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雪
国
の
悲
劇

平
成
25
年
３
月
２
日
、
北
海
道
紋
別
郡

湧
別
町
の
猛
吹
雪
の
中
で
、
父
親
が
９
歳

の
娘
を
護
る
た
め
に
、
自
分
の
服
を
着
せ
、

自
ら
の
命
を
か
け
て
娘
の
体
を
温
め
続
け

た
。
翌
朝
父
親
が
娘
を
抱
い
た
ま
ま
倒
れ

て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。
父
親
は
凍
死
、

娘
は
凍
傷
を
負
っ
て
い
た
が
助
か
っ
た
。

《
父
一
人
子
一
人
の
子
を
雪
中
に
存

な
が
ら

え
さ

せ
し
父
の
体
温
》
（
池
上
晴
夫
）
の
歌
が
、

３
月
25
日
の
朝
日
新
聞
朝
日
歌
壇
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
し
く
、
父
親
の
体
温

が
娘
の
命
を
救
っ
た
。

冬
期
北
半
球
で
は
、
西
北
の
風
が
吹
く
。

シ
ベ
リ
ア
か
ら
冷
た
い
風
が
日
本
へ
向
か

っ
て
吹
い
て
く
る
。
こ
の
風
は
、
シ
ベ
リ

ア
と
日
本
の
間
に
あ
る
日
本
海
の
水
蒸
気

を
運
び
、
そ
れ
が
日
本
の
中
央
を
縦
走
す

る
山
脈
に
当
た
っ
た
と
き
に
雪
と
な
っ
て

落
ち
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
は
大
体
１
月
か

ら
２
月
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、
換
言
す
る

と
、
冬
期
の
季
節
風
の
最
も
旺
盛
な
時
期

に
日
本
海
側
に
大
雪
が
降
る
。
大
雪
に
苦

し
め
ら
れ
る
の
は
、
新
潟
、
富
山
、
石
川
、

山
形
、
長
野
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
北

海
道
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
な
ど
に
及
ん
で

い
る
と
、
雪
の
結
晶
の
研
究
者
・
中
谷
宇

吉
郎
著
『
雪
』（
岩
波
文
庫
１
９
９
４
）
に
述

べ
て
い
る
。

柏
原
辰
吉
著
『
北
海
道
の
自
然
　
雪
を

知
る
』（
北
海
道
新
聞
社
１
９
９
３
）
を
開
い

て
み
る
。
魚
の
え
い
の
形
に
似
た
北
海
道

の
中
央
を
、
北
か
ら
南
に
連
な
る
北
見
・

日
高
の
両
山
脈
、
こ
れ
に
よ
り
北
海
道
の

冬
の
天
気
は
見
事
に
西
と
東
に
分
け
ら
れ

る
。
日
本
海
側
の
留
萌
の
１
月
の
日
照
時

間
は
51
時
間
（
１
日
に
な
お
す
と
1.6
時
間
）、

太
平
洋
側
の
釧
路
で
は
１
７
２
時
間
と
、

３
倍
以
上
の
日
照
に
恵
ま
れ
る
。
釧
路
の

一
冬
の
降
雪
量
の
合
計
は
１
４
８
cm
、
留

萌
で
は
４
７
９
cm
と
、
こ
れ
も
３
倍
と
な

る
。
天
塩
山
地
や
暑
寒
別
岳
付
近
の
積
雪

は
４
～
５
m
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
、
春

の
雪
解
け
水
は
１
０
０
h
当
た
り
約
２
億

k
の
水
が
流
れ
出
す
。
北
海
道
の
河
川
は

４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
最
も
流
量
が
多

く
な
る
。
山
の
雪
が
天
然
の
ダ
ム
と
か
、

白
い
石
炭
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

酒
井
與
喜
夫
著
『
カ
マ
キ
リ
は
大
雪
を

知
っ
て
い
た
大
地
か
ら
の
天
気
信
号
を
聴

く
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
２
０
０
３
）
に
は
、

カ
マ
キ
リ
が
高
い
所
に
産
卵
す
る
と
大
雪

に
な
る
こ
と
を
約
40
年
間
に
わ
た
っ
て
、

立
証
し
た
。
カ
マ
キ
リ
の
産
卵
が
始
ま
る

の
は
初
雪
の
降
る
90
日
前
後
、
雪
に
埋
も

れ
な
い
よ
う
に
う
ま
く
越
冬
し
、
春
を
迎

え
る
。
大
雪
の
と
き
は
杉
な
ど
高
い
所
に

産
卵
場
所
を
選
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
平

年
積
雪
の
３
倍
の
高
さ
で
あ
る
と
い
う
。

面
白
い
民
間
研
究
者
の
記
録
で
あ
る
。
雪

崩
の
よ
る
雪
国
の
悲
劇
は
あ
と
を
た
た
な

い
。
特
に
豪
雪
の
と
き
に
は
雪
国
で
は
雪

崩
が
起
こ
り
、
人
命
が
失
わ
れ
て
い
る
。

若
林
隆
三
著
『
雪
崩
の
掟
』（
信
濃
毎
日
新

聞
社
２
０
０
７
）
は
、
世
界
及
び
日
本
の

雪
崩
現
象
を
と
ら
え
、
そ
の
対
策
を
教
え

て
く
れ
る
。

鈴
木
牧
之

ぼ
く
し

と
柳
田
国
男

昭
和
25
年
ご
ろ
の
我
が
家
は
、
雨
が
降

れ
ば
天
井
か
ら
水
が
落
ち
て
き
て
、
あ
る

だ
け
の
洗
面
器
を
並
べ
た
が
、
江
戸
期
に

お
い
て
も
雪
漏
れ
水
の
た
め
に
同
じ
こ
と

を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
驚
い
た
。

鈴
木
牧
之
編
撰
『
北
越
雪
譜
』（
岩
波
書
店

１
９
９
１
）
は
、
越
後
塩
沢
の
著
者
（
１
７
７

０
年
～
１
８
４
２
年
）
が
豪
雪
地
帯
で
暮
ら
す

人
々
の
習
俗
を
綴
っ
た
江
戸
期
の
出
版
物

の
復
刻
で
あ
る
。
家
内
の
氷
柱
の
項
目
で
、

「
春
も
稍
深
く
な
れ
ば
雪
も
日
あ
た
り
は
解

あ
る
ひ
は
焚
火
の
所
雪
早
く
解
る
に
い
た

り
て
、
か
の
屋
根
の
損
じ
た
る
処
木
羽
の

下
た
を
く
ぐ
り
て
な
ど
し
て
雪
水
漏
ゆ
ゑ
、

夜
中
に
わ
か
に
畳
を
と
り
の
け
樋
鉢
の
る

ゐ
あ
る
か
ぎ
り
を
な
ら
べ
て
漏
を
う
く
る
」

と
あ
り
、「
漏
は
次
第
に
こ
ほ
り
て
、
座
敷

の
内
に
い
く
す
ぢ
大
な
る
氷
柱
を
見
る
時

あ
り
。
是
暖
国
の
人
に
見
せ
た
く
ぞ
お
も

は
る
」
あ
わ
て
て
、
畳
を
上
げ
て
い
る
光

景
は
滑
稽
で
も
あ
り
、
な
お
、
部
屋
の
中

に
氷
柱
が
張
る
の
も
ま
た
滑
稽
に
映
る
。

も
う
一
つ
、
斎
の
神
の
祭
り
を
挙
げ
て

み
る
。「
吾
が
国
正
月
十
五
日
に
斎
の
神
の

ま
つ
り
と
い
ふ
は
所
謂
左
義
長
な
り
。
正

月
か
ざ
り
た
る
も
の
を
あ
つ
め
て
燃
や
す
。

小
地
谷
と
い
ふ
所
人
家
千
戸
よ
き
と
ち
な

り
、
こ
れ
を
ま
つ
る
に
そ
の
町
々
に
お
の

お
の
毎
年
さ
だ
め
の
場
所
あ
り
て
そ
の
所

の
雪
を
ふ
み
か
た
め
、
さ
し
わ
た
し
三
間

ば
か
り
め
ぐ
ら
し
た
る
高
さ
六
七
尺
の
円

き
壇
を
雪
に
て
作
り
、
こ
れ
に
二
処
の
上

り
階
を
作
る
、
こ
れ
を
雪
に
て
す
る
」
と

事
細
か
に
綴
る
。
他
に
も
「
雪
蟄
（
ゆ
き

こ
も
り
）」、「
熊
人
を
助
」、「
越
後
縮
」、

「
鮭
の
洲
走
り
」、「
餅
花
」
な
ど
が
雪
国
風

土
記
を
現
わ
す
。

昭
和
16
年
ご
ろ
の
秋
田
地
方
に
お
け
る

雪
国
の
生
活
を
捉
え
た
柳
田
国
男
・
三
木

茂
著
『
雪
国
の
民
俗
（
復
刻
版
）』（
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
２
０
１
２
）
が
あ
る
。
坊
主
頭
に

は
手
ぬ
ぐ
い
を
し
ば
り
、
編
み
笠
を
覆
い
、

草
履
を
ま
と
っ
て
い
る
。
農
に
従
う
、
激

し
い
風
土
の
中
で
、
土
に
生
き
る
人
た
ち
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る
書
と
い
え
る
。
三
八
豪
雪
を
き
っ
か
け

に
、
雪
を
宿
命
と
諦
め
て
い
た
住
民
の
意

識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
戦
争
に
多
く
の

兵
士
を
送
り
出
し
、
戦
後
の
立
て
直
し
に

米
や
野
菜
の
食
料
を
は
じ
め
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
の
水
力
発
電
、
さ
ら
に
労
働
力
と
し
て

の
団
地
づ
く
り
や
新
幹
線
、
高
速
道
路
建

設
工
事
な
ど
の
出
稼
ぎ
、
み
ん
な
日
本
海

側
の
雪
国
の
人
び
と
が
支
え
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
雪
国
の
政
治
家
た
ち
が
中

心
と
な
っ
て
、「
表
日
本
」
と
の
生
活
格
差
、

そ
の
矛
盾
を
訴
え
、
積
雪
関
連
の
法
律
が

成
立
し
、
大
型
機
械
力
が
導
入
さ
れ
、
国

道
や
幹
線
道
路
の
無
雪
化
が
実
現
、
屋
根

の
雪
下
ろ
し
に
関
す
る
克
雪
住
宅
も
開
発

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
「
雪
地

獄
」
と
嘆
き
、
諦
め
て
い
た
雪
国
に
も
新

時
代
が
到
来
し
た
。

こ
の
書
の
内
容
は
、
冬
へ
の
序
曲
、
雪

に
よ
る
災
害
、
住
ま
い
と
雪
下
ろ
し
、
雪

と
道
路
、
鉄
路
を
守
る
、
民
俗
と
暮
ら
し
、

雪
国
の
伝
統
行
事
、
出
稼
ぎ
と
花
嫁
、
雪

の
恵
み
、
ス
キ
ー
今
昔
、
文
学
と
雪
を
捉

え
る
。
雪
は
マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
で
は
な

い
。
雪
の
恵
み
は
、
空
気
を
清
浄
に
し
て

く
れ
る
。
気
分
を
爽
や
か
に
、
山
の
雪
が

河
川
の
源
を
養
う
。
そ
り
で
重
い
も
の
を

運
ぶ
、
野
菜
穀
物
を
優
し
く
包
ん
で
寒
気

か
ら
守
る
。
地
中
か
ら
の
水
分
の
蒸
発
を

抑
え
る
。
雪
は
豊
年
を
約
束
、
雪
明
り
が

冬
の
夜
を
明
る
く
す
る
、
詩
人
や
画
家
の

良
い
モ
チ
ー
フ
に
な
る
と
雪
国
を
賛
美
し

て
い
る
。
吉
野
正
敏
編
著
『
雪
と
生
活
』

（
大
明
堂
１
９
８
８
）
で
は
、
雪
の
積
極
利
用

と
し
て
、
降
雪
に
よ
る
無
塵
を
利
用
し
た

小
千
谷
の
縮
、
銘
酒
「
越
の
寒
梅
」、「
麒

麟
山
」、「
太
平
山
」、
秋
田
の
「
い
ぶ
り
ガ

ッ
コ
」、
青
菜
漬
け
、
野
沢
菜
漬
け
、
そ
し

て
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
も
雪
国
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
食
料
で
あ
る
。

雪
の
歌

雪
国
の
昔
話
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

岩
崎
京
子
／
文
、
井
上
洋
介
／
絵
『
か
さ

こ
じ
ぞ
う
』（
ポ
プ
ラ
社
２
０
０
６
）
で
あ
ろ

う
。
大
晦
日
、
貧
乏
な
じ
い
さ
ん
が
、
吹

雪
の
中
、
町
へ
五
つ
の
か
さ
こ
を
売
り
に

出
か
け
ま
す
が
一
つ
も
売
れ
な
く
、
帰
り

に
六
つ
の
雪
の
中
の
地
蔵
様
が
寒
か
ろ
う

と
、
五
つ
地
蔵
様
に
か
さ
を
か
ぶ
せ
、
一

つ
に
は
、
じ
い
さ
ん
の
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け

の
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
せ
て
家
に
戻
り
ま
す
。

そ
の
夜
、
六
人
の
地
蔵
様
が
じ
い
さ
ん
の

家
に
、
米
の
餅
、
粟
の
餅
の
た
わ
ら
、
そ

れ
に
み
そ
だ
る
、
ニ
ン
ジ
ン
、
ご
ん
ぼ
う
、

お
飾
り
の
松
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
じ
い

さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
は
良
い
お
正
月
を
む
か

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
お
話
に
は
、
お
地
蔵
様
に
対
す
る

優
し
い
心
が
貫
か
れ
、
そ
の
優
し
さ
が
爺

様
と
婆
様
へ
返
っ
て
き
て
い
る
。
雪
に
は

人
と
人
と
の
優
し
さ
を
つ
な
げ
る
効
用
が

あ
る
よ
う
だ
。
太
宰
治
は
「
こ
な
雪
　
つ

ぶ
雪
　
わ
た
雪
　
み
ず
雪
　
か
た
雪
　
ざ

ら
め
雪
　
こ
お
り
雪
」
と
、
七
つ
雪
を
表

現
。
こ
れ
を
演
歌
歌
手
新
沼
謙
治
が
「
津

軽
恋
女
」
で
歌
っ
て
全
国
的
に
ヒ
ッ
ト
し

た
。
雪
に
関
す
る
２
編
の
詩
を
挙
げ
て
終

わ
り
た
い
。

「
雪
」

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り

つ
む
。
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に

雪
ふ
り
つ
む
。（
三
好
達
治
）

「
積
も
っ
た
雪
」

上
の
雪
　
さ
む
か
ろ
う
な
　
つ
め
た
い
月

が
さ
し
て
い
て
　
下
の
雪
　
重
か
ろ
う
な

何
百
人
も
の
せ
て
い
て
　
中
の
雪
　
さ
み

し
か
ろ
う
な
　
空
も
地
面
も
み
え
な
い
で

（
金
子
み
す
ゞ
）

が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
農
村
歳
時
記
で

は
、
大
正
月
お
飾
り
、
ト
シ
ナ
、
秋
田
萬

歳
、
カ
ン
モ
チ
、
ナ
マ
ハ
ゲ
、
ボ
ン
デ
ン
、

出
稼
ぎ
、
天
神
祭
、
早
苗
振
り
、
鹿
島
さ

ま
、
盆
の
市
、
雀
追
ひ
、
籾
摺
り
、
田
舎

芝
居
、
薪
と
り
、
年
の
市
、
餅
つ
き
を
捉

え
、
衣
食
住
と
民
具
で
は
、
ア
ネ
コ
モ
ッ

ぺ
、
輪
髪
、
分
け
髪
、
ト
ン
ビ
、
カ
ク
マ

キ
、
ケ
ラ
、
キ
ダ
ラ
、
ホ
シ
モ
チ
の
飾
り
、

箱
電
車
、
煙
だ
し
、
飯
櫃
と
箱
膳
、
カ
ヤ

ギ
ザ
ラ
と
岩
七
輪
、
ド
ジ
ョ
ウ
ド
、
そ
し

て
信
仰
・
ま
じ
な
ひ
で
は
、
小
祠
、
虫
送

り
、
エ
モ
ナ
ガ
シ
、
犬
コ
、
百
萬
遍
の
綱
、

ナ
ナ
ク
ラ
ヨ
セ
、
薬
師
の
絵
馬
、
庚
申
講

を
映
し
出
す
。

こ
の
よ
う
な
雪
国
の
生
活
を
柳
田
国
男

は
、「
雪
国
の
分
散
せ
ぬ
冬
の
家
庭
に
は
、

単
な
る
安
静
と
か
平
和
と
か
い
ふ
も
の
以

上
に
、
無
言
の
愛
情
の
調
和
が
醸
し
出
さ

れ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
祖
父
に
赤
い
鼻

緒
の
草
履
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
て
居
る

悦
び
な
ど
小
さ
な
こ
と
だ
が
一
生
覚
え
て

居
る
女
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と

を
今
一
段
と
念
入
り
に
心
を
籠
め
て
、
年

を
と
っ
て
か
ら
男
に
し
て
返
そ
う
と
す
る

こ
と
が
、
永
い
世
代
に
亙
っ
て
一
家
の
繋

が
り
を
引
き
し
め
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
、

指
摘
す
る
。
し
か
し
、
雪
国
の
生
活
も
ま

た
時
代
と
共
に
変
化
す
る
。

雪
国
の
生
活

山
川
肇
著
『
雪
ぐ
に
の
人
生
―
風
土
を

生
き
る
―
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
１
９
８
６
）

か
ら
、
そ
の
変
遷
を
追
っ
て
見
る
。
昭
和

21
年
の
第
１
次
農
地
改
革
、
次
い
で
第
２

次
改
革
で
、
不
在
地
主
制
は
否
定
さ
れ
、

耕
作
権
が
物
権
化
さ
れ
、
小
作
料
が
金
納

化
さ
れ
、
農
地
の
移
動
が
制
限
さ
れ
た
。

暦
が
新
暦
に
変
わ
っ
た
。
旧
暦
は
農
事
暦

で
、
特
に
雪
国
の
地
方
で
は
、
旧
暦
が
便

利
で
あ
っ
た
。
独
立
農
民
の
モ
ラ
ー
ル
は

高
ま
り
、
農
業
生
産
力
は
高
ま
り
、
60
年

代
の
高
度
成
長
で
農
業
の
機
械
化
が
進
む
。

次
は
、
燃
料
革
命
で
あ
る
。
集
落
共
同
で

伐
採
し
、
細
分
し
た
木
を
沢
に
お
ろ
し
、

雪
を
利
用
し
て
雪
そ
り
で
運
び
、
各
戸
で

薪
に
し
た
。
こ
れ
が
石
油
に
変
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
農
耕
馬
が
姿
を
消
し
、
馬
力
が

耕
運
機
に
変
わ
っ
た
。
旧
暦
が
な
く
な
り
、

農
耕
馬
が
消
え
、
薪
に
よ
る
燃
料
が
変
わ

り
、
雪
国
の
暮
ら
し
の
サ
イ
ク
ル
が
大
き

く
変
わ
っ
た
。
秋
田
地
方
に
残
っ
て
い
る

犬
こ
ま
つ
り
、
か
ま
く
ら
、
竹
打
ち
も
観

光
行
事
に
変
わ
り
、
そ
こ
に
は
生
活
が
な

い
と
い
う
。
ま
た
、
雪
国
の
住
宅
建
築
に

も
変
化
を
受
け
る
。

雪
の
社
会
的
な
追
求
者
で
あ
る
高
橋
喜

平
著
『
雪
国
の
人
び
と
』（
創
樹
社
１
９
７
９
）

は
、
昭
和
28
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、

好
評
な
の
で
新
版
と
な
っ
た
書
で
あ
る
。

こ
の
書
で
「
雪
と
文
学
」
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
雪
の
文
学
は
、

詩
の
形
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
と
あ
り
、

そ
の
理
由
は
「
雪
が
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る

の
は
光
の
諧
調
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

雪
か
ら
光
を
除
け
ば
残
る
も
の
は
石
こ
ろ

同
様
の
単
な
る
個
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
雪
は
光
の
強
弱
と
陰
影
を
巧
み
に

利
用
し
て
自
ら
の
美
貌
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
美
し
さ
つ
き
な
い
余
韻
を
持
っ
て
い

る
た
め
に
、
人
々
が
雪
か
ら
受
け
る
感
動

を
表
現
す
る
に
は
、
詩
が
も
っ
と
も
適
当

な
役
目
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

日
本
列
島
が
高
度
成
長
に
向
か
い
、
雪

国
が
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
変
貌

に
つ
い
て
、
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
新
聞
記

者
が
雪
国
を
く
ま
な
く
歩
い
た
ル
ポ
、
佐

藤
国
雄
著
『
雪
国
大
全
』（
恒
文
社
２
０
０
１
）

は
、
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
を
超
え


