
死
刑
囚
の
風
間
博
子
さ
ん
は
獄
中
生
活
を
、
小
説

「
楢
山
節
考
」
の
一
節
「
山
と
山
と
が
連
な
っ
て
い
て
、

ど
こ
ま
で
も
山
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
な
ぞ

ら
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
四
〇
年
前
に
見
た
、
こ
の

映
画
（
一
九
八
三
年
・
今
村
昌
平
監
督
）
を
見
返
し
、

死
刑
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

楢
山
節
考
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
舞
台

と
な
る
山
間
の
寒
村
に
は
、
食
い
扶
持
を
減
ら
す
た
め

に
七
〇
歳
に
な
っ
た
ら
お
山
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
山
で
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
い
う
掟

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
る
年
七
〇
歳
と
な
っ
た
「
お

り
ん
」
婆
さ
ん
を
そ
の
息
子
「
辰
平
」
が
山
へ
送
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

お
り
ん
婆
さ
ん
は
、
し
っ
か
り
と
準
備
を
整
え
山
に

入
り
ま
す
。
と
て
も
立
派
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
辰
平
が
お
り
ん
婆
さ
ん
を
送
り
家
へ
帰

る
と
、
家
族
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
笑
っ
て

過
ご
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
種
残
酷
な
表
現
で
こ
の

映
画
は
終
わ
り
ま
す
。

ま
た
一
方
、
こ
の
映
画
に
は
「
又
や
ん
」
と
い
う
同

じ
く
七
〇
歳
に
な
る
老
人
が
出
て
き
ま
す
。
彼
は
お
り

ん
婆
さ
ん
と
は
違
い
、
山
へ
送
ら
れ
る
こ
と
に
最
後
ま

で
抵
抗
し
、
崖
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
原
作
者
の
深
澤
七
郎
作
品
の
特
徴
で
も
あ
る

の
で
す
が
、
野
生
動
物
が
し
ば
し
ば
登
場
し
、
人
の
営

み
と
残
酷
な
自
然
と
を
一
体
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。

村
の
掟
は
国
家
の
法
律
へ

現
在
「
死
」
の
管
理
は
村
の
掟
か
ら
法
治
国
家
の
制

度
へ
と
移
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
死
の
掟
は
犯
罪
者

に
対
す
る
死
刑
制
度
の
み
で
す
。
単
純
に
姥
捨
と
死
刑

制
度
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
共
通
す
る

の
は
死
を
受
け
入
れ
な
い
人
も
い
る
が
、
死
を
避
け
る

選
択
が
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
当
時
の
、
物
語
の
舞
台

に
な
っ
た
村
の
掟
に
よ
る
死
は
飢
餓
か
ら
家
族
と
村
を

守
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

一
方
、
死
刑
に
よ
る
死
は
、
被
害
者
遺
族
感
情
に
応

え
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
国
家
の
統
治

に
と
っ
て
邪
魔
者
を
排
除
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

生
き
る
権
利
を
行
使
で
き
る
社
会
を

深
澤
七
郎
の
描
く
よ
う
に
、
人
間
は
自
然
と
一
体
で

あ
り
、
理
性
や
社
会
性
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
切
り
離
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
お
り
ん
」
と
「
又
や
ん
」
の
死
に
対
す
る
気
持
ち
は

ど
ち
ら
も
人
間
と
し
て
自
然
の
も
の
で
す
。

現
在
の
確
定
死
刑
囚
で
も
死
刑
に
対
す
る
考
え
方
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
頭
の
中
の
意
識
だ
け
で
は
解
決
で

き
な
い
問
題
が
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
今
も
死
刑
囚
は
こ
の
問
題
に
悶
々
と
悩
み

続
け
不
安
と
恐
怖
の
中
に
い
ま
す
。
も
し
死
刑
囚
が
頭

で
死
刑
に
納
得
し
た
と
し
て
も
、
体
に
は
懸
命
に
生
き

よ
う
と
す
る
生
存
本
能
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

終
身
刑
な
ど
、
命
を
奪
わ
な
い
方
法
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
人
間
は
た
だ
生
き
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
と
の
関
わ
り
や
社
会
が
あ
っ

て
こ
そ
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
短
い
命
を
懸
命
に
生

き
、
生
き
尽
く
し
て
死
ぬ
こ
と
が
自
然
で
す
。

日
本
の
歴
史
に
も
、
流
刑
や
出
家
な
ど
、
罪
人
の
命

を
生
か
す
形
の
罰
が
あ
り
ま
し
た
。
罪
人
は
社
会
か
ら

追
放
さ
れ
ま
す
が
、
ま
た
別
の
社
会
の
中
で
生
き
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
死
刑
が
あ
る
の
は
当
然
」
と
い
う
発
想
を
切
り
替

え
て
、
命
を
生
か
す
方
向
性
を
法
曹
界
だ
け
で
な
く
医

学
、
宗
教
、
民
俗
学
、
自
然
科
学
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
観

点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
ま
ず
は
、
死
刑
執
行
を
一
旦
停
止
し
て
、
世
論
を

巻
き
込
ん
だ
議
論
を
始
め
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
（
Ｈ
）

映
画
「
楢
山
節
考
」
か
ら
死
刑
を
考
え
る

死
刑
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

東
京
拘
置
所
の
そ
ば
で
死
刑
に
つ
い
て
考
え
る
会
「
そ
ば
の
会
」
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