
「
戦
争
体
験
」
と
い
う
教
養

「
わ
だ
っ
み
」
の
戦
後
史

福

問

良

明

【
要
約
】
本
稿
で
は
、
戦
没
学
徒
の
叢
論
四
隅
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
騙
の
受
容
状
況
を
検
証
し
な
が
ら
、
戦
争
体
験
を
め
ぐ
る
社
会
意
識
の
変
容
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
一
九
四
九
年
に
東
大
組
合
出
版
部
よ
り
発
刊
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
し
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
長
く
読

み
継
が
れ
、
現
在
で
は
「
戦
争
体
験
」
に
関
す
る
　
種
の
正
典
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
大
学
生
と
い
う
エ
リ
ー
ト
層
の
手
記
は
、
な
ぜ
、
全
国

民
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
ま
た
、
同
書
の
「
正
典
」
と
し
て
の
社
会
的
位
置
づ
け
も
、
決
し
て
古
い
も
の
で
は
な
い
。
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ

え
聴
は
一
九
五
九
年
に
再
刊
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
大
衆
的
な
新
書
の
シ
リ
…
ズ
で
あ
る
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
～
書
と
し
て
で
あ
っ
た
。
今
日
、

広
く
流
通
し
て
い
る
岩
波
文
庫
版
の
刊
行
は
、
一
九
八
二
年
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
わ
だ
っ
み
」
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
認
知
の
変
容
が
浮
か
び
上
が
っ

て
い
る
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
戦
後
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
と
「
教
養
」
の
闘
わ
り
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立

ち
な
が
ら
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
お
よ
び
そ
の
刊
行
を
契
機
に
設
立
さ
れ
た
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
の
戦
後
史
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
九
三
巻
｝
号
　
二
〇
一
〇
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

岩
波
文
庫
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
戦
没
学
徒
の
遺
稿
集
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
今
日
、
「
現
代
の
古
典
」
（
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
　
α

「
薪
版
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
）
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
得
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
古
い
も
の
で
　
鵬



は
な
い
。

　
同
書
の
初
刊
は
一
九
四
九
年
だ
が
、
そ
の
十
年
後
に
は
、
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
。
同
時
期
に
岩
波
文
庫
編
集
部

に
も
企
画
が
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
当
時
の
編
集
部
は
そ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
。
岩
波
文
庫
版
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
が
発
刊
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
近
く
を
経
た
一
九
八
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
思
い
浮
か
ぶ
。
戦
没
学
徒
と
い
う
「
知
性
」
「
教
養
」
を
連
想
さ
せ
る
者
た
ち
の
手
記
集
は
、

戦
後
一
五
年
の
時
期
に
、
な
ぜ
教
養
主
義
的
な
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
大
衆
的
な
色
彩
の
つ
よ
い
カ
ッ

パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
～
書
と
さ
れ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
の
認
知
や
評
価
は
、
時
代
と
と
も
に
ど
う
変
化
し
た
の
か
。

　
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
戦
争
の
記
憶
と
「
教
養
」
の
絡
み
合
い
も
浮
か
び
上
が
る
。
大
学
生
と
い
う
一
部
の
エ
リ
ー
ト
層
の
手
記
集
が
、
な
ぜ

「
戦
争
体
験
の
古
典
」
と
認
知
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
戦
争
体
験
を
綴
っ
た
書
物
は
、
戦
後
多
く
出
さ
れ
て
き
た
。
沖
縄
戦
下
の
ひ
め
ゆ
り
学
徒
隊
を
扱
っ
た
仲
宗
根
政
善
『
沖
縄
の
悲
劇
』
（
一

九
五
～
年
）
や
農
民
兵
士
の
戦
争
体
験
を
描
い
た
岩
手
県
農
村
文
化
懇
談
会
編
『
戦
没
農
民
丘
ハ
士
の
手
紙
』
（
一
九
六
｝
年
）
な
ど
は
、
そ
の
一

例
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
な
か
で
も
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
の
知
名
度
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
増
刷
頻
度
は
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
版
で

八
一
刷
（
一
九
九
七
年
八
月
時
点
）
、
岩
波
文
庫
版
で
五
七
刷
（
二
〇
〇
四
年
時
点
）
に
達
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
年
と
一
九
九
五
年
に
は
、
こ
れ

を
も
と
に
し
た
映
画
も
製
作
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
戦
後
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
に
お
い
て
、
教
養
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
。
そ
の
こ
と
が
、
戦
争
体
験
の
継
承
や

断
絶
に
ど
う
作
用
し
て
き
た
の
か
。

　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
な
が
ら
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
、
お
よ
び
、
そ
の
発
刊
を
き
っ
か
け
に
設
立
さ
れ
た
日
本
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

没
学
生
記
念
会
（
わ
だ
っ
み
会
）
の
戦
後
史
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
①
戦
没
学
徒
の
選
三
無
を
内
在
的
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、
大
貫
恵
美
子
　
　

『
学
徒
兵
の
精
紳
黒
田
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
〉
や
岡
田
裕
之
『
日
本
戦
没
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学
生
の
思
想
駈
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
舛
し
、

本
稿
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
や
社
会
運
動
史
の
観
点
か
ら
、
明
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ

え
撫
や
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
を
め
ぐ
る
議
論
の
変
遷
に
着
目
す
る
。
日
本
戦
没

学
生
記
念
会
（
わ
だ
っ
み
会
）
と
そ
こ
で
紡
が
れ
る
戦
争
体
験
論
の
変
容
に
つ
い

て
は
、
拙
著
欄
「
戦
争
体
験
」
の
戦
後
史
』
（
中
公
新
塚
、
二
〇
〇
九
年
）
で
詳
述

し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
こ
で
の
議
論
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
そ
の
後
に
入
手
で

き
た
資
料
（
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
当
時
者
の
未
公
刊
手
記
な
ど
）
も
参
照
し
、

戦
争
体
験
論
と
教
養
の
関
係
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
い
く
。
な
お
、
紙
幅
の
都

合
も
あ
る
の
で
、
本
稿
で
扱
う
時
期
は
、
岩
波
文
庫
版
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ

え
鰍
が
発
刊
さ
れ
た
一
九
八
二
年
ご
ろ
ま
で
と
し
た
い
。
そ
れ
以
降
の
議
論
に
つ

い
て
は
、
上
記
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。
わ
だ
っ
み
会
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

保
阪
正
康
「
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
」
の
戦
後
生
血
（
文
藝
春
秋
、
　
一
九
九
九

年
）
が
あ
る
。
同
書
の
前
半
は
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
…
を
多
く
盛
り
込
み

な
が
ら
、
活
動
の
経
緯
を
描
い
て
い
る
が
、
機
関
誌
や
関
係
者
の
著
作
を
広
く
見

渡
し
た
う
え
で
戦
争
体
験
論
の
変
容
を
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
書

の
後
半
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
理
事
長
職
に
あ
っ
た
中
村
克
郎

の
立
場
に
沿
っ
て
、
九
〇
年
代
の
わ
だ
っ
み
会
の
内
紛
を
扱
う
こ
と
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
る
。

遣
稿
集
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

璽
わ
だ
っ
み
』
へ
の
共
感

隣幾争・イ本彫導という教養（福問）

　
一
九
四
七
年
一
二
月
、
東
京
帝
国
大
学
出
身
の
戦
没
学
徒
三
九
名
の
手
記
を
集
め
た
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
が
発
刊
さ
れ
た
。
版
元
は
、

東
京
大
学
協
同
組
合
出
版
部
（
現
東
京
大
学
出
版
会
）
で
あ
る
。
初
版
は
三
〇
〇
〇
部
で
あ
っ
た
が
、
編
集
部
の
予
想
を
超
え
て
大
ヒ
ッ
ト
し
、

一
年
間
で
二
〇
万
部
の
売
り
上
げ
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
反
響
を
受
け
て
、
東
大
協
同
組
合
出
版
部
は
、
東
京
帝
大
出
身
者
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
大
学
・
高
等
専
門
学
校
出
身
の
戦
没
学

徒
の
手
記
集
の
編
纂
を
企
画
し
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
に

刊
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
書
物
に
は
、
七
五
名
の
戦
没
学
徒
の
手
記
が
収
め
ら
れ
た
。
数
行
程
度
の
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
詩
歌
を
綴
っ
た
も
の
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
戦
場
や
兵
営
の
様
子
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
新
カ
ン
ト
派
や
京
都
学
派
の
哲
学
を
論
じ
て
い
る
文
章
も
あ
る
。
た
だ
、
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そ
の
多
く
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
軍
国
主
義
や
戦
争
遂
行
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
。

　
上
原
良
司
（
沖
縄
戦
で
特
攻
死
）
の
遺
稿
で
は
、
「
現
在
日
本
が
全
体
主
義
的
な
気
分
に
包
ま
れ
て
る
し
る
こ
と
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
た
う

え
で
、
「
私
は
明
確
に
い
へ
ば
自
由
主
義
に
憧
れ
て
ゐ
ま
し
た
」
「
戦
争
に
於
て
勝
敗
を
え
ん
と
す
れ
ば
そ
の
国
の
主
義
を
見
れ
ば
事
前
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

判
明
す
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
綴
ら
れ
て
い
た
。
ビ
ル
マ
で
戦
死
し
た
松
岡
欣
平
の
手
記
で
も
、
「
世
は
ま
さ
に
闇
だ
。
戦
争
に
何
の
倫
理
が
あ

る
の
だ
。
大
義
の
為
の
戦
、
大
義
な
ん
て
何
だ
。
痴
者
の
寝
一
躍
に
す
ぎ
な
い
。
宿
命
と
感
ず
る
以
上
、
自
分
は
戦
に
出
る
こ
と
は
何
と
も
思
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
い
。
然
し
そ
れ
で
宿
命
は
解
決
さ
れ
る
の
だ
ら
う
か
。
世
の
中
は
再
び
平
和
を
と
り
も
ど
せ
る
の
で
あ
ら
う
か
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
遺
稿
集
は
、
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
の
評
判
も
あ
っ
て
、
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
杉
捷
夫
は
、
「
平
和
と
は

何
か
一
わ
だ
っ
み
の
声
に
寄
す
」
（
一
九
五
〇
年
〉
の
な
か
で
、
「
海
路
学
生
の
書
き
残
し
た
短
い
文
章
の
ど
れ
一
つ
で
も
、
私
の
胸
を
突
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

上
げ
、
喉
を
つ
ま
ら
せ
、
拳
を
に
ぎ
っ
て
駆
け
出
し
た
い
衝
動
に
私
を
か
り
立
て
な
い
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家

の
佐
多
稲
子
も
、
「
こ
の
一
冊
を
私
は
し
ば
く
涙
の
た
め
に
手
か
ら
離
し
た
。
（
中
略
）
こ
れ
は
ま
た
多
く
の
く
学
生
で
は
な
か
っ
た
兵
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
ち
の
、
平
和
な
生
活
に
対
す
る
挙
げ
え
な
か
っ
た
渇
望
の
声
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
」
と
評
し
て
い
た
。

　
昭
和
初
期
の
大
学
・
専
門
学
校
進
学
率
が
お
よ
そ
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
大
学
生

と
い
う
特
殊
な
階
層
に
属
す
る
者
た
ち
の
手
記
集
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
遺
稿
集
は
大
学
生
と
い
う
イ
ン
テ
リ
層
と
い
う
よ
り
は
、
意
に

沿
わ
な
い
形
で
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
思
い
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
受
け
止
め
ら
れ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
書
物
は
大
ヒ
ッ
ト
し
、
一
九
五
〇
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
第
四
位
の
売
れ
行
き
を
記
録
し
た
。
同
年
に
は
、
こ
の
遺
稿
集

を
原
作
に
し
た
映
画
も
公
開
さ
れ
た
。
こ
れ
も
同
じ
く
興
行
的
に
成
功
を
収
め
、
『
映
画
年
鑑
　
　
九
五
一
年
度
胆
』
で
も
「
全
国
封
切
配
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

額
二
〇
一
五
万
円
と
い
う
驚
異
的
記
録
」
を
あ
げ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
た
。
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「戦争体験」という教養（福間）

レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
と
再
軍
備

　
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
と
い
い
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
と
い
い
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
読
者
の
涙
を

誘
い
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
映
画
化
ま
で
な
さ
れ
た
の
か
。

　
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
が
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
五
月
に
開
廷
さ
れ
た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
で
は
、
南
京
を
は

じ
め
、
各
地
で
の
日
本
軍
の
蛮
行
が
明
ら
か
に
な
り
、
「
東
亜
新
秩
序
」
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
っ
た
理
念
が
欺
隔
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
必
然
的
に
、
多
く
の
人
々
を
戦
争
に
巻
き
込
み
、
戦
死
・
罹
災
さ
せ
た
軍
部
や
政
治
家
に
対
す
る

国
民
の
怨
嵯
は
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
学
問
へ
の
熱
情
や
肉
親
へ
の
愛
情
を
断
ち
切
っ
て
戦
線
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
学
徒
兵
の
悲
哀
に
、
人
々
は
自
ら
を
投
影
し
た
。

　
冷
戦
や
再
軍
備
を
め
ぐ
る
政
治
状
況
も
、
無
関
係
で
は
な
い
。
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
米
ソ
の
冷
戦
が
激
化
し
、
一
九
五
〇
年
六
月
に
は

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
米
軍
基
地
が
多
く
点
在
す
る
日
本
で
は
、
再
び
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
は
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
指
令
の
も
と
、
同
年
八
月
に
警
察
予
備
隊
を
創
設
、
再
軍
備
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
こ
と
も
、
「
ま
た
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
社
会
的
不
安
を
掻
き
立
て
た
。

　
言
論
統
制
の
動
き
も
目
立
ち
始
め
て
い
た
。
一
九
四
七
年
夏
に
は
、
下
山
事
件
ニ
ニ
鷹
事
件
・
松
川
事
件
と
い
っ
た
国
鉄
を
め
ぐ
る
不
穏
な

事
件
が
続
発
し
た
。
政
府
は
こ
れ
ら
の
事
件
を
共
産
党
の
破
壊
工
作
と
示
唆
し
、
国
鉄
労
組
等
の
共
産
党
員
の
逮
捕
に
踏
み
切
っ
た
。
｝
九
五

〇
年
七
月
に
は
、
G
H
Q
は
新
聞
社
に
共
産
党
員
や
同
調
者
の
追
放
を
指
示
し
、
い
わ
ゆ
る
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
が
始
ま
っ
た
。

　
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
が
読
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
再
軍
備
と
垂
葉
統
制
が
進
む
状
況
に
お
い
て
は
、
再
び

「
反
戦
」
の
主
張
が
弾
圧
さ
れ
、
戦
地
に
国
民
が
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
事
態
を
招
か
な
い
た
め
に
、
「
反
戦
」
的

な
学
徒
兵
像
が
そ
の
悲
哀
と
と
も
に
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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教
養
へ
の
着
目

　
だ
が
、
同
時
に
、
『
わ
だ
っ
み
』
の
な
か
に
「
教
養
」
が
読
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
、
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
旧
制
第
一
高
等
学
校

教
授
で
あ
っ
た
市
原
豊
太
は
、
「
鳥
の
大
尉
の
祈
り
　
　
戦
没
学
生
の
手
記
に
つ
い
て
」
（
一
九
四
九
年
）
の
な
か
で
、
田
辺
元
『
哲
学
通
論
』

の
余
白
に
遺
稿
を
綴
っ
た
学
徒
兵
・
木
村
久
夫
の
記
述
に
贈
呈
し
な
が
ら
、
「
こ
れ
ら
は
皆
、
彼
ら
が
死
ぬ
ま
で
学
問
と
芸
術
に
憧
れ
て
み
た

こ
と
の
成
果
で
あ
り
、
こ
の
や
う
な
傾
向
は
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
や
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
の
人
々
す
べ
て
に
共
通
で
あ
っ
て
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

生
の
精
神
は
ま
こ
と
に
着
実
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
英
文
学
者
の
本
多
顕
彰
も
、
学
徒
兵
た
ち
が
「
戦
い
つ
つ
あ
る
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
さ
え
、
真
理
を
求
め
、
学
問
を
棄
て
る
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
」
こ
と
に
着
目
し
て
い
た
。

　
戦
没
学
徒
の
「
教
養
」
の
な
か
に
戦
争
批
判
や
反
戦
が
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
、
多
か
っ
た
。
本
多
は
先
の
記
述
に
続
け
て
、
学
徒
兵
た
ち

が
、
「
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
」
「
真
理
探
究
の
立
場
」
か
ら
「
反
人
道
的
、
反
真
理
的
な
戦
争
に
対
す
る
正
当
な
批
判
」
を
持
ち
、

「
内
に
激
し
い
抵
抗
を
抱
」
い
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
佐
多
稲
子
も
、
先
の
文
章
の
な
か
で
、
「
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
青
年
た

ち
の
声
は
、
そ
れ
が
学
生
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
を
無
に
し
、
頭
を
空
虚
に
す
る
痛
ま
し
い
努
力
が
語
ら
れ
、
文
化
と
平
和
に
対
す
る

人
間
の
希
望
の
じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
て
ゆ
く
犠
牲
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
教
養
主
義
の
殉
教
者
効
果
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
大
学
や
旧
制
高
校
で
は
教
養
王
義
が
隆
盛
し
た
。
教
養
主
義
と
は
、
主
と
し
て
文
学
・
哲
学
・
思
想
・

歴
史
方
面
の
読
書
を
通
じ
て
人
格
を
陶
冶
し
よ
う
と
す
る
文
化
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、
阿
部
次
郎
『
三
太
郎
の
日
記
』
や
西
田
幾
太
郎
『
善

の
研
究
』
の
ほ
か
、
カ
ン
ト
の
著
作
な
ど
、
内
省
的
な
傾
向
を
帯
び
た
著
作
が
多
く
読
ま
れ
た
が
（
内
省
的
教
養
主
義
）
、
大
正
末
期
に
は
マ
ル

ク
ス
主
義
が
流
行
す
る
に
伴
い
、
『
資
本
論
』
『
共
産
党
富
三
置
な
ど
も
多
く
読
ま
れ
た
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
養
主
義
）
。
だ
が
、
戦
時
体
制
に

な
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
み
な
ら
ず
自
由
主
義
も
弾
圧
の
対
象
と
な
り
、
教
養
主
義
文
化
も
停
滞
す
る
。
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し
か
し
、
戦
後
に
な
っ
て
、
教
養
主
義
は
再
興
し
た
。
一
九
四
七
年
に
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
が
発
売
さ
れ
た
と
き
、
版
元
の
岩
波

書
店
の
前
に
徹
夜
で
一
五
〇
〇
人
の
行
列
が
並
ん
だ
と
い
う
逸
話
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
～
九
四
六
年
＝
月
に
東
京
帝
大
で
行
わ
れ
た

調
査
に
よ
れ
ば
、
一
般
教
養
書
で
は
、
河
合
栄
治
郎
、
西
田
幾
多
郎
、
三
木
清
、
和
辻
哲
郎
と
い
っ
た
教
養
主
義
知
識
人
の
代
表
著
書
が
多
く

読
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
羽
仁
五
郎
、
山
田
盛
太
郎
、
大
内
兵
衛
と
い
っ
た
戦
前
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
著
作
や
レ
ー
ニ
ン
『
国
家
と
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

命
』
も
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
内
省
的
教
養
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
養
論
義
の
復
活
で
あ
る
。

　
で
は
、
戦
時
期
に
潰
え
た
教
養
主
義
は
、
な
ぜ
戦
後
に
復
活
で
き
た
の
か
。
そ
の
要
因
を
、
竹
内
洋
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
旧
制
高
校
を
は
じ
め
と
す
る
高
等
教
育
文
化
の
解
体
や
教
養
主
義
の
衰
微
と
軍
国
主
義
の
昂
進
は
共
変
関
係
に
あ
っ
た
。
共
学
関
係
は
し
ば
し
ば
因
果

関
係
に
読
み
替
え
ら
れ
や
す
い
。
高
等
教
育
文
化
の
解
体
や
教
養
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
が
抑
圧
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
あ
の
戦
争
が
あ
っ
た
の
だ
、
教
養
主

義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
復
活
こ
そ
軍
国
主
義
に
な
ら
な
い
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
。
高
等
教
育
や
教
養
主
義
は
、
殉
教
者
効
果
を
も
ち
、
リ
バ
イ
バ
ル

　
　
　
　
　
⑨

に
威
光
が
増
し
た
。

「戦争体験」という教養（福間）

　
旧
制
高
校
を
基
盤
と
す
る
教
養
主
義
は
、
殉
教
者
と
し
て
の
威
光
を
も
っ
て
、
戦
後
に
よ
み
が
え
っ
た
。
旧
制
高
校
は
一
九
五
〇
年
に
新
制

大
学
や
そ
の
教
養
部
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
が
、
教
養
主
義
は
そ
の
後
も
、
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
本
多
顕
彰
は
学
徒
兵
の
遺
稿
の
な
か
に
、
「
真
理
探
究
の
立
場
」
か
ら
な
さ
れ
る
「
反
人
道
的
、
反
真
理
的
な
戦
争
に
対

す
る
正
当
な
批
判
」
を
見
出
し
た
が
、
そ
こ
に
は
教
養
主
義
の
殉
教
者
効
果
も
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。

庶
民
的
教
養
と
「
わ
だ
っ
み
」

た
だ
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
し
か
た
は
、
決
し
て
知
識
人
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
旧
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制
高
校
や
大
学
に
根
ざ
し
た
教
養
主
義
は
、
本
来
、
学
歴
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
わ
だ
っ
み
」
に
教
養
を
読

み
込
み
、
そ
れ
に
涙
し
た
の
は
、
彼
ら
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
阪
瓦
斯
株
式
会
社
の
社
内
報
『
が
す
燈
』
（
｝
九
四
九
年
五
月
｝

日
号
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
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本
書
の
内
容
を
静
か
に
読
ん
で
行
く
と
厭
戦
気
持
を
抱
き
乍
ら
死
ん
だ
も
の
が
可
成
り
多
か
っ
た
。
強
制
的
に
戦
争
に
連
れ
て
行
か
れ
た
彼
等
は
不
平

を
感
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
学
徒
と
し
て
の
誇
を
失
わ
な
か
っ
た
。
今
日
あ
っ
て
明
日
な
き
命
を
知
り
乍
ら
岩
波
文
庫
を
手
放
し
得
な
か
っ
た
者
も
い

た
。
割
り
切
れ
ぬ
気
分
を
本
書
に
遺
し
て
い
る
。

　
死
に
直
面
し
た
彼
等
は
老
熟
し
た
学
者
達
も
な
し
得
な
い
程
の
透
徹
し
た
批
判
を
下
し
て
い
る
。
教
養
の
高
さ
と
云
う
も
の
が
読
者
の
胸
を
丁
々
と
打

⑩つ
。

　
こ
の
書
評
者
の
学
歴
等
は
不
明
で
は
あ
る
。
だ
が
、
戦
没
学
徒
兵
の
「
教
養
の
高
さ
」
と
そ
れ
に
根
ざ
し
た
「
感
激
を
そ
そ
る
迫
力
」
は
、

ガ
ス
工
事
会
社
の
事
務
職
員
か
ら
現
場
労
働
者
ま
で
を
含
む
広
い
層
に
共
感
可
能
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で

『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
の
書
評
で
は
あ
る
が
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
の
社
会
的
な
受
容
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　
大
学
生
と
い
う
イ
ン
テ
リ
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
や
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
戦
後
の
教
養
主
義
と
相
ま
っ

て
受
容
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
知
識
人
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
教
養
の
芳
香
は
、
し
ば
し
ば
一
般
の
庶
民
を
も
広
く
魅
了
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
．

　
だ
が
、
そ
れ
も
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
教
養
へ
の
憧
憬
は
、
知
識
人
や
大
学
生
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
衆
層
に
も
裾
野
を

広
げ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
『
葦
』
『
人
生
手
帖
』
と
い
っ
た
「
人
生
雑
誌
」
の
隆
盛
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
葦
』
（
言
置
）
は
一
九
四
九
年
一
月
、
『
人
生
手
帖
』
（
緑
の
会
）
は
一
九
五
二
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
農
村
の
青



「戦争体験」という教養（福間）

少
年
や
工
場
の
若
い
労
働
者
を
主
な
読
者
層
と
し
て
お
り
、
読
書
や
綴
り
方
を
通
じ
た
人
格
形
成
や
「
真
実
」
の
模
索
を
め
ざ
し
て
い
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
教
養
主
義
と
は
異
な
り
、
『
資
本
論
』
や
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
難
渋
な
『
善
の
研
究
』
な
ど
の

書
物
が
推
奨
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
非
イ
ン
テ
リ
で
も
可
能
な
読
書
や
B
常
の
経
験
に
依
拠
し
た
作
文
の
投
稿
が
奨
め
ら
れ
て

い
た
。
だ
が
、
そ
の
目
的
は
、
中
等
教
育
・
高
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
読
者
の
人
格
陶
冶
で
あ
り
、
戦
争
批
判
・
政
治
批

判
・
労
働
環
境
批
判
と
い
っ
た
観
点
の
醸
成
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
『
葦
』
や
『
人
生
手
帖
』
に
は
、
内
省
的
教
養
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主

義
的
教
養
主
義
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
『
は
る
か
な
る
山
河
に
』
や
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
が
広
範
に
受
容
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
庶
民
的
な
教
養
空
間
・
読
書
空
間
の
存

在
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
誓
え
ば
、
そ
れ
は
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
（
第
一
次
わ
だ
っ
み
会
）
の
盛
り
上
が
り
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。

　
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
の
発
刊
を
期
に
、
そ
の
編
者
（
東
大
協
同
組
合
組
合
出
版
部
）
や
手
記
が
収
め
ら
れ
た
遺
族
が
中
心
と
な
っ
て
、

一
九
五
〇
年
四
月
に
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
平
和
運
動
団
体
は
、
以
後
、
一
九
五
〇
年
代
末
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
徴
兵

制
復
活
反
対
署
名
運
動
や
原
水
爆
禁
止
署
名
運
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
こ
の
組
織
に
は
、
大
学
生
の
み
な
ら
ず
、
『
人
生
手
帖
』
や

『
葦
』
を
読
ん
だ
高
校
生
も
多
く
入
会
し
た
。
両
誌
の
発
行
責
任
者
が
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
の
要
職
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
わ
だ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

み
会
機
関
紙
と
両
誌
の
読
者
層
は
か
な
り
の
程
度
、
重
な
り
合
っ
て
い
た
。

　
戦
後
間
も
な
い
こ
の
時
期
に
は
、
「
教
養
・
読
書
を
通
じ
た
人
格
陶
冶
」
と
い
う
規
範
は
、
非
イ
ン
テ
リ
に
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
戦

時
期
に
完
全
に
抑
え
込
ま
れ
た
教
養
主
義
の
殉
教
者
効
果
は
、
戦
後
の
知
識
人
や
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
間
に
教
養
信
仰
を
復
活
さ
せ
た
ば
か
り
で

は
な
く
、
そ
の
威
信
を
大
衆
レ
ベ
ル
に
ま
で
広
げ
て
い
た
。
大
学
生
ら
エ
リ
ー
ト
の
手
記
集
で
し
か
な
い
『
山
河
』
『
わ
だ
っ
み
』
は
、
こ
う

し
た
な
か
で
、
広
く
国
民
的
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
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「
教
養
」
か
ら
の
批
判

　
他
方
で
、
「
わ
だ
っ
み
」
に
対
す
る
批
判
や
違
和
感
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
、
敗
戦
を
三
〇
歳
前
後
で
迎
え
、
青
年

期
に
自
由
主
義
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
愚
想
に
も
ふ
れ
て
い
た
戦
前
派
知
識
人
や
そ
れ
よ
り
上
の
世
代
に
は
、
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
。

一
九
一
三
年
生
ま
れ
の
荒
正
人
は
、
一
九
四
九
年
に
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
を
評
し
た
文
章
の
な
か
で
、
「
こ
の
手
記
を
残
し
た
膏
年
た

ち
が
最
高
の
教
育
を
受
け
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
文
章
と
か
教
育
な
ど
が
お
し
な
べ
て
平
和
な
時
代
の
中
学
上
級
生
の
そ
れ
に
近
」
く
、

「
小
学
校
の
と
き
か
ら
戦
争
の
な
か
に
投
げ
こ
ま
れ
て
い
た
か
れ
ら
の
教
育
水
準
が
こ
れ
ほ
ど
ひ
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
驚
い
て

　
⑫

い
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
の
出
隆
も
、
「
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
に
な
に
を
き
く
べ
き
か
」
（
一
九
五
〇
年
）
の
な
か
で
、
「
本
当
に
私
の
痛
ま
し
く
思

っ
た
の
は
、
あ
の
眼
界
の
狭
さ
で
あ
る
。
広
く
世
界
の
情
勢
に
気
を
く
ば
っ
て
い
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」
「
か
れ
ら
に
は
『
自
己
』

と
か
『
自
我
』
と
か
『
個
性
』
と
か
の
自
由
や
悩
み
は
あ
り
あ
ま
っ
て
い
て
も
、
そ
の
投
げ
こ
ま
れ
て
い
る
世
界
戦
争
の
展
開
を
通
し
て
支
配

し
て
い
る
大
き
な
法
則
そ
れ
自
ら
を
、
こ
の
法
則
が
戦
争
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
『
考
え
る
』
な
ど
い
う
ゆ
と
り
は
な
か
っ
た
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ろ
う
」
と
記
し
て
い
た
。

　
そ
こ
に
は
、
内
省
的
な
教
養
は
あ
っ
て
も
、
社
会
科
学
的
な
教
養
に
欠
け
る
学
徒
兵
へ
の
批
判
的
な
視
線
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
も
っ
と
も
、
そ
れ
も
当
然
と
雷
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。
終
戦
時
点
で
二
〇
歳
前
後
の
学
徒
兵
世
代
（
戦
中
派
）
は
、
戦
時
体
制
下
に
青
春
期

を
送
っ
て
い
た
。
折
し
も
教
養
主
義
が
衰
退
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
由
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ふ
れ
得
る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
数
多
の
思
想
書
・
哲
学
書
に
ふ
れ
得
た
年
長
世
代
の
教
養
体
験
と
の
大
き
な
隔
絶
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
彼
ら
は
教
養
豊
か

な
年
長
知
識
人
た
ち
に
、
「
事
変
後
の
学
生
」
（
満
洲
事
変
以
降
に
青
春
期
を
送
っ
た
世
代
）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
「
無
教
養
」
を
蔑
ま
れ
が
ち
だ
っ
た
。

荒
や
出
の
「
わ
だ
っ
み
」
批
判
も
、
戦
前
派
知
識
人
で
あ
る
彼
ら
の
学
徒
兵
世
代
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
に
は
、
教
養
主
義
に
内
在
す
る
暴
力
も
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。
長
い
歳
月
を
か
け
て
学
識
を
つ
ん
だ
年
長
者
か
ら
す
れ
ば
、
若
者
は

押
し
並
べ
て
教
養
の
浅
い
者
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
教
養
の
価
値
観
を
内
面
化
す
る
か
ぎ
り
、
若
者
た
ち
は
年
長
の
教
養
主
義
者
の
劣
位
に

置
か
れ
、
永
遠
に
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
養
と
は
、
学
識
あ
る
年
長
者
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
不
断
に
生
産
し

続
け
る
暴
力
装
置
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
は
、
「
教
養
」
（
一
九
工
ハ
年
）
と
題
し
た
和
辻
哲
郎
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
小
さ
な
創
作
に
精
を
出
し
、

能
動
的
に
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
若
者
に
対
し
て
、
和
辻
は
こ
う
語
っ
て
い
る
ー
ー
「
君
は
自
己
を
培
っ
て
行
く
道
を
知
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
中
略
）
世
界
に
は
百
度
読
み
返
し
て
も
読
み
足
り
な
い
ほ
ど
の
傑
作
が
あ
る
。
そ
う
い
う
物
の
前
に
ひ
ざ
ま
つ
く
こ
と
を
覚
え
た
ま
え
」
。

教
養
に
依
拠
し
た
価
値
観
は
、
「
百
度
読
み
返
し
て
も
読
み
足
り
な
い
ほ
ど
」
の
古
典
や
、
そ
れ
ら
を
広
く
、
か
つ
深
く
咀
策
し
て
い
る
年
長

者
へ
の
従
属
を
自
明
の
も
の
と
す
る
。
竹
内
洋
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
「
教
養
主
義
を
内
面
化
し
、
継
承
戦
略
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

学
識
を
つ
ん
だ
者
か
ら
行
使
さ
れ
る
教
養
は
、
劣
位
感
や
未
達
成
感
、
つ
ま
り
脆
拝
を
も
た
ら
す
象
徴
的
暴
力
と
し
て
作
用
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
教
養
主
義
知
識
人
が
、
戦
時
期
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
「
事
変
後
の
学
生
」
を
見
出
し
、
戦
没
学
徒
に
「
眼
界
の
狭
さ
」
「
無
教
養
」
を
感
じ
取

っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
脆
拝
の
暴
力
の
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
。

「単k争イ本馬灸」という教二養（率畠問）

①
欄
き
け
、
わ
だ
っ
み
の
こ
え
睡
東
大
組
合
出
版
部
、
一
九
五
一
年
、
二
頁
。

②
同
上
、
＝
二
二
頁
。

③
杉
捷
夫
門
平
和
と
は
何
か
」
『
短
歌
研
究
輪
七
－
六
、
【
九
五
〇
年
、
四
頁
。

④
佐
多
稲
子
門
生
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
感
銘
」
東
大
組
合
出
版
部
編
『
わ
だ
っ
み

　
の
こ
え
に
応
え
る
睡
東
大
協
同
組
合
出
版
部
、
一
九
五
〇
年
、
四
九
－
五
〇
頁
。

⑤
映
画
『
き
け
、
わ
だ
っ
み
の
声
臨
（
一
九
五
〇
年
）
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

　
は
、
拙
著
糊
「
反
戦
」
の
メ
デ
ィ
ア
史
鰍
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

⑥
市
原
輩
太
「
鳥
の
大
尉
の
祈
り
扁
『
中
央
公
論
臨
一
九
四
九
年
＝
月
号
。
引

　
用
は
輔
わ
だ
っ
み
の
こ
え
に
応
え
る
睡
（
前
掲
）
七
一
二
頁
。

⑦
本
多
顕
彰
「
平
和
へ
の
祈
り
扁
東
大
協
同
組
合
出
版
部
編
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え

　
に
応
え
る
輪
東
大
協
同
組
合
繊
版
部
、
　
一
九
五
〇
年
一
〇
〇
頁
。

⑧
永
嶺
重
敏
『
東
大
生
は
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
き
た
の
か
』
平
凡
社
新
書
、
二
〇

　
〇
七
年
。

⑨
竹
内
洋
『
教
養
霊
義
の
没
落
川
中
公
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
八
頁
。

⑩
「
書
評
は
る
か
な
る
山
河
に
」
『
が
す
燈
嚇
一
九
四
九
年
五
月
一
日
号
、
二

　
八
頁
。

⑪
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
戦
争
体
験
扁
の
戦
後
史
睡
参
照
。

⑫
荒
正
人
「
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
」
『
教
育
隔
第
三
巻
～
二
号
、
一
九
四
九
年
、
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七
六
頁
。

⑬
出
隆
「
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』

　
～
九
五
〇
年
、
九
…
一
〇
頁
。

に
な
に
を
き
く
べ
き
か
」
『
入
間
輪
第
五
巻
二
号
、

⑭
和
辻
哲
郎
「
教
養
」
『
和
辻
哲
郎
全
集
㎞
第
二
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
～
九
六
三

　
年
。

⑮
竹
内
洋
咽
教
養
主
義
の
没
落
』
（
前
掲
）
、
善
美
一
五
五
頁
。
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二
　
戦
中
派
と
「
戦
争
体
験
と
い
う
教
養
」

第
二
次
わ
だ
っ
み
会
と
「
語
り
難
さ
」
へ
の
固
執

　
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
と
わ
だ
っ
み
会
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
「
教
養
」
と
関
わ
り
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
感
や
違
和
感
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
新
た
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
契
機
と
な
る
の
が
、
第
二
次
わ

だ
っ
み
会
の
発
足
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
第
一
次
わ
だ
っ
み
会
は
、
徴
兵
制
反
対
署
名
運
動
や
原
水
爆
禁
止
署
名
運
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
が
、
そ
こ
で
は
共
産
党

や
学
生
運
動
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
第
一
次
わ
だ
っ
み
会
で
事
務
局
長
や
機
関
紙
編
集
長
を
務
め
た
岡
田
裕
之
に
よ
れ
ば
、

「
国
際
連
帯
カ
ン
パ
ニ
ア
に
実
力
以
上
に
動
き
圓
っ
て
支
部
な
か
ん
ず
く
東
京
都
支
部
会
員
の
疲
労
を
招
い
た
」
う
え
に
、
共
産
党
と
挟
を
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
っ
て
急
進
化
し
た
反
戦
学
生
同
盟
と
共
産
党
系
の
学
生
組
織
・
民
主
青
年
同
盟
の
対
立
が
、
わ
だ
っ
み
会
内
部
に
も
波
及
し
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
機
関
紙
代
金
の
回
収
不
振
の
た
め
、
資
金
難
も
深
刻
化
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
第
一
次
わ
だ
っ
み
会
は
機
能
不
全
に
陥
り
、
一
九
五

八
年
八
月
に
解
散
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
約
一
年
を
経
た
一
九
五
九
年
六
月
、
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
は
再
結
成
さ
れ
た
（
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
）
。
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
の

ス
タ
ン
ス
は
、
第
一
次
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
第
一
次
わ
だ
っ
み
会
が
政
治
主
義
的
な
学
生
運
動
に
近
か
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
次
わ

だ
っ
み
会
は
、
そ
れ
ら
と
は
距
離
を
置
い
た
戦
争
の
語
り
を
重
視
し
た
。
そ
こ
で
理
事
に
就
い
た
山
下
肇
は
、
「
会
の
運
動
の
基
本
方
針
」
を



こ
う
述
べ
て
い
る
　
　
「
会
は
時
々
刻
々
当
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
課
題
に
、
そ
の
た
び
ご
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ふ
り
む
け
る
こ
と
は
極

力
避
け
よ
う
と
す
る
。
会
は
ま
ず
自
ら
の
使
命
を
明
確
に
自
覚
し
て
、
自
己
の
力
を
着
実
に
蓄
積
し
、
性
急
な
ス
タ
ン
ド
プ
レ
イ
は
や
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

会
は
行
動
団
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
だ
が
、
「
行
動
団
体
で
は
な
い
」
と
し
て
も
、
戦
争
体
験
に
い
か
に
向
き
合
お
う
と
し
た
の
か
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
が
、
「
一
種
の
『
信

仰
』
の
よ
う
な
間
不
戦
』
の
誓
い
」
で
あ
っ
た
。
山
下
は
「
他
か
ら
無
関
心
を
せ
せ
ら
笑
わ
れ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
批
判
さ
れ
」
て
も
、
政
治
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

動
と
は
距
離
を
と
る
こ
と
を
主
張
し
、
戦
争
体
験
そ
の
も
の
や
そ
れ
に
根
ざ
し
た
心
情
に
固
執
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。

　
こ
う
し
た
姿
勢
が
な
か
で
も
際
立
っ
て
い
た
の
は
、
安
田
武
で
あ
っ
た
。
学
徒
兵
と
し
て
従
軍
し
た
経
験
を
持
ち
、
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
で

も
常
任
理
事
を
務
め
た
安
田
は
、
そ
の
著
書
『
戦
争
体
験
』
（
一
九
六
三
年
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
戦
争
体
験
の
意
味
が
問
わ
れ
、
再
評
価
さ
れ
、
そ
の
思
想
化
な
ど
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
ご
と
に
、
そ
う
し
た
行
為
の
目
的
の
す
べ
て
が
、
直
ち
に

反
戦
・
平
和
の
た
め
の
直
接
的
な
「
行
動
」
に
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
、
組
織
化
の
た
め
の
理
論
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
い
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
き
た
、
そ
う
い
う
発
想
の
性
急
さ
に
、
私
は
た
じ
ろ
が
ざ
る
を
得
な
い
。
【
強
調
は
原
文
ど
お
り
。
以
下
同
様
］

「戦争体験」という教養（福間）

　
同
時
に
そ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
「
体
験
の
語
り
が
た
さ
」
で
あ
っ
た
。
安
田
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
戦
争
体
験
に
関
す
る
文

章
を
多
く
も
の
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
語
る
う
え
で
の
も
ど
か
し
さ
を
、
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
　
　
「
戦
争
体
験
は
、
ペ
ラ
ペ
ラ
と
告
白
し

す
ぎ
た
た
め
に
、
ぼ
く
の
な
か
で
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
却
っ
て
重
苦
し
い
沈
黙
を
、
ぼ
く
に
強
い
つ
づ
け
た
。

戦
争
体
験
は
、
長
い
間
、
ぼ
く
た
ち
に
判
断
、
告
白
の
停
止
を
強
い
つ
づ
け
た
ほ
ど
に
異
常
で
、
圧
倒
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
ぼ
く
は
、
そ
の
体

験
整
理
の
不
当
な
一
般
化
を
ひ
た
す
ら
に
お
そ
れ
て
き
た
の
だ
。
抽
象
化
さ
れ
、
㏄
般
化
さ
れ
る
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
肯
ん
じ
な
い
部
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
部
分
の
重
み
に
圧
倒
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
」
。
戦
争
体
験
は
「
抽
象
化
」
「
一
般
化
」
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
断
片
的
な
も
の
の
集
積
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で
あ
り
、
特
定
の
意
味
や
物
語
に
圓
収
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
安
田
は
戦
争
体
験
の
そ
う
し
た
側
面
に
こ
だ
わ
り
、
「
そ
の
部
分
の
重

み
」
や
そ
れ
に
伴
う
「
重
苦
し
い
沈
黙
」
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
は
、
安
田
自
身
の
体
験
に
根
差
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
玉
音
放
送
」
が
流
れ
た
～
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
安
田
は
朝
鮮
最
北
部

の
戦
場
に
お
り
、
ソ
連
軍
と
交
戦
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
安
田
の
ほ
ん
の
一
〇
セ
ン
チ
左
に
い
た
同
僚
が
、
ソ
連
狙
撃
兵
の
銃
弾
を
受
け
、

即
死
し
た
。
安
田
は
そ
の
体
験
か
ら
、
自
ら
の
戦
後
の
生
と
戦
友
の
死
と
が
「
わ
ず
か
十
糎
の
『
任
意
』
の
空
間
、
あ
る
い
は
見
知
ら
ぬ
異
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
狙
撃
兵
に
よ
る
『
恣
意
』
の
選
択
が
も
た
ら
し
た
、
ま
さ
に
言
葉
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
の
、
致
命
的
な
偶
然
」
の
う
え
に
あ
る
こ
と
を
実
感

　
⑥

し
た
。
ま
た
、
「
終
戦
の
詔
勅
」
が
出
さ
れ
た
日
が
一
日
で
も
前
後
し
て
い
れ
ば
、
安
目
や
そ
の
戦
友
の
生
死
は
変
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
体
験
か
ら
、
安
田
は
死
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
安
田
は
『
戦
争
体
験
』
の
な
か
で
、
「
『
他
人
の
死
か
ら
感
銘
を
受
け
る
』
と
い
う
の
は
生
者
の
傲
岸
な
頽
廃
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
戦

争
体
験
の
語
り
難
さ
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
し
た
安
田
に
と
っ
て
、
「
死
者
」
を
「
反
戦
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
り
「
英
霊
顕
彰
」
な
り
と
い
っ
た

意
味
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
後
世
を
生
き
る
者
の
傲
慢
さ
や
頽
廃
の
裏
返
し
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
は
、
安
田
や
山
下
ら
、
戦
中
派
世
代
を
中
心
に
設
立
・
運
営
さ
れ
た
。
理
事
長
に
就
い
た
英
文
学
者
・
阿
部

知
二
は
、
一
九
〇
三
年
生
ま
れ
で
戦
前
派
世
代
で
は
あ
っ
た
が
、
理
事
に
は
、
山
下
肇
や
安
田
武
の
ほ
か
、
鶴
見
俊
輔
、
橋
川
文
三
、
日
高
六

郎
と
い
っ
た
戦
中
派
知
識
人
が
多
く
を
占
め
た
。
彼
ら
は
わ
だ
っ
み
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
機
関
誌
で
多
く
の
戦
争
体
験
論
を
発
表
し
た
。
し

か
も
、
主
た
る
執
筆
陣
は
、
『
思
想
の
科
学
』
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
雷
論
人
が
多
く
集
う
こ
と
で
、
第
二
次
わ
だ
っ

み
会
は
社
会
的
な
発
書
力
を
強
め
、
戦
争
体
験
論
を
生
み
出
す
最
大
の
知
識
人
集
団
に
な
っ
て
い
っ
た
。
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六
〇
年
安
保

こ
う
し
た
議
論
の
背
後
に
は
、
六
〇
年
安
保
闘
争
の
問
題
も
あ
っ
た
。
米
軍
基
地
の
使
用
期
間
や
事
前
協
議
の
問
題
に
加
え
、
強
行
採
決
で



「戦争体馬剣という教養（福間）

条
約
承
認
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
岸
内
閣
の
強
引
さ
へ
の
反
感
も
相
ま
っ
て
、
日
本
の
輿
論
は
紛
糾
し
、
六
〇
年
安
保
闘
争
は
戦
後
最
大
の

社
会
運
動
に
発
展
し
た
。
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
も
、
こ
う
し
た
動
き
を
無
視
で
き
ず
、
｝
九
六
〇
年
五
月
＝
二
日
に
安
保
条
約
改
定
に
反
対
す

る
旨
の
請
願
書
を
衆
参
両
議
院
に
提
出
し
た
。

　
だ
が
、
安
田
武
は
戦
争
体
験
を
現
実
政
治
に
直
結
さ
せ
る
思
考
方
法
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
戦
争
体
験
の
語
り
難
さ
に
こ
だ
わ
り
、

「
死
者
の
声
」
の
流
用
を
拒
む
安
田
に
と
っ
て
、
戦
争
は
六
〇
年
安
保
問
題
の
よ
う
な
「
現
時
点
の
要
請
」
の
み
で
性
急
に
論
じ
る
べ
き
で
は

　
　
　
⑧

な
か
っ
た
。

　
そ
の
点
で
は
、
山
下
肇
も
同
様
だ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
山
下
は
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
発
足
に
際
し
、
「
他
か
ら
無
関
心
を
せ
せ
ら
笑
わ

れ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
批
判
さ
れ
て
も
、
な
お
自
己
の
性
格
を
強
固
に
維
持
し
続
け
る
だ
け
の
決
意
が
、
再
発
足
に
あ
た
っ
て
特
に
必
要
で
あ

る
」
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
も
安
保
改
定
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
た
発
雷
で
あ
っ
た
。

　
第
｝
次
わ
だ
っ
み
会
は
政
治
主
義
に
翻
弄
さ
れ
て
解
体
し
た
が
、
そ
の
反
省
の
う
え
に
再
建
さ
れ
た
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
も
、
六
〇
年
安
保

闘
争
に
左
右
さ
れ
そ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
彼
ら
は
、
「
無
関
心
」
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
「
せ
せ
ら
笑
わ
れ
」
る
と
こ
ろ
に
踏
み

と
ど
ま
る
こ
と
で
、
「
全
国
に
埋
没
し
た
無
数
の
死
を
掘
り
お
こ
し
、
そ
の
お
び
た
だ
し
い
死
を
、
『
死
』
そ
の
も
の
の
側
か
ら
考
え
直
」
そ
う

　
　
⑨

と
し
た
。
彼
ら
が
重
視
し
た
の
は
、
安
保
改
定
阻
止
を
絶
叫
し
て
警
官
隊
と
対
評
す
る
勇
ま
し
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
臆
病
者
に
甘
ん
ず
る

勇
気
」
（
安
田
武
）
で
あ
っ
た
。

「
わ
だ
っ
み
」
の
再
刊

　
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
中
派
の
情
念
を
起
点
に
発
足
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
の
当
初
の
課
題
は
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の

こ
え
』
の
再
刊
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
末
の
当
時
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
書
店
で
容
易
に
入
手
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
発

刊
当
初
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
二
年
も
た
つ
と
、
売
れ
行
き
は
鈍
化
し
、
書
店
に
は
あ
ま
り
置
か
れ
な
く
な
っ
た
。
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こ
の
遺
稿
集
の
出
版
元
も
、
増
刷
・
販
売
に
は
消
極
的
に
な
っ
て
い
た
。
『
わ
だ
っ
み
』
を
発
行
し
た
東
大
協
同
組
合
出
版
部
は
、
一
九
五

一
年
二
月
に
東
京
大
学
出
版
会
に
改
組
さ
れ
た
。
だ
が
、
東
大
出
版
会
は
、
協
同
組
合
出
版
部
と
は
異
な
り
、
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ユ
ニ
バ
ー

シ
テ
ィ
・
プ
レ
ス
」
つ
ま
り
学
術
専
門
出
版
の
路
線
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
戦
没
学
徒
遺
稿
集
の
普
及
に
は
熱
心
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
も
、
学
生
運
動
と
結
び
つ
い
た
第
　
次
わ
だ
っ
み
会
の
イ
メ
ー
ジ
も
相
ま
っ
て
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
に
は
政
治
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
っ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
学
術
色
の
濃
い
東
大
出
版
会
が
、
こ
の
遺
稿
集
を
敬
遠
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
は
、
こ
の
遺
稿
集
を
再
び
世
に
出
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
最
初
に
模
索
し
た
の
が
、
岩
波
文
庫
版
と

し
て
の
発
刊
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
教
養
へ
の
憧
憬
が
あ
っ
た
。

　
一
九
二
七
年
創
刊
の
岩
波
文
庫
は
、
ド
イ
ツ
の
レ
ク
ラ
ム
文
庫
に
範
を
と
り
、
「
い
や
し
く
も
万
人
の
必
読
す
べ
き
真
に
古
典
的
価
値
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

書
」
の
普
及
を
め
ざ
し
た
叢
書
で
あ
っ
た
。
廉
価
で
入
手
で
き
る
と
あ
っ
て
、
岩
波
文
庫
は
、
戦
前
期
よ
り
教
養
主
義
学
生
に
多
く
読
ま
れ
て

き
た
。
教
養
主
義
が
停
滞
し
た
戦
時
期
に
お
い
て
も
、
岩
波
文
庫
を
通
じ
て
、
少
し
で
も
教
養
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

戦
地
で
岩
波
文
庫
を
持
ち
歩
き
、
「
イ
ン
テ
リ
伍
長
」
と
呼
ば
れ
た
太
田
慶
一
が
、
好
例
で
あ
る
。

　
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
は
、
学
徒
兵
た
ち
の
遺
稿
集
を
、
彼
ら
が
愛
読
し
て
き
た
岩
波
文
庫
と
い
う
教
養
メ
デ
ィ
ア
に
収
め
よ
う
と
し
た
。
だ

が
、
そ
の
企
画
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
企
画
の
打
診
を
受
け
た
岩
波
書
店
は
、
「
ま
だ
文
庫
に
す
る
の
は
早
す
ぎ
る
の
で
は
…
…
。
文
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
す
る
の
は
ま
ず
戦
前
の
本
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
断
っ
た
。
戦
後
十
五
年
ほ
ど
を
経
て
い
た
と
は
い
え
、
「
わ
だ
っ
み
の
こ
え
」
は
ま
だ
「
い

や
し
く
も
万
人
の
必
読
す
べ
き
真
に
古
典
的
価
値
あ
る
書
」
に
は
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
カ
ッ
パ
」
の
大
衆
教
養
主
義

　
岩
波
文
庫
へ
の
収
載
が
か
な
わ
な
か
っ
た
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
結
局
、
光
文
社
の
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
一
書
と
し
て
、
一
九

五
九
年
～
○
月
に
再
刊
さ
れ
た
。
当
時
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
『
三
光
』
『
み
ん
な
み
の
巌
の
は
て
に
』
と
い
っ
た
戦
記
を
立
て
続
け
に
発
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ヂ戦争体験」という教養（福間）

刊
し
、
い
ず
れ
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
た
。
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
も
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
再
刊
さ
れ
た
。

　
だ
が
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
と
「
教
養
」
の
関
係
も
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
一
九
五
四
年
に
神
吉
晴
夫
の
主
導
で
創
刊
さ
れ
た
カ
ッ

パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
岩
波
新
書
と
の
差
異
化
を
つ
よ
く
意
識
し
て
い
た
。
岩
波
新
書
は
、
「
古
典
的
教
養
」
を
扱
う
岩
波
文
庫
に
対
し
、
「
現
代

的
教
養
」
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
三
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
。
「
古
典
」
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
と
は
い
え
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
色

彩
が
強
い
叢
書
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
極
力
タ
イ
ム
リ
ー
な
テ
ー
マ
を
選
び
、
イ
ン
テ
リ
層
に
限
ら
ず
広
い
読
者

層
に
と
っ
て
の
面
白
さ
と
読
み
や
す
さ
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。

　
そ
の
編
集
方
針
が
あ
た
っ
て
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
創
刊
早
々
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
連
発
し
た
。
～
九
五
四
年
の
年
間
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
上

位
二
〇
点
の
な
か
に
は
、
五
冊
の
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
が
食
い
込
ん
だ
。
｝
九
六
一
年
に
は
、
年
間
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
上
位
一
〇
点
中
、
八
点
を

カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
が
占
め
た
。

　
だ
が
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
低
俗
な
テ
ー
マ
ば
か
り
を
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
川
喜
田
二
郎
『
ネ
パ
ー
ル
王
国
探
検
記
』
、
伊
藤
光
晴

畷
経
済
学
入
門
』
、
岡
本
太
郎
『
今
日
の
芸
術
』
な
ど
、
知
的
階
層
の
関
心
を
引
く
テ
ー
マ
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

噸
思
想
の
科
学
』
編
集
長
も
務
め
た
佐
藤
忠
男
も
、
一
九
六
三
年
の
文
章
の
な
か
で
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
本
を
四
〇
冊
、
発
行
点
数
の
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

～
割
強
は
読
ん
で
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
そ
の
意
昧
で
、
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
庶
民
的
教
養
主
義
に
親
和
的
な
叢
書
で
あ
っ
た
。
神
吉
は
一
九
五
一
年
の
鼎
談
の
な
か
で
、
こ
う
述

べ
て
い
る
一
「
僕
は
、
や
は
り
娯
楽
大
衆
雑
誌
は
そ
れ
で
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
し
か
し
そ
れ
で
満
足
し
な
い
読
者
が
い
る
の
で
す
よ
。

そ
れ
に
わ
れ
わ
れ
は
一
体
ど
う
す
る
の
か
、
ど
う
ず
れ
ば
も
っ
と
幸
福
に
な
れ
る
か
、
も
っ
と
生
甲
斐
を
感
ず
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

私
は
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
と
一
し
ょ
に
考
え
て
行
こ
う
と
思
う
の
で
す
よ
」
。
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
神
吉
の
こ
の
よ
う
な
出
版
姿
勢
を
反
映
さ

せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
岩
波
新
書
や
岩
波
文
庫
の
よ
う
な
「
正
統
的
な
教
養
」
と
の
差
異
化
を
は
か
る
と
同
時
に
、
娯

楽
一
辺
倒
の
出
版
物
と
も
一
線
を
画
し
た
庶
民
的
教
養
主
義
の
叢
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ユ79 （179）



　
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
が
収
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
わ
だ
っ
み
」
は
、
「
岩
波
」
的
な
エ
リ
ー
ト
的

教
養
で
は
な
く
、
「
カ
ッ
パ
」
的
な
庶
民
的
教
養
に
親
和
性
が
見
出
さ
れ
て
い
た
。
神
吉
は
こ
の
書
物
の
「
刊
行
者
の
こ
と
ば
」
の
な
か
で
、

「
私
た
ち
は
、
本
書
を
今
B
の
若
い
世
代
、
さ
ら
に
今
後
に
成
長
す
る
未
来
の
世
代
の
た
め
に
も
、
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
ど

こ
で
も
入
手
し
や
す
い
形
を
、
と
願
い
ま
し
た
。
同
時
に
本
書
は
、
こ
れ
を
機
と
し
て
完
壁
な
記
念
碑
・
納
骨
堂
と
し
て
の
古
典
的
な
永
遠
普

遍
性
を
か
ち
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
古
典
的
な
永
遠
普
遍
性
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
近
い
「
正
統
的
な

教
養
」
で
は
な
く
、
「
読
み
や
す
さ
」
「
理
解
し
や
す
さ
」
を
旨
と
す
る
庶
民
的
な
教
養
を
意
味
し
て
い
た
。

　
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
版
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
刊
行
後
九
カ
月
で
一
一
刷
と
な
る
な
ど
、
好
調
な
売
れ
行
き
を
示
し
た
。
か
つ
て

の
よ
う
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
書
店
の
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
棚
に
常
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
継
続
的
に
読
者
を
掘
り

起
こ
し
て
い
っ
た
。
一
〇
年
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
に
転
換
さ
せ
た
こ
と
が
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
に
お
け
る
カ
ッ

パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
機
能
で
あ
っ
た
。
以
後
三
〇
年
間
で
七
八
刷
、
四
六
万
部
に
達
し
た
。

戦
争
体
験
の
世
代
間
断
絶

　
と
は
い
え
、
「
わ
だ
っ
み
」
に
象
徴
さ
れ
る
戦
争
体
験
は
、
つ
ね
に
共
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
へ
の
拒
否
感

が
見
え
始
め
た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
特
に
、
戦
中
派
と
戦
後
派
（
終
戦
時
に
一
〇
歳
未
満
の
世
代
）
・
戦
無
派
（
戦
後
に
出
生
し
た
世

代
）
と
の
軋
礫
は
顕
著
だ
っ
た
。

　
一
九
三
五
年
生
ま
れ
の
高
橋
武
智
は
、
一
九
六
五
年
の
文
章
の
な
か
で
、
「
現
在
と
絶
縁
し
て
戦
争
体
験
に
の
み
没
入
し
て
い
こ
う
と
す

る
」
態
度
は
「
体
験
自
身
が
風
化
し
変
質
し
て
し
ま
う
」
と
し
た
う
え
で
、
「
あ
く
ま
で
現
代
の
立
場
に
立
っ
て
、
時
々
刻
々
過
去
を
と
ら
え

な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
一
体
験
を
意
識
化
す
る
と
は
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
．
い
　
　
体
験
は
た
え
ず
よ
み
が
え
り
、
新
し
い
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
賦
与
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
安
田
の
よ
う
な
戦
争
体
験
に
固
執
す
る
姿
勢
と
の
差
異
を
明
確
に
し
て
い
た
。
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戦
後
派
世
代
の
古
山
洋
三
は
、
一
九
六
四
年
の
座
談
会
の
な
か
で
、
「
戦
申
訳
の
中
に
は
、
戦
後
の
い
ろ
い
ろ
な
過
程
で
は
じ
き
だ
さ
れ
て

戦
争
体
験
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
ぼ
く
ら
と
は
通
路
が
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
（
中

略
）
何
か
八
ッ
当
り
的
に
戦
後
派
の
若
い
奴
に
も
、
あ
る
い
は
平
和
運
動
を
や
っ
て
い
る
人
達
に
も
当
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
戦
争
体
験
に
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

執
す
る
戦
中
派
の
姿
勢
が
、
下
の
世
代
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
当
時
の
二
〇
然
迄
か
ら
三
〇
歳
代
前
半
の
戦
後
派
・
戦
無
派
と
い
っ
た
青
年
層
は
、
終
戦
前
後
に
出
生
し
て
お
り
、
そ
の
戦
争
体
験
は
戦
中

派
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
戦
動
派
世
代
が
出
征
経
験
を
少
な
か
ら
ず
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
戦
後
派
・
戦
無
派
世
代
は
幼
少
期
に

銃
後
で
戦
争
を
体
験
し
た
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
記
憶
や
体
験
自
体
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
戦
中
派
世
代
が
抱
え
持
っ
て

い
た
語
り
難
い
情
念
を
、
戦
後
派
以
下
の
世
代
が
共
有
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
戦
中
派
に
対
す
る
若
い
世
代
の
違
和
感
は
、
こ
う
し
た
な

か
で
生
み
出
さ
れ
た
。

執
着
と
嫌
悪

も
っ
と
も
、
安
田
武
は
、
年
少
世
代
か
ら
の
批
判
を
冷
や
や
か
に
突
き
放
し
て
い
る
。

「戦争体験」という教養（福問）

　
何
を
継
承
す
る
か
が
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
て
、
何
を
伝
承
す
る
か
は
、
二
の
次
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
伝
承
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
に

は
、
継
承
し
た
い
と
身
構
え
て
い
る
人
び
と
の
姿
勢
が
蘭
提
で
あ
ろ
う
。
継
承
し
た
く
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
者
に
、
是
が
非
で
も
伝
承
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
と
意
気
ご
む
よ
う
な
過
剰
な
使
命
感
か
ら
は
、
ぼ
く
の
心
は
お
よ
そ
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
（
中
略
）
戦
争
体
験
か
ら
何
も
学
び
た
く
な
い
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
者
、
あ
る
い
は
何
も
学
ぶ
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
者
は
、
学
ば
ぬ
が
よ
い
の
で
あ
る
。

安
田
が
挑
発
的
な
表
現
の
な
か
で
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
、
戦
争
体
験
の
伝
承
の
困
難
さ
で
あ
っ
た
。
戦
争
体
験
の
表
層
を
都
合
よ
く
、
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時
々
の
政
治
主
義
に
流
用
す
る
こ
と
な
ど
、
安
田
に
は
許
容
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
当
然
な
が
ら
、
若
い
世
代
に
さ
ら
な
る
反
感
を
掻
き
立
て
た
。
高
橋
武
智
は
一
九
六
五
年
の
わ
だ
っ
み
会
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
な
か
で
、
「
そ
の
勝
手
た
る
べ
し
と
い
う
同
じ
事
は
、
伝
承
す
る
つ
も
り
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
伝
承
す
る
側
に
と
っ
て
も
同
じ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
思
う
の
で
、
伝
承
す
る
気
の
な
い
人
の
戦
争
体
験
は
私
は
返
上
し
た
い
、
受
け
取
る
気
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。
～
九
四
一
年
生
ま
れ
の

教
育
学
者
・
長
浜
功
も
、
～
九
八
二
年
の
座
談
会
「
わ
だ
っ
み
会
の
活
動
を
考
え
る
」
の
な
か
で
、
「
ぼ
く
も
体
験
世
代
の
人
と
あ
る
意
味
で

は
つ
な
が
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
体
験
を
重
視
す
る
と
い
う
形
で
は
な
く
て
会
と
関
わ
っ
て
行
き
た
い
」
「
八
・
一
五
や

十
二
二
不
戦
の
集
会
に
出
て
み
ま
す
と
、
発
言
は
や
は
り
若
い
世
代
よ
り
圧
倒
的
に
体
験
世
代
が
多
い
。
そ
う
い
う
状
況
を
み
て
い
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

や
は
り
ぼ
く
の
望
ん
で
い
る
会
の
雰
囲
気
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
」
と
発
蔑
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
、
体
験
そ
の
も
の
と
は
距
離
を
と
ろ
う
と
す

る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
は
、
彼
ら
が
年
長
世
代
の
戦
争
体
験
の
語
り
に
威
圧
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
若
い
世
代
に

と
っ
て
、
年
長
者
の
語
り
は
、
自
分
た
ち
と
の
認
識
の
共
有
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
若
い
世
代
の
発
雷
を
封
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
長
浜
は

先
の
座
談
会
で
「
戦
争
体
験
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
発
言
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
と
っ
て
も
発
言
し
に
く
く
な
る
と
い
う
状
況
が
今
ま
で
ず
い

ぶ
ん
あ
っ
た
」
「
お
れ
た
ち
は
こ
う
い
う
目
に
あ
っ
た
ん
だ
、
お
前
た
ち
知
っ
て
い
る
か
、
み
た
い
な
レ
ベ
ル
で
議
論
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
若
い
世
代
が
広
く
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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「
教
養
」
と
し
て
の
戦
争
体
験

　
戦
中
派
の
戦
争
体
験
へ
の
向
き
合
い
方
は
、
奇
し
く
も
、
か
つ
て
の
教
養
の
語
り
に
酷
似
し
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
養
主
義
の

価
値
観
で
は
、
古
典
お
よ
び
そ
れ
へ
の
深
い
知
識
を
有
す
る
年
長
者
へ
の
従
属
が
自
明
視
さ
れ
て
い
た
。
「
世
界
に
は
百
度
読
み
返
し
て
も
読

み
足
り
な
い
ほ
ど
の
傑
作
が
あ
る
。
そ
う
い
う
物
の
前
に
脆
く
こ
と
を
覚
え
た
ま
え
」
と
い
う
和
辻
哲
郎
の
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て



「戦争体験」という教養（宇冨問）

い
た
。
こ
こ
で
「
教
養
」
や
「
古
典
」
を
「
戦
争
体
験
」
に
置
き
換
え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
戦
中
派
の
語
り
に
重
な
る
も
の
と
な
る
。
戦
争
体

験
は
「
百
度
読
み
返
し
て
も
読
み
足
り
な
い
」
ほ
ど
深
遠
な
も
の
で
あ
り
、
年
少
者
は
「
そ
う
い
う
物
の
前
に
ひ
ざ
ま
つ
く
こ
と
を
覚
え
」
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
派
以
下
の
世
代
に
は
、
戦
中
派
の
言
葉
は
こ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
い
た
。

　
そ
の
意
味
で
、
戦
争
体
験
は
｝
種
の
「
教
養
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
学
校
の
正
課
で
教
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
進
歩
的
」
な
学
生

に
と
っ
て
、
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
ぼ
伍
傷
魯
。
霞
艮
。
巳
¢
白
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
戦
場
体
験
を
持
ち
え
な
い
戦
後
派
の
若
者

に
と
っ
て
、
戦
中
派
の
議
論
は
、
劣
位
感
や
脆
拝
を
も
た
ら
す
象
徴
的
な
暴
力
と
も
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
中
派
世
代
は
、
か
つ
て
は
年
長
の
教
養
主
義
者
た
ち
に
「
事
変
後
の
学
生
」
と
し
て
、
教
養
の
欠
如
を
蔑
ま
れ
て
い
た
。
戦
没
学
徒
を
め

ぐ
る
評
価
に
も
、
そ
れ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
戦
中
派
世
代
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
に
反
感
を
抱
い
た
。
た
と
え
ば
、
安
田
武
は
、

『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
に
「
教
養
の
欠
如
」
「
眼
界
の
狭
さ
」
を
感
じ
取
っ
た
出
隆
に
対
し
、
「
さ
か
し
ら
で
傲
慢
な
結
論
」
「
臆
面
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
（
申
略
）
ま
が
ま
が
し
い
叫
教
訓
嚇
を
書
き
連
ね
て
活
然
た
る
学
者
」
と
非
難
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
ら
が
発
言
力
の
あ
る
年
代
と
な
り
、

自
分
た
ち
に
固
有
の
戦
争
体
験
を
語
り
始
め
た
と
き
、
そ
れ
は
奇
妙
な
ま
で
に
教
養
主
義
者
の
口
調
に
酷
似
し
て
い
た
。

　
も
っ
と
も
、
安
田
ら
の
議
論
が
、
年
少
者
を
威
圧
し
、
彼
ら
の
発
言
を
封
じ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
戦
争
体
験
が
政

治
主
義
に
絡
め
と
ら
れ
る
な
か
で
、
何
が
見
落
と
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
へ
の
切
迫
し
た
懸
念
に
駆
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
実
際
の
と
こ
ろ

で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
直
接
的
な
意
図
を
離
れ
て
、
安
田
ら
戦
中
派
の
戦
争
体
験
論
は
、
若
い
世
代
に
対
し
、
教
養
主
義
的
な

象
徴
暴
力
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。

政
治
へ
の
流
用
と
転
覆
戦
略

　
高
橋
武
智
や
長
浜
功
ら
戦
後
派
が
戦
争
体
験
そ
の
も
の
か
ら
距
離
を
と
ろ
う
と
し
た
の
も
、

も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
彼
ら
の
政
治
へ
の
接
近
を
加
速
し
た
。

彼
ら
が
感
じ
て
い
た
象
微
暴
力
に
抗
う
た
め
で
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一
九
六
〇
年
代
は
、
安
保
闘
争
に
始
ま
り
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
沖
縄
返
還
闘
争
な
ど
、
戦
後
史
に
残
る
政
治
運
動
が
度
々
生
じ
、
反
戦

運
動
や
学
生
運
動
は
熱
を
帯
び
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
の
主
た
る
担
い
手
が
、
戦
後
派
や
戦
無
派
の
若
い
世
代
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、

彼
ら
は
当
時
の
政
治
的
な
問
題
と
か
つ
て
の
戦
争
の
問
題
を
、
積
極
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
政
治
的
有
効
性
を
切
り
捨

て
る
か
の
よ
う
な
戦
中
派
の
戦
争
体
験
論
に
は
、
不
快
感
を
抱
い
た
。

　
高
橋
武
智
は
、
わ
だ
っ
み
会
総
会
に
寄
せ
た
一
九
六
五
年
の
文
章
の
な
か
で
、
ベ
ト
ナ
ム
北
爆
や
自
衛
隊
増
強
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
こ
う
述
べ
て
い
た
　
　
「
も
し
こ
こ
で
何
ら
の
抗
議
も
な
し
得
な
い
と
し
た
ら
、
ぼ
く
た
ち
の
会
が
拠
ろ
う
と
し
て
い
る
『
思
想
』
は
単

に
言
葉
の
遊
戯
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
要
脚
側
の
動
き
を
無
条
件
に
承
認
す
る
た
め
の
か
く
れ
み
の
に
な
っ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
平
和
の
思
想
を
研
究
す
る
の
も
よ
い
。
戦
争
体
験
に
固
執
す
る
の
も
よ
い
。
だ
が
そ
の
『
研
究
』
な
り
『
固
執
』
な
り
、
そ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
自
体
が
、
抵
抗
の
意
志
表
示
た
り
う
る
よ
う
な
立
場
に
腰
を
す
え
る
べ
き
と
き
で
あ
る
」
。
高
橋
武
智
は
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
に
も
深
く
関

わ
っ
て
お
り
、
の
ち
に
脱
走
ア
メ
リ
カ
兵
の
国
外
逃
亡
を
積
極
的
に
支
援
し
た
。
高
橋
に
し
て
み
れ
ば
、
現
実
政
治
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す

る
戦
中
派
の
戦
争
体
験
論
は
、
有
効
性
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
「
体
制
側
の
動
き
を
無
条
件
に
承
認
す
る
た
め
の
か
く
れ
み
の
」
に
さ
え
な
っ
て

し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
、
あ
る
大
学
生
は
、
一
九
六
六
年
の
わ
だ
っ
み
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
な
か
で
、
「
我
々
に
と
っ
て
、
戦
後
体

験
と
切
り
は
な
さ
れ
た
か
た
ち
で
戦
争
体
験
が
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
い
つ
ま
で
も
不
可
解
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま

す
。
現
実
に
起
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
た
と
え
ば
日
韓
問
題
、
そ
う
い
っ
た
問
題
に
即
し
て
戦
争
体
験
が
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
思
う
の
で
す
」
と
発
言
し
て
い
た
。

　
現
実
の
政
治
状
況
と
戦
争
体
験
を
積
極
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
な
い
戦
中
派
世
代
の
姿
勢
に
、
戦
後
派
・
戦
無
派
世
代
は
、
苛
立
ち
を
募

ら
せ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
苛
立
ち
の
背
後
に
は
、
内
省
的
な
教
養
の
よ
う
に
戦
争
体
験
を
語
る
戦
中
派
の
象
徴
暴
力
を
覆
そ
う
と
す
る
意
図

も
秘
め
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
軋
礫
の
帰
着
点
を
な
す
も
の
が
、
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
で
あ
っ
た
。
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「戦争体験」という教養（福問）

①
岡
田
裕
之
「
小
史
わ
だ
っ
み
会
の
運
動
」
日
本
戦
没
学
生
記
念
会
編
『
わ
だ

　
つ
み
の
こ
え
（
復
刻
版
）
撫
八
朔
社
、
一
九
九
二
年
、
V
頁
。

②
山
下
肇
門
会
の
運
動
方
針
に
つ
い
て
」
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
触
創
刊
号
、
一
九

　
｝
血
九
血
十
、
　
五
…
詣
ハ
百
ハ
。

③
同
上
。

④
安
田
武
『
戦
争
体
験
臨
未
来
社
、
一
九
六
三
年
、
一
三
七
頁
。

⑤
同
上
、
九
二
頁
。

⑥
同
上
、
；
岱
二
頁
。

⑦
同
上
、
一
四
二
頁
。

⑧
安
翫
武
糊
拒
絶
の
思
想
隔
文
和
書
房
、
一
九
七
三
年
、
＝
西
一
一
二
五
頁
。

⑨
安
田
武
糊
戦
争
体
験
臨
（
前
掲
）
、
｝
四
　
頁
。

⑩
も
っ
と
も
、
東
京
大
学
出
版
会
は
、
一
九
五
二
年
に
東
大
新
書
の
一
冊
と
し
て

　
再
刊
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
格
別
の
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
も
な
く
、
書
店
か
ら

　
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

⑪
　
岩
波
茂
雄
「
読
誉
子
に
寄
す
1
岩
波
文
庫
発
刊
に
際
し
て
」
、
　
一
九
二
七
年
。

⑫
山
下
肇
轟
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
秘
話
」
明
ほ
ん
㎏
八
七
号
、
一
九
八
○
年
、

　
四
頁
。

⑬
佑
藤
忠
男
「
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
論
」
『
週
刊
読
香
人
臨
一
九
六
三
年
二
月

三
　
わ
だ
っ
み
像
破
壊
と
教
養
主
義
の
没
落

　
二
五
日
。

⑭
大
宅
壮
丁
坂
西
志
保
・
神
吉
晴
夫
（
鼎
談
）
「
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
は
追
つ
か

　
け
ず
」
『
毎
日
新
聞
』
　
一
九
五
｝
年
七
月
｝
四
日
。
引
用
は
、
同
鼎
談
を
収
め
た

　
加
藤
皿
夫
編
噸
カ
ッ
パ
の
本
暁
光
文
社
、
一
九
六
八
年
、
二
九
頁
。

⑮
高
橋
武
智
「
総
会
へ
の
覚
書
」
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
二
七
号
、
一
九
六
五
年
、

　
一
〇
頁
。

⑯
座
談
会
「
わ
だ
っ
み
会
の
今
日
と
明
日
」
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
駈
二
日
号
、
　

　
九
詣
ハ
四
年
、
　
皿
二
九
百
ハ
。

⑰
安
出
武
『
戦
争
体
験
瞼
（
前
掲
）
一
四
九
1
一
五
〇
頁
。

⑱
「
第
六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
－
戦
後
二
十
年
と
平
和
の
立
場
」
『
わ
だ
っ

　
み
の
こ
え
睡
一
二
〇
号
、
一
九
六
五
年
、
四
一
頁
。

⑲
座
談
会
「
わ
だ
っ
み
会
の
活
動
を
考
え
る
」
隅
わ
だ
っ
み
の
こ
え
臨
七
五
号
、

　
～
九
八
二
年
、
六
一
頁
。

⑳
　
同
上
。

⑳
　
安
田
武
『
人
間
の
再
建
臨
筑
摩
雷
一
房
、
　
一
九
六
九
年
、
三
…
二
頁
。

⑫
　
高
橋
武
智
「
総
会
へ
の
覚
書
」
（
前
掲
）
、
一
〇
頁
。

㊨
　

「
第
七
圓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
」
『
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
第
三
六
号
、
　
【
九
六

　
六
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件

　
一
九
六
九
年
五
月
二
〇
日
、
立
命
館
大
学
に
置
か
れ
て
い
た
「
わ
だ
っ
み
像
」
を
全
共
闘
の
学
生
が
破
壊
し
、
首
に
縄
を
つ
け
て
引
き
ず
り

ま
わ
す
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
こ
の
像
は
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
の
発
刊
を
記
念
し
て
、
～
九
五
〇
年
に
第
～
次
わ
だ
っ
み
会
が
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制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
立
命
館
大
学
で
は
、
こ
の
像
の
前
で
定
期
的
に
「
不
戦
の
集
い
」
と
題
し
た
集
会
が
開
か
れ
、
学
生
や
教
職
員
が
参

加
し
て
い
た
。
「
反
戦
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
の
像
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は
、
社
会
に
衝
撃
を
与
え
、
全
国
紙
は
じ
め
主
要
メ
デ
ィ
ア
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　
だ
が
、
彼
ら
は
な
ぜ
、
わ
だ
っ
み
像
を
破
壊
し
た
の
か
。
彼
ら
は
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
や
沖
縄
無
条
件
返
還
闘
争
な
ど
、
当
時
の
反
戦
運

動
に
も
近
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
「
反
戦
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
も
さ
れ
る
わ
だ
っ
み
像
に
憎
悪
を
抱
い
た
の
か
。

　
結
論
を
先
走
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
わ
だ
っ
み
像
は
「
反
戦
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
反
動
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
っ

た
。
そ
も
そ
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
わ
だ
っ
み
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
戦
後
民
主
主
義
」
は
、
唾
棄
す
べ
き
堕
落
と
腐
敗
を
意
味
し
た
。

　
像
破
壊
を
主
導
し
た
立
命
館
大
生
・
三
原
輪
は
、
～
九
七
〇
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
死
者
た
ち
の
復
権
」
の
な
か
で
、
わ
だ
っ
み
像
が
「
戦
後
民

主
主
義
革
命
の
挫
折
と
敗
北
」
「
擬
制
『
平
和
と
民
主
主
義
』
路
線
の
ゆ
る
や
か
な
腐
敗
過
程
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

「
わ
だ
っ
み
像
破
壊
の
思
想
」
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
…
一
「
『
わ
だ
っ
み
像
』
破
壊
は
、
わ
た
し
た
ち
が
空
白
の
戦
後
、
あ
る
い
は
指

導
者
、
知
識
人
た
ち
に
向
け
て
放
っ
た
反
乱
の
狼
火
で
あ
る
の
だ
。
実
に
、
わ
た
し
た
ち
は
む
し
ろ
倫
理
的
と
も
言
っ
て
い
い
要
因
で
も
っ
て

『
わ
だ
っ
み
像
』
を
空
白
の
戦
後
に
立
つ
虚
像
と
し
て
、
あ
る
い
は
戦
後
の
生
者
た
ち
の
傲
岸
が
死
者
た
ち
に
押
売
っ
た
免
罪
符
だ
と
判
断
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
が
ゆ
え
に
計
画
し
、
そ
し
て
破
壊
し
た
の
で
あ
る
」
。
鮎
原
に
と
っ
て
、
像
破
壊
は
、
「
戦
後
民
主
主
義
」
の
「
傲
岸
」
「
腐
敗
」
、
そ
し
て
、

そ
う
し
た
体
制
を
支
え
て
き
た
知
識
人
た
ち
を
象
徴
的
に
非
難
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
全
共
闘
学
生
あ
る
い
は
そ
れ
に
共
感
す
る
者
の
す
べ
て
が
、
鮎
原
ら
の
行
動
を
支
持
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
一
九
六
九
年
～

月
の
安
田
講
堂
攻
防
戦
く
ら
い
ま
で
は
［
全
共
闘
に
よ
る
闘
争
を
］
好
意
的
に
見
て
い
た
」
と
い
う
吉
川
勇
一
は
、
「
あ
の
像
が
壊
さ
れ
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
困
っ
た
な
あ
と
い
う
か
、
問
題
提
起
す
る
に
し
て
も
違
う
や
り
方
が
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
た
と
い
う
。
鮎
原
自
身
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

全
共
闘
の
な
か
で
像
破
壊
の
実
行
に
反
対
す
る
者
も
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
像
破
壊
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
「
わ
だ
っ
み
」
へ
の
反
感
が
、
全
共
闘
学
生
を
含
む
若
い
世
代
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
も
、
ま
た
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事
実
で
あ
る
。
わ
だ
っ
み
会
会
員
で
も
あ
っ
た
着
た
ち
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
傾
向
は
顕
著
だ
っ
た
。

　
わ
だ
っ
み
会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
全
共
闘
に
も
近
か
っ
た
矢
作
彰
は
、
一
九
六
九
年
一
月
一
八
日
・
一
九
日
の
安
田
講
堂
攻
防
戦
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
鷹
九
六
九
年
の
］
一
・
一
八
、
～
九
、
そ
の
日
、
二
十
数
年
前
、
多
く
の
学
徒
兵
達
が
従
順
に
権
力
の
意
志
に
従
っ
て
、
銃
を
肩
に
死
地
へ
向
っ
て

出
た
安
田
講
堂
で
、
学
友
達
は
旗
を
ふ
り
、
石
を
投
げ
て
、
権
力
と
対
決
し
た
。
そ
し
て
二
十
数
年
前
多
く
の
学
徒
兵
達
を
［
複
雑
な
」
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
晴
れ
や
か
な
」
気
持
で
見
送
っ
た
教
宮
た
ち
は
、
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
［
機
動
隊
に
］
連
行
さ
れ
る
学
友
を
こ
ず
き
、
「
君
は
そ
れ
で
も
学
生
か
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
の
し
り
、
権
力
の
侍
女
同
然
に
、
い
じ
け
た
顔
で
検
問
を
す
る
…
…
も
は
や
対
比
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。

「戦争体験」という教：養（幸嘉問）

　
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
「
多
く
の
学
徒
兵
達
を
『
複
雑
な
』
、
あ
る
い
は
『
晴
れ
や
か
な
』
気
持
ち
で
見
送
っ
た
」
戦
時
期
の
教
官
た
ち
は
、

大
学
紛
争
下
、
機
動
隊
に
連
行
さ
れ
る
学
生
を
の
の
し
る
「
権
力
の
侍
女
同
然
」
の
教
官
た
ち
に
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
別
の
学
生
は
、
～
九
六
九
年
に
わ
だ
っ
み
会
が
企
画
し
た
座
談
会
の
な
か
で
、
「
東
大
斗
争
が
激
化
し
て
来
た
時
、
『
き
け
わ
だ
っ
み

の
こ
え
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
発
想
は
僕
ら
に
は
な
い
。
あ
の
本
は
戦
争
中
何
も
出
来
な
か
っ
た
入
々
の
遺
言
で
あ
り
、
わ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
み
像
自
身
が
戦
中
派
が
何
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
拠
立
て
る
も
の
」
で
し
か
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
「
わ
だ
っ
み
」
は
「
権
力

に
迎
合
す
る
大
人
た
ち
」
「
何
の
抵
抗
も
で
き
な
か
っ
た
無
気
力
な
大
人
た
ち
」
を
映
し
出
し
、
ま
た
、
そ
の
「
大
人
た
ち
」
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
「
戦
後
民
主
主
義
」
の
閉
塞
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
見
方
は
、
学
生
の
み
な
ら
ず
、
若
手
の
知
識
人
に
も
共
通
す
る
面
が
あ
っ
た
。
戦
後
派
世
代
で
わ
だ
っ
み
会
常
任
理
事
を
務
め
て

い
た
古
山
洋
三
も
、
「
わ
だ
っ
み
会
の
運
動
は
一
言
で
い
う
と
、
戦
後
民
主
主
義
に
そ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
功
罪
、
限
界
を
考
え
る
と
、
戦
後

民
主
主
義
が
根
底
的
に
問
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り
で
の
わ
だ
っ
み
会
の
有
効
性
が
小
さ
く
な
っ
て
来
て
い
る
」
と
述
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べ
、
「
全
共
闘
運
動
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
学
生
の
世
代
が
わ
だ
っ
み
会
運
動
の
中
心
に
入
」
り
、
「
今
ま
で
の
わ
だ
っ
み
会
の
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
組
み
か
え
」
て
い
く
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
。
古
山
と
同
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
研
究
者
・
田
中
仁
彦
も
、
像
破
壊
事
件

直
後
に
書
か
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
前
述
の
矢
作
彰
の
議
論
を
好
意
的
に
引
き
な
が
ら
、
「
『
わ
だ
っ
み
像
』
破
壊
は
本
当
に
ゆ
う
う
つ
な
ニ

ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
平
和
と
民
主
主
義
の
破
壊
な
ど
と
い
き
り
た
つ
前
に
、
果
し
て
そ
れ
を
霊
う
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
五
月
二
〇
日
［
像
破
壊
事
件
が
起
き
た
旦
以
前
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
像
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
か
ど
う
か
」
と
述
べ
て
い
た
。
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共
感
と
反
感
の
振
れ

　
こ
れ
に
対
し
、
戦
中
派
を
は
じ
め
と
す
る
年
長
世
代
は
、
激
し
い
怒
り
を
抱
い
た
。
安
田
武
は
『
毎
日
新
聞
』
（
一
九
六
九
年
五
月
二
九
日
夕

刊
）
に
寄
せ
た
文
章
の
な
か
で
、
「
像
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
と
は
、
彼
ら
の
思
想
と
行
動
の
真
意
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
い
や
、
も
っ

と
率
直
に
い
っ
て
、
彼
ら
の
無
知
と
無
恥
に
絶
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
、
烈
し
く
全
共
闘
学
生
た
ち
を
非
難
し
た
。
わ
だ
っ
み
像
を
倒
し
、

「
戦
没
学
徒
た
ち
は
権
力
に
従
順
で
、
抵
抗
す
る
意
志
の
な
い
存
在
」
と
決
め
付
け
る
行
為
は
、
安
田
に
し
て
み
れ
ば
、
「
『
平
和
』
な
現
代
」

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
過
去
の
歴
史
状
況
を
一
顧
だ
に
し
な
い
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
全
共
闘
学
生
た
ち
の
「
歴
史
認
識
に
お
け
る
驚
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑧

べ
き
単
純
さ
」
を
示
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
戦
中
派
よ
り
も
や
や
下
の
年
代
で
は
あ
る
が
、
一
九
三
〇
年
生
ま
れ
の
野
坂
昭
如
も
、
「
“
わ
だ
っ
み
”
像
破
壊
の
衝
撃
」
（
一
九
六
九
年
）
の

な
か
で
、
「
出
陣
学
徒
を
お
ろ
か
と
決
め
つ
け
る
の
は
、
た
し
か
に
、
前
の
戦
争
に
ま
っ
た
く
何
の
責
任
も
持
た
な
い
、
全
共
闘
諸
氏
の
年
代

の
特
権
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
う
述
べ
て
い
た
一
「
戦
没
学
徒
の
死
に
よ
っ
て
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
死

が
犬
死
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
価
値
あ
る
も
の
だ
っ
た
か
、
生
き
て
る
者
が
え
ら
そ
う
に
判
定
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
女
々

し
い
遺
書
を
残
し
て
、
あ
る
い
は
空
虚
な
た
か
ぶ
り
の
言
葉
を
肉
親
に
い
い
お
い
て
、
死
地
に
む
か
っ
た
そ
の
心
ざ
ま
を
、
一
片
の
、
た
た
き



「；｝幾争イ奉馬寅」という教養（宇嘉問）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
け
る
よ
う
な
片
言
隻
句
に
よ
っ
て
、
裁
断
し
な
い
で
ほ
し
い
」
。

　
敗
戦
を
～
四
歳
で
迎
え
た
野
坂
は
、
戦
争
最
末
期
を
度
重
な
る
神
戸
空
襲
の
な
か
に
過
ご
し
た
。
そ
こ
で
養
父
母
を
亡
く
し
、
妹
を
～
人
で

世
話
す
る
も
、
飢
え
に
よ
る
栄
養
失
調
で
喪
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
新
潟
県
副
知
事
の
実
父
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
、
野
坂
は
焼
跡
を
放
浪
し
、

「
駅
の
構
内
で
誰
一
人
み
と
る
も
の
も
な
い
ま
ま
飢
え
に
飢
え
て
、
最
後
に
は
自
分
の
垂
れ
流
し
た
下
痢
を
指
に
な
す
っ
て
口
に
は
こ
び
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
こ
そ
が
こ
の
世
の
名
残
り
と
な
っ
た
浮
浪
児
」
の
一
人
と
し
て
過
ご
し
た
。
そ
う
し
た
経
験
を
負
っ
て
い
た
だ
け
に
、
「
死
者
を
お
ろ
か
と

き
め
つ
け
る
」
若
者
の
あ
り
よ
う
に
は
、
激
し
い
憤
り
を
抱
い
た
。

　
と
は
い
え
、
年
長
世
代
の
反
応
が
一
枚
岩
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
安
田
武
と
同
じ
一
九
二
二
年
生
ま
れ
の
星
野
芳
郎
は
、
一
九
六
九
年

六
月
の
文
章
の
な
か
で
、
「
わ
だ
っ
み
像
が
大
学
の
一
隅
か
ら
消
え
る
こ
と
は
、
日
本
の
平
和
運
動
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
よ
い
こ
と
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
」
と
語
っ
て
い
る
。
立
命
館
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
星
野
は
、
わ
だ
っ
み
像
に
象
徴
さ
れ
る
「
若
者
た
ち
は
、
若
い
知
能
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り

を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
悩
み
、
考
え
ぬ
い
た
」
（
安
田
武
「
わ
だ
っ
み
像
破
壊
の
意
味
す
る
も
の
」
）
と
い
う
学
徒
荒
誕
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
星
野

に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
学
徒
兵
の
実
態
と
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
星
野
は
戦
時
下
の
学
徒
兵
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
、
こ
う
園
害
し
て

い
る
　
　
「
大
半
の
人
間
は
、
自
分
の
ま
わ
り
に
小
さ
な
世
界
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
中
に
逃
げ
込
も
う
と
し
て
い
た
。
一
方
で
は
、
和
辻
哲
郎

の
『
古
寺
巡
礼
』
や
亀
井
勝
～
郎
の
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』
な
ど
の
世
界
に
沈
潜
し
、
他
方
で
は
麻
雀
や
酒
に
ひ
た
る
と
い
う
状
況
で
、
戦
争

に
進
ん
で
と
び
こ
む
の
で
も
な
く
、
む
ろ
ん
反
対
す
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
戦
争
の
こ
と
も
、
人
生
も
考
え
ま
い
と
し
て
、
そ
の
日
そ
の
日
を

送
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
「
現
実
に
戦
場
に
行
く
日
が
や
っ
て

き
て
、
は
じ
め
て
狼
狽
し
、
た
め
息
と
も
嘆
き
と
も
つ
か
ぬ
く
り
言
を
述
べ
た
」
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
星
野
は
、
「
も
し
、
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
苦
悩
と
い
う
な
ら
、
な
ぜ
、
よ
そ
の
国
ま
で
出
か
け
て
、
何
の
罪
も
な
い
中
国
人
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
苦
し
み

が
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
、
学
徒
兵
の
戦
争
協
力
や
倫
理
観
の
欠
如
を
批
判
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
星
野
に
と
っ
て
は
、
「
苦
悩
を
面
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
わ
だ
っ
み
像
は
虚
像
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
戦
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⑫

争
体
験
の
伝
達
の
本
当
の
意
味
」
で
あ
っ
た
。

　
星
野
の
こ
の
文
章
は
、
安
田
武
が
『
毎
日
新
聞
』
に
寄
稿
し
た
像
破
壊
批
判
を
受
け
て
、
同
紙
（
一
九
六
九
年
六
月
五
日
）
に
発
表
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
後
も
両
者
の
問
で
は
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

　
だ
が
、
両
者
の
議
論
の
相
違
と
と
も
に
、
そ
の
接
点
も
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
像
破
壊
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
安
田
と
星

野
の
議
論
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
わ
だ
っ
み
像
を
「
戦
争
体
験
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
み
る
か
「
虚
像
に
堕
し
た
も

の
」
と
見
る
か
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
戦
争
体
験
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
を
主
張
す
る
点
で
は
、
両
者
は
一
致
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
一
体
え
ば
、
そ
の
点
で
は
、
像
破
壊
事
件
を
起
こ
し
た
鮎
原
に
も
い
く
ぶ
ん
共
通
し
て
い
た
。
一
九
四
四
年
に
吉
林
省
に
生
ま
れ
た
鮎

原
は
、
終
戦
直
後
に
満
州
引
揚
を
経
験
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
幼
少
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ほ
と
ん
ど
記
憶
に
は
な
か
っ
た
が
、
母
親

か
ら
そ
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
り
、
そ
の
後
、
満
州
開
拓
団
の
記
録
を
読
む
な
ど
し
て
、
引
揚
体
験
を
重
く
と
ら
え
て
い
た
。
ま
た
、
鮎
鮨
が
親

し
く
し
て
い
た
従
姉
は
広
島
で
被
爆
し
て
い
た
。
彼
女
は
そ
の
後
遺
症
に
悩
ま
さ
れ
た
あ
げ
く
、
鮎
原
が
二
〇
歳
前
後
の
こ
ろ
に
総
死
し
た
。

し
か
も
、
そ
れ
は
孤
独
死
で
あ
り
、
死
後
一
カ
月
後
に
、
腐
乱
し
た
姿
で
発
見
さ
れ
た
。
鮎
原
は
、
そ
の
無
惨
な
自
死
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け

⑬た
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
専
修
念
仏
み
た
い
な
『
反
戦
と
平
和
』
」
の
題
目
の
も
と
、
「
心
に
も
な
い
標
語
を
喚
き
た
て
、
ガ
ラ
ク
タ
偶
像
を
乱

立
」
す
る
こ
と
に
は
腹
立
た
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。
像
破
壊
を
行
う
動
機
に
も
、
「
被
爆
し
た
死
者
も
…
…
、
腐
乱
し
た
妙
さ
ん
の
死
も
浮
か

ば
れ
な
い
…
」
と
い
患
い
が
あ
っ
た
と
い
、
無
・
鮎
原
は
・
先
の
屍
者
た
ち
の
復
権
し
の
葦
で
「
わ
た
し
た
ち
が
死
者
た
ち
の
象
微
を

作
り
出
す
こ
と
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
死
者
た
ち
に
向
け
て
美
し
い
こ
と
ば
を
偽
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
死
者
た
ち
か
ら
遠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

き
、
自
ら
の
死
を
も
喪
失
し
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
罵
他
人
の
死
に
感
銘
を
受
け
る
』
と
い
う
の
は
生
者
の
傲
岸
な
頽

廃
」
で
あ
る
と
語
っ
た
安
田
武
に
も
、
い
く
ら
か
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
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祝
祭
と
の
距
離

　
む
し
ろ
、
彼
ら
と
距
離
が
あ
っ
た
の
は
、
像
破
壊
事
件
の
際
に
周
囲
で
盛
り
上
が
っ
た
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
鮎
原
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
彼
が
二
名
と
と
も
に
丸
太
の
ベ
ン
チ
を
か
つ
い
で
像
を
倒
壊
さ
せ
る
と
、
そ
の
二
名
は
「
台
座
の
横
に
へ
た
り
込

ん
で
笑
」
い
つ
つ
、
「
肩
が
息
で
揺
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
鮎
原
も
そ
の
横
に
座
り
、
そ
の
後
の
推
移
を
眺
め
て
い
た
。
「
も
う
見
る
だ
け
で
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
興
奮
と
と
も
に
、
「
反
戦
平
和
」
の
シ
ン
ボ
ル
を
あ
え
て
破
壊
す
る
こ
と
に
対
す
る
強

度
の
緊
張
感
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
周
囲
は
～
瞬
の
静
寂
の
あ
と
、
騒
音
と
喚
声
が
「
堰
を
切
っ
て
雪
崩
れ
こ
」

み
、
そ
の
場
は
祝
祭
の
空
間
と
化
し
た
。
誰
か
が
ロ
ー
プ
を
持
っ
て
き
て
、
「
引
き
倒
さ
れ
た
わ
だ
っ
み
の
像
は
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
、

ム
ッ
ソ
リ
ー
こ
み
た
い
に
引
き
回
さ
れ
」
た
。
「
つ
い
数
か
月
前
ま
で
は
、
反
代
々
木
セ
ク
ト
で
さ
え
像
に
赤
旗
を
立
て
か
け
、
法
事
ま
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
集
会
を
行
っ
て
い
た
」
も
の
が
、
像
破
壊
を
機
に
「
廃
仏
殿
釈
に
押
し
か
け
る
群
衆
さ
な
が
ら
」
の
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、

鮎
原
が
内
面
に
抱
い
て
い
た
よ
う
な
戦
争
の
記
憶
へ
の
こ
だ
わ
り
、
あ
る
い
は
像
破
壊
に
伴
う
強
度
の
緊
張
は
見
ら
れ
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
量
感
は
、
こ
れ
ら
の
学
生
の
行
動
に
つ
い
て
「
応
援
の
ロ
ー
プ
」
と
好
意
的
に
評
し
て
い
る
。
だ
が
、
戦
争
体
験
へ
の
思
い
入

れ
が
強
い
鮎
原
と
、
祝
祭
化
し
た
周
囲
の
学
生
た
ち
と
の
間
に
は
、
じ
つ
は
大
き
な
距
離
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
点
で
は
、
「
わ
だ
っ
み
」
へ
の
反
感
を
語
っ
て
い
た
他
の
全
共
闘
系
学
生
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
若
い
わ
だ

っ
み
会
会
員
、
な
か
で
も
全
共
闘
に
近
い
君
た
ち
は
、
「
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
発
想
は
僕
ら
に
は
な

い
。
あ
の
本
は
戦
争
中
何
も
出
来
な
か
っ
た
人
々
の
遺
言
で
あ
り
、
わ
だ
っ
み
像
自
身
が
戦
中
派
が
何
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
拠

立
て
る
も
の
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鮎
擬
が
憤
り
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
『
わ
だ
っ
み
』
や
「
戦
争
中
巻
も
出
来

な
か
っ
た
人
々
」
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
偶
像
化
・
虚
像
化
し
て
祭
り
上
げ
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

　
露
原
は
、
当
時
を
回
想
し
た
手
記
の
な
か
で
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
に
収
め
ら
れ
た
戦
没
学
徒
の
手
記
や
そ
こ
に
発
す
る
「
反
戦
意
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識
の
連
鎖
」
に
対
す
る
共
感
を
記
し
て
い
る
。
た
だ
、
彼
が
問
題
に
し
ょ
う
と
し
た
の
は
、
手
記
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
社
会
的
共
感
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
「
な
ま
じ
な
共
感
に
、
ぼ
く
ら
は
引
っ
掛
か
り
を
覚
え
た
」
「
共
感
は
粘
液
の
よ
う
に
纏
わ
り
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

き
、
思
考
を
停
止
さ
せ
て
い
る
」
「
ぼ
く
ら
は
粘
液
膜
を
破
っ
て
酸
素
を
吸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
」
　
　
鮎
原
が
違
和
感
を
抱

い
た
の
は
、
「
わ
だ
っ
み
」
の
体
験
や
記
憶
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
「
共
感
」
と
い
う
「
粘
液
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

教
養
主
義
の
没
落

　
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
が
示
す
の
は
、
こ
う
し
た
「
戦
争
体
験
の
断
絶
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、
教
養
主
義
の
没
落
を
も
浮

き
彫
り
に
し
て
い
た
。

　
高
度
経
済
成
長
に
伴
い
大
学
進
学
率
が
上
昇
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
大
学
卒
業
者
は
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

か
つ
て
は
エ
リ
ー
ト
の
指
標
で
あ
っ
た
教
養
の
有
用
性
は
低
下
す
る
。
た
だ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
未
来
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
苦

労
し
て
教
養
を
獲
得
し
、
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
と
の
差
別
化
を
は
か
る
こ
と
の
積
極
的
な
理
由
な
ど
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
際
立
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
教
養
の
暴
力
で
あ
っ
た
。

　
教
養
と
は
そ
も
そ
も
、
そ
れ
を
持
つ
者
の
持
た
な
い
者
に
対
す
る
差
異
化
・
優
越
化
の
戦
略
で
あ
っ
た
。
内
省
的
な
教
養
主
義
と
マ
ル
ク
ス

主
義
的
教
養
主
義
が
拮
抗
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
古
典
な
り
『
資
本
論
』
な
り
の
教
養
に
知
悉
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
劣
る
者
に
脆
拝
を
強
い
る
点
で
は
等
価
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
教
養
主
義
が
キ
ャ
ン
パ
ス
文
化
に
お
い
て
規
範
と
し
て
機

能
し
て
い
た
と
き
に
は
、
教
養
の
暴
力
は
さ
ほ
ど
露
見
し
な
か
っ
た
。
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
教
養
は
憧
憬
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
養
の
有
用
性
が
見
出
せ
な
い
時
代
に
な
る
と
、
学
生
に
と
っ
て
、
教
養
を
身
に
ま
と
っ
た
大
学
人
は
、
憧
憬
の
対
象
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
居
丈
高
な
存
在
で
し
か
な
い
。

　
大
学
紛
争
に
お
い
て
、
学
生
た
ち
は
さ
か
ん
に
知
識
人
を
吊
る
し
あ
げ
、
彼
ら
の
存
在
意
義
を
執
拗
に
問
い
た
だ
し
た
。
一
九
六
八
年
一
二
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月
に
東
大
法
学
部
研
究
室
が
全
共
闘
に
占
拠
さ
れ
た
際
、
丸
山
翼
男
は
「
軍
国
主
義
者
も
し
な
か
っ
た
。
ナ
チ
も
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
暴
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

だ
」
と
非
難
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
学
生
た
ち
は
「
あ
ん
た
の
よ
う
な
教
授
を
追
い
出
す
た
め
に
封
鎖
し
た
ん
だ
」
と
言
い
放
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
に
は
、
知
識
人
や
教
養
に
対
す
る
若
者
た
ち
の
怨
恨
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
う
し
た
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
「
わ
だ
っ
み
」
は
教
養
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
戦
没
学
徒
の
遺
稿
に
は
、
彼
ら
が
古
典
や
哲
学
、
そ
し
て
岩

波
文
庫
を
愛
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
容
易
に
教
養
主
義
を
連
想
さ
せ
た
。
ま
た
、
「
わ
だ
っ
み
世
代
」
で
あ
る
戦
中
派

は
、
当
時
、
大
学
教
官
の
中
堅
層
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
と
に
、
知
識
人
が
多
く
集
っ
た
わ
だ
っ
み
会
で
は
、
戦
中
派
の
多
く
は
大
学
教
授
・

助
教
授
で
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
に
と
っ
て
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
を
管
理
し
、
威
圧
す
る
存
在
だ
っ
た
。

　
必
然
的
に
、
彼
ら
は
「
わ
だ
っ
み
」
の
教
養
の
芳
香
を
不
快
に
感
じ
た
。
わ
だ
っ
み
会
で
開
か
れ
た
｝
九
六
九
年
の
座
談
会
の
な
か
で
、
全

共
闘
に
共
感
す
る
あ
る
学
生
は
「
今
大
学
に
於
い
て
は
、
学
生
と
教
授
会
は
い
ろ
ん
な
点
で
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
対
立
し
て
い
る
二
人
が
一

緒
に
な
っ
て
や
る
平
和
運
動
と
は
何
で
あ
る
の
か
」
と
述
べ
、
わ
だ
っ
み
会
の
「
知
識
人
的
な
平
和
運
動
臭
さ
」
へ
の
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し

て
い
た
。
同
じ
座
談
会
で
、
あ
る
東
大
生
も
、
「
戦
中
派
の
人
達
の
と
ら
え
方
は
、
学
問
研
究
を
す
る
こ
と
は
、
何
が
な
ん
で
も
よ
い
こ
と
だ

と
い
う
風
に
問
題
を
た
て
て
、
だ
か
ら
、
そ
の
学
問
、
研
究
を
放
り
出
し
て
戦
場
に
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
わ
だ
っ
み
の
悲
劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
東
大
紛
争
で
粉
砕
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
」
と
発
言
し
て
い
た
。

　
こ
こ
に
は
、
「
わ
だ
っ
み
」
や
戦
中
派
の
教
養
臭
さ
に
対
す
る
反
感
が
浮
か
び
上
が
る
。
学
問
や
教
養
を
絶
対
的
な
「
善
」
と
と
ら
え
る
姿

勢
は
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
「
わ
だ
っ
み
」
世
代
と
の
共
同
歩
調
の
破
綻
が
忽
せ
ら
れ
て
い
る
。
知
識
人
と
学
生
が
と
も
に
平
和
運
動

を
行
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
教
養
と
反
戦
の
接
合
は
、
「
東
大
紛
争
で
粉
砕
さ
れ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
は
、
二
重
の
意
味
で
象
徴
的
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
戦
争
体
験
や
戦
中
派
の
地
位
低
下
を
表
し
て
い
た
。
と
岡
時
に
、
そ
れ
は
教
養
主
義
の
没
落
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
知
や
教
養

と
い
っ
た
も
の
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
す
で
に
共
感
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
分
た
ち
を
威
圧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
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憤
り
を
抱
い
て
、
彼
ら
は
大
学
紛
争
を
闘
い
、
わ
だ
っ
み
像
破
壊
を
喝
采
し
た
の
で
あ
る
。
戦
争
体
験
と
教
養
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
戦
争
体
験

と
い
う
教
養
」
は
、
か
く
し
て
、
若
い
世
代
の
支
持
を
失
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
そ
れ
も
逆
に
言
え
ば
、
彼
ら
が
教
養
の
規
範
を
内
面
化
し
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
教
養
主
義
の
価
値
観
が
欠
落
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
教
養
に
対
す
る
敵
意
で
は
な
く
無
関
心
こ
そ
が
う
か
が
え
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
大
学
の
知
の
あ
り
よ
う

に
憤
り
を
感
じ
た
の
は
、
彼
ら
が
思
い
描
い
た
よ
う
な
知
の
営
み
が
、
大
学
の
無
味
乾
燥
な
マ
ス
プ
ロ
教
育
で
は
成
立
せ
ず
、
彼
ら
が
裏
切
ら

れ
た
思
い
を
抱
い
た
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
先
の
東
大
生
も
、
そ
の
座
談
会
の
な
か
で
「
東
大
に
於
い
て
為
さ
れ
て
い
る
教
育
、
研
究
が
今
の
社

会
に
於
い
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
鮎
原
輪
も
、
大
学
入
学
以
来
、
「
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
に
と
っ
て
文
学
と
は
な
に
か
？
」
と
い
う
問
い
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
教
養
に
対
す
る
こ
う
し
た
思
い
入
れ
や
憧
憬
が
裏
切
ら
れ
た

と
き
、
そ
れ
は
教
養
に
対
す
る
憤
怒
へ
と
転
化
す
る
。

　
ち
な
み
に
、
わ
だ
っ
み
像
は
一
九
七
六
年
五
月
二
〇
日
に
再
建
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
防
弾
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス
に
収
め
ら
れ
た
。
像
破
壊

事
件
か
ら
七
年
を
経
て
も
な
お
、
「
戦
争
体
験
と
い
う
教
養
」
に
対
す
る
若
者
の
憤
怒
は
、
防
弾
ガ
ラ
ス
で
な
け
れ
ば
防
げ
な
い
ほ
ど
に
、
強

固
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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①
鮎
原
器
「
死
者
た
ち
の
復
権
1
わ
だ
っ
み
像
破
壊
の
思
想
」
『
朝
日
ジ
ャ
ー

　
ナ
ル
晒
～
九
七
〇
年
二
月
八
日
号
、
四
一
頁
。
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
に
つ
い
て

　
は
、
拙
著
署
戦
争
体
験
」
の
戦
後
史
徳
（
前
掲
）
、
署
反
戦
」
の
メ
デ
ィ
ア
史
』

　
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
ほ
か
、
小
熊
英
二
『
ユ
9
6
8
睡
（
日
曜
社
、

　
二
〇
〇
九
年
）
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

②
吉
川
勇
｝
（
小
熊
英
二
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
「
国
境
を
こ
え
た
『
個
入
原

　
理
諭
岩
崎
稔
ほ
か
編
『
戦
後
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
2
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
九

　
年
、
二
五
九
頁
。

③
吉
林
勲
三
「
糸
切
れ
た
凧
、
飛
ば
ぬ
鳥
の
空
」
松
醗
政
男
・
高
橋
武
智
編
糊
群

　
論
ゆ
き
ゆ
き
て
神
懸
』
倒
語
社
、
　
九
八
八
年
。
吉
林
勲
三
は
畑
原
輪
と
岡
じ
く
、

　
和
田
治
史
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
。

④
田
中
仁
彦
「
戦
没
学
生
は
二
度
死
ぬ
」
（
『
朝
日
ジ
ャ
…
ナ
ル
』
～
九
六
九
年
六

　
月
八
日
号
、
一
〇
八
頁
）
に
引
か
れ
て
い
る
矢
作
彰
の
文
章
を
重
引
。
原
文
は
東

　
大
駒
場
の
わ
だ
っ
み
会
機
関
誌
『
道
標
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
物

　
の
入
手
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

⑤
座
談
会
門
大
学
闘
争
と
『
わ
だ
っ
み
の
理
念
』
」
『
わ
だ
っ
み
の
こ
・
蓋
四
七
号
、

　
一
九
山
ハ
九
年
、
四
五
頁
。

⑥
同
上
、
五
　
頁
、
二
王
頁
。



⑦
田
中
仁
彦
「
戦
没
学
生
は
二
度
死
ぬ
」
（
前
掲
）
、
一
〇
九
頁
。

⑧
安
田
武
「
わ
だ
っ
み
像
破
壊
の
意
味
す
る
も
の
」
『
毎
日
新
聞
睡
一
九
六
九
年

　
五
月
二
九
日
夕
刊
（
引
屠
は
、
安
田
武
欄
人
間
の
再
建
瞼
（
前
掲
）
一
〇
五
頁
よ

　
り
）
。

⑨
野
坂
昭
如
州
卑
怯
者
の
思
想
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
、
～
七
四
頁
。

⑩
　
同
上
、
八
九
頁
。

⑪
星
野
芳
郎
門
虚
像
と
し
て
の
“
わ
だ
っ
み
像
”
」
『
毎
日
新
聞
臨
～
九
六
九
年
六

　
月
五
日
夕
刊
。

⑫
同
上

⑬
　
波
野
四
方
需
盤
な
し
の
箱
』
二
〇
〇
九
年
＝
　
月
（
来
公
刊
）
。
波
野
四
方
は
、

　
和
田
治
史
（
塚
原
輪
）
の
べ
ン
ネ
…
ム
。
同
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
著
者

　
よ
り
許
諾
を
得
て
い
る
。

⑭
同
上
、
八
九
頁
、
九
〇
頁
。

⑮
鮎
原
輪
「
死
者
た
ち
の
復
権
扁
『
朝
毎
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
【
九
七
〇
年
二
月
八
日

　
号
、
四
二
頁
。

⑯
波
野
四
方
（
鮎
原
画
）
『
壁
な
し
の
十
四
（
前
掲
）
、
九
七
頁
。

⑰
同
上
、
九
八
頁
。

⑱
同
上
、
八
九
頁
。

⑲
咽
毎
日
新
聞
瞼
一
九
六
八
年
～
二
旦
西
日
。

⑳
座
談
会
「
大
学
闘
争
と
『
わ
だ
っ
み
の
理
念
㎞
」
哩
わ
だ
っ
み
の
こ
・
蓋
四
七
号
、

　
一
九
轟
ハ
九
年
、
　
m
四
四
一
階
四
五
百
ハ
、
　
四
⊥
三
門
。

⑳
　
同
上
、
四
六
頁
。
波
野
四
方
（
下
原
輪
）
糊
壁
な
し
の
箱
』
（
前
掲
）
、
三
〇
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

「戦争体験」という教養（福間）

　
像
破
壊
事
件
か
ら
十
三
年
を
経
た
～
九
八
二
年
、
『
き
け
、
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
第
二
次
わ
だ
っ
み
会
発
足

当
初
は
、
岩
波
文
庫
化
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
初
刊
本
の
刊
行
か
ら
三
三
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
こ
の
遺
稿
集
は
「
い
や
し
く
も
万
人
の
必

読
す
べ
き
真
に
古
典
的
価
値
あ
る
書
」
（
「
岩
波
文
庫
発
刊
に
際
し
て
」
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
「
わ
だ
っ
み
」
と
庶
民
的
教
養
と
の
結
び
つ
き
は
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
一

九
五
〇
年
代
に
は
、
「
わ
だ
っ
み
」
は
庶
民
的
教
養
の
代
表
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
『
入
生
手
帖
』
『
葦
』
に
結
び
つ
い
て
い
た
し
、
一
九
五
九

年
に
は
、
こ
の
遺
稿
集
は
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
と
い
う
庶
民
的
教
養
メ
デ
ィ
ア
に
収
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
○
年
代
に
も
な
る
と
、
す

で
に
庶
民
的
教
養
主
義
は
衰
退
し
て
い
た
。
『
葦
』
は
一
九
六
〇
年
に
終
刊
し
、
『
人
生
手
帖
』
は
一
九
七
四
年
に
『
健
康
フ
ァ
ミ
リ
ー
』
と
誌

名
を
改
め
、
健
康
雑
誌
へ
と
変
質
し
た
。
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
一
九
六
〇
年
代
に
黄
金
期
を
迎
え
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
独
占
し
た
が
、
七
〇

年
代
に
な
る
と
、
七
年
近
く
に
及
ぶ
労
働
争
議
の
影
響
も
あ
り
、
か
つ
て
の
勢
い
を
失
っ
た
。
大
学
に
お
い
て
教
養
主
義
が
没
落
し
、
「
読
書
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す
る
大
学
生
」
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
な
か
、
一
般
大
衆
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
れ
以
上
に
「
読
書
を
通
じ
た
人
格
陶
冶
」
と
い
う
規
範
は
失
わ

れ
て
い
た
。

　
教
養
の
価
値
観
を
内
面
化
し
て
い
た
戦
本
派
世
代
や
戦
没
学
徒
の
遺
族
に
し
て
み
れ
ば
、
岩
波
文
庫
化
に
よ
る
「
わ
だ
っ
み
」
の
正
典
化
は

感
慨
深
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
教
養
の
価
値
観
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
多
く
の
大
衆
に
と
っ
て
、
岩
波
文
庫
化
さ
れ
た
「
わ

だ
っ
み
」
は
、
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
わ
だ
っ
み
像
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
二
年
に
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
開
館

し
た
際
、
再
建
わ
だ
っ
み
像
は
防
弾
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
か
ら
出
さ
れ
、
同
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
付
近
に
設
置
さ
れ
た
。
す
で
に
教
養
の
規
範
は
消
え

去
り
、
学
生
た
ち
は
そ
れ
へ
の
敵
意
さ
え
抱
か
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
だ
っ
み
像
を
防
弾
ガ
ラ
ス
で
防
御
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
わ
だ
っ
み
像
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
外
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
教
養
や
戦
争
体
験
が
再
び
受
容
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
戦
争
体
験
と
い
う
教
養
」
へ
の
社
会
的
無
関
心
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
『
き
け
わ
だ
っ
み
の
こ
え
』
は
、
「
現
代
の
古
典
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の

正
典
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
多
様
な
力
学
が
働
い
て
い
た
し
、
そ
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
き
た
。
教
養
や
「
戦
争
体

験
の
語
り
難
さ
」
も
そ
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
。

　
「
現
代
の
古
典
」
を
受
け
継
ぐ
こ
と
も
重
要
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
も
振
り
返
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
戦
争
体

験
を
語
る
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
「
継
承
」
の
あ
り
方
を
も
、
問
い
糺

す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
謝
辞
）
わ
だ
っ
み
像
破
壊
事
件
を
め
ぐ
る
未
公
刊
手
記
を
ご
恵
贈
い
た
だ
き
、
同
書
の
参
照
・
引
用
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
和
田
沿
史
劇
に
、
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
む
ろ
ん
、
同
書
の
理
解
・
引
用
に
対
す
る
す
べ
て
の
責
は
筆
者
（
福
間
良
明
）
に
あ
る
。
　
　
　
（
立
命
館
大
学
早
業
社
会
学
部
准
教
授
）
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　　　　　　The　Transfomiaeion　of　Arguments　on　War　Experience

　　　　　and　“Liberal　Artsism”：　Postwar　History　of　the　Reception

of　Wadatsumi　no　leoe，　Accounts　of　Fallen　Japanese　College　Students

by

FuKuMA　Yoshiaki

This　paper　analyzes　the　transformation　of　public　opinion　on　war　experiences　by

examining　how　Kilee　Wadatsumi　no．　hoe　（Listen　to　the　Voice　of　the　Sea　God），　a　col－

lection　of　essays　left　by　the　Japanese　college－student・　soldiers　who　were　killed　in

the　war，　has　been　received　in　postwar　Japan．

　　The　Press　Department　of　Tokyo　University　Cooperative　（Toudai　Kumiai　Shup－

panbu）　published　Kike　vaadatsumi　no　koe　in　December　1949．　lt　became　a　best　sel－

ler　in　the　following　year．　Moreover，　it　continued　to　be　widely　read，　and　regarded

as　a　classic　of　writings　on　the　Pacific－War　experience．　But，　why　were　Japanese　in

general　deeply　impressed　by　the　essays　of　an　elite　such　as　these　college　students？

　　This　collection　of　essays　attained　the　status　of　“classic”　in　the　1980’s，　not　at　the

beginning　of　post－war　era．　A　new　edition　was　republished　in　1959　as　one　of　the

Kappa　Books，　a　series　of　popular　papeybacks　published　by　Koubunsha．　Then　in

1982　an　lwanami　Pocl〈etbeoks　（lwanami　Bunl〈o）　edition　of　the　book　was　published．

A　transformation　in　public　opinion　regarding　Kilee　Wadatsumi　no　leoe　emerged，　and

the　connection　between　narratives　about　war　and　intellectual　culture　（kyouyou）

could　be　visible．

　　Iwanami　Pocketbooks　is　a　series　of　international　classics．　The　works　were　the

key　media　of　“jiberal　artsism”　（1ayouptozt　shu．aab　of　prewar　and　postwar　Japan．　The

series　includes　many　classics　wiitten　by　great　philosophers　such　as　Socrates，　Pla－

to，　Descartes，　Kant，　and　Kitarou　Nisltida．　Why　then　were　the　writings　of　college

students　who　had　not　even　completed　their　studies　included　in　such　a　series？

　　On　the　one　hand，　when　Kilee　Wadatsumi　no　feoe　was　first　published　in　i949，

some　people　criticized　the　writings　of　the　fallen　students　from　the　viewpoint　of

“liberal　artsism．”　Older　i　tellectuals，　who　had　experienced　the　liberalism　or　Marx－

ism　of　the　Taishou　era　in　their”　yeuth，　felt　that－the　writings　of　students　were　lack－

ing　in　terms　of　intellectual　culture　of　the　liberal　arts　（1ayoayou）．　The　essays　of　the

college－student　soldiers，　who　had　received　a　higher　education　during　the　period
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when　the　militarists　suppyessed　“liberal　artsism”，　were　seen　as　not　suthciently　in－

teRectual．

　　We　must　also　examine　the　case　of　the　destruction　of　the　statue　of　Wadatsumi　in

1969．　The　statue　was　put　up　on　the　campus　of　Ritsumeikan　University　in　1953　in

commemoration　of　the　publishing　Kike　Wadatsumi　no　koe．　A　general　assembly　for

the　Fusen　no　Chikai　（Anti－war　Oath）　was　held　in　front　of　the　statue　every　year．

Not　only　the　student　body　but　also　the　professors　and　the　president　of　the　uni－

versity　took　pairt　in　the　meeting．　But，　in　May　1969，　the　students　who　belonged　to

Zenl〈youtou　（All　Student　Struggle　Committee）　destroyed　the　statue　of　Wadatsumi，

which　had　served　as　an　‘antFwar’　symbol．　They　destroyed　the　statue　not　only　out

of　hatred　of　the　narrative　of　the　war　created　by　an　older　generation　of　fanen

students　but　also　due　£o　their　hostMty　to　the　liberal　ai”ts，　which　was　also　symbol－

ized　by　the　statue　of　Wadatsumi．　This　was　the　beginning　of　the　steep　decline　of

“Hberal　artsism”and　the　period　dl血g　which　the　no㎜of　it　faded　away　among　col－

lege　students．

　　Arguing　from　this　standpoint　and　based　on　these　observations，　this　paper　con－

siders　postwa画story　in　terms　of　the　reception　of　Kille　Wadats襯i　no　hoe　and　the

Wadatsumikal，　a　society　founded　at　the　tinie　of　the　publication　of　the　book．
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