




















九
月
十
三
日
、
パ
リ
、
ゴ
ダ
ー
ル
、
日
本
病
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

樋
口
良
澄 

 
ゴ
ダ
ー
ル
が
九
月
十
三
日
に
亡
く
な
っ
た
。
ス
イ
ス
の
自
宅
で
、
医
療

が
関
わ
っ
た
合
法
的
な
安
楽
死
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
日

は
た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス
に
い
て
、
テ
レ
ビ
で
追
悼
番
組
が
放
送
さ
れ
る
の

を
見
た
。
彼
の
過
去
の
作
品
を
流
し
、
識
者
が
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
私

に
は
早
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
い
。
左
翼
系
の
新
聞
「
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
」
が
電

子
版
で
午
前
に
は
伝
え
て
い
た
と
い
う
が
、気
が
つ
か
な
か
っ
た
。「
カ
イ

エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
」
も
Ｈ
Ｐ
で
「
ゴ
ダ
ー
ル
が
死
ん
だ
」
と
い
う
短
い

追
悼
文
を
出
し
て
い
た
。
午
前
に
は
、
美
術
館
に
向
か
う
た
め
、
私
は
メ

ト
ロ
に
乗
っ
て
い
た
。 

 
そ
の
死
が
、
安
楽
死
と
知
っ
て
、
一
般
に
公
開
さ
れ
た
作
品
の
最
後
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
『
イ
メ
ー
ジ
の
本
』（
二
〇
一
八
）
以
後
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
試
み
て
い
た
の
か
、
ゴ
ダ
ー
ル
の
最
晩
年
の
境
地
が
知
り
た
く
な

っ
た
。
映
像
や
言
葉
が
、
や
が
て
公
表
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

『
イ
メ
ー
ジ
の
本
』
は
、
映
画
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
作
品
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。す
で
に
彼
の
映
画
的
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
集
大
成
は『
映
画
史
』

（
一
九
八
九
〜
九
八
）
に
あ
っ
た
が
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
て
も
ス
タ
テ

ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、観
た
者
は
、映
画
の
鮮
烈
な
瞬
間
、世
界
の
、

人
間
の
、
深
奥
を
え
ぐ
る
よ
う
な
映
像
と
そ
れ
が
発
す
る
激
し
い
感
情
を

体
験
さ
せ
ら
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
先
駆
の
よ
う
な
仕
事
だ

が
、
こ
の
体
験
は
ゴ
ダ
ー
ル
だ
け
の
も
の
だ
。
そ
し
て
六
〇
年
代
の
作
品

か
ら
す
で
に
、
こ
う
し
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
そ
れ
を
越
え
る
情
動
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
ゴ
ダ
ー
ル
に
親
し
ん
だ
人
な
ら
誰
も
が
思
い
当
た
る
だ
ろ
う
。

今
と
な
っ
て
は
『
イ
メ
ー
ジ
の
本
』
の
彼
自
身
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン―

―

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
と
い
っ
た
世
界
の
悲
惨
へ
の
怒
り

を
含
ん
だ―

―

は
、
最
期
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 
ゴ
ダ
ー
ル
の
最
期
は
、
死
に
つ
い
て
向
き
合
っ
て
き
た
こ
と
の
帰
結
だ

ろ
う
。「
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
」
電
子
版
の
見
出
し
と
な
っ
た
関
係
者
の
発
言
、

「
彼
は
病
気
で
は
な
か
っ
た
、
た
だ
疲
れ
果
て
て
い
た
」
が
一
人
歩
き
し

な
い
よ
う
に
望
み
た
い
。
詳
細
を
知
る
由
も
な
い
が
、
厳
粛
な
気
持
ち
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。 

 
翌
日
の
「
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
」
や
「
ユ
マ
ニ
テ
」
は
、
熱
の
こ
も
っ
た
特

集
を
組
ん
で
追
悼
し
て
い
た
。「
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
」は
最
初
に
伝
え
た
メ
デ

ィ
ア
だ
け
あ
っ
て
、
長
文
の
評
伝
的
追
悼
、
著
名
人
の
コ
メ
ン
ト
、
在
り

し
日
の
た
く
さ
ん
の
写
真
を
掲
載
し
、
見
事
な
記
事
に
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
晩
年
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
常
に
状

況
に
関
心
を
持
っ
た
彼
の
、
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て
の
視
点
は

想
像
で
き
る
。
だ
が
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。 

 
ゴ
ダ
ー
ル
追
悼
の
載
っ
た
新
聞
を
買
い
集
め
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
い

な
が
ら
カ
フ
ェ
で
追
跡
し
て
い
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
多
く
の
国
で
マ
ス

ク
の
義
務
を
解
除
し
て
い
る
か
ら
、客
も
ギ
ャ
ル
ソ
ン
も
つ
け
て
い
な
い
。

マ
ス
ク
無
し
は
想
像
以
上
の
解
放
感
だ
。
も
ち
ろ
ん
基
礎
疾
患
が
あ
る
人

な
ど
、
必
要
な
人
は
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
鼻
が
悪
く
、
長
時
間
マ

ス
ク
を
つ
け
る
と
呼
吸
が
苦
し
く
な
る
私
に
と
っ
て
、
つ
け
な
い
で
す
む

こ
と
は
か
な
り
あ
り
が
た
か
っ
た
。 

 
こ
う
し
た
規
制
緩
和
を
受
け
て
移
動
熱
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
、
昨
日
も

観
光
ス
ポ
ッ
ト
は
長
蛇
の
列
だ
っ
た
。ゴ
ダ
ー
ル
の
死
と
は
全
く
反
対
の
、

生
の
謳
歌
だ
。
観
光
地
は
私
に
は
無
関
係
な
の
で
通
り
過
ぎ
る
だ
け
だ
っ

た
が
、
雑
踏
で
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
、
聞
こ
え
て
く

る
の
は
日
本
語
だ
っ
た
。
駅
や
メ
ト
ロ
の
中
で
も
、
そ
れ
を
つ
け
て
い
る

グ
ル
ー
プ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
は
日
本
語
。
こ
の
空
間
の
中
で
マ
ス
ク

を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
訝
し
さ
が

生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 
新
型
コ
ロ
ナ
蔓
延
の
初
期
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
は
主
に
人
々
の
話
す
時
な

ど
に
発
す
る
飛
沫
に
よ
っ
て
感
染
す
る
、
と
厚
生
省
は
捉
え
て
い
た
。
故

に
、
マ
ス
ク
は
き
わ
め
て
有
効
だ
と
推
奨
さ
れ
た
。
空
気
中
に
漂
う
エ
ア

ゾ
ル
感
染
は
起
こ
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
エ
ア
ゾ
ル

か
ら
感
染
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
て
、
こ
の
違
い
が
医
療
関
係
者
か
ら
問

題
視
さ
れ
て
い
た
が
、
厚
生
省
が
エ
ア
ゾ
ル
感
染
を
認
め
た
の
は
昨
年
十

月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
エ
ア
ゾ
ル
感
染
に
対
し
て
、
マ
ス
ク
の
効
用

や
密
閉
空
間
の
除
菌
に
つ
い
て
、も
う
一
度
検
討
す
る
必
要
は
な
い
の
か
。

こ
れ
ま
で
換
気
に
よ
り
安
全
だ
と
さ
れ
て
き
た
通
勤
電
車
な
ど
、
私
は
感

染
源
と
し
て
危
険
信
号
が
灯
っ
て
い
た
と
思
う
。 

 
だ
が
、効
能
と
は
別
に
、コ
ロ
ナ・ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
終
息
し
て
も
、

マ
ス
ク
の
文
化
は
残
る
の
で
は
な
い
か
。
も
と
も
と
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
、

衛
生
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
を
守
る
仮
面
の
よ
う
に
マ
ス
ク
を
つ

け
る
文
化
が
日
本
に
は
あ
っ
た
。 

 
そ
れ
に
加
え
、
新
た
な
動
因
も
加
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
事
態
を

打
開
す
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
見
よ
う
と
し
な
い
、

い
や
見
る
こ
と
さ
え
気
づ
か
な
い
閉
塞
に
、
こ
の
列
島
は
陥
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
マ
ス
ク
無
し
の
空
間
で
、
そ
れ
を
執
拗
に
つ
け
続
け
る
昨

日
の
日
本
人
観
光
客
か
ら
、
そ
う
思
っ
た
。
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス

の
終
息
し
た
後
の
病
い
、新
し
い「
日
本
病
」で
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
が
。
  

 
ゴ
ダ
ー
ル
の
映
像
は
、
閉
塞
を
破
ろ
う
と
す
る
力
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。

街
を
疾
走
す
る
若
者
た
ち
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
映
像
の
縦
横
無
尽
な
飛
躍
、
そ

し
て
「
彼
方
」
が
「
い
ま
・
こ
こ
」
と
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
イ
メ
ー
ジ
の
力
は
、
コ
ロ
ナ
下
の
日
本
で
最
も
必
要
な
も
の
を
提
示
し

て
い
る
。
映
像
を
ま
と
め
て
見
直
し
た
い
と
思
っ
た
。 

 

＊
一
六
〇
号
紙
媒
体
に
載
せ
た
拙
文
の
上
段
三
段
落
で
、「
ゴ
ダ
ー
ル
は
過
去

に
自
殺
未
遂
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
い
る
」と
書
き
ま
し
た
が
、こ
れ
は
筆
者
の
思

い
違
い
で
し
た
。お
詫
び
し
て
、ウ
ェ
ブ
版
で
は
掲
載
原
稿
の
よ
う
に
訂
正
し

ま
す
。     
















