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●
荒
俣
宏（
あ
ら
ま
た
・
ひ
ろ
し
） 

1
9
4
7
年
東
京
生
ま
れ
。
慶
応
大
学
卒
業
後
、
10
年
間
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
生
活
の
の
ち
独
立
。
神
秘
学
、博
物
学
、風
水
な
ど
多
分
野
に
わ
た

り
精
力
的
に
執
筆
活
動
を
続
け
、そ
の
著
書
、訳
書
は
3
0
0
冊
を
超
え

る
。
近
著
に『
新
帝
都
物
語
』角
川
書
店
、『
ア
ラ
マ
タ
大
事
典
』講
談
社
、

『
ア
ラ
マ
タ
美
術
誌
』新
書
館
な
ど
。
 

 
   

　
も
の
静
か
で
語
り
口
は
穏
や
か
。
取
材
に
応
じ
て
く
れ
た

荒
俣
さ
ん
は
、テ
レ
ビ
で
見
る
の
と
同
じ
よ
う
な
印
象
で
あ
る
。

そ
し
て
、そ
の
表
情
か
ら
は
芯
の
強
さ
も
伝
わ
っ
て
く
る
。 

　
団
塊
世
代
で
あ
る
荒
俣
さ
ん
の
少
年
時
代
は
戦
後
の
復
興

期
。当
時
は
貧
し
い
世
帯
が
多
く
、荒
俣
さ
ん
の
家
族
も
同
じ

だ
っ
た
。 

　
「
最
近
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
一
億
総
中
流
と
い
っ
た
意
識
な

ど
は
そ
の
時
代
に
は
ま
っ
た
く
な
く
、私
の
ま
わ
り
は
、み
ん
な

生
活
が
苦
し
か
っ
た
で
す
ね
。同
じ
よ
う
に
貧
し
か
っ
た
か
ら
、

そ
れ
を
隠
す
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
す
。お
金
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
悲
壮
感
は
な
く
、む
し
ろ
明
る
か
っ
た
で
す
ね
」
と

荒
俣
さ
ん
は
少
年
時
代
を
振
り
返
る
。 

　
友
だ
ち
の
家
に
遊
び
に
行
く
。と
き
に
は
お
や
つ
も
出
し
て

く
れ
る
。そ
れ
は
手
作
り
の
素
朴
な
も
の
ば
か
り
だ
。
も
ち
ろ

ん
荒
俣
さ
ん
の
家
庭
で
も
同
じ
だ
。し
か
し
、今
思
い
出
す
と

そ
う
い
っ
た
お
や
つ
一
つ
を
取
っ
て
も
貧
し
い
な
り
の
工
夫
が
あ
っ

た
こ
と
に
気
づ
き
、あ
り
が
た
み
を
感
じ
る
と
い
う
。 

　
商
店
を
営
む
暮
ら
し
の
中
で
荒
俣
さ
ん
は
そ
ろ
ば
ん
を
覚

え
、家
業
を
手
伝
う
う
ち
に
自
然
に
わ
が
家
の
家
計
状
況
も

把
握
し
て
い
っ
た
。や
が
て
荒
俣
さ
ん
は『
入
る
』『
出
る
』
と
い

う
、お
金
に
は
流
れ
が
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
く
。 

　
と
き
に
は
親
が
銀
行
な
ど
に
資
金
の
工
面
に
い
く
と
き
も
一

緒
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
銀
行
と
は
お
金
を
預
け
る
だ
け
の

と
こ
ろ
で
は
な
く
、融
資
し
て
く
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
も
日

常
の
暮
ら
し
の
中
で
実
践
と
し
て
学
ん
で
い
っ
た
。 

   

　
町
工
場
が
立
ち
並
ぶ
中
に
も
ま
だ
豊
か
に
自
然
が
残
っ
て

い
る
町
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
荒
俣
さ
ん
は
、野
原
を
駆

け
回
れ
ば
昆
虫
や
動
植
物
に
、工
場
の
そ
ば
で
遊
べ
ば
機
械
や

部
品
に
と
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
興
味
を
持
ち
な
が
ら
育
つ
。 

　
ま
た
、本
に
触
れ
る
環
境
と
し
て
貸
本
屋
の
存
在
が
大
き

か
っ
た
。そ
こ
で
借
り
て
読
む
漫
画
は
荒
俣
さ
ん
の
感
性
を
刺

激
し
、視
野
を
広
げ
た
。 

　
そ
ん
な
少
年
時
代
を
経
て
、や
が
て
荒
俣
さ
ん
は
好
奇
心

旺
盛
な
中
学
生
、高
校
生
へ
と
育
っ
て
い
く
。荒
俣
さ
ん
の
好

奇
心
と
知
識
欲
は
枯
れ
る
こ
と
が
な
く
、逆
に
そ
れ
を
満
た

す
た
め
に
図
書
館
の
本
を
読
み
あ
さ
っ
た
。ジ
ャ
ン
ル
は
文
学

か
ら
歴
史
、文
化
、芸
術
、そ
し
て
生
物
や
宇
宙
な
ど
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
学
問
の
領
域
に
及
ん
だ
。
中
学
、高
校
と
昼
夜
を

問
わ
ず
図
書
館
か
ら
借
り
た
本
を
読
み
耽
っ
た
が
、そ
れ
だ

け
で
は
知
識
欲
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
本
を
読
み
た

い
。し
か
し
残
念
な
こ
と
に
お
金
は
な
か
っ
た
。 

　「
私
立
の
中
学
・
高
校
に
通
う
私
の
た
め
に
親
は
必
死
で
学

費
を
工
面
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。で
す
か
ら
そ
れ
以
上
、お

金
を
欲
し
い
な
ん
て
言
え
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、通
学
代
と
昼
食

代
と
し
て
も
ら
っ
て
い
た
お
金
を
浮
か
し
て
本
を
買
お
う
と

思
っ
た
の
で
す
。
通
学
は
た
ま
た
ま
安
く
購
入
し
た
中
古
の

自
転
車
で
通
う
こ
と
で
解
決
し
ま
し
た
が
、昼
食
代
を
本
代

に
あ
て
る
の
は
か
な
り
大
変
で
し
た
。何
し
ろ
空
腹
を
が
ま
ん 
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作
家
、評
論
家
と
し
て
 

多
く
の
著
作
を
著
わ
し
、 

精
力
的
に
活
動
す
る
荒
俣
宏
さ
ん
。
 

そ
の
活
動
分
野
は
、 

幻
想
文
学
、図
像
学
、神
秘
学
、博
物
学
と
 

多
彩
に
広
が
り
ま
す
。
 

そ
ん
な
荒
俣
さ
ん
が
捉
え
た
お
金
と
 

人
と
の
か
か
わ
り
方
や
 

た
く
ま
し
く
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
伺
い
ま
し
た
。
 

 

実
践
を
通
し
て
金
銭
感
覚
を
身
に
つ
け
た
 

少
年
時
代
 

„
得
る
た
め
に
は
何
か
を
あ
き
ら
め
る
“ 

こ
と
を
学
ぶ
 



す
る
わ
け
で
す
か
ら
」 

　
４
時
間
目
が
終
わ
り
、昼
休
み
が
始
ま
る
。
荒
俣
さ
ん
は
、

教
室
で
弁
当
を
広
げ
る
で
も
な
く
、ま
た
友
だ
ち
と
学
食
に

行
く
で
も
な
い
。グ
ラ
ウ
ン
ド
で
ポ
ツ
ン
と
た
だ
一
人
時
間
が

過
ぎ
る
の
を
待
つ
だ
け
で
あ
る
。昼
食
の
時
間
が
あ
る
程
度
過

ぎ
れ
ば
昼
休
み
に
図
書
館
が
開
く
。
荒
俣
さ
ん
は
そ
の
時
間

を
待
っ
た
。そ
し
て
図
書
館
で
本
を
広
げ
れ
ば
お
腹
が
空
い

て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
読
書
に
没
頭
で
き
た
。そ
う
し
て
浮
か

せ
た
昼
食
代
は
本
の
購
入
へ
と
費
や
す
の
だ
っ
た
。 

　
そ
ん
な
荒
俣
さ
ん
を
見
守
っ
て
い
た
の
は
校
長
先
生
だ
っ
た
。 

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
図
書
館
と
い
う
独
自
の
昼
休
み
の
コ
ー
ス

の
中
で
荒
俣
さ
ん
と
校
長
先
生
は
ま
る
で
読
書
仲
間
の
よ
う

に
本
に
つ
い
て
語
り
あ
う
日
々
が
続
い
た
。年
齢
や
教
師
と
生

徒
と
い
う
立
場
を
越
え
て
、本
と
い
う
、と
も
に
好
き
な
世
界

を
話
題
に
し
た
会
話
に
荒
俣
さ
ん
は
時
間
を
忘
れ
た
。 

　
と
き
に
は
、荒
俣
さ
ん
は
こ
の
中
高
生
時
代
に
貯
め
た
お

金
で
高
価
な
洋
書
も
手
に
入
れ
て
い
く
。そ
の
中
で
後
の
翻
訳

活
動
に
も
生
き
て
く
る
語
学
力
も
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。 

　
読
書
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
知
識
を
身
に
つ
け
、感
性
を
磨

い
て
い
っ
た
荒
俣
さ
ん
。そ
の
代
わ
り
と
し
て
が
ま
ん
し
た
の
は

空
腹
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
高
生
と
い
え
ば
思
春
期
の
真
っ

最
中
。
恋
愛
や
お
し
ゃ
れ
に
も
関
心
は
も
ち
ろ
ん
高
ま
っ
て
い

く
は
ず
だ
。 

　
し
か
し
、荒
俣
さ
ん
は
興
味
を
あ
え
て
持
と
う
と
し
な

か
っ
た
。 

　
荒
俣
さ
ん
は
、そ
れ
を「
あ
き
ら
め
る
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
す
る
。何
か
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、何
か
を
あ
き
ら
め

る
。そ
の
大
切
さ
を
荒
俣
さ
ん
は
中
学
、高
校
時
代
に
学
ん
だ
。

あ
き
ら
め
る
こ
と
で
湧
き
上
が
る
悲
し
さ
や
悔
し
さ
が
自
身

の
人
間
形
成
の
上
で
大
き
な
バ
ネ
と
な
り
、原
動
力
と
な
っ
て

い
く
こ
と
を
知
っ
た
。す
さ
ま
じ
い
数
の
著
作
を
生
み
出
す
創

造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
実
は
そ
こ
に
あ
る
と
荒
俣
さ
ん
は
語
る
。 

   

　
た
く
ま
し
く
育
っ
た
荒
俣
さ
ん
は
、現
代
人
が
と
も
す
る

と
貧
し
さ
に
弱
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。格
差
と
い

う
言
葉
が
物
語
る
よ
う
に
、か
つ
て
の
安
定
し
た
中
流
意
識

は
揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
。経
済
的
な
厳
し
さ
に
悩
む
人
々
は
、け
っ

し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。 

　
し
か
し
、と
荒
俣
さ
ん
は
言
葉
を
続
け
る
。 

　「
お
金
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
犯
罪
に
走
っ
た
り
、自
ら
を
傷

つ
け
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
あ
ま
り
に
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
ぐ
ら
い
、深
刻

な
状
況
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
れ
で
も
私
は
、人
々

が
貧
し
く
と
も
明
る
く
た
く
ま
し
か
っ
た
自
分
の
少
年
時
代

と
ど
う
し
て
も
比
べ
て
し
ま
う
の
で
す
」 

　
明
日
の
食
事
代
も
事
欠
く
貧
し
さ
。そ
の
上
、自
分
だ
け

で
は
な
く
、子
ど
も
た
ち
に
も
食
べ
さ
せ
て
や
ら
な
く
て
は
い

け
な
い
。そ
ん
な
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
で
も
荒
俣
さ
ん
の
家
族

や
ま
わ
り
の
人
び
と
は
み
ん
な
た
く
ま
し
く
生
き
て
き
た
。 

　
そ
こ
に
は
現
実
を
冷
静
に
受
け
止
め
る
目
が
あ
っ
た
と
荒

俣
さ
ん
は
考
え
る
。そ
し
て
目
の
前
の
現
実
か
ら
目
を
そ
ら

さ
ず
、し
っ
か
り
見
つ
め
る
こ
と
で
、何
が
可
能
で
何
が
で
き

な
い
の
か
が
し
っ
か
り
見
え
て
く
る
。そ
こ
か
ら
現
実
を
乗
り

越
え
て
い
く
打
開
策
を
つ
か
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
言

う
の
だ
。 

　
荒
俣
さ
ん
は
自
分
の
子
ど
も
時
代
を„
９
歳
ま
で
は
サ
ン
タ

ク
ロ
ー
ス
を
信
じ
た
少
年
少
女
“と
自
嘲
す
る
。逆
に
１０
歳
を

過
ぎ
た
こ
ろ
に
は
、甘
い
夢
で
は
な
く
現
実
を
し
っ
か
り
受
け

止
め
る
目
が
自
然
に
養
わ
れ
て
い
た
と
話
す
。 

　
「
現
在
の
よ
う
な
作
家
や
評
論
活
動
を
夢
み
た
こ
と
は
あ

り
ま
し
た
。し
か
し
、生
活
を
無
視
し
て
ま
で
そ
れ
を
実
現
し

よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
１０
歳
か
ら
養
っ
た
現
実
感
覚

が
し
っ
か
り
身
に
つ
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。好
き
な
勉
強
を

し
な
が
ら
安
定
し
た
仕
事
に
就
き
、そ
の
ま
ま
定
年
退
職
し

よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。た
ま
た
ま
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て

デ
ビ
ュ
ー
は
で
き
ま
し
た
が
」 

　
１０
歳
で
そ
ろ
ば
ん
を
身
に
つ
け
、自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状

況
を
的
確
に
把
握
し
た
自
身
の
少
年
時
代
の
よ
う
に
、現
実

を
直
視
し
、打
開
し
て
い
く
知
恵
を
養
え
ば
、極
端
な
行
動
に

走
ら
な
く
て
も
済
む
の
で
は
な
い
か
と
荒
俣
さ
ん
は
、考
え
る
。 

   

　
荒
俣
さ
ん
の
現
代
人
へ
の
目
線
は
、お
金
と
関
わ
る
ス
タ
イ

ル
自
体
に
も
向
け
ら
れ
る
。 

　
物
物
交
換
か
ら
貨
幣
へ
。そ
し
て
紙
幣
、電
子
マ
ネ
ー
へ
と

変
化
し
て
い
く
人
と
お
金
の
関
わ
り
方
。そ
の
中
で
荒
俣
さ
ん

が
興
味
を
抱
く
の
は
、紙
幣
の
登
場
だ
。
元
来
、金
や
銀
な
ど

モ
ノ
と
し
て
価
値
が
あ
る
貨
幣
か
ら
、紙
幣
と
い
う„
紙
に
信
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現
実
を
冷
静
に
受
け
止
め
、 

打
開
策
を
見
つ
け
て
い
く 

お
金
を
使
う
こ
と
。 

そ
れ
は
自
分
へ
投
資
す
る
こ
と 



荒俣宏 
インタビュー 

用
を
持
た
せ
る
“と
い
っ
た
意
識
づ
け
の
変
化
に
荒
俣
さ
ん
は

着
目
す
る
。 

　
わ
れ
わ
れ
は
、確
か
に
物
心
が
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
紙
で
で
き

た
お
金
の
価
値
を
信
用
し
て
育
っ
て
き
た
。そ
し
て
そ
れ
が
当

然
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。し
か
し
、必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
史
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
荒
俣
さ
ん
は
教
え
て
く
れ
た
。 

　
「
明
治
元
年
に
日
本
初
の
全
国
通
用
紙
幣
で
あ
る
太
政
官

札
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
当
時
、国
民
は
紙
幣
に
不
慣

れ
で
あ
っ
た
た
め
、発
行
当
時
は
別
の
も
の
に
交
換
す
る
人
々

も
多
く
、な
か
な
か
流
通
し
ま
せ
ん
で
し
た
。つ
ま
り
紙
の
お
金

は
今
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
信
用
が
低
か
っ
た
の
で
す
」 

　
さ
ら
に
太
政
官
札
に
は
１３
年
間
と
い
う
通
用
期
限
が
設
け

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。お
金
に
使
用
の
期
限
が
あ
る
。
現
代
人

の
生
活
か
ら
は
想
像
し
難
い
こ
と
だ
。 

　
そ
れ
で
も
紙
幣
が
普
及
し
、信
用
を
得
て
い
っ
た
の
は
便
利

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
荒
俣
さ
ん
は
見
る
。利
便
性
と
信
頼
性
と

い
う
座
標
軸
の
間
で
紙
幣
は
人
々
の
意
識
の
中
に
完
全
に
定

着
し
て
い
っ
た
。こ
う
し
た
意
識
付
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、電

子
マ
ネ
ー
の
よ
う
な
、目
に
見
え
な
い
デ
ジ
タ
ル
上
の
価
値
が

思
い
の
ほ
か
ス
ム
ー
ズ
に
現
代
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
荒
俣
さ
ん
は
推
測
す
る
。 

　
荒
俣
さ
ん
は
今
後
も
よ
り
バ
ー
チ
ャ
ル（
仮
想
現
実
）に
お

金
、そ
し
て
金
融
の
世
界
が
変
化
し
て
い
く
可
能
性
を
感
じ

て
い
る
。し
か
し
生
活
は
リ
ア
ル（
現
実
）だ
。仮
想
現
実
と
現

実
が
交
錯
す
る
日
々
の
中
で
、自
身
の
足
元
を
見
つ
め
直
し
、

生
き
て
い
く
上
で
大
切
な
こ
と
と
は
、何
だ
ろ
う
か
。 

　
「
自
分
に
投
資
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
私

の
お
金
に
対
す
る
考
え
方
で
も
あ
る
の
で
す
。私
は
、お
金
は
、

ど
う
使
う
か
、何
に
使
う
か
、が
大
事
だ
と
考
え
て
き
ま
し

た
。今
で
も
、自
分
へ
の
投
資
と
し
て
お
金
を
ど
う
使
う
か
を

常
に
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」 

　
荒
俣
さ
ん
が
言
う
自
分
へ
の
投
資
と
は
、自
分
を
磨
く
こ

と
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
知
識
や
教
養
も
含
ま
れ
る
だ
ろ

う
。し
か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。大
切
な
の
は
人
生
の
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
で
知
恵
を
発
揮
で
き
る
自
分
を
つ
く
り
上
げ
る

こ
と
だ
と
荒
俣
さ
ん
は
自
身
の
経
験
か
ら
考
え
る
。
知
恵
と

知
識
を
蓄
え
て
、強
く
生
き
て
い
く
た
め
に
自
分
を
磨
い
て
い

く
。時
代
は
変
わ
っ
て
も
お
金
は
そ
う
い
っ
た
自
分
へ
の
投
資
の

た
め
に
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。荒

俣
さ
ん
が
静
か
で
穏
や
か
な
中
に
と
て
も
強
い
芯
を
感
じ
さ

せ
る
の
は
、自
分
を
磨
き
続
け
る
た
く
ま
し
さ
が
あ
る
か
ら

に
違
い
な
い
。 

 

  5　くらし塾 きんゆう塾 ＜冬号＞ 


