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あ
る
二
人
の
人
物
が
、
秋

田
へ
の
出
張
後
、
２
０
１
１

年
３
月
11
日
の
昼
に
仙
台
駅

で
別
れ
た
。
そ
の
日
の
午
後

２
時
46
分
に
東
日
本
大
震
災

が
発
生
す
る
と
、
彼
ら
の
う

ち
一
人
は
日
本
損
害
保
険
協

会
で
、
も
う
一
人
は
仙
台
の

現
地
対
策
本
部
で
と
も
に
事

務
局
長
を
務
め
、
地
震
保
険

を
中
心
と
す
る
相
談
対
応
、

保
険
金
支
払
い
の
た
め
の
損

害
調
査
活
動
を
は
じ
め
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ

た
。

　
本
書
は
、
東
日
本
大
震
災

時
の
「
同
志
」
に
よ
る
共
著

で
あ
る
。
分
担
が
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
第
一
編
を
栗

山
氏
が
、
第
二
編
を
五
十
嵐

氏
が
担
当
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
本
書

の
半
分
の
分
量
を
占
め
る
資

料
編
が
付
録
と
な
っ
て
い

る
。
収
録
さ
れ
た
資
料
は
、

著
者
の
選
定
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
適
切
に
選
択
さ

れ
、
貴
重
か
つ
便
利
な
も
の

で
あ
る
。

　
二
人
の
共
通
す
る
思
い

は
、
「
自
助
と
し
て
の
地
震

保
険
が
い
か
に
被
災
者
の
支

え
に
な
る
か
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
地

震
保
険
の
普
及
に
も
っ
と
尽

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書

は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、

「
こ
の
国
に
お
け
る
地
震
リ

ス
ク
を
明
ら
か
に
し
、
公

助
、
共
助
、
自
助
の
さ
ま
ざ

ま
な
地
震
に
関
す
る
制
度
」

の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
上

梓
さ
れ
た
。
結
論
的
に
申
し

上
げ
る
と
、
二
人
の
著
者
の

目
的
は
、
十
分
に
か
な
え
ら

れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

　
ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容

を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

「
序
論
　
わ
が
国
の
地
震
保

険
」
と
題
す
る
第
一
編
は
、

第
１
章
「
地
震
保
険
15
の
ポ

イ
ン
ト
」
と
第
２
章
「
地
震

保
険
は
ど
の
よ
う
な
保
険
な

の
か
」
で
構
成
さ
れ
い
る
。

第
１
章
は
、
地
震
保
険
に
関

連
す
る
知
識
を
身
に
付
け
る

た
め
の
魅
力
的
な
イ
ン
ト
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
第
２

章
で
は
、
地
震
保
険
制
度
に

つ
い
て
の
特
徴
を
分
か
り
や

す
く
説
明
し
て
い
る
。
実
務

的
な
裏
付
け
に
基
づ
い
た
説

明
な
の
で
大
変
分
か
り
や
す

い
。

　「
わ
が
国
の
地
震
リ
ス
ク

と
地
震
保
険
」

と
い
う
の
が
第

二
編
の
テ
ー
マ

で
あ
る
。
第
１

章
「
わ
が
国
の
地
震
リ
ス

ク
」
で
は
、
わ
が
国
の
過
去

の
地
震
な
ど
が
詳
細
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
２
章

「
地
震
保
険
制
度
の
成
立
」

で
は
、
戦
前
か
ら
始
ま
る
地

震
保
険
の
た
め
の
制
度
設
計

の
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
第
３
章
「
家
計
地
震
保

険
」
は
、
わ
が
国
の
地
震
保

険
制
度
の
特
徴
を
描
く
た
め

の
章
で
あ
る
。
「
家
計
地
震

保
険
」
を
紹
介
す
る
他
、
そ

れ
以
外
の
地
震
保
険
に
つ
い

て
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
い

る
。
第
４
章
「
東
日
本
大
震

災
時
に
お
け
る
対
応
」
に
つ

い
て
は
、
実
務
的
に
有
益
な

情
報
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

あ
え
て
特
徴
付
け
す
る
な
ら

ば
、
第
一
編
は
理
論
編
、
第

二
編
は
実
務
編
と
呼
べ
る
か

も
し
れ
な
い
。
本
編
に
加
え

て
、
資
料
編
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
地
震

保
険
を
考
え
る
上
で
、
大
変

有
益
な
資
料
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

　
以
上
、
本
書
は
、
わ
が
国

の
地
震
保
険
制
度
の
実
務
書

と
し
て
必
要
十
分
な
内
容
を

備
え
て
い
る
名
著
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

な
書
物
も
ま
っ
た
く
問
題
が

な
い
も
の
は
な
い
。
通
読
し

て
み
て
気
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、

本
質
的
に
重
要
と
思
わ
れ
る

点
の
み
を
指
摘
し
た
い
。

　
第
一
に
、
民
保
が
地
震
保

険
を
引
き
受
け
ら
れ
な
い
理

由
を
、
第
二
編
で
「
大
数
の

法
則
に
乗
り
に
く
い
」
「
大

数
の
法
則
の
適
用
が
困
難
」

と
い
っ
た
表
現
で
説
明
し
て

い
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ

る
。
さ
ら
に
「
地
震
の
発
生

確
率
を
算
出
す
る
こ
と
」
が

困
難
な
た
め
、
「
大
数
の
法

則
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

難
」
（
88
頁
）
と
い
う
表
現

に
至
る
と
、
「
地
震
発
生
確

率
の
算
出
困
難
性
」
と
「
大

数
の
法
則
」
と
の
間
に
ど
の

よ
う
な
因
果
関
係
を
考
え
て

お
ら
れ
る
の
か
理
解
に
苦
し

む
。
地
震
保
険
の
問
題
は
、

「
大
数
の
法
則
」
を
「
適

用
」
で
き
る
か
、
で
き
な
い

か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、

大
数
の
法
則
を
も
っ
て
し
て

も
分
散
が
で
き
ず
大
き
な
リ

ス
ク
が
残
っ
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
が
本
質
的
な
問
題

で
あ
る
。

　
第
二
に
、
本
書
で
は
せ
っ

か
く
地
震
保
険
制
度
が
自
助

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お

き
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て

「
結
果
的
に
は
保
険
加
入
者

に
よ
っ
て
保
険
金
支
払
い
の

資
金
を
賄
う
こ
と
に
な
る
自

助
の
制
度
で
す
が
、
保
険
加

入
者
間
の
共
助
の
制
度
、
ま

た
は
国
と
し
て
保
険
金
支
払

い
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
公

助
の
制
度
で
も
あ
る
」
（
67

頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
主

張
は
、
先
の
記
述
と
矛
盾
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
概
念
を

混
乱
さ
せ
る
。

　
第
三
に
、
東
日
本
大
震
災

に
お
い
て
果
た
し
た
共
済
団

体
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
無
視

す
る
記
述
を
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
民
間
保
険
会
社
が

全
社
で
１
兆
３
０
０
０
万
円

余
り
の
地
震
保
険
金
を
給
付

し
た
一
方
で
、
共
済
団
体
が

ト
ー
タ
ル
で
１
兆
円
近
い
共

済
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
事

実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
地
震
発
生
直

後
の
被
災
地
の
保
険
代
理
店

の
迅
速
な
活
動
に
敬
意
を
表

す
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、

郵
便
局
や
農
漁
協
を
は
じ
め

と
す
る
人
々
の
初
動
的
活
動

に
つ
い
て
も
リ
ス
ペ
ク
ト
す

べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第

二
編
第
１
章
第
９
節
「
地
震

リ
ス
ク
と
保
険
」
の
記
述
に

お
い
て
、
企
業
向
け
地
震
保

険
や
原
子
力
損
害
賠
償
法
と

並
列
し
て
「
共
済
」
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
Ｊ
Ａ

共
済
の
建
更
と
全
労
済
の
自

然
災
害
共
済
が
た
っ
た
11
行

で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、

共
済
団
体
に
対
す
る
リ
ス
ペ

ク
ト
に
欠
け
る
と
批
判
さ
れ

よ
う
。

　
最
後
に
、
地
震
保
険
に
お

け
る
リ
ス
ク
細
分
化
を
め
ぐ

る
解
釈
に
言
及
し
た
い
。
本

書
で
は
、
リ
ス
ク
細
分
化
に

対
す
る
理
論
的
議
論
が
、
異

な
る
次
元
の
「
理
論
」
に
す

り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
新
古

典
派
経
済
学
を
前
提
と
し
た

保
険
理
論
に
お
い
て
は
、
リ

ス
ク
の
合
理
的
な
細
分
化
は

市
場
効
率
性
を
導
く
。
そ
の

理
由
は
、
リ
ス
ク
に
見
合
っ

た
保
険
料
が
提
示
さ
れ
る
な

ら
ば
、
保
険
を
必
要
と
す
る

人
は
す
べ
て
全
部
保
険
に
加

入
す
る
た
め
で
あ
る
（
細
分

化
の
た
め
の
コ
ス
ト
が
ゼ
ロ

と
仮
定
）
。

　
他
方
、
「
地
震
保
険
制
度

に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
」
の
報
告
書
で
は
、
契

約
者
間
の
内
部
補
助
（
リ
ス

ク
の
低
い
人
か
ら
高
い
人
へ

の
所
得
移
転
）
を
「
連
帯
」

と
表
現
し
、
市
場
原
理
で
な

い
次
元
の
要
因
か
ら
リ
ス
ク

細
分
化
を
抑
制
す
る
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
委
員
の
多

く
は
、
こ
の
次
元
の
相
違
を

理
解
し
て
い
る
も
の
と
思
う

が
、
リ
ス
ク
細
分
化
を
め
ぐ

る
議
論
に
お
け
る
次
元
の
相

違
に
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
に
よ
る

「
ア
フ
ォ
ー
ダ

ビ
リ
テ
ィ
」
の

解
釈
は
、
次
元

の
相
違
を
無
視
し
た
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
フ

ォ
ー
ダ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
、
本

書
の
言
う
通
り
、
保
険
料
が

高
く
な
っ
て
買
う
こ
と
が
で

き
な
い
人
が
増
え
る
現
象
を

い
う
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
「
保

険
料
が
高
い
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
は
、
消
費
者
の
所
得

に
対
し
て
高
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ビ
リ

テ
ィ
は
、
所
得
分
布
を
前
提

と
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
に

留
意
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
新
古
典
派
経
済
学
に

基
づ
く
保
険
理
論
は
、
消
費

者
の
所
得
分
布
を
一
定
と
い

う
前
提
を
置
い
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
「
保
険
料
が
高

い
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

の
期
待
損
失
額
に
対
し
て
保

険
料
が
割
高
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
相

違
に
留
意
し
て
考
え
る
と
、

「
リ
ス
ク
の
細
分
化
に
よ
っ

て
論
理
的
に
は
保
険
料
が
安

く
な
る
層
に
見
合
う
分
だ
け

保
険
料
が
高
く
な
る
層
が
出

る
と
い
う
こ
と
が
保
険
と
い

う
も
の
の
原
理
的
構
造
」

（
27
頁
）
と
い
う
記
述
は
疑

わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
所
得
分
布
が
変
化

す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
金
持

ち
が
多
か
っ
た
り
、
貧
乏
人

が
多
か
っ
た
り
し
た
り
し
た

ら
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ビ
リ
テ
ィ

に
対
す
る
リ
ス
ク
細
分
化
の

効
果
が
変
わ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
保
険
の
普
遍
的
な

「
原
理
」
と
い
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ビ
リ

テ
ィ
は
、
あ
る
所
得
分
布
を

前
提
と
し
た
保
険
政
策
論
議

に
お
い
て
は
、
実
務
的
に
重

要
な
概
念
で
あ
る
が
、
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
前
提
に
し
て
理
論

的
に
保
険
に
つ
い
て
考
え
る

場
合
に
は
、
議
論
の
本
質
を

見
失
う
可
能
性
が
あ
る
の
で

注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
以
上
、
い
く
つ
か
指
摘
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
こ
れ

ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
本
書
の
持
つ
魅
力
は
決

し
て
小
さ
く
な
る
こ
と
は
な

い
と
信
じ
る
。
第
一
編
は
、

優
れ
た
文
章
力
で
読
者
を
引

き
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
第

二
編
も
（
第
３
章
の
み
不
十

分
な
記
述
だ
っ
た
こ
と
が
惜

し
ま
れ
る
が
）
、
地
震
保
険

の
実
務
に
つ
い
て
多
く
の
有

益
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
ま
さ
に
本
書
は
、
日
本

の
地
震
リ
ス
ク
と
地
震
保
険

制
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
上
で
、
必
読
文
献
に
位
置

付
け
ら
れ
る
名
著
で
あ
る
。
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