
現
実
の
採
用
の
手
続
き
を
考
え
る
と
、
二
〇
〇
人
弱
の
枠

に
、
数
千
人
の
応
募
が
あ
る
の
で
、
そ
う
な
る
と
ど
う
や
っ
て
ふ
る

い
に
か
け
よ
う
か
と
い
う
面
が
生
ま
れ
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
海
外
で
の
経
験
を
評
価
し
ま
す
と
明
言
す
る
く
ら
い
の
こ
と
は

あ
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

—
—

現
在
は
ア
メ
リ
カ
に
限
ら
ず
世
界
中
の
情
報
が
日
本
に
居
な
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が
ら
に
し
て
手
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
は
り
海
外
に
出
る
こ
と

の
意
味
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

槇
原　

も
ち
ろ
ん
、大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
知
識
で
は
な
し
に
、

人
々
と
の
語
ら
い
や
交
流
か
ら
生
ま
れ
る
友
情
や
、
そ
の
国
の
精
神

風
土
の
よ
う
な
も
の
は
、
活
字
や
画
面
だ
け
か
ら
で
は
吸
収
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
、海
外
に
出
る
こ
と
の
大
き
な
利
点
の
一
つ
は
、翻
っ

て
日
本
を
見
直
す
貴
重
な
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
私
自
身
も
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
留
学
時
代
に
は
、
戦
後

の
荒
廃
か
ら
力
強
く
復
興
す
る
日
本
の
姿
を
、
七
〇
年
代
の
ワ
シ
ン

ト
ン
事
務
所
長
時
代
、
八
〇
年
代
後
半
の
米
国
三
菱
商
事
社
長
時
代

に
は
、
経
済
力
を
も
っ
て
国
際
社
会
に
お
け
る
存
在
感
を
高
め
る
日

本
を
見
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ま
海
外
に
行
く
た
び
に
、
内
向
き
に
な
っ
た
日
本
の

姿
が
垣
間
見
え
、
残
念
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
危
機
感
が

日
本
国
内
で
非
常
に
薄
い
こ
と
も
懸
念
し
て
い
ま
す
。
若
い
人
た
ち

だ
け
で
な
く
、
日
本
を
引
っ
張
る
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
海
外
か
ら
日
本

を
見
て
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

—
—

槇
原
さ
ん
は
、
日
米
文
化
教
育
交
流
会
議
（
カ
ル
コ
ン
）
の

日
本
側
委
員
長
と
し
て
、
日
米
の
教
育
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
も
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

槇
原　

日
米
の
教
育
の
制
度
や
実
態
を
よ
く
観
察
し
、
来
春
に
は
前

向
き
な
提
言
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
員
の
養
成
や
資
格
、
待
遇

の
あ
り
方
も
大
い
に
議
論
し
た
い
で
す
ね
。

　

カ
ル
コ
ン
は
長
い
歴
史
を
持
っ
た
組
織
で
す
が
、
い
ま
は
転
機
に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
良
好
な
日
米
関
係
と
日
本
経
済
の
成
長
を

背
景
に
、
留
学
生
を
は
じ
め
と
す
る
交
流
が
そ
れ
な
り
に
盛
ん
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
現
在
は
取
り
巻
く
環
境
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て

い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
る
際
に
も
、
具
体
的
に
実
現
可
能

な
提
言
を
つ
く
っ
て
、
実
践
、
検
証
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か

に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

—
—

教
育
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
あ
り
ま
す
。

槇
原　

た
と
え
ば
一
九
九
〇
年
代
に
広
が
っ
た
「
テ
ィ
ー
チ
・

フ
ォ
ー
・
ア
メ
リ
カ
」
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。
一
流
大
学
の
卒
業
生

を
二
年
間
、
国
内
の
教
育
困
難
地
域
に
講
師
と
し
て
赴
任
さ
せ
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
就
職
の
た
め
の
知
識
で

は
な
く
、
教
養
を
重
視
し
、
社
会
に
関
わ
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
よ

う
な
社
会
風
土
か
ら
は
、
日
本
も
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
旧
制
高
校
が
持
っ
て
い
た
そ
の
よ
う
な
精

神
を
、
そ
れ
を
経
験
し
た
最
後
の
世
代
と
し
て
、
伝
え
て
い
け
た
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。
■


