
柿
崎
一
郎
著

﹃
タ
イ
鉄
道
と
日
本
軍

鉄
道
の
戦
時
動
員
の
実
像

一
九
四
一
～
一
九
四
五
年

﹄

織

田

康

孝

は

じ

め

に

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
す
で
に
七
〇
年
以
上
と
な
る
︒
現
在
で

は
︑
多
く
の
戦
争
体
験
者
が
鬼
籍
に
入
り
︑
史
料
的
制
約
も
あ
り
戦
争
の
実

態
に
迫
る
こ
と
が
年
々
困
難
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
下

に
お
い
て
も
な
お
︑
本
戦
争
に
関
す
る
研
究
は
増
え
て
お
り
︑
実
態
の
解
明

が
進
み
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
よ
う
な
中
︑
﹃
タ
イ
経
済
と
鉄
道

一
八
八
五
～
一
九
三
五
年
﹄
︵
日

本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
︑
﹃
鉄
道
と
道
路
の
政
治
経
済
学

タ
イ
の

交
通
政
策
と
商
品
流
通
一
九
三
五
～
一
九
七
五
年
﹄
︵
京
都
大
学
学
術
出
版

会
︑
二
〇
〇
九
年
︶
な
ど
タ
イ
に
お
け
る
交
通
史
︑
経
済
史
の
研
究
に
多
大

な
貢
献
を
な
し
て
き
た
柿
崎
一
郎
氏
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
に
お
け
る

軍
事
輸
送
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
本
書
を
上
梓
し
た
︒

本
書
は
︑
交
通
史
︑
経
済
史
の
み
な
ら
ず
当
該
期
の
軍
と
鉄
道
︑
日
本
と

タ
イ
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
︒

著
者
が
序
章
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
︑
従
来
︑
当
該
期
に
お
け

る
タ
イ
の
鉄
道
に
関
す
る
研
究
は
︑
泰
緬
鉄
道
関
係
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
タ

イ
国
内
に
お
け
る
鉄
道
に
よ
る
軍
事
輸
送
の
研
究
は
断
片
的
で
︑
か
つ
︑
全

体
像
を
把
握
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
タ
イ
国
内
に
進
駐
し
て
い
た

日
本
軍
の
数
に
つ
い
て
も
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
明
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
・
タ
イ
両
国
の
鉄
道

運
営
権
の
争
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
同
盟
国
で
あ

り
な
が
ら
戦
後
敗
戦
国
と
し
て
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
外
交
巧
者
と
し
て
の
タ

イ
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
本
書
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
︒

評
者
は
︑
日
本
軍
政
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
研
究
を
専
門
と
し
て
お
り
︑

当
該
期
に
お
け
る
タ
イ
に
関
し
て
は
門
外
漢
で
あ
る
︒
し
か
し
日
本
軍
政
期

の
歴
史
的
意
義
を
問
い
直
す
う
え
で
は
評
者
の
研
究
と
共
通
性
が
あ
り
︑
ま

た
他
地
域
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
し
た
本
書
の
成
果
は
大
変
刺
激
的
で
あ
っ

た
︒
以
下
︑
自
身
の
興
味
関
心
に
引
き
つ
け
つ
つ
書
評
を
行
っ
て
い
く
︒

一

本
書
の
内
容
紹
介

本
書
の
構
成
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

序
章

鉄
道
戦
時
動
員
研
究
の
意
義

第
一
章

日
本
軍
に
よ
る
鉄
道
の
動
員

軍
用
列
車
の
運
行
状
況

第
二
章

日
本
軍
の
軍
事
輸
送

何
を
ど
の
程
度
運
ん
で
い
た
の
か

第
三
章

日
本
軍
の
タ
イ
国
内
で
の
展
開
①

通
過
地
か
ら
駐
屯
地
へ

第
四
章

日
本
軍
の
タ
イ
国
内
で
の
展
開
②

後
方
か
ら
前
線
へ

第
五
章

タ
イ
側
の
反
応

鉄
道
の
奪
還
と
維
持

第
六
章

一
般
輸
送
へ
の
影
響

鉄
道
輸
送
の
変
容

第
七
章

日
本
軍
に
よ
る
鉄
道
の
戦
時
動
員
と
タ
イ

終
章

鉄
道
の
戦
時
動
員
の
実
像
と
今
後
の
課
題

序
章
で
は
︑
本
書
に
お
け
る
以
下
の
三
つ
の
課
題
を
設
定
し
て
い
る
︒
す

書 評
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な
わ
ち
︑
一
︑
日
本
軍
の
タ
イ
に
お
け
る
戦
時
動
員
の
全
体
像
を
把
握
す
る

こ
と
︑
二
︑
タ
イ
で
の
日
本
軍
の
通
過
お
よ
び
駐
屯
状
況
を
解
明
す
る
こ
と
︑

三
︑
タ
イ
の
反
応
お
よ
び
一
般
輸
送
へ
の
影
響
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
︑
で

あ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
タ
イ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
軍
最
高
司
令
文

書
を
主
に
使
用
し
︑
検
証
し
て
い
る
︒
以
下
︑
第
一
章
・
第
二
章
で
﹁
一
﹂
︑

第
三
章
・
第
四
章
で
﹁
二
﹂
︑
第
五
章
・
第
六
章
で
﹁
三
﹂
を
各
々
論
じ
て

い
る
︒

第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
は
︑
当
時
の
運
行
予
定
表
を
史
料
と
し
て
︑
南

線
︑
東
線
︑
北
・
東
北
線
の
運
行
開
始
過
程
に
つ
い
て
概
説
的
に
論
じ
て
い

る
︒
そ
の
中
で
特
に
重
要
な
成
果
は
︑
日
本
と
タ
イ
の
意
見
調
整
の
実
態
に

迫
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
タ
イ
側
の
要
求
を
日
本
軍
が
あ
る
程
度
受
け
入
れ

つ
つ
運
用
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
︒

当
初
は
タ
イ
の
軍
事
輸
送
に
つ
い
て
日
本
・
タ
イ
両
国
の
意
見
調
整
機
関
が

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
一
九
四
一
年
一
二
月
一
二
日
両
国
の

合
同
委
員
会
に
お
い
て
鉄
道
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
終
戦

ま
で
本
委
員
会
が
軍
用
列
車
の
運
行
の
調
整
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑

日
本
は
タ
イ
と
軍
事
輸
送
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
︑
制
度
化
を
試
み
た
︒

タ
イ
は
︑
日
本
が
想
定
し
た
よ
り
も
安
値
の
タ
イ
軍
用
の
貸
切
列
車
・
客
車

の
特
別
賃
料
を
提
示
し
て
き
た
︒
日
本
の
現
地
軍
は
当
初
本
要
求
を
拒
否
し

て
い
た
が
︑
タ
イ
が
日
本
の
外
務
省
に
働
き
か
け
た
た
め
両
者
は
妥
協
し
︑

特
別
賃
料
が
設
定
さ
れ
た
︒

次
い
で
︑
日
本
の
軍
事
輸
送
の
展
開
を
第
一
期
﹁
戦
前
拡
大
期
﹂
︑
第
二

期
﹁
泰
緬
鉄
道
建
設
期
﹂
︑
第
三
期
﹁
泰
緬
鉄
道
開
通
期
﹂
︑
第
四
期
﹁
路
線

網
分
断
期
﹂
に
区
分
し
分
析
し
て
い
る
︒
各
時
代
の
背
景
を
踏
ま
え
︑
輸
送

両
数
や
輸
送
ル
ー
ト
・
輸
送
先
︑
輸
送
物
な
ど
を
運
行
予
定
表
や
請
求
書
を

根
拠
に
解
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
分
析
を
も
と
に
︑
軍
事
輸
送
は
長
距
離

の
国
際
輸
送
︑
ビ
ル
マ
戦
線
の
補
給
︑
部
隊
の
移
動
と
連
動
せ
ず
に
独
自
の

展
開
を
み
せ
て
い
た
こ
と
を
特
徴
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
上
記
四
期
を
基
軸
に
︑
輸
送
品
目
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
︒

ま
ず
︑
軍
用
列
車
を
利
用
し
た
旅
客
輸
送
︵
人
︶
︑
軍
需
品
︵
モ
ノ
︶
な
ど

の
詳
細
な
統
計
数
値
を
も
と
に
︑
日
本
が
運
搬
し
た
物
資
の
状
況
や
日
本
兵

が
一
般
旅
客
列
車
を
利
用
し
て
い
た
実
情
が
判
明
す
る
︒
こ
れ
ら
の
作
業
を

通
し
て
︑
戦
時
動
員
の
様
相
が
史
料
的
根
拠
に
即
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

第
三
章
・
第
四
章
で
の
狙
い
は
︑
タ
イ
国
内
の
日
本
軍
の
動
向
を
解
明
す

る
こ
と
で
軍
事
輸
送
が
行
わ
れ
た
背
景
を
浮
き
彫
り
に
し
︑
各
期
に
お
け
る

日
本
に
と
っ
て
の
タ
イ
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
ま
ず
︑
第

三
章
に
お
い
て
は
︑
第
一
期
﹁
戦
前
拡
大
期
﹂
︑
第
二
期
﹁
泰
緬
鉄
道
建
設

期
﹂
を
対
象
と
す
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
各
期
に
よ
っ
て
各
線
の
需
要
度
合
い

は
変
化
し
て
い
る
と
い
う
︒
例
え
ば
︑
第
二
期
に
お
い
て
は
︑
同
鉄
道
の
建

設
に
あ
た
っ
て
の
人
員
︵
日
本
兵
や
連
合
軍
捕
虜
︑
そ
し
て
労
務
者
た
ち
︶

や
彼
ら
の
食
料
︑
そ
し
て
︑
建
設
資
材
を
運
ぶ
た
め
に
バ
ー
ン
ポ
ー
ン
や

ノ
ー
ン
ド
ゥ
ッ
ク
着
の
路
線
が
軍
事
輸
送
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
︒

第
四
章
で
は
︑
第
三
期
﹁
泰
緬
鉄
道
開
通
期
﹂
︑
第
四
期
﹁
路
線
網
分
断

期
﹂
を
考
察
し
て
い
る
︒
第
三
期
に
お
い
て
は
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
と
連
動

し
て
︑
軍
需
品
も
タ
イ
か
ら
ビ
ル
マ
に
運
ば
れ
︑
タ
イ
は
日
本
に
と
っ
て
通

過
点
と
な
っ
て
い
た
︒
一
方
で
第
四
期
は
︑
ビ
ル
マ
戦
線
の
悪
化
に
伴
い
︑

ビ
ル
マ
か
ら
タ
イ
に
撤
退
す
る
部
隊
な
ど
が
増
え
︑
ま
た
︑
ビ
ル
マ
に
対
す

る
物
資
補
給
も
増
え
て
い
た
時
期
で
あ
り
︑
タ
イ
に
は
多
数
の
日
本
兵
が
駐

屯
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
時
期
︑
日
本
兵
は
︑
一
〇
万
人
以
上
に
も
及

び
︑
警
備
や
軍
用
道
路
の
整
備
な
ど
を
担
っ
て
い
た
︒
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こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
第
五
章
に
お
い
て
は
︑
単
な
る
戦
争
被
害
者

の
側
面
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
タ
イ
の
主
体
性
に
注
目
し
て
い
る
︒
で
は
︑

タ
イ
は
日
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
︑
①
マ
ラ
ヤ
残
留
車
両
の
返
還
︑
②
軍
用
列
車
の
削
減
︑
③
潤
滑
油

の
獲
得
︑
④
鉄
道
運
営
権
の
維
持
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
①
で
は
︑
一
九
四
一
年
一
二
月
一
〇
日
よ
り
バ
ン
コ
ク
か
ら
マ
ラ

ヤ
方
面
へ
と
南
下
す
る
軍
用
列
車
の
運
行
が
開
始
さ
れ
︑
一
日
三
本
の
列
車

が
南
下
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
南
部
発
の
マ
ラ
ヤ
向
け
の
輸
送
も
別

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
使
用
可
能
な
タ
イ
の
車
両
は
激
減
し
た
の

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
タ
イ
は
鉄
道
小
委
員
会
を
通
じ
て
一
九
四
二
年
三
月
二

〇
日
︑
公
式
に
返
還
要
求
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
日
本
と
タ
イ

双
方
の
間
で
主
張
す
る
残
留
車
両
の
数
に
大
幅
な
差
が
あ
っ
た
た
め
交
渉
は

難
航
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
も
両
国
の
間
で
は
交
渉
が
続
き
︑
最
終

的
に
は
︑
日
本
が
マ
ラ
ヤ
の
車
両
を
徐
々
に
利
用
し
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑

両
者
の
主
張
す
る
数
の
差
が
縮
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
タ
イ
は
こ
れ
以
上
日
本

に
自
ら
が
調
査
し
た
残
留
車
両
の
返
還
を
要
求
し
て
も
無
意
味
だ
と
判
断
し

返
還
交
渉
は
終
焉
し
た
︒
度
重
な
る
交
渉
の
結
果
と
し
て
︑
タ
イ
は
日
本
か

ら
車
両
の
返
還
を
引
き
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒

②
で
は
︑
タ
イ
が
日
本
の
現
地
軍
お
よ
び
大
使
館
と
交
渉
を
行
い
︑
南
線

で
一
日
三
往
復
行
っ
て
い
る
軍
用
列
車
の
一
往
復
削
減
を
狙
っ
た
過
程
が
描

か
れ
て
い
る
︒
こ
の
交
渉
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
材
料
と
し
て
タ
イ
が
利
用

し
た
の
が
米
の
問
題
で
あ
っ
た
︒
タ
イ
は
︑
タ
イ
東
北
部
・
東
部
は
豊
作
で

あ
り
︑
同
地
域
か
ら
バ
ン
コ
ク
に
向
け
て
米
を
運
ぶ
た
め
に
は
車
両
が
必
要

で
あ
る
︑
と
い
う
点
を
大
使
館
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒
タ
イ
は
︑
米
不
足

は
日
本
に
も
影
響
を
与
え
る
と
い
う
論
点
で
日
本
を
煽
り
︑
南
線
の
一
往
復

減
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒

③
で
は
︑
タ
イ
が
潤
滑
油
不
足
の
た
め
列
車
が
停
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う

﹁
脅
し
﹂
を
日
本
に
か
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
も
︑

両
国
は
交
渉
を
重
ね
て
お
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
終
戦
ま
で
タ
イ
は
何
と

か
列
車
の
運
行
を
細
々
で
は
あ
る
が
続
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒

④
で
は
︑
タ
イ
は
常
に
﹁
主
権
の
喪
失
﹂
を
恐
れ
日
本
に
鉄
道
の
運
営
権

を
渡
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
︒
日
本
に
対
し
て
は
︑
連
合
軍
に
よ
る
空
襲
で

破
壊
さ
れ
た
橋
梁
の
仮
設
橋
や
迂
回
線
を
作
る
こ
と
を
認
め
た
の
み
で
あ
っ

た
︒
タ
イ
は
日
本
を
利
用
す
る
し
た
た
か
な
方
法
を
採
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
︒本

章
の
ま
と
め
と
し
て
︑
著
者
は
︑
タ
イ
が
鉄
道
の
奪
還
・
維
持
を
成
功

さ
せ
た
理
由
は
︑
交
換
条
件
に
よ
る
交
渉
と
同
情
を
誘
っ
た
こ
と
に
あ
る
と

い
う
︒
交
換
条
件
に
よ
る
交
渉
に
関
し
て
は
︑
潤
滑
油
不
足
の
状
況
に
お
い

て
︑
日
本
が
潤
滑
油
さ
え
提
供
す
れ
ば
列
車
は
運
行
可
能
と
な
る
︑
と
い
っ

た
交
換
条
件
を
提
示
し
て
い
た
︒
同
情
と
い
う
点
に
関
し
て
は
︑
米
輸
送
問

題
に
み
ら
れ
︑
車
両
数
の
少
な
さ
を
赤
裸
々
に
日
本
に
対
し
て
語
り
︑
軍
用

列
車
が
減
る
と
よ
り
米
の
輸
送
が
可
能
に
な
る
︑
し
か
し
︑
現
状
の
ま
ま
で

は
米
の
輸
送
量
も
減
っ
て
し
ま
う
と
い
う
論
を
展
開
し
︑
日
本
に
同
情
を
誘

っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
六
章
で
は
︑
章
題
の
通
り
︑
タ
イ
に
お
け
る
一
般
輸
送
の
変
容
を
扱
っ

て
い
る
︒
旅
客
輸
送
お
よ
び
貨
物
輸
送
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
と
と

も
に
考
察
し
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
︑
旅
客
輸
送
は
大
幅
に
拡
大
し
︑
一
方

で
︑
貨
物
輸
送
は
激
減
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
旅
客
輸
送
の
増
加
の
背
景
に

は
︑
貨
物
に
つ
い
て
は
︑
貸
車
の
積
載
量
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

旅
客
に
つ
い
て
は
︑
通
常
の
二
倍
か
ら
三
倍
の
利
用
者
を
乗
せ
ら
れ
る
状
況
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が
あ
っ
た
︒
旅
客
輸
送
の
拡
大
が
貨
物
輸
送
を
減
少
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
﹁
担
ぎ
屋
﹂
た
る
人
び
と
が
増
加
し
︑
手
荷
物
で
モ
ノ
を
輸
送
し
た

こ
と
に
よ
る
︒
ま
た
︑
貨
物
の
場
合
︑
荷
物
の
積
み
替
え
が
不
可
能
な
こ
と

も
あ
り
︑
路
線
網
が
分
断
さ
れ
る
戦
争
末
期
に
な
る
と
輸
送
が
物
理
的
に
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
戦
前
に
お
い
て
は
貨
物
輸
送
が
主
流
で
あ
っ
た
東
北
線
が
軍
用

列
車
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
︑
従
来
タ
イ
の
鉄
道
の
中
心
で
あ
っ
た
貨
物
鉄

道
が
旅
客
鉄
道
に
変
化
し
た
要
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
︒

第
七
章
は
︑
本
書
の
総
括
と
な
っ
て
い
る
︒
①
日
本
に
と
っ
て
の
タ
イ
鉄

道
の
意
味
の
考
察
︑
②
日
本
に
と
っ
て
の
タ
イ
の
役
割
︑
③
日
本
と
タ
イ
の

鉄
道
を
め
ぐ
る
争
い
︑
の
三
点
に
集
約
し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
︒

①
で
は
︑
他
の
南
方
地
域
の
鉄
道
輸
送
状
況
と
比
較
し
︑
日
本
に
と
っ
て

の
タ
イ
の
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
る
︒
他
の
南
方
地
域
で
は
︑
軍
政
を
敷
き
︑

直
接
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
日
本
の
融
通
が
あ
る
程
度
効
く

面
も
あ
っ
た
が
︑
タ
イ
に
関
し
て
は
︑
同
盟
国
で
あ
っ
た
と
い
う
事
も
関
係

し
て
︑
時
と
し
て
タ
イ
の
要
求
を
飲
ま
ざ
る
を
得
ず
︑
日
本
は
自
由
の
利
か

な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

②
で
は
︑
日
本
に
と
っ
て
タ
イ
の
役
割
は
︑
通
過
地
︑
駐
屯
地
︑
食
料
基

地
な
ど
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒

③
で
は
︑
﹁
強
い
日
本
﹂
・
﹁
弱
い
タ
イ
﹂
と
い
う
従
来
の
固
定
的
な
歴
史

認
識
を
逆
転
さ
せ
︑
タ
イ
も
日
本
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
し
て
い
た
と
い
う
強

者
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
︒
タ
イ
は
終
戦
時
ま
で
鉄
道
運
営
権
を
手
放
さ

か
っ
た
た
め
︑
タ
イ
の
主
権
は
最
後
ま
で
守
ら
れ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
︒

終
章
で
は
︑
日
本
の
タ
イ
鉄
道
の
重
要
度
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
最
後
ま
で
タ
イ
は
鉄
道
運
営
を
自
ら
の
手
で
担
っ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
著
者
の
言
葉
を
借
り
る
と
︑
﹁
タ
イ
が
﹃
名
﹄
を
取

り
日
本
が
﹃
実
﹄
を
取
る
形
﹂
︵
五
一
九
頁
︶
で
あ
っ
た
︒

本
書
で
は
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
お
り
︑
タ
イ
軍
や
戦
後
の

連
合
軍
に
よ
る
軍
事
輸
送
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
他
の

南
方
地
域
に
お
け
る
軍
事
輸
送
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
を
行
う
こ
と
で
︑
東

南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
鉄
道
に
よ
る
国
際
軍
事
輸
送
の

全
貌
を
把
握
で
き
る
と
し
て
い
る
︒

二

本
書
の
成
果
と
批
評

本
書
の
成
果
を
論
じ
る
前
に
︑
ま
ず
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
東
南

ア
ジ
ア
史
研
究
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒

日
本
占
領
下
の
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
は
︑
一
九
五
〇
年
代
に
は
じ
ま
り
︑

民
族
独
立
運
動
や
日
本
の
軍
事
作
戦
・
戦
略
な
ど
に
注
目
が
集
ま
っ
た
︒
こ

の
時
期
に
は
︑
日
本
軍
政
が
東
南
ア
ジ
ア
に
与
え
た
衝
撃
に
関
し
て
の
研
究

が
進
め
ら
れ
て
き
た①
︒
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に

お
け
る
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
政
治
的
・
人
的
観
点
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑

日
本
軍
政
を
衝
撃
と
す
る
見
方
は
一
部
修
正
さ
れ
た②
︒
ま
た
︑
分
析
の
対
象

を
国
家
よ
り
小
さ
く
絞
っ
た
地
方
や
村
落
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た③
︒
さ
ら
に
︑

統
計
数
値
を
駆
使
し
た
経
済
史
的
研
究
も
登
場
し
︑
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
内

の
経
済
構
造
・
構
想
・
構
想
の
破
綻
な
ど
が
実
証
的
に
解
明
さ
れ
て
き
た④
︒

近
年
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
︑
東
南
ア
ジ
ア
が

帝
国
日
本
に
与
え
た
衝
撃
お
よ
び
そ
の
衝
撃
に
よ
る
帝
国
日
本
の
解
体
契
機
︑

と
い
う
新
た
な
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る⑤
︒

紙
幅
の
都
合
上
︑
乱
暴
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
が
︑
以
上
の
研
究
史
を
踏

ま
え
た
上
で
︑
本
書
の
成
果
を
以
下
に
ま
と
め
て
い
く
︒
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ま
ず
︑
本
書
は
︑
当
該
期
に
お
け
る
タ
イ
国
の
軍
事
輸
送
と
い
う
新
た
な

切
り
口
に
よ
る
研
究
で
あ
り
︑
か
つ
︑
国
家
・
地
方
の
双
方
か
ら
論
じ
て
い

る
こ
と
が
評
価
で
き
る
︒
さ
ら
に
は
︑
軍
事
輸
送
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た

の
み
な
ら
ず
︑
両
国
の
鉄
道
運
営
権
の
争
い
を
み
る
こ
と
で
︑
日
本
に
屈
し

な
か
っ
た
タ
イ
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
日
本
軍
が
進
駐
し
た
こ
と
に

よ
る
タ
イ
鉄
道
の
用
途
や
一
般
旅
客
車
の
変
容
︑
そ
れ
に
伴
う
社
会
変
容
を

分
析
し
て
お
り
︑
日
本
軍
政
の
衝
撃
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
点

は
︑
評
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
ワ
島
と
は
少

し
異
な
る
点
で
あ
り
︑
ジ
ャ
ワ
島
に
お
い
て
は
︑
政
治
・
経
済
・
社
会
の
全

て
の
分
野
に
お
い
て
日
本
軍
政
の
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ

れ
は
︑
単
に
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
両
国
の
戦
前
の
国
際
的
立
場
︵
植
民

地
か
独
立
国
で
あ
っ
た
か
︶
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も

他
に
何
か
理
由
が
あ
っ
た
の
か
︑
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

続
い
て
︑
当
該
期
の
タ
イ
国
内
に
お
け
る
日
本
軍
の
動
向
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
点
で
あ
る
︒
本
件
に
関
し
て
は
︑
タ
イ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
史
料

に
即
し
て
そ
の
全
貌
が
露
わ
に
な
る
︒
当
該
期
の
日
本
が
タ
イ
に
望
む
役
割

と
寄
せ
る
期
待
が
鮮
明
と
な
り
︑
日
本
が
他
の
南
方
地
域
に
求
め
て
い
た
役

割
お
よ
び
期
待
に
関
す
る
比
較
研
究
を
行
う
際
の
有
益
な
材
料
と
な
る
で
あ

ろ
う
︒

最
後
に
︑
最
も
興
味
深
い
成
果
と
し
て
︑
当
該
期
に
お
け
る
日
本
・
タ
イ

の
関
係
を
従
来
の
支
配
・
被
支
配
の
枠
組
み
か
ら
脱
却
し
︑
タ
イ
に
も
十
分

に
主
体
性
あ
る
政
治
行
動
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
直
し
た
点
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
を
従
来
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
鉄
道
を
考
察
対
象
に
解
明
し

て
い
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
︒
日
本
に
対
し
て
﹁
脅
し
﹂
︑
﹁
同
情
﹂
を
引

き
︑
自
身
の
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
タ
イ
の
外
交
巧
者
と
し
て
の
一
面

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
︑
タ
イ
が
戦
前
よ
り
独
立
を
保
つ
こ
と
の
で
き
た

理
由
を
う
か
が
い
知
れ
る
︒

上
記
と
関
連
し
︑
本
書
が
問
題
と
し
て
い
る
被
占
領
者
の
主
体
性
と
い
う

点
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
︒

近
年
で
は
︑
中
野
聡
氏
の
研
究⑥
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
被
占
領
者
た
ち

の
﹁
声
﹂
︵
反
発
な
ど
︶
が
日
本
の
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
中
野
氏
に
よ
る
と
︑
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
民
衆
の
﹁
声
﹂
を
重
視
し
た
陸
軍
第
十
六
軍
参
謀
長
岡
崎
清
三
郎
が
ジ

ャ
ワ
の
治
安
を
懸
念
し
て
︑
高
度
な
自
治
を
与
え
る
声
明
を
東
條
英
機
首
相

が
発
す
る
よ
う
南
方
軍
に
要
請
す
る
な
ど
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
後
の
初
代
大

統
領
ス
カ
ル
ノ
︵
S
oek
arn
o
︶
は
旧
慣
制
度
調
査
委
員
会⑦
の
会
議
に
お
い

て
︑
食
料
や
資
源
の
調
達
を
す
る
に
は
民
衆
の
覚
醒
が
必
要
で
︑
民
衆
運
動

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
日
本
に
対
し
て
﹁
脅
し
﹂
を
か
け
︑
自
ら
の
利
益
を

引
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
︒
日
本
は
資
源
の
獲
得
を
最
優
先
の
目
的
に
定
め

て
い
た
の
で
︑
独
立
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ
る
民
衆
運
動
の
発
足
を
認
め

ざ
る
を
得
ず
︑
こ
こ
に
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
関
係
が
み
え
て
く
る
︒

一
方
︑
本
書
で
は
︑
マ
ラ
ヤ
残
留
車
両
問
題
に
関
し
て
︑
日
本
の
現
地
軍

と
タ
イ
の
代
表
チ
ャ
イ
・
プ
ラ
テ
ィ
ー
パ
セ
ー
ン
︵
C
hai
P
rathipasen
︶

中
佐
︵
外
務
副
次
官
︶
に
よ
る
交
渉
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︵
第
五
章
︶
︒

し
か
し
︑
日
本
と
タ
イ
と
の
実
際
の
交
渉
過
程
を
詳
細
に
論
じ
て
い
な
い
︒

他
の
鉄
道
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
︒

以
上
の
点
を
深
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
被
占
領
者
の
主
体
性
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
そ
れ
は
︑
両
国
の
関
係
史
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

帝
国
日
本
の
南
方
地
域
に
対
す
る
占
領
地
統
治
構
想
の
違
い
に
よ
っ
て
把
握

す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
崩
壊
過
程
を
検
証
す
る
格
好
の
材
料
と
な
る
︒
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帝
国
日
本
内
部
で
は
各
省
・
各
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
占
領
地
統
治
想
﹂

を
有
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
ジ
ャ
ワ
島
の
﹁
独
立
﹂
問
題
に
際
し
て
︑
内
地

の
東
條
英
機
首
相
は
﹁
独
立
﹂
許
与
政
策
の
実
行
を
試
み
︑
参
謀
本
部
は

﹁
独
立
﹂
不
可
︑
現
地
の
第
十
六
軍
は
独
立
不
可
︵
後
に
現
地
の
住
民
の

﹁
声
﹂
に
脅
威
を
覚
え
﹁
独
立
﹂
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︶
︑
さ
ら
に
︑

第
十
六
軍
宣
伝
班
は
﹁
独
立
﹂
許
与
と
い
う
方
向
で
進
ん
で
い
た
︒

こ
の
﹁
独
立
﹂
の
問
題
に
お
い
て
異
な
る
構
想
を
有
し
た
グ
ル
ー
プ
が
そ

れ
ぞ
れ
単
独
で
行
動
・
発
言
し
た
こ
と
が
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
に
つ
け
い
る

隙
を
与
え
た
の
で
あ
る
︒
一
例
を
挙
げ
る
と
︑
一
九
四
三
年
一
一
月
に
ス
カ

ル
ノ
一
行
が
来
日
し
た
際
︑
民
族
旗
・
民
族
歌
の
使
用
を
許
す
よ
う
東
条
に

懇
願
す
る
と
︑
差
し
支
え
な
い
の
で
許
す
旨
を
伝
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
ス
カ

ル
ノ
は
︑
こ
の
こ
と
を
現
地
軍
に
伝
え
る
と
現
地
軍
は
﹁
独
立
﹂
に
繫
が
る

恐
れ
が
あ
る
と
し
て
︑
許
可
を
し
な
か
っ
た⑧
︒
ス
カ
ル
ノ
ら
は
以
前
に
増
し

て
反
発
の
﹁
声
﹂
を
挙
げ
る
よ
う
に
な
り
︑
日
本
側
か
ら
す
る
と
治
安
の
確

保
が
難
し
く
な
っ
て
い
き
︑
徐
々
に
﹁
独
立
﹂
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
︒で

は
︑
タ
イ
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
両
国
に
よ
る
軍
用
列
車
の
返
還
交

渉
を
考
察
し
た
第
五
章
で
は
︑
ワ
ニ
ッ
ト
・
パ
ー
ナ
ノ
ン
︵
W
a
n
it

P
an
an
on
︶
大
蔵
大
臣
代
理
と
駐
タ
イ
大
大
使
館
の
新
納
克
己
外
務
参
事
官

と
の
交
渉
過
程
を
描
い
て
い
る
︒
新
納
は
︑
タ
イ
の
主
張
を
認
め
︑
日
本
軍

と
交
渉
を
行
っ
た
結
果
︑
無
蓋
車
は
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
決
定
し
た
︒

こ
の
過
程
を
み
る
と
︑
新
納
と
日
本
軍
の
間
で
タ
イ
鉄
道
に
関
す
る
考
え

の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
こ
の
交
渉
過
程
を
掘
り
下
げ
る
こ

と
で
︑
外
務
省
と
陸
軍
の
構
想
に
違
い
が
み
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

タ
イ
か
ら
返
還
を
要
求
し
た
と
は
い
え
︑
最
終
的
に
大
使
館
が
タ
イ
の
要
求

の
一
部
を
陸
軍
に
認
め
さ
せ
た
と
い
う
事
実
は
︑
帝
国
日
本
に
お
け
る
タ
イ

の
統
治
方
法
に
関
す
る
意
見
の
不
統
一
を
意
味
す
る
︒
以
上
は
︑
ほ
ん
の
一

例
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
で
︑
帝
国
日
本
の
解
体
契
機

の
一
要
因
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
日
本
と

タ
イ
の
交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
タ
イ
の
﹁
声
﹂
が
日
本
の
南
方

地
域
に
た
い
す
る
統
治
方
法
に
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂
を
与
え
た
か
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
が
で
き
︑
被
占
領
者
の
主
体
性
を
よ
り
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
︒
さ
ら
に
︑
本
書
で
明
ら
か
と
な
っ
た
タ
イ
の
主
体
性
を
糸
口
に
他
地

域
に
お
け
る
被
占
領
者
の
主
体
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
＝
占
領

者
・
南
方
各
地
域
＝
被
占
領
者
と
い
う
従
来
の
位
置
づ
け
を
再
定
位
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
︒

こ
こ
ま
で
︑
評
者
の
研
究
に
引
き
つ
け
て
コ
メ
ン
ト
し
て
き
た
が
︑
評
者

自
身
︑
本
書
に
は
刺
激
を
頂
き
︑
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
﹁
あ
と
が
き
﹂

に
お
い
て
﹁
現
在
筆
者
は
さ
ら
に
鉄
道
か
ら
離
れ
て
第
�
次
世
界
大
戦
中
の

日
タ
イ
関
係
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
お
り
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

今
後
の
さ
ら
な
る
研
究
の
発
展
を
望
ん
で
や
ま
な
い
︒
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U
niversity
P
ress,1980.
な
ど
が
あ
る
︒
本
書
で
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
ビ
ル
マ
︑

ベ
ト
ナ
ム
の
事
例
か
ら
︑
戦
時
中
に
登
場
し
た
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
︑
戦
前
よ

り
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
西
ヴ

ィ
サ
ヤ
地
方
の
政
治
エ
リ
ー
ト
間
の
抗
争
を
事
例
と
し
︑
同
地
に
お
け
る
政
治
エ

リ
ー
ト
間
の
対
立
は
︑
戦
前
か
ら
み
ら
れ
︑
日
本
軍
政
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で

は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
抗
争
は
︑
戦
後
に
ま
で
も
ち
こ
さ
れ
︑
同
書
は
︑

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
同
地
の
連
続
性
を
論
じ
て
い
る
︒

③

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
の
研
究
を
例
に
挙
げ
る
と
︑
倉
沢
愛
子
﹃
日
本
軍
政
下
の

ジ
ャ
ワ
農
村
の
変
容
﹄
草
思
社
︑
一
九
九
二
︑
で
あ
る
︒

④

代
表
的
成
果
と
し
て
︑
小
林
英
夫
﹃
日
本
軍
政
下
の
ア
ジ
ア

大
東
亜
共
栄
圏

と
軍
票
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
︑
な
ど
が
あ
る
︒

⑤

代
表
的
成
果
と
し
て
︑
河
西
晃
祐
﹃
帝
国
日
本
の
拡
張
と
崩
壊

﹁
大
東
亜
共

栄
圏
﹂
へ
の
歴
史
的
展
開
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
二
︑
中
野
聡
﹃
東
南
ア

ジ
ア
占
領
と
日
本
人

帝
国
・
日
本
の
解
体
﹄
︵
戦
争
の
経
験
を
問
う
︶
岩
波
書

店
︑
二
〇
一
二
︑
な
ど
が
あ
る
︒

⑥

中
野
聡
︑
同
前
︒

⑦

旧
慣
制
度
調
査
委
員
会
は
︑
当
初
日
本
軍
政
当
局
が
民
族
指
導
者
層
の
不
満
の

受
け
皿
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
目
論
み
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
ス
カ
ル

ノ
ら
の
会
議
に
お
け
る
発
言
を
み
る
と
︑
同
会
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
へ
の
第
一

歩
と
な
る
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
︵
織
田
康
孝
﹁
日
本
軍
政
下
ジ
ャ

ワ
島
に
お
け
る
旧
慣
制
度
調
査
委
員
会
の
役
割
﹂
︑
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L

SE
M
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A
R
E
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C
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K
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L
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L
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V
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L
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V
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P
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︶
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﹃
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