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で
、
菅
直
人
首
相
（
当
時
）
は
緊
張
し
た
修
羅
場
の

中
で
、
自
ら
携
帯
電
話
で
担
当
者
に
「
必
要
な
バ
ッ

テ
リ
ー
の
大
き
さ
は
？ 

縦
横
何
メ
ー
ト
ル
？
」
と

問
い
た
だ
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、「
首
相

が
そ
ん
な
細
か
い
こ
と
を
聞
く
の
は
、
国
と
し
て

ど
う
な
の
か
と
ぞ
っ
と
し
た
」
と
の
同
席
者
の
証
言

が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
露
戦
争
で
日
本
海
海

戦
を
勝
利
に
導
い
た
作
戦
参
謀
の
秋
山
真
之
は
戦

闘
の
さ
な
か
で
も
「
視
野
が
狭
く
な
る
。
自
分
は
肉

眼
で
大
局
を
知
れ
ば
よ
ろ
し
い
」
と
い
っ
て
、
双
眼

鏡
を
の
ぞ
か
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
大
い
に
参
考

に
な
る
逸
話
で
す
。

　

命
令
は
、
直
接
面
前
で
指
示
す
る
場
合
や
電
話

の
場
合
は
、
必
ず
復
誦
さ
せ
、
記
録
を
残
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
発
令
時
刻
や

受
令
者
の
所
属
・
氏
名
を
確
認
し
、
実
施
結
果
を

必
ず
復
命
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
特
に
、
実

施
結
果
は
今
後
の
防
災
計
画
等
を
立
案
す
る
と
き

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
、「
た
ぶ

ん
」「
…
…
の
は
ず
で
す
」と
い
っ
た
不
確
認
情
報
の

場
合
は
、
実
施
状
況
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
を
指

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、「
…
…
と
聞
い
て
い

ま
す
」
の
場
合
に
は
発
信
元
が
誰
で
あ
る
か
を
確
認

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ト
ッ
プ
の
「
所
在
不
明
」
は
致
命
的

　

ど
ん
な
に
訓
練
さ
れ
た
組
織
で
も
、
突
発
事
態

発
生
後
、
最
初
の
数
時
間
は
混
乱
す
る
も
の
で
す
。

現
場
は
事
態
処
理
の
権
限
と
責
任
を
持
つ
指
揮
者

の
所
在
確
認
と
報
告
・
連
絡
の
た
め
に
、
初
動
体

制
の
段
階
で
貴
重
な
時
間
と
労
力
を
空
費
し
が
ち

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
災
害
等
が
発
生

し
た
場
合
の
リ
ー
ダ
ー
が
陣
頭
指
揮
を
行
う
位
置

や
場
所
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
災
害
の
被
害
状
況

等
の
全
体
が
把
握
で
き
、
情
報
・
連
絡
・
報
告
が

よ
く
入
り
、
指
揮
命
令
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
通

信
手
段
を
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
適
切
な
場
所
と

い
え
ま
す
。
災
害
が
発
生
す
る
と
本
部
で
指
揮
を

と
る
べ
き
首
長
が
現
地
を
飛
び
歩
き
、
指
揮
者
に

指
示
を
仰
ご
う
と
し
て
も
つ
か
ま
ら
ず
、
時
機
を

得
た
命
令
が
出
せ
ず
、
対
応
が
遅
延
す
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

災
害
時
に
指
揮
者
が
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

と
し
て
、
前
記
し
た
よ
う
に
指
揮
者
が
本
部
を
離

れ
て
現
場
に
出
向
く
場
合
、
本
部
と
の
連
絡
を
断

た
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
ト
ッ
プ
が「
所
在
不
明
」

に
な
る
こ
と
は
、
指
揮
命
令
系
統
に
空
白
を
生
ず

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
現
場
に
出
向
い
た

場
合
に
は
、
現
場
指
揮
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
現

場
の
状
況
報
告
の
聴
取
と
現
場
職
員
に
対
す
る
激

励
や
慰
労
を
行
う
こ
と
に
心
掛
け
、
現
場
へ
の
具

体
的
な
指
揮
は
避
け
る
べ
き
で
す
。
さ
も
な
い
と

現
場
指
揮
者
と
ト
ッ
プ
の
２
つ
の
命
令
が
出
さ
れ
、

指
揮
系
統
を
乱
す
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
事
故
直
後
の
大
事

な
時
期
に
首
相
が
官
邸
を
離
れ
て
現
場
に
出
た
り
、

現
場
が
判
断
す
べ
き
事
項
に
指
示
を
連
発
し
た
の

は
危
機
対
応
の
最
高
責
任
者
の
行
動
と
し
て
は
適

切
で
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
ダ
ブ
ル
・

ミ
ス
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
、
ト
ッ
プ

が
命
令
を
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
本
部
に
戻
り
、
順

序
を
経
て
現
場
に
対
し
指
示
す
べ
き
で
す
。
ま
し

て
や
思
い
つ
き
の
指
示
は
決
し
て
や
っ
て
は
い
け

な
い
こ
と
で
す
。
現
場
に
長
居
す
る
こ
と
も
禁
物

で
す
。

危
機
に
お
け
る
命
令

　

日
常
的
な
業
務
に
お
い
て
は
、
事
前
情
報
と
基

礎
資
料
が
あ
り
、
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
ス
タ
ッ

フ
が
お
り
、
か
つ
十
分
考
え
る
だ
け
の
時
間
的
余

裕
が
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
決
断
を
下
す
と
き
の

リ
ー
ダ
ー
は
孤
独
な
も
の
で
す
。
ま
し
て
、
危
機

に
際
し
て
命
令
を
下
す
「
決
断
」
を
す
る
と
き
が
、

リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
最
も
苦
し
い
と
き
で
す
。

  

し
か
し
、
一
度
命
令
を
発
し
た
ら
、
何
ら
か
の

結
果
等
が
出
る
ま
で
は
見
守
る
こ
と
し
か
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
逡
巡
し
て
命
令
を
訂
正
し
た
り
、

取
り
消
し
た
り
す
る
と
、
組
織
が
大
き
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
混
乱
が
生
じ
ま
す
。
命
令
が
発
せ
ら
れ

た
後
、
直
ち
に
命
令
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
、
最

初
の
命
令
と
変
更
命
令
が
錯さ

く
そ
う綜
し
、
現
場
は
、
ま

す
ま
す
混
乱
し
ま
す
。
変
更
が
必
要
な
場
合
に
は
、

最
初
の
命
令
が
現
場
に
到
達
し
た
で
あ
ろ
う
時
間

経
過
を
経
て
か
ら
、
命
令
変
更
を
出
す
よ
う
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
ナ
ポ

リ
ス
海
軍
兵
学
校
の
モ
ッ
ト
ー
は
、「
命
令
、
反
対

の
命
令
、
混
乱
」
を
絶
対
に
し
な
い
こ
と
が
、
危
機

管
理
上
の
基
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
状
況
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
と
れ
」

「
問
題
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
う
ま
く
対
応
を
図
れ
」

と
い
っ
た
抽
象
的
な
命
令
は
、
第
一
線
の
現
場
指

揮
者
に
と
っ
て
一
番
困
る
も
の
で
す
。
む
し
ろ
現

場
に
全
権
を
委
譲
す
る
ほ
う
が
妥
当
な
解
決
が
図

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
曖
昧
な
指
示
は
、
う

ま
く
対
応
が
で
き
れ
ば
ト
ッ
プ
の
功
績
と
な
り
、

失
敗
し
た
と
き
は
、
適
切
な
措
置
を
欠
い
た
と
し

て
現
場
の
責
任
に
な
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

ト
ッ
プ
の
抽
象
的
、
曖
昧
な
指
示
は
、
ト
ッ
プ
が

行
う
べ
き
決
断
の
権
限
と
義
務
を
放
棄
し
た
も
の

と
い
え
ま
す
。
危
機
管
理
が
発
生
す
る
と
、
ト
ッ

プ
へ
の
権
限
集
中
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
命
令

系
統
が
重
視
さ
れ
ま
す
。

  

し
か
し
、
現
実
問
題
と
な
る
と
膨
大
な
問
題
が
短

時
間
に
噴
出
す
る
状
況
下
で
首
長
１
人
に
判
断
を

委
ね
る
の
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
部
分
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
緊
急
事
態
で
の
効
果
的
な

戦
略
と
し
て
、
副
知
事
・
副
市
町
村
長
等
あ
る
い

は
現
場
指
揮
者
へ
の
権
限
委
譲
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
場
で
最
適
な
行
動
を
自
ら
が
考
え
、
直

ち
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
現
場
ご
と
の
目
標
や
判
断
の
基
準
や
目
安
を

事
前
に
設
定
し
、
関
係
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

  

そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
ト
ッ
プ
の
役
割
は
、
危
機

対
策
全
体
の
進
行
を
管
理
す
る
こ
と
で
す
。
あ
る
場

所
の
被
害
状
況
が
顕
著
で
あ
る
と
か
、
あ
る
部
署
が

目
標
に
対
し
て
大
き
く
遅
れ
て
い
る
場
合
に
、
他
部

署
か
ら
人
材
や
資
材
を
転
用
し
、
さ
ら
に
不
足
の
場

合
は
外
部
か
ら
の
支
援
を
要
請
す
る
な
ど
し
て
、
現

場
を
支
援
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

  

東
日
本
大
震
災
で
の
福
島
の
原
発
事
故
に
際
し
て

独
立
検
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委
員
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（
民
間
事
故
調
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の
報
告
書
の
中
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令
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