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〈
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
〉
と
は
誰
か

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
宮
本
常
一
さ
ん
に
関

す
る
出
版
が
続
い
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、

僕
は
東
北
大
学
の
助
手
時
代
に
宮
本
さ
ん

に
一
度
お
目
に
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
。

柳
田
國
男
の
女
婿
で
宗
教
民
俗
学
者
の

堀
一
郎
さ
ん
を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
ん
で
す

よ
。
宮
本
さ
ん
の
食
事
の
お
世
話
な
ん
か

を
し
て
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
お
話
も
し
た
。

い
わ
ゆ
る
大
学
や
学
問
の
世
界
に
は
ほ
と

ん
ど
こ
だ
わ
り
の
な
い
自
由
人
だ
な
と
思

い
ま
し
た
。
人
間
と
し
て
強
烈
な
何
も
の

か
を
発
散
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
で
は
な
か

っ
た
な
。
肩
を
い
か
ら
せ
る
こ
と
の
な
い

静
か
な
旅
人
。
緊
張
感
な
ん
て
微
塵
も
感

じ
さ
せ
な
い
。

風
の
よ
う
に
ふ
わ
っ
と
や
っ
て
来
て
、

風
の
よ
う
に
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
人
間

と
し
て
の
気
配
に
ね
、
こ
れ
は
す
ご
い
人

だ
な
と
思
い
ま
し
た
よ
。

そ
ん
な
思
い
出
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、

宮
本
さ
ん
の
著
作
で
い
ま
い
ち
ば
ん
読
ま

れ
て
い
る
の
は
岩
波
文
庫
の
『
忘
れ
ら
れ

た
日
本
人
』
で
し
ょ
う
。『
忘
れ
ら
れ
た

日
本
人
』
は
、
や
は
り
名
著
で
す
よ
。
た

だ
、
僕
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
ひ
っ
か
か
る

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
ま
こ
と
に
い
い

タ
イ
ト
ル
な
ん
だ
け
れ
ど
、
書
か
れ
て
い

た
だ「
郷
愁
」で
読
む
の
で
は
な
く
…
…

宮
本
常
一
が
見
よ
う
と
し
た
も
の
と
は
何
か

宮
本
常
一
の
言
う「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」と
は
誰
な
の
か
。

近
代
化
の
波
に
呑
ま
れ
る
村
々
で
、人
々
を
見
る
宮
本
の
眼
の
裏
に
あ
っ
た
も
の
と
は
。

〝
失
わ
れ
た
日
本
〞へ
の
郷
愁
だ
け
で
読
む
の
で
は
な
い
作
品
の
味
わ
い
方
を

山
折
さ
ん
が
作
品
の
内
容
に
沿
い
つ
つ
提
唱
す
る
│
│
。
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る
内
容
と
必
ず
し
も
ぴ
っ
た
り
し
て
い
な

い
。
と
い
う
の
は
〈
忘
れ
ら
れ
た
日
本

人
〉
と
は
誰
な
の
か
が
気
に
か
か
る
ん
で

す
。お

そ
ら
く
宮
本
さ
ん
は
、
柳
田
國
男
や

折
口
信
夫
に
続
く
、
い
わ
ゆ
る
民
俗
学
者

が
見
出
そ
う
と
し
た
日
本
人
の
ワ
ク
か
ら

も
見
過
ご
さ
れ
た
、
そ
こ
か
ら
も
忘
れ
去

ら
れ
た
、
い
わ
ば
見
放
さ
れ
た
日
本
人
の

姿
を
見
よ
う
と
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
あ

る
種
の
棄
民
の
よ
う
な
、
地
に
這
い
つ
く

ば
っ
て
生
き
る
日
本
人
を
発
掘
し
よ
う
と

し
た
。
そ
ん
な
人
た
ち
の
生
か
ら
、
日
本

人
の
実
態
を
見
よ
う
と
し
た
。
こ
の
タ
イ

ト
ル
に
宮
本
さ
ん
の
そ
ん
な
意
図
を
感
じ

る
ん
で
す
よ
。

現
代
の
日
本
人
が
あ
る
郷
愁
を
持
っ
て

思
い
返
す
よ
う
な
日
本
人
像
が
描
か
れ
て

は
い
ま
す
。
そ
こ
だ
け
読
ま
れ
て
い
る
き

ら
い
も
あ
る
。
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
読
み

は
宮
本
さ
ん
の
意
図
と
は
ち
ょ
っ
と
距
離

が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

宮
本
さ
ん
は
変
容
し
つ
つ
あ
る
日
本
社

会
の
現
場
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
変
化
は

宮
本
さ
ん
の
目
に
も
は
っ
き
り
映
っ
て
い

た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
宮
本
さ
ん
は
変

化
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
た
。
そ
う
思

い
ま
す
。

『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
は
単
純
な
古
き

佳
き
時
代
へ
の
郷
愁
や
感
傷
の
書
で
は
な

い
。
い
わ
ば
、
最
近
の
昭
和
ブ
ー
ム
と
同

列
の
も
の
で
は
な
い
。「
昔
は
よ
か
っ
た
」

的
な
軽
薄
さ
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
し
っ

か
り
と
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

感
動
的
な
語
り
の
背
景

ち
ょ
っ
と
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
の

内
容
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

「
村
の
寄
り
あ
い
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
ね
。
村
人
が
寄
り
あ
い
に
じ
っ
く
り
時

間
を
か
け
て
、
み
ん
な
の
意
見
を
集
約
し

て
、
全
体
の
意
思
を
統
一
し
て
い
く
わ
け

だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
日
本
型
民
主
主
義
の

ひ
と
つ
の
か
た
ち
な
の
で
は
な
い
か
、
欧

米
流
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
違
う
日
本
な

り
の
民
主
主
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
宮
本
さ
ん
は
評
価
し
た
。
こ
の
宮
本
さ

ん
の
〈
発
見
〉
に
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本

人
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
ろ
の
読
者
は
大
き

な
感
銘
を
受
け
た
。

確
か
に
僕
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
ん
だ

け
れ
ど
、
宮
本
さ
ん
は
日
本
の
村
の
持
つ

も
う
ひ
と
つ
の
面
も
知
っ
て
い
た
。
日
本

の
村
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
構
成
員
を
、

縛
っ
て
い
る
。
拘
束
し
て
い
る
。
こ
れ
も

ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
た
の
に
、『
忘
れ
ら

れ
た
日
本
人
』
で
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な

い
。
だ
け
ど
、
よ
く
読
む
と
、
宮
本
さ
ん

の
そ
の
視
線
を
ち
ら
り
ち
ら
り
と
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま
す
よ
。




