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写真は, (財)東京動物園協会提供
｢スバーバルライチョウ｣

ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
挑
戦

小
官
　
輝
之

地
球
温
暖
化
は
動
物
の
色
石
に
も
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
｡
今
､
日
本
で
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
で
危
機

に
あ
る
動
物
の
一
つ
が
ラ
イ
チ
ョ
ウ
で
す
｡
今
年
の

夏
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
た
く
さ
ん
生
息
し
て
い
る
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
北
極
圏
に
あ
る
卜
ロ
ム
ソ
大
学
に
飼
育
係

二
名
を
派
遣
し
ま
し
た
｡
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
飼
い
か
た
､

殖
や
し
方
を
学
ぶ
た
め
で
す
｡

ト
ロ
ム
ソ
大
学
で
は
北
極
圏
の
動
物
､
ラ
イ
チ
ョ

ウ
を
は
じ
め
ジ
ャ
コ
ウ
ウ
シ
､
ズ
キ
ン
ア
ザ
ラ
シ
な

ど
も
研
究
の
た
め
飼
育
し
て
い
ま
す
｡
研
修
を
受
け

る
こ
と
を
条
件
に
来
年
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
卵
を
0
0
個
譲

り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
帰

国
す
る
二
人
に
2
 
3
個
の
卵
を
持
た
せ
て
く
れ
た
の
で

す
｡
一
-
人
が
"
生
懸
命
に
研
修
し
､
卜
ロ
ム
ソ
大
半
の

み
な
さ
ん
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ

う
｡
嬬
卵
器
に
入
れ
た
卵
か
ら
5
羽
の
雛
が
群
化
し
､

現
在
2
羽
が
す
く
す
く
育
っ
て
い
ま
す
｡

タ
ン
チ
ョ
ウ
も
ト
キ
も
コ
ウ
ノ
ト
リ
も
半
世
紀
以

上
も
前
か
ら
東
京
の
動
物
園
で
は
増
殖
技
術
､
人
工

飼
料
の
開
発
､
疾
病
対
策
を
研
究
し
､
生
息
地
で
の
復

活
を
支
え
て
き
ま
し
た
｡
タ
ン
チ
ョ
ウ
は
千
羽
を
越

え
､
コ
ウ
ノ
ト
リ
や
ト
キ
は
野
生
復
帰
が
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
｡
次
ぎ
に
動
物
園
が
貢
献
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
ら
ラ
イ
チ
ョ
ウ
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
し
て
い
ま
す
｡
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
飼
育
下
で
の
増

殖
技
術
の
開
発
､
生
息
県
の
博
物
館
や
動
物
園
と
の

飼
育
増
殖
へ
の
協
力
体
制
の
確
立
､
白
山
､
御
嶽
山
､

蓼
科
山
な
ど
絶
滅
し
た
山
々
で
の
復
活
の
お
手
伝
い

な
ど
が
で
き
れ
ば
と
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡

(
上
野
動
物
園
園
長
)
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一番高い所で約30mほぼ等高線上に坑口が並ぶ

倉科きしさん(白馬村細野:現八方)

大
黒
鉱
山
を
め
ぐ
る
人
々

き

く

ち

あ

さ

と

菊
　
池
　
今
朝
和

(
文
中
敬
称
略
)

大
黒
鉱
山
開
発
の
端
緒

大
黒
鉱
山
は
八
方
尾
根
を
登
り
､
唐
松
小
屋
か
ら

祖
母
谷
温
泉
に
二
時
間
ほ
ど
下
っ
た
所
に
あ
り
'
餓

鬼
谷
の
左
岸
に
は
坑
口
が
穿
た
れ
､
登
山
道
沿
い
の

台
地
に
は
事
務
所
や
精
錬
所
な
ど
が
あ
っ
た
｡
今
で

も
坑
口
は
三
地
点
で
十
数
ヶ
所
余
り
確
認
で
き
る
｡

ま
た
､
主
要
設
備
の
あ
っ
た
台
地
に
は
朽
ち
た
柱
や

製
錬
し
た
後
の
不
純
物
､
鍍
(
か
ら
み
と
読
み
ス
ラ

グ
と
も
)
が
小
山
と
積
ま
れ
お
り
'
餓
鬼
谷
沿
い
に

は
石
垣
や
索
道
の
部
品
な
ど
も
流
れ
の
中
に
晒
さ
れ

て
い
る
｡
大
黒
鉱
山
と
い
う
名
は
､
信
州
側
か
ら
み

て
大
黒
岳
の
裏
手
の
鉱
山
と
い
う
こ
と
で
名
付
け
ら

れ
た
が
､
実
質
の
位
置
関
係
は
､
餓
鬼
谷
左
岸
か
ら

五
竜
岳
に
向
っ
て
掘
ら
れ
て
い
る
｡

鉱
山
は
地
元
の
猟
師
に
よ
っ
て
明
治
三
九
年
に
発

見
さ
れ
た
｡
日
本
山
岳
会
の
機
関
紙
『
山
岳
』
の
明

治
四
二
年
発
行
版
に
　
｢
案
内
人
の
松
沢
菊
一
郎
が
大

黒
鉱
山
を
発
見
し
た
｣
と
あ
る
が
､
鉱
業
法
に
よ
る

と
こ
ろ
の
'
試
掘
願
い
に
は
中
村
兼
松
他
二
名
と
あ

る
｡
そ
の
後
､
中
村
等
は
鉱
業
権
を
日
本
で
も
有
数

の
金
鉱
山
　
｢
鷲
ノ
巣
鉱
山
｣
　
を
経
営
す
る
弟
田
文
太

郎
に
売
却
す
る
｡
白
馬
村
史
に
よ
れ
ば
人
夫
一
日
三

十
銭
と
い
う
当
時
､
売
却
額
は
一
万
余
円
だ
っ
た
と

い
う
｡
売
却
の
経
緯
は
不
明
だ
が
､
当
時
創
業
し
て

い
た
白
馬
銅
山
の
経
営
者
と
は
第
円
は
旧
知
で
､
そ

の
つ
て
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡

大
黒
鉱
山
は
為
回
文
太
郎
を
手
始
め
に
五
人
の
経

営
者
に
受
け
継
が
れ
､
大
正
三
一
年
ま
で
中
断
を
含

み
な
が
ら
も
採
鉱
さ
れ
'
翌
年
に
は
鉱
業
権
は
抹
消

さ
れ
る
が
'
紙
数
の
関
係
で
こ
の
稿
は
大
正
の
は
じ

め
迄
で
筆
を
措
く
｡

為
田
文
太
郎
時
代
の
幕
開
け

為
田
文
太
郎
は
万
延
元
年
､
岩
手
県
和
賀
郡
沢
内

村
の
富
農
に
生
ま
れ
､
明
治
二
二
年
初
代
沢
内
村
長

に
選
ば
れ
る
｡
そ
の
後
県
議
に
転
進
す
る
が
､
政
治

に
見
切
り
を
つ
け
､
父
親
の
安
太
の
手
が
け
て
い
た

鷹
ノ
巣
金
山
の
経
営
に
手
腕
を
発
揮
す
る
｡
｢
売
り
上

額
'
月
々
四
～
五
〇
〇
円
の
小
山
を
三
年
余
り
で
､

日
本
有
数
の
金
山
､
月
産
三
貫
目
以
上
の
鉱
山
に
育

て
し
ま
っ
た
｣
　
(
和
賀
新
聞
)
｡
明
治
三
九
年
に
は
､

為
田
は
父
安
太
か
ら
鷲
ノ
巣
金
山
の
経
営
権
を
継
承

す
る
｡
い
わ
ば
羽
振
り
の
よ
い
時
に
､
大
黒
鉱
山
の

話
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
和
賀
郡
史
)
｡

明
治
三
九
年
北
城
村
(
昭
和
三
一
年
神
城
村
と
合

併
白
馬
村
と
な
る
)
森
上
の
　
｢
か
ぎ
T
｣
旅
館
と
黒

部
川
下
流
の
交
通
の
要
衝
､
舟
見
町
(
現
入
善
町
､

当
時
宿
場
町
)
の
旅
寵
に
､
｢
鷲
ノ
巣
金
山
為
田
礪
業

所
｣
と
染
め
抜
か
れ
た
印
半
纏
を
羽
織
っ
た
人
達
が

現
れ
た
｡
翌
年
の
開
坑
に
そ
な
え
て
の
下
見
で
あ
っ

た
｡
折
り
良
く
黒
部
側
沿
い
の
道
は
､
明
治
三
四
年

か
ら
林
業
促
進
の
た
め
､
内
山
村
か
ら
祖
母
谷
ま
で

開
墾
さ
れ
明
治
三
七
年
完
成
し
て
い
た
｡
鐘
釣
ま
で

は
六
尺
幅
(
約
一
八
〇
m
)
､
そ
こ
か
ら
祖
母
谷
迄
は

三
尺
幅
(
約
九
〇
m
)
　
の
小
径
で
あ
っ
た
｡
こ
の
難

路
は
四
年
か
け
､
総
工
費
四
五
､
二
五
八
円
で
開
通

し
た
｡
さ
ら
に
鉱
山
開
発
に
と
っ
て
幸
い
し
た
の
は
､

明
治
三
八
年
に
魚
津
町
の
豪
商
､
廻
船
問
屋
の
朝
田

新
兵
衛
に
よ
っ
て
祖
母
谷
温
泉
が
開
湯
さ
れ
た
こ
と

で
あ
っ
た
｡
客
室
棟
や
浴
室
棟
､
さ
ら
に
露
天
風
呂

が
あ
り
､
運
動
場
に
は
ブ
ラ
ン
コ
､
鉄
棒
な
ど
が
備

わ
り
､
食
品
な
ど
日
常
品
は
毎
日
荷
揚
げ
さ
れ
現
代

の
健
康
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
施
設
だ
っ
た
(
下
新
川
郡

史
)
｡
さ
ら
に
記
録
は
な
い
が
､
宮
林
見
回
り
路
と
し

て
南
越
ま
で
は
道
が
で
き
､
稜
線
ま
で
は
踏
査
さ
れ

て
い
た
と
確
実
視
さ
れ
る
｡

白
馬
村
側
か
ら
は
ま
ず
大
黒
岳
を
乗
り
越
し
､
事

務
所
､
精
錬
所
予
定
地
ま
で
の
道
作
り
が
始
ま
っ
た
｡

道
は
平
川
の
左
岸
伝
い
に
つ
け
ら
れ
､
途
中
で
橋
を

渡
り
や
や
登
っ
た
平
地
に
､
物
資
の
仮
置
き
場
と
休

憩
所
を
兼
ね
平
川
倉
庫
が
建
て
ら
れ
た
｡
萱
で
囲
っ

た
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
が
'
充
分
雨
風
を
凌
い
だ
｡

道
は
整
備
さ
れ
こ
こ
ま
で
は
馬
が
通
っ
た
｡
明
治
二

五
生
れ
の
倉
科
き
し
は
｢
子
供
の
こ
ろ
お
転
婆
で
ね
､

馬
を
扱
え
る
の
で
､
毎
日
下
の
事
務
所
と
平
川
倉
庫

の
間
を
馬
に
荷
を
付
け
て
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い

た
｡
あ
る
と
き
為
田
文
太
郎
さ
ん
が
山
か
ら
降
り
て

き
た
時
､
ど
こ
か
細
野
に
泊
る
所
な
い
か
と
聞
か
れ

た
の
で
､
家
で
は
ど
う
か
と
云
っ
た
ら
'
気
に
入
っ

て
､
そ
れ
か
ら
は
為
田
さ
ん
が
鉱
山
に
来
る
と
､
い

つ
も
泊
っ
た
｣
と
語
っ
た
｡
ま
た
為
田
文
太
郎
の
写

真
を
見
せ
る
と
｢
わ
ぁ
-
為
田
さ
ん
だ
｣
と
､
相
好

を
崩
し
'
｢
そ
う
い
え
ば
為
田
さ
ん
か
ら
頂
い
た
小
物

入
れ
が
あ
る
は
ず
だ
｣
､
さ
ら
に
｢
為
田
さ
ん
の
お
妾

さ
ん
'
お
キ
ミ
さ
ん
と
云
っ
て
ね
､
大
黒
岳
の
急
な

雪
渓
で
滑
り
落
ち
､
そ
れ
か
ら
は
あ
の
雪
渓
の
こ
と

を
お
キ
ミ
落
と
し
て
い
う
だ
｣
と
､
九
〇
歳
の
倉
科

さ
ん
は
､
つ
い
昨
日
の
よ
う
に
話
し
た
｡
さ
て
､
話

は
戻
り
､
平
川
倉
庫
か
ら
沢
を
越
え
､
二
本
松
尾
根

を
登
り
途
中
か
ら
雪
渓
に
移
り
最
後
に
ガ
ラ
場
を
詰

め
る
と
大
黒
岳
の
肩
に
出
た
｡
そ
こ
か
ら
尾
根
に
入

り
､
途
中
か
ら
沢
伝
い
に
下
る
と
､
事
務
所
に
で
た
｡

お
お
よ
そ
一
〇
時
間
強
の
行
程
で
あ
っ
た
(
『
山
岳
』
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事務所､精錬所跡地､柱材などが残る

明
治
四
三
年
版
)
｡

道
造
り
に
並
行
し
建
物
の
建
設
が
は
じ
ま
っ
た
｡

明
治
四
二
年
発
行
の
下
新
川
郡
史
に
　
｢
現
今
､
幅
四

間
､
長
さ
二
十
間
､
高
さ
三
間
の
製
錬
所
あ
り
､
そ

の
他
幅
三
間
長
さ
一
〇
問
､
二
階
建
て
な
る
宿
舎
､

及
び
幅
三
間
長
さ
八
開
の
倉
庫
あ
り
'
五
十
人
の
坑

夫
は
常
に
作
業
に
従
事
せ
り
､
明
治
四
一
年
に
於
い

て
八
百
貫
の
銅
を
製
錬
せ
り
と
云
う
｣
と
記
述
し
て

い
る
｡
人
の
背
で
物
資
､
資
材
を
運
搬
す
る
こ
の
時

代
'
最
大
の
困
難
は
製
錬
炉
の
運
搬
で
あ
っ
た
｡
平

川
の
辺
ま
で
馬
車
で
運
ば
れ
､
そ
の
先
は
人
力
で

あ
っ
た
｡
当
初
､
私
は
現
地
で
耐
火
物
を
組
み
立
て

い
た
と
推
定
し
て
い
た
が
､
故
老
か
ら
｢
炉
の
下
に

丸
太
を
コ
ロ
が
わ
り
入
れ
､
人
力
で
引
き
上
げ
た
｣

(
丸
山
五
郎
工
門
'
大
三
生
)
　
と
聞
い
た
｡
丸
山
さ

ん
の
見
た
の
は
大
正
七
`
八
年
頃
か
も
知
れ
な
い
｡

坑
口
を
調
査
中
'
銅
が
付
着
し
た
鋳
型
と
､
半
分
に

割
れ
大
黒
の
点
の
部
分
が
残
っ
た
鋳
型
を
製
錬
所
近

く
の
薮
の
な
か
か
ら
発
見
し
た
が
'
売
品
の
鋳
型
は

三
〇
K
g
あ
っ
た
｡
鋳
型
で
台
形
状
に
鋳
込
ま
れ
た

粗
銅
は
　
(
当
時
の
製
錬
技
術
で
は
純
度
の
高
い
銅
を

作
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
)
金
色
に
輝
き
､
八
貫
目

(
約
三
〇
K
g
)
の
重
さ
で
､
大
黒
と
印
刻
さ
れ
て
い

た
｡

越
冬
中
の
大
惨
事

こ
の
よ
う
に
順
調
に
鉱
山
開
発
が
進
む
が
､
三
年

目
の
明
治
四
二
年
､
大
黒
鉱
山
は
危
機
に
見
舞
わ
れ

る
｡
三
月
三
日
'
餓
鬼
谷
の
鉱
山
小
屋
に
越
冬
中
の

一
人
の
坑
夫
が
､
決
死
の
覚
悟
で
雪
と
氷
の
唐
松
岳

を
越
え
､
八
方
尾
根
伝
い
に
村
里
へ
駆
け
下
り
救
助

を
求
め
て
き
た
｡
秋
田
出
身
の
熊
谷
要
助
(
三
五
歳
)

だ
っ
た
｡
前
年
の
一
七
名
に
続
き
､
建
物
の
保
守
等

で
､
四
〇
名
余
り
の
人
夫
が
下
山
し
た
後
､
一
五
名

が
越
冬
し
て
い
た
｡
前
年
の
越
冬
は
順
調
だ
っ
た
が
､

こ
の
年
は
､
正
月
を
過
ぎ
た
一
〇
日
頃
よ
り
体
調
を

崩
す
人
が
続
出
し
､
二
月
も
末
に
な
る
と
殆
ど
の
越

冬
者
が
寝
込
ん
だ
｡
二
月
二
四
日
'
富
山
出
身
の
秋

田
林
蔵
(
三
一
歳
)
　
が
奥
さ
ん
を
残
し
逝
っ
た
｡
四

日
後
の
二
八
日
に
は
､
十
五
歳
の
林
蔵
の
義
弟
の
林

平
も
後
を
追
っ
た
｡
足
は
む
く
み
､
次
第
に
そ
の
症

状
は
上
に
上
が
り
､
腹
部
が
膨
れ
､
苦
し
ん
で
亡
く

な
る
と
い
う
病
だ
っ
た
｡

体
調
の
良
か
っ
た
熊
谷
要
助
は
､
支
配
人
で
岩
手

出
身
の
高
橋
浅
太
郎
(
五
四
歳
)
　
に
相
談
し
た
｡
高

橋
は
妻
(
五
三
歳
)
と
娘
(
一
四
歳
)
を
伴
っ
て
越

冬
し
て
い
た
が
､
高
橋
も
妻
も
す
で
に
発
病
し
て
い

た
｡
か
ろ
う
じ
て
娘
だ
け
が
症
状
が
出
て
い
な
か
っ

た
が
､
殆
ど
は
臥
せ
'
死
を
待
つ
と
い
っ
た
状
況
だ
っ

た
｡
三
月
初
め
と
は
い
え
､
厳
し
い
北
ア
ル
プ
ス
の

奥
深
い
谷
底
で
あ
る
｡
熊
谷
要
助
は
好
天
を
待
っ
て
､

細
野
部
落
に
下
る
こ
と
を
決
意
す
る
｡
充
分
な
装
備

を
持
た
な
い
坑
夫
が
､
餓
鬼
谷
か
ら
唐
松
岳
へ
と
尾

根
伝
い
に
登
り
'
八
方
尾
根
の
取
り
付
き
の
急
崖
を

命
が
け
で
下
り
､
あ
と
は
尾
根
通
し
を
ひ
た
す
ら
細

野
部
落
め
ざ
し
駆
け
下
り
た
｡
早
速
､
悲
惨
な
状
況

は
麓
の
鉱
山
事
務
所
､
警
察
(
北
安
曇
郡
北
城
分
署
)

な
ど
村
人
に
知
ら
さ
た
｡
村
人
は
大
い
に
驚
き
救
護

隊
を
組
織
し
た
が
天
候
が
悪
く
出
発
は
六
日
と
な
っ

た
｡
熊
谷
要
助
の
説
明
に
よ
り
地
元
の
医
師
は
脚
気

病
と
判
断
し
'
脚
気
の
薬
と
野
菜
類
の
他
ミ
カ
ン
､

牛
肉
､
杏
の
缶
詰
を
準
備
し
'
隊
員
六
名
は
鉱
山
小

屋
め
が
け
て
登
っ
た
｡
登
っ
て
み
る
と
'
越
冬
者
の

病
勢
は
悪
く
死
の
淵
を
さ
迷
っ
て
い
た
｡
手
当
を
な

す
術
も
な
く
､
こ
れ
で
は
雪
解
け
ま
で
は
全
員
の
命

は
も
た
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
｡
ひ
と
ま
ず
六
名

の
救
助
隊
員
は
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
下
山
し

た
｡
早
速
､
巡
査
の
金
生
塚
蔵
を
責
任
者
に
救
助
隊

が
組
織
さ
れ
た
｡
隊
員
は
麓
の
鉱
山
事
務
所
か
ら
三

名
､
そ
れ
に
屈
強
な
強
力
一
五
名
が
選
抜
さ
れ
､
隊

員
は
一
九
名
と
な
っ
た
｡
こ
れ
だ
け
の
大
規
模
な
救

助
隊
結
成
は
､
北
ア
ル
プ
ス
で
の
遭
難
史
上
初
め
て

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
翌
三
月
一
二
日
､
午
前

四
時
一
九
名
の
救
助
隊
は
村
を
出
発
し
た
｡
こ
の
救

助
登
山
は
か
な
り
困
難
を
極
め
た
｡
八
方
尾
根
は
名

う
て
の
風
の
通
り
道
､
筆
者
も
冬
季
八
方
池
山
荘
で

二
シ
ー
ズ
ン
働
い
た
が
､
三
月
初
め
と
は
い
え
山
は

厳
し
い
｡
途
中
風
雪
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
唐
松
岳

を
越
え
､
二
一
時
間
掛
け
午
後
四
時
や
っ
と
白
一
色

の
台
地
に
着
い
た
｡
し
か
し
､
一
〇
m
を
超
え
る
積
雪

の
た
め
､
二
階
建
て
の
屋
根
も
見
え
な
い
有
様
だ
っ

た
｡
そ
こ
で
小
高
い
と
こ
ろ
を
め
が
け
､
二
ヶ
所
か

ら
試
し
掘
り
を
は
じ
め
た
ら
運
良
く
､
鉱
山
小
屋
の

二
階
の
窓
に
突
き
当
っ
た
｡
雪
倉
の
よ
う
な
室
内
は

真
っ
暗
闇
で
､
先
頭
の
金
生
巡
査
は
提
灯
を
点
け
て

内
に
入
る
と
､
生
存
者
は
全
員
原
因
不
明
の
病
気
に

罷
り
　
｢
気
息
奄
々
生
気
な
く
-
も
の
言
う
力
も
な
く

し
て
提
灯
の
明
か
り
を
見
詰
め
感
謝
の
意
を
涙
に
表

わ
せ
る
｣
と
い
っ
た
惨
状
だ
っ
た
｡
二
階
､
一
階
と

小
屋
内
を
調
べ
る
と
､
死
者
は
増
え
て
い
た
｡
残
念

な
こ
と
に
救
助
隊
が
入
山
し
た
日
に
､
富
山
出
身
の

山
本
由
太
郎
(
三
二
歳
)
､
同
妻
の
も
と
(
三
〇
歳
)
､

さ
ら
に
秋
田
出
身
の
佐
々
木
侮
之
助
(
二
八
歳
)
が

新
妻
を
嬉
し
亡
く
な
っ
て
い
た
｡
ま
た
翌
朝
に
は
秋

田
林
蔵
の
妻
ひ
さ
(
二
四
歳
)
も
夫
の
後
を
追
っ
た
｡

若
い
越
冬
者
か
つ
ぎ
つ
き
に
亡
く
な
っ
た
が
､
ひ
と

き
わ
涙
を
誘
う
光
景
が
あ
っ
た
｡
金
生
巡
査
が
生
存

者
の
数
が
合
わ
ず
`
高
湿
度
と
死
者
の
臭
気
に
堪
え

て
二
階
､
.
階
と
上
下
し
て
眼
を
凝
ら
し
､
再
度
階

下
に
降
り
仔
細
に
観
察
と
す
る
と
､
炬
燵
と
思
っ
て

い
た
の
は
遺
体
で
あ
っ
た
｡
救
助
隊
の
仲
間
を
呼
ぶ

と
､
驚
い
た
こ
と
に
そ
の
遺
体
が
動
き
出
し
た
｡
隊

員
の
驚
き
を
よ
そ
に
､
そ
の
死
体
の
腋
か
ら
幼
い
女

の
児
が
這
い
出
し
て
き
た
｡
そ
の
日
亡
く
な
っ
た
､

山
本
曲
太
郎
夫
妻
の
娘
は
な
五
歳
で
あ
っ
た
｡
幼
女

が
入
り
込
ん
で
い
た
の
は
､
温
も
り
が
消
え
つ
つ
あ
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る
父
親
の
亡
骸
で
あ
っ
た
｡
六
名
の
遺
体
は
箱
に
入

れ
近
く
の
雪
原
に
埋
め
ら
れ
た
｡
課
目
は
天
気
が
悪

く
鉱
中
小
屋
に
逗
留
し
た
｡
翌
一
四
H
未
明
､
救
助

さ
れ
た
六
名
と
救
助
隊
の
一
九
名
は
助
け
合
い
な
が

ら
､
半
日
掛
け
鑑
ま
で
下
向
し
た
｡
五
歳
の
幼
女
は
､

彊
力
の
背
に
負
わ
れ
下
向
し
た
｡
遺
族
の
懇
願
も
あ

り
､
北
城
警
察
分
署
は
役
場
の
力
も
借
り
遺
体
の
発

掘
隊
を
四
､
五
月
と
計
画
し
た
が
､
残
雪
の
影
響
等

で
延
び
延
び
と
な
っ
て
い
た
が
､
六
月
七
日
漸
く
出

発
と
な
っ
た
｡
羽
生
巡
杏
を
責
任
者
に
､
地
元
の
強

力
八
名
､
そ
れ
に
六
.
一
歳
と
高
齢
の
北
港
医
師
が
死

体
検
案
の
た
め
参
加
し
た
｡
遺
体
の
識
別
は
毛
髪
の

長
短
で
行
い
､
携
帯
し
た
箱
に
詰
め
ら
れ
た
｡
翌
日

強
力
達
の
背
で
遺
体
は
夜
の
八
時
に
里
に
下
り
､
九

日
火
葬
に
ふ
さ
れ
親
戚
等
に
遺
骨
は
渡
さ
れ
た
｡
病

名
に
つ
い
て
､
北
澤
医
師
は
脚
気
と
推
定
し
た
が
､

救
助
さ
れ
た
高
橋
浅
太
郎
は
｢
今
度
の
病
気
は
多
分

野
菜
を
喰
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
｡
昨
年

一
月
ま
で
に
は
大
方
野
菜
を
喰
い
尽
し
て
｣
　
と

語
っ
て
い
る
｡
(
信
濃
毎
日
新
聞
､
富
山
口
報
､
高
岡

新
報
)さ

て
､
こ
こ
で
被
災
者
達
の
そ
の
後
を
辿
っ
て
み

る
｡
両
親
を
"
度
に
失
っ
た
五
歳
の
児
は
'
"
時
危

篤
状
態
だ
っ
た
が
'
親
切
な
村
人
の
看
病
で
元
気
を

取
り
戻
し
､
迎
え
の
伯
父
と
父
の
生

家
に
帰
っ
た
｡
昭
和
五
六
年
夏
'
黒
部

市
の
僧
ガ
岳
の
麓
に
あ
る
､
五
歳
の

児
の
父
の
生
家
を
訪
ね
た
｡
従
兄
に

あ
た
る
中
本
重
太
郎
翁
は
｢
よ
く
覚

え
て
い
る
､
べ
そ
掻
き
な
が
ら
叔
父

さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
｡
胸
に
名

前
を
書
い
た
札
を
付
け
て
い
た
｡
結

婚
し
て
卜
の
村
で
暮
ら
し
､
一
人
息

子
が
い
た
が
､
六
〇
を
過
ぎ
た
こ
ろ

亡
く
な
っ
た
｣
と
語
っ
た
｡
そ
の
息
子

さ
ん
に
会
う
と
｢
母
は
昔
の
こ
と
一
切
話
し
ま
せ
ん

で
し
た
｡
無
口
で
､
静
か
な
母
で
し
た
｡
私
が
弱
い

の
で
気
遣
い
亡
く
な
り
ま
し
た
｣
と
写
真
を
見
せ
て

く
れ
た
｡
写
真
に
は
小
柄
で
穏
や
か
な
顔
の
は
な
さ

ん
が
､
も
ん
ぺ
姿
で
停
ん
で
い
た
｡

秋
田
林
蔵
さ
ん
の
身
内
は
入
善
市
に
住
ん
で
い

た
｡
｢
遺
体
を
火
葬
に
し
た
か
ら
お
宮
を
受
取
り
に
､

と
連
絡
あ
っ
た
け
れ
ど
､
当
時
家
は
大
変
な
貧
乏
で
､

遺
骨
を
取
り
に
ゆ
く
交
通
費
も
な
く
､
現
地
に
埋
葬

し
て
く
れ
と
連
絡
し
た
と
親
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
｡

規
も
私
等
も
ズ
ー
ト
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
｣
｡
こ
の

後
､
秋
川
さ
ん
ご
夫
妻
は
､
白
馬
村
の
長
谷
寺
を
訪

ね
回
向
を
と
げ
､
積
年
の
肩
の
荷
を
降
ろ
し
た
｡

無
事
生
還
し
た
.
人
の
岩
手
湯
田
町
出
身
の
高
橋

常
蔵
(
当
時
十
八
歳
)
は
､
そ
の
後
も
鉱
山
で
働
き
､

戦
後
は
伊
一
口
務
鉱
山
を
渡
り
､
西
伊
一
口
お
静
か
な
海

沿
い
の
町
で
家
族
に
見
守
ら
れ
亡
く
な
っ
た
｡

地
元
の
資
産
家
横
沢
本
衛
登
場

こ
の
の
ち
､
紆
余
曲
折
が
あ
る
も
の
の
､
事
業
は

発
展
し
っ
つ
あ
っ
た
が
'
為
田
文
太
郎
は
明
治
四
五

年
六
月
三
〇
日
､
同
様
に
経
営
し
て
い
た
新
潟
県
北

蒲
原
郡
の
古
小
屋
鉱
山
で
'
火
薬
を
調
合
中
に
引
火

事
故
で
急
死
し
て
し
ま
う
｡
為
田
は
運
転
資
金
を
北

城
村
の
旧
家
横
沢
本
衛
か
ら
融
資
を
受
け
て
い
た

が
､
そ
の
負
債
額
も
多
額
だ
っ
た
｡
必
然
的
に
'
鉱

業
権
は
為
田
文
太
郎
か
ら
横
澤
本
衛
(
も
と
え
)
'
に

移
っ
た
｡

横
澤
本
衛
は
安
政
元
年
一
月
､
横
澤
本
心
衛
門
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
｡
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
､

.
七
歳
で
家
を
継
い
だ
｡
家
業
は
代
々
酒
造
業
と
麻

問
屋
を
営
ん
で
い
た
｡
横
澤
家
の
人
達
は
､
時
代
に

敏
感
な
人
達
で
あ
っ
た
｡
江
戸
末
期
の
帳
簿
の
裏
に
'

落
書
き
が
あ
っ
た
｡
｢
官
軍
国
中
平
ニ
シ
テ
安
穏
タ
ル

コ
ト
是
全
天
ノ
命
二
有
｣
､
次
に
｢
冠
や
錦
の
は
た
を

ひ
る
か
え
し
目
ざ
す
処
わ
い
づ
せ
ん
大
｣
と
書
い
て

あ
る
｡
官
軍
の
進
攻
で
､
興
が
乗
り
書
い
た
も
の
だ

ろ
う
｡
最
後
の
｢
宇
｢
語
朝
｣
は
､
時
代
に
対
す
る

期
待
が
凄
む
｡
横
澤
本
衛
は
都
会
､
県
会
さ
ら
に
衆

議
院
議
員
を
務
め
､
北
安
銀
行
､
小
谷
貯
蓄
銀
行
､

安
曇
電
気
(
蛛
)
等
々
の
創
立
に
携
わ
り
､
地
方
経

済
の
発
展
に
寄
与
し
た
(
北
安
曇
郡
史
)
｡

｢
越
中
地
籍
大
黒
鉱
山
は
-
又
､
又
､
本
月
中
旬
よ

り
採
掘
に
着
手
せ
り
規
模
大
に
し
て
目
下
主
任
と
し

て
阿
部
工
学
士
出
張
､
そ
れ
ぞ
れ
指
揮
監
督
の
ト
に

発
展
し
っ
つ
あ
り
｡
た
め
に
北
城
村
は
非
常
な
る
好

況
を
呈
し
っ
つ
あ
り
｣
(
信
濃
毎
日
新
聞
､
大
正
三
年

六
月
)
｡
横
沢
本
衛
は
こ
の
年
､
意
を
決
し
､
三
六
〇

〇
余
円
投
じ
て
(
当
時
白
米
一
〇
k
g
一
円
七
八
銭
)
､

倉
庫
な
ど
建
物
の
改
修
､
橋
の
架
け
替
え
､
道
の
整

備
な
ど
鉱
山
経
営
に
本
腰
を
入
れ
る
｡
し
か
し
､
横

沢
本
衛
は
こ
の
後
､
大
正
四
年
二
一
月
､
病
気
で
倒
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