
は
じ
め
に

野
口
米
次
郎
が
「
戦
争
詩
」
を
書
い
て
「
戦
争
協
力
を
し
た
」
こ
と
は
、
広

く
知
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
野
口
自
身
や
彼
の
日
本
語
詩
歌
に
対
す
る

否
定
的
評
価
を
決
定
づ
け
て
き
た
。「
戦
争
詩
」
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
犯
罪
性

の
所
在
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
有
用
性
を
云
々
す
る
論
評
が
支
配
的
だ
っ

た
こ
と
は
、
ひ
と
り
野
口
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
、「
戦
争
詩
」
に
も
戦
時
期

の
思
想
哲
学
同
様
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
系
譜
が
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
思
想
・

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
の
連
携
が
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
に
目
配
り
し
な
い
限
り
、

日
本
近
代
文
学
史
に
お
け
る
「
戦
争
詩
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

野
口
米
次
郎
は
、
敗
戦
後
に
吹
き
荒
れ
た
「
文
学
者
の
戦
争
責
任
」
糾
弾
に

よ
っ
て
、《
侵
略
戦
争
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
》
と
し
て
《
文
学
上
の
生
命
を
葬
》
ら

れ
て
き
た
詩
人
で
あ
る１

）
。
現
在
に
お
い
て
も
、
野
口
は
そ
の
戦
時
期
言
説
に
対

す
る
嫌
悪
と
軽

の
評
価
軸
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
戦
争
詩
を
個
々
の
詩
歌
の
検
証
と
そ
の
近
代
詩
歌
史
に
お
け
る
位
置
づ

け
と
い
う
両
面
か
ら
繙
い
た
『
声
の
祝
祭
』（
一
九
九
七
）
の
中
で
坪
井
秀
人

氏
は
、
野
口
米
次
郎
を
《
戦
争
屑
詩
を
量
産
し
た
拙
劣
な
詩
人
》
と
呼
び２

）
、
次

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

高
村
光
太
郎
と
と
も
に
重
要
な
戦
争
詩
人
に
数
え
ら
れ
る
一
人
に
野
口
米

次
郎
が
い
る
。
重
要
、
と
い
う
の
は
彼
が
す
ぐ
れ
た
戦
争
詩
を
書
い
た
か

ら
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
英
語
で
詩
を
書
き
始
め
日
本
人
と
し
て
は
恐
ら

く
最
初
に
欧
米
の
文
壇
か
ら
お
墨
付
き
を
貰
っ
た
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
の
詩
は
、

日
本
語
で
書
か
れ
た
物
に
つ
い
て
見
る
か
ぎ
り
読
む
に
た
え
る
も
の
は
少

な
い
。
彼
が
戦
争
詩
の
文
脈
の
中
で
重
要
な
の
は
、《
二
重
国
籍
者
》
と

野
口
米
次
郎
の
ラ
ジ
オ
と
刊
行
書
籍
に
見
る
「
戦
争
詩
」

『
宣
戦
布
告
』
と
『
八
紘
頌
一
百

』
を
中
心
に

堀

ま

ど

か
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い
う
過
剰
な
選
良
意
識
が

大
東
亜

建
設
の
選
良
意
識
に
ス
ラ
イ
ド
し

て
い
る
点
（
彼
に
は
『
起
て
よ
印
度
』
な
る
著
作
が
あ
る
）、
第
二
に
翻
訳

調
の
妙
な
ポ
ー
ズ
が
全
き
日
本
語
に
豹
変
し
て
熱
烈
な
愛
国
詩
を
書
き
、

そ
の
多
く
が
朗
読
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
で
あ
る３

）
。（
括
弧
内
、
坪
井
氏
）

坪
井
氏
は
、《

彼
は
戦
争
詩
を
書
い
た
が
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
詩
業
の
価
値

は
些
か
も
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い

式
の
評
言
》
は
、《
見
苦
し
い
弁
明
》

ど
こ
ろ
か
《
罪
深
い
》
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が４

）
、
本
論
は
、
詩
人
が
「
戦
争

詩
」
を
書
い
た
こ
と
の
「
罪
」
の
是
非
な
ど
に
は
全
く
囚
わ
れ
な
い
。「
戦
争

詩
」
イ
コ
ー
ル
「
戦
意

揚
詩
」
と
捉
え
て
「
犯
罪
性
」「
暴
力
性
」
を
見
る

と
い
っ
た
従
来
の
戦
争
詩
評
価
の
認
識
を
離
れ
、
む
し
ろ
「
戦
争
詩＝

戦
意

揚
詩
」
の
レ
ッ
テ
ル
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
詩
人
個
人
の
多
義
性
を
解
明
し
た

い
。
読
む
に
堪
え
な
い
「
戦
争
屑
詩
」
と
一
括
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
声
を

制
限
さ
れ
た
詩
人
た
ち
の
生
命
を
賭
け
た
一

を
見
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
。
無
論
、
一

の
知
ら
れ
ざ
る
詩

に
よ
っ
て
、
戦
時
期
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
公
的
役
割
と
責
任
が
解
消
さ
れ
る
な
ど
と
考
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
時
代
と
文
化
の
総
体
を
捉
え
る
た
め
に
、
必
要
な
検
証
で
は

な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
期
の
検
証
は
、
野
口
米
次
郎
個
人
の
再
評
価
の

た
め
に
も
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
の
近
代
文
学
の
歴
史
に
と

っ
て
も
重
大
な
課
題
で
あ
る
。
検
証
す
べ
き
課
題
は
数
限
り
な
く
出
て
く
る
の

だ
が
、
本
稿
で
は
、
野
口
米
次
郎
の
知
ら
れ
て
い
る
側
面
（
ラ
ジ
オ
放
送
へ
の

関
与
）
と
知
ら
れ
て
い
な
い
側
面
（
戦
時
下
で
刊
行
さ
れ
た
書
籍
）
を
い
く
つ
か

具
体
的
に
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
研
究
の
指
針
と
手
が

か
り
を
示
し
た
い
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
、
野
口
が
詩
作
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
時
勢
に

関
与
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
時
流
を
逸
脱
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

特
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
宣
戦
布
告
』
と
『
八
紘
頌
一
百

』
を
中
心
に
し
て
詩
歌
を
考
察
す
る
。

一

「
戦
争
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

こ
こ
で
ま
ず
、「
戦
争
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
そ
の
定
義
に
つ
い
て
、
確

認
し
て
お
き
た
い
。
戦
争
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
は
、
古
今
東
西
、
叙
事
詩
を
は

じ
め
と
し
て
幅
広
く
存
在
す
る
（
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
日
本
の
「
短
歌
」
や

「
俳
句
」
が
自
然
ば
か
り
を
テ
ー
マ
に
し
て
戦
争
や
勇
士
な
ど
を
詠
っ
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
に
、
正
統
な
文
学
と
は
い
え
な
い
と
論
じ
る
傾
向
も
強
か
っ
た５

）
）。
戦
争
を

題
材
と
す
る
詩
歌
は
、
日
本
の
近
代
詩
（
当
初
は
新
体
詩
）
と
近
接
し
た
存
在

で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
露
戦
争
の
頃
に
も
多
く
の

作
例
が
あ
る６

）
。

し
か
し
、
現
在
の
日
本
で
「
戦
争
詩
」
と
い
う
と
き
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
期
の
詩
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
戦
争
詩
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
、

戦
時
期
に
「
愛
国
詩
」「
国
民
詩
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、
戦
場
体
験
や
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戦
闘
を
素
材
と
す
る
「
戦
争
詩
」
に
含
め
て
い
う
呼
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
戦
後

に
、
戦
時
中
に
作
ら
れ
た
詩
の
全
て
が
、「
戦
後
詩
」
に
対
比
さ
せ
る
形
で

「
戦
争
詩
」
と
一
括
し
て
扱
わ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
愛
国

詩
」「
国
民
詩
」「
戦
意

揚
詩
」
な
ど
の
境
界
線
は
、
確
か
に
曖
昧
で
は
あ
る

が
、「
戦
争
詩
」
の
全
て
が
「
戦
意

揚
」
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
ま
ず
基
本
と
し
て
意
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
近
代
詩
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
「
愛
国
詩
」

「
国
民
詩
」「
戦
争
詩
」
の
量
産
さ
れ
た
時
代
を
迎
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
時
代
は
、
ラ
ジ
オ
の
全
国
普
及
と
重
な
る
。
こ
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
視
点
か

ら
、
つ
ま
り
「
戦
時
期
の
新
メ
デ
ィ
ア
と
戦
時
期
詩
歌
の
相
関
関
係
」
と
い
っ

た
観
点
か
ら
考
え
る
場
合
に
、
戦
意

揚
と
政
治
性
、
犯
罪
性
や
「
声
の
暴
力

性
」
と
い
っ
た
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。

実
際
、
当
時
は
、
文
化
的
な
も
の
が
政
治
的
に
配
置
さ
れ
、
詩
歌
が
朗
読
と
か

ら
ま
っ
て
戦
争
遂
行
を
鼓
舞
す
る
力
と
な
り
得
て
い
た
。

た
だ
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
視
点
の
み
か
ら
考
え
る
と
、「
愛
国
」
や
「
国
民
」

を
う
た
っ
た
詩
の
背
後
に
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
、
即
ち
当
時
代
に
生
き
る
人
々

が
戦
意

揚
に
託
し
た
理
念
や
、「
戦
争
と
文
学
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
、
個
々
の
詩
人
が
そ
こ
に
至
る
必
然
と
葛
藤
な
ど
は
、
全
く
無
視
さ
れ
る
。

ラ
ジ
オ
の
機
能
性
や
政
治
性
に
乗
っ
た
も
の
ば
か
り
が
、
恣
意
的
に
抽
出
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
戦
時
期
の
詩
歌
の
全
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
認

識
が
拡
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
時
期
に
立
ち
あ
っ
た
当
時
代
の
詩
人
た
ち
の
「
戦
争
詩
」
に
つ
い
て
の
意

識
や
認
識
を
、
再
吟
味
し
て
お
き
た
い
。

一
九
三
七
年
七
月
七
日
に
「
盧
溝
橋
事
件
」
が
起
こ
り
、
七
月
十
一
日
に
は

近
衛
文
麿
内
閣
が
対
中
方
針
を
発
表
す
る
。「
支
那
事
変
」（
日
中
戦
争
）
以
降
、

時
代
に
お
け
る
文
学
者
の
位
置
が
頻
繁
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た７

）
。

一
九
三
七
年
十
月
頃
の
文
芸
雑
誌
に
は
、「
戦
争
と
文
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
の
寄
稿
が
多
く
見
ら
れ
る８

）
。
戦
争
に
詩
人
が
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
く
べ

き
な
の
か
、
困
難
な
状
況
下
で
如
何
に
折
衝
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ

た
議
論
や
座
談
会
が
次
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る９

）
。
こ
う
い
っ
た
議
論
は
、
詩

雑
誌
な
ど
で
精
力
的
に
或
い
は
悶
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
で
あ
り
、
新
聞

や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
新
し
い
大
衆
メ
デ
ィ
ア
に
は
表
出
し
て
こ
な
い
。

モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
・
安
藤
一
郎
（
一
九
〇
七
｜
一
九
七
二10

）
）
は
、
一
九
三
八

年
、
雑
誌
『
蝋
人
形11

）
』
へ
の
寄
稿
文
の
中
で
、「
戦
争
詩
」
を
《
野
蛮
と
も
言

え
る
ほ
ど
荒
々
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
》
で
、
詩
歌
と
し
て
堪
え
う
る
も
の
で
は
な

い
、
期
待
す
る
の
は
無
理
だ
と
い
い
な
が
ら
も
、
戦
争
詩
の
役
割
を
三
つ
挙
げ

て
い
る
。
①
愛
国
的
な
リ
リ
シ
ズ
ム
に
依
っ
て
大
衆
を
鼓
舞
す
る
も
の
、
②
直

面
し
た
悲
劇
と
惨
禍
を
《
冷
静
且
つ
刻
銘
》
に
写
実
す
る
も
の
、
③
思
想
の
観

点
に
立
っ
て
皮
肉
や
風
刺
に
近
づ
く
も
の
、
の
三
つ
で
あ
る12

）
。

メ
デ
ィ
ア
研
究
を
主
軸
に
し
て
「
戦
争
詩
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
安

藤
の
い
う
①
の
役
割
認
識
は
非
常
に
強
い
。
②
も
部
分
的
に
は
認
識
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。
が
、
③
に
つ
い
て
の
認
識
、
あ
る
い
は
①
と
③
、
②
と
③
の
混
合
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地
帯
が
あ
り
う
る
と
い
う
、「
戦
争
詩
」
の
持
つ
多
層
性
に
対
し
て
の
認
識
と

関
心
が
薄
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に

出
な
い
と
こ
ろ
で
、
ど
の
段
階
で
何
が
言
わ
れ
て
何
が
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
時
代
状
況
と
戦
況
に
即
し
た
検
証
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
、
個
々
の
詩
人
の
人
生
を
通
し
た
変
化
を
含
め
て
検
証
し
て
み
る
と
、
①
と

し
か
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
①
と
③
の
混
合
物
で
あ
っ
た
り
、
個
人
の
思
想
が

戦
争
と
は
別
次
元
で
貫
か
れ
た
上
で
の
①
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
が
目
指
す
の
は
こ
の
検
証
で
あ
る
。
こ
の
検
証

は
決
し
て
「
弁
明
」
で
も
無
価
値
な
下
位
分
類
で
も
な
く
、
文
化
史
の
系
譜
を

探
る
研
究
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
戦
争
詩
の
三
つ
の
役
割
を
述
べ
た
安
藤
一
郎
は
、《

詩
は
、

そ
の
も
の
ゝ
反
映
に
終
ら
ず
、

の
後
に

つ
て
い
か
に
處
す
べ
き
か
、

を
暗
示
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
意
義
が
あ
つ
て
欲
し
い
と
思
ふ13

）
》
と
述
べ
て
い
る
。

戦
争
詩
に
期
待
で
き
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
戦
後
に
ま
で
展
望
を
持
ち
、
時

局
を
相
対
化
す
る
視
点
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
同
じ
一
九
三
八
年
の
雑
誌
『
蝋
人
形
』
で
岡
本
潤
（
一
九
〇
一
｜
一

九
七
八
）
は
、
当
時
の
詩
人
た
ち
が
蒙
っ
て
い
る
《
外
部
の
壓
倒
的
な
力
》
に

は
、《
露
骨
な
政
治
的
な
も
の
》
と
《
文
化
現
象
一
般
の
か
も
し
だ
す
雰
圍
氣
》

と
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
岡
本
が
常
に
い
う
の
は
、

詩
人
の
《
批
判
的
精
神
》
と
《
抵
抗
》
で
あ
る
。
岡
本
の
認
識
で
は
、
戦
争
と

い
う
震
撼
的
事
実
の
前
で
、
詩
人
は
《
時
勢
に
雷
同
し
て
聲
高
ら
か
に
歌
ふ

者
》
と
沈
黙
す
る
者
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
に
政
治
的
な
も
の
の
影

響
で
詩
精
神
を
抹
殺
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う14

）
。

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
詩
人
・
岡
本
が
高
く
評
価
し
て
い
た
の
が
、
野
口
米
次
郎
で

あ
る
。
岡
本
は
、
大
正
末
に
は
野
口
に
批
判
的
な
発
言
を
し
て
萩
原
朔
太
郎
と

乱
闘
騒
ぎ15

）
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
に
は
、
詩
人
の
「
抵

抗
」「
批
判
的
精
神
」
な
ど
を
論
じ
る
中
で
、
野
口
の
詩
歌
を
「
見
直
し
た
」

と
言
い
、
高
く
評
価
し
て
い
る
（
戦
後
の
吉
本
隆
明
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
岡
本
潤

の
抵
抗
も
「
欺
瞞
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
岡
本
は
少
な
く
と
も
一
九

四
二
年
ま
で
は
抵
抗
意
識
を
貫
い
て
い
た
詩
人
で
あ
る
）。
後
述
す
る
が
、
岡
本
は

当
時
、
時
代
に
迎
合
す
る
高
村
光
太
郎
を
批
判
し
、
野
口
米
次
郎
を
高
村
と
は

異
な
る
方
向
に
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。

戦
時
下
の
ラ
ジ
オ
放
送
や
新
聞
な
ど
で
の
活
躍
ぶ
り
か
ら
見
れ
ば
、
高
村
と

野
口
は
同
様
の
立
ち
位
置
に
見
え
、
ま
た
現
に
並
列
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
の

だ
が
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
随
分
と
違
っ
て
み
え
て
い
た

場
合
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
、「
戦
争
詩
」

と
ラ
ジ
オ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二

戦
争
詩
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム

周
知
の
よ
う
に
、
現
在
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に

戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
相
関
関
係
を
考
察
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る16

）
。
新
聞
、

ラ
ジ
オ
と
い
う
二
つ
の
大
衆
メ
デ
ィ
ア
は
、
戦
争
に
密
接
に
関
与
し
て
成
立
発
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展
し
、
ゆ
え
に
戦
時
体
制
下
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
政
治
性
や
国
家
戦
略
の
実

態
を
導
く
こ
と
は
難
く
な
い
。

日
本
の
ラ
ジ
オ
放
送
は
、「
世
界
で
最
初
の
成
功
し
た
国
際
交
換
放
送17

）
」
元

年
と
言
わ
れ
た
一
九
二
五
年
に
始
ま
り
、
当
初
は
国
内
放
送
だ
っ
た
の
だ
が
海

外
で
も
受
信
さ
れ
て
、
初
期
か
ら
国
際
性
を
獲
得
し
て
い
た18

）
。
一
九
三
一
年
の

満
州
事
変
を
契
機
に
し
て
、
ラ
ジ
オ
放
送
は
、
国
民
の
戦
意
と
国
威

揚
に
全

力
で
協
力
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
三
二
年
六
月
一
日
に
は
、
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
は

《
日
本
の
輿
論
と
立
場
》
を
英
語
で
発
信
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
英
語
ニ
ュ
ー

ス
「
カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
」
の
放
送
を
開
始
し
、
一
九
三
五
年
に
は
海
外

放
送
が
開
始
さ
れ
る19

）
。
こ
の
国
内
に
対
象
を
留
め
な
い
ラ
ジ
オ
放
送
に
、
詩
人

た
ち
が
協
力
を
始
め
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
野
口
も
例
外
で
は
な
い
。

野
口
米
次
郎
は
一
九
〇
四
年
秋
に
帰
朝
し
て
以
後
も
、
海
外
の
新
聞
雑
誌
へ

の
数
々
の
寄
稿
や
英
米
で
の
講
演
旅
行
を
精
力
的
に
行
い
、
そ
れ
以
上
に
多
く

国
内
新
聞
雑
誌
へ
寄
稿
し
て
い
る
。
大
正
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
野
口

は
、
象
徴
詩
派
、
民
衆
詩
派
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
も
含
む
）

の
日
本
近
代
詩
歌
の
系
譜
の
中
で
、
無
党
派
的
に
、
か
つ
各
々
に
敬
意
を
払
わ

れ
つ
つ
孤
高
を
保
ち
、
独
自
の
「
日
本
詩
人
」
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
て
い

た
と
い
え
る
。
野
口
の
執
筆
範
囲
は
、
詩
作
や
文
学
論
の
み
な
ら
ず
美
術
や
演

劇
、
日
本
の
思
想
政
治
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
国
際
的
な
観
点
で
の
「
日
本

主
義
」
を
主
張
し
、
英
語
が
で
き
、
ま
た
実
際
に
海
外
で
顔
が
利
く
立
場
で
あ

っ
た
た
め
、
日
本
の
政
治
的
立
場
の
発
信
を
目
的
と
す
る
国
際
ラ
ジ
オ
放
送
に

不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ラ
ジ
オ
に
お
け
る
活
動
や

協
力
は
、
野
口
が
日
本
に
住
む
限
り
必
然
で
あ
る
。
野
口
が
ア
メ
リ
カ
の
聴
衆

に
向
け
て
自
然
美
を
語
っ
た
放
送
（『
六
月
の
母
国
便
り
』
一
九
三
七
年
）
が
、

特
に
意
義
深
く
心
を
打
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
感
想
も
出
て
い
た20

）
。

で
は
、「
戦
争
詩
」
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
な
の
か
「
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
な
の

か
。
日
本
近
代
に
お
け
る
詩
の
「
朗
読
」
や
、
詩
と
音
楽
・
舞
踏
・
体
操
ま
た

は
写
真
・
映
画
な
ど
の
知
覚
表
現
活
動
を
組
み
合
わ
せ
た
歴
史
と
政
治
性
に
つ

い
て
の
研
究
か
ら
「
戦
争
詩
」
を
と
ら
え
た
坪
井
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。戦

争
詩
は
折
か
ら
の
国
語
醇
化
運
動
や
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（＝

反
西
欧
・
反

近
代
）
的
な
言
説
と
手
を
携
え
て
朗
読
運
動
、
さ
ら
に
は
普
及
し
始
め
て

い
た
ラ
ジ
オ
放
送
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
大
政
翼
賛
会
は
文
化
部

長
の
岸
田
国
士
の
提
唱
に
よ
っ
て

朗
読
研
究
会

を
発
足
さ
せ
、
そ
れ

が
日
米
開
戦
を
契
機
と
し
て

愛
国
詩
献
納
運
動

に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の

整
備
を
経
て
、
さ
ら
に
愛
国
詩
の
朗
読
放
送
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
化
へ
と
発
展

し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
倣
っ
て
ラ
ジ
オ
放
送
は

国
体
明
徴

の
方
便
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
道
具
に
利
用
さ
れ
、
詩
人
た

ち
も
ま
た
そ
れ
に
利・
用・
さ・
れ・
た・
の
だ
、
と
言
え
ば
言
え
る
。
し
か
し
実
情

は
詩
人
た
ち
も
放
送
メ
デ
ィ
ア
を
利・
用・
し・
た・
の
で
あ
る
。（
中
略
）

放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
国
民
管
理
に
便
乗
し
て
、
詩
人
た
ち
が

読
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者

な
ら
ぬ

聴
取
者

と
の
強
い
絆
を
獲
得
し
、
そ
れ
ま
で
の
象
徴
主

義

モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
の
現
実
遊
離
や
読
者
大
衆
か
ら
の
孤
立
感
か
ら

一
挙
に
脱
却
す
る
陶
酔
を
ひ
と
と
き
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
す

る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る21

）
。

こ
の
系
譜
の
検
証
は
精
査
に
行
わ
れ
て
お
り22

）
、
国
語
醇
化
運
動
や
伝
統
回
帰

運
動23

）
や
朗
読
運
動
と
あ
い
ま
っ
て
戦
争
詩
が
ラ
ジ
オ
放
送
と
結
び
つ
い
て
い
く

と
の
認
識
に
は
筆
者
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
坪
井
氏
は
、《

声
へ
の
回

帰

は
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
文
脈
を
形
成
し
て
そ
の
ま
ま
京
都
学
派
の

近
代

の
超
克

に
接
続
す
る
反
動
性
を
包
含
》
し
て
い
た
と
し
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
そ

の
も
の
に
内
在
す
る
表
現
意
識
の
脆
弱
さ
を
論
じ
て
い
る24

）
。
こ
れ
に
関
し
て
は

別
の
見
方
を
し
た
い
。
つ
ま
り
、
坪
井
氏
の
《
不
毛
な
戦
争
詩
の
時
代
に
転
落

し
て
い
く
一
九
二
〇
〜
一
九
四
〇
年
代
の
近
代
詩
の
過
程
ほ
ど
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運

動
の
崩
壊
の
過
程
を
典
型
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
い25

）
》
と
い
う
認
識

に
は
異
を
唱
え
た
い
。

国
際
的
な
文
化
思
潮
か
ら
考
え
た
場
合
、

声
へ
の
回
帰
」は
、
単
に
反
モ
ダ

ニ
ズ
ム
的
な
系
譜
と
繫
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い26

）
。
日
本
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
た

ち
が
伝
統
回
帰
や
古
神
道
信
仰
や
日
本
主
義
へ
の
回
帰
を
辿
っ
た
道
筋
は
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
崩
壊
で
は
な
く
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
追
究
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
瀬
尾
育
生
氏
の
『
戦
争
詩
論
』（
二
〇
〇
六
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
視
点

が
示
さ
れ
て
い
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
敗
北
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
が
露
出
し
て
き
た
の
で
は

な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
帝
国
主
義
時
代
に
獲
得
し
た
方
法
の
機
能
的
な

普
遍
性
、
か
つ
て
は
国
民
批
判
と
し
て
機
能
し
た
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
こ
そ
、
戦
争
詩
の
ウ
ル
ト
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
合
流
す
る
。
戦
争
詩
は
、
抒
情
を
敵
と
し
地
方
性
・
風
土
性
を
排
除

し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
「
世
界
」
性
に
加
担
し
て
き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

方
法
の
、
挫
折
で
は
な
く
て
、
完
成
な
の
で
あ
る27

）
。

国
際
的
な
思
想
文
化
潮
流
か
ら
考
え
る
場
合
、
こ
ち
ら
の
認
識
の
ほ
う
が
よ
り

妥
当
す
る
。
ち
な
み
に
瀬
尾
氏
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
マ
ル
ク
ス
主
義
が
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
よ
う
に
、《
帝
国
主
義
国
家
が
繰
り
出
す
さ
ま
ざ
ま
な

理
念
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
彙
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
な
が
ら
、
本
質
的
に
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
》
と
述
べ
て
お
り
、
日
本
の
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
や
、

「
八
紘
一
宇
」
理
念
も
、
ド
イ
ツ
の
地
政
学
や
ド
イ
ツ
史
学
、
マ
ル
ク
ス
主
義

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
う
け
て
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る28

）
。

以
上
の
よ
う
に
、「
戦
争
詩
」
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
伝
統
回
帰
認
識
の

関
連
性
に
つ
い
て
は
多
少
の
異
論
は
あ
る
も
の
の
、
坪
井
氏
の
「
音
声
」
か
ら

読
み
解
く
「
戦
争
詩
」
の
系
譜
は
、「
戦
争
詩
」
の
時
代
の
最
も
重
要
な
局
面

を
総
体
と
し
て
表
し
得
て
い
る
。
大
正
期
に
活
性
化
す
る
音
楽
・
美
術
・
演
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劇
・
文
学
と
い
っ
た
芸
術
の
総
合
化
の
指
向
性
が
、
朗
読
運
動
か
ら
ラ
ジ
オ
放

送
に
結
び
つ
い
て
い
き
、
対
米
英
戦
争
を
契
機
に
し
て
愛
国
詩
献
納
運
動
へ
、

「
戦
争
詩
」
朗
読
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
放
送
の
時
代
へ
と
進
む
。
野
口
米
次
郎
も
ま

た
、
こ
の
系
譜
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
野
口
米
次
郎
は
、
美
術
や
演
劇
、
文
学
な
ど
幅
広
い

著
作
を
持
ち
、
も
と
も
と
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
ラ

ジ
オ
や
ミ
ッ
ク
ス
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
に
も
感
応
し
や
す
い
感
覚
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
。
野
口
は
既
に
大
御
所
詩
人
で
も
あ
っ
た
が
、
若
い
世
代
の
詩
人
た
ち
と

も
忌
憚
な
く
付
き
合
っ
て
お
り
、
国
内
外
を
問
わ
ず
詩
人
以
外
と
の
付
き
合
い

も
幅
広
か
っ
た
。
こ
の
野
口
が
持
っ
て
い
た
性
質
は
、
坪
井
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
な
一
九
二
〇
年
代
か
ら
の
朗
読
会
参
加
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り29

）
、
一
九
三
〇
年

代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
ラ
ジ
オ
放
送
へ
の
関
与
に
続
い
て
い
く
。
さ
ら

に
一
九
四
四
年
に
伊
藤
道
郎
ら
と
企
画
す
る

大
東
亜
舞
台
芸
術
研
究
所
」も
、

こ
の
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ア
ル
な
指
向
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る30

）
。

周
知
の
よ
う
に
、「
戦
争
詩
」
は
音
楽
と
も
結
び
つ
い
て
ラ
ジ
オ
放
送
に
の

せ
ら
れ
て
い
く
。
野
口
の
詩
歌
も
作
曲
さ
れ
て
お
り
、
日
本
放
送
協
会
（
放
送

局
）
が
一
九
三
六
年
以
来
、
ラ
ジ
オ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
発
行
し
た
「
国
民
歌

謡31
）

」
に
は
、
第
三
七
輯
「
国
に
誓
ふ

国
民
精
神
作
興
歌
」（
野
口
米
次
郎
・

詩
、
信
時
潔32

）
・
曲
）（
図
１
）
と
第
五
〇
輯
「
興
亜
奉
公
の
歌
」（
野
口
米
次
郎
・

詩
、
信
時
潔
・
曲
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ピ
ア
ノ
伴
奏
付
き
の
合

唱
用
楽
譜
で
あ
る
。「
国
に
誓
ふ

国
民
精
神
作
興
歌
」（
一
九
三
八
年
一
一

月
五
日
）
の
最
終
聯
は
、《
た
て
は
ら
か
ら
よ
言
葉
あ
り
╱
ゆ
る
が
ぬ
富
士
に

墓
場
を
ゆ
だ
ね
╱
永
久
の
誉
に
生
命
を
か
へ
よ
》
で
あ
る
。
詩
人
た
ち
か
ら
み

れ
ば
、
浅
薄
な
使
い
廻
さ
れ
た
語
句
の
羅
列
で
も
、
音
楽
の
力
を
借
り
、
ま
た

「
合
唱
」
の
持
つ
威
を
借
り
、
楽
譜
と
し
て
頒
布
さ
れ
、
教
育
現
場
で
反
覆
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
幾
重
に
も
増
強
さ
れ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
興
亜
奉
公
の
歌
」は
、『
宣
戦
布
告
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
で
、
内
閣
の

命
で
「
興
亜
奉
公
日33

）
」
が
選
定
さ
れ
た
際
に
、
日
本
放
送
協
会
か
ら
委
託
を
う

け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。《
天
に
二
つ
の
、
太
陽
は
照
ら
ず
、
╱
理
想

の
道
は
、
一
つ
な
り
、
╱
築
け
東
亜
の
、
新
天
地
、
╱
勇
者
の
歴
史
、
君
を
待

つ
。》
と
い
っ
た
定
型
が
四
番
ま
で
続
く
。

「
興
亜
奉
公
日
」の
一
九
三
九
年
十
月
一
日
、
国
際
放
送
の
「
北
米
西
部
向

図１ 『国民歌謡』第37輯、社団法人日本放送協会、
1938年、筆者蔵
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け
」
に
お
い
て
「
興
亜
建
設
国
民
歌
謡
集
」
が
放
送
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
内

容
は
、「
朝
」（
島
崎
藤
村
作
詞
、
小
田
進
吾
作
曲
）、「
海
ゆ
か
ば
」（
信
時
潔
作

曲
）、「
国
に
誓
ふ
」（
野
口
米
次
郎
作
詞
、
信
時
潔
作
曲
）
な
ど
と
続
き
、
最
後

が
「
興
亜
奉
公
の
歌
」

野
口
米
次
郎
作
詞
、
信
時
潔
作
曲
）
で
あ
っ
た
。「
銃
後

国
民
の
意
気
を
歌
曲
に
お
伝
へ
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
た34

）
。

一
九
四
五
年
の
敗
戦
直
前
に
は
、「
米
英
撃
滅
の
歌
」（
野
口
米
次
郎
作
詞
、

山
田
耕
筰
作
曲
。
伊
藤
久
男
・
波
平
暁
男
歌
）
が
コ
ロ
ム
ビ
ア
レ
コ
ー
ド
か
ら

出
て
い
る35

）
。
こ
の
詩
は
、『
八
紘
頌
一
百

』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
野
口
の
詩
に
音
曲
が
つ
け
ら
れ
て
流
行
歌
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

西
條
八
十
ら
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
が
、
国
際
的
知
名
度
の
あ
る
野
口
の
役
割
は

重
大
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
朗
読
運
動
や
詩
音
楽
の
総
合
芸
術
化

の
路
線
上
に
あ
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
へ
の
関
与
は
、
戦
局
と
と
も
に
、
国
内
外
の

情
報
戦
略
の
国
家
政
策
へ
の
全
面
協
力
の
方
向
に
つ
な
が
る
。

野
口
の
ラ
ジ
オ
協
力
と
政
治
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
は
、
対
イ
ン

ド
政
策
と
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
に
な
る
。
野
口
の
戦

時
期
の
政
治
的
発
言
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
に
関
す
る
言
説
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ラ
ジ
オ
の
国
際
放
送
と
対
イ
ン
ド
政
策
と
い
う
も
の
が
、
野
口
の
言
論
活
動
と

国
際
平
和
の
理
想
に
ど
う
重
な
っ
て
い
た
か
。
ま
た
そ
の
野
口
の
言
論
が
、
日

本
の
思
想
人
や
イ
ン
ド
の
急
進
独
立
派
、
或
い
は
タ
ゴ
ー
ル
や
ガ
ン
ジ
ー
ら
の

思
想
家
と
ど
う
折
衝
し
た
か
。
野
口
・
タ
ゴ
ー
ル
論
争
に
代
表
さ
れ
る
日
印
摩

擦
が
、
世
界
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
。
資
本
主
義
や
社
会
主
義
を
超

え
る
新
ビ
ジ
ョ
ン
を
求
め
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
潮
流

が
、
ど
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
抜
き
に
し

て
は
、
野
口
の
メ
デ
ィ
ア
協
力
の
総
体
を
把
握
し
き
れ
な
い
。
ラ
ジ
オ
国
際
放

送
の
経
緯
と
、
重
要
視
さ
れ
て
い
た
イ
ン
ド
西
南
ア
ジ
ア
向
け
の
政
策
と
戦
況

の
上
に
、
野
口
の
戦
時
協
力
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
廻
し
た
い
。
た
だ
、
野
口
の
場
合
は
、
国
際
的
な
文

化
人
た
ち
と
の
直
接
の
親
交
が
あ
り
、
架
け
橋
と
し
て
の
自
覚
の
意
識
も
あ
り
、

ま
た
象
徴
主
義
か
ら
日
本
主
義
に
繫
が
る
思
想
経
緯
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
に
は
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

三

『
宣
戦
布
告
』
の
両
義
性

野
口
の
戦
時
活
動
と
い
え
ば
、
ラ
ジ
オ
放
送
や
新
聞
で
の
活
躍
が
非
常
に
目

立
ち
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
一
九
四
〇
年

代
に
入
っ
て
も
九
冊
の
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る36

）
。
詩
集
と
し
て
は
『
宣
戦
布

告
』

一
九
四
二
）
、『
八
紘
頌
一
百

』

一
九
四
四
）
の
二
冊
が
あ
り
、
こ
こ
に

は
ラ
ジ
オ
放
送
や
新
聞
紙
上
で
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
詩
人
の
別
の
側
面
が

垣
間
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、『
宣
戦
布
告
』（
道
統
社
、
一
九
四
二
年
三
月
十
五
日
）
か
ら
み
て
み
た

い
。
装
幀
は
川
端
龍
子
で
あ
る
（
図
２
）。
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
戦
時
色
の
強
い
作
品
集
で
あ
り
、
戦
後
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
没
収
扱
い

と
な
る
一
冊
で
あ
る
。
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「
自
序
」
は
、《
人
生
は
永
劫
の
宣

布
告
な
り
》
で
は
じ
ま
る
。《

と

平
和
は
二
に
し
て
一
な
り
。
わ
れ
一
生
を
詩
歌
に
捧
げ
來
れ
ど
、
今
日
國
家
の

重
大
時
局
に
際
會
し
て

を
支
持
謳
歌
す
る
所
以
自
ら
明
か
な
り
。
生
を
日

本
に
得
て
壯
嚴
無
比
の
今
日
を
ま
の
あ
た
り
に
見
る
嬉
し
さ
、

な
く
し
て
感

謝
す
る
こ
と
能
は
ず
。
昭
和
十
七
年
一
月
五
日
》
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、

「
戦
争
」
と
「
平
和
」
が
二
つ
に
し
て
一
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、『
伝
統
に
つ

い
て
』
で
も
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
近
代
戦
争
文
学
事
典
』

一
九
九
五
）
に
は
、
野
口
の
『
宣
戦
布
告
』
の
項

目
で
、
次
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
大
部
分
は
時
局
に

乗
じ
た
翼
賛
の
詩
で
あ

り
、
国
民
詩
、
朗
読
詩

な
ど
と
称
し
て
Ｊ
Ｏ
Ａ

Ｋ
に
よ
り
放
送
さ
れ
、

あ
る
い
は
新
聞
な
ど
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
が
多

い
。
一
巻
さ
な
が
ら
御

用
詩
人
の
叫
び
で
あ
る37

）
。

（
中
略
）
し
か
し
、
著

者
に
牢
固
た
る
国
体
の

観
念
が
あ
る
で
も
な
く
、
大
東
亜
経
綸
の
方
策
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
の
時
に
お
い
て
耳
障
り
の
よ
い
観
念
語
の
跳
踉
に
ま
か
せ
た
喧
騒
詩
に

す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
な
詩
人
を
お
抱
え
に
し
た
放
送
局
も
、
責
任
の
一
半

を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う38

）
。

し
か
し
、
野
口
に
国
体
の
観
念
が
な
く
、
大
東
亜
経
営
の
方
策
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
の
は
、
野
口
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
首
尾
一
貫
し
た
事
態
だ

っ
た
。
野
口
本
人
が
述
べ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
海
外
生
活
の
長
か
っ
た
野
口
に

国
体
の
観
念
は
希
薄
で
あ
っ
た39

）
。
戦
時
に
求
め
ら
れ
る
《
耳
障
り
の
よ
い
》
言

葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
は
ラ
ジ
オ
局
か
ら
の
要
求
を
考
え
れ
ば
当

然
で
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

重
要
な
の
は
、
国
際
的
に
知
名
度
の
あ
る
野
口
を
お
抱
え
の
《
御
用
詩
人
》

に
す
る
こ
と
が
、
放
送
局
や
国
家
政
策
に
と
っ
て
い
か
に
有
益
だ
っ
た
か
と
い

う
認
識
で
あ
り
、
野
口
個
人
の
国
体
に
対
す
る
忠
誠
の
有
無
な
ど
は
当
局
に
と

っ
て
は
関
係
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
。

野
口
を
起
用
し
た
愚
か
さ

な
ど
と
い
う
見
解
は
、
完
全
に
筋
違
い
な
の
で
あ
る
。
野
口
こ
そ
、
国
外
へ
の

発
信
を
意
識
し
た
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
隆
盛
期
つ
ま
り
国
際
ラ
ジ
オ
放
送
の
時
代

に
必
要
で
相
応
し
い
人
物
で
あ
り
、
放
送
す
る
側
が
野
口
の
名
前
を
使
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
宣
戦
布
告
』
が
《
一
巻
さ
な
が
ら
御
用
詩
人
の
叫
び
で
あ
る
》
と

い
う
認
識
は
、
正
確
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
そ
の
検
証
を
し
て
み
た
い
。

図２ 『宣戦布告』道統社、1942年、筆者蔵
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表１『宣戦布告』 ラジオ曲や新聞メディア、教育政策の一部として作られた詩作品の一覧

収録順の
通し番号

詩 のタイトル 各詩 に附された「註」より
堀による追加
事項

1 「荒行者」
昭和17年元旦の作、読売紙上発表、JOAKより丸山定夫氏朗
読放送。

読売新聞
1942/1/6

2 「宣戦布告」
都新聞で発表後、JOAKより国民詩として放送。さらに、丸
山定夫氏朗読によりコロムビアレコードに吹き込まれる。

都新聞
1941/12/11

3 「一億の決死隊」 帝国蓄音機会社の委嘱により作。

4 「破竹の突撃」 群読詩としてJOAKにより放送。

5 「語を同胞に寄す」 宣戦布告の数日前に書く、読売紙上発表。

7
「全亜細亜民族に叫
ぶ」

JOAKのための朗読詩。

8 「真珠湾の炸裂」 日日新聞紙上で発表、JOAKでは国民詩として朗読放送。

10 「神の膺懲
ヨウチヨウ

」 JOAKのための朗読詩。

11 「落ちゆく血達磨」 本紙は香港陥落を歌ったもの、読売所載。
読売新聞
1941/12/22

14 「英霊に捧ぐる歌」 慶應大学大講堂での日支事変戦没学生追悼会にて合唱される。

15 「國に誓う」
JOAKの委嘱による作、国民精神作興歌として放送。作曲家
は信持潔氏。

16 「日本創造」
宮城道雄氏外社中の伴奏により、歌謡譜としてJOAKより朗
読放送。昭和17年１月27日夜本 の第三回朗読放送が行はれ
た。

17 「東亜の曉」
「日本創造」の姉妹 、同じく宮城道雄氏外社中の伴奏によ
り歌謡譜としてJOAKより朗読放送。放送時、削除あり。

18
「妹より出征の兄に
送る手紙」

日支事変酣なる頃、JOAKの委嘱により實際の経験を織込ん
で仮想的に書いたもの。昭和15年１月13日夜活動女優山路ふ
み子嬢同放送局より朗読放送。

29 「米国人に與う」 週刊朝日昭和16年３月２日号所載

34 「海に呼ばれて」 JOAKの委嘱により作。

35 「南進国是」 台北某学校の委嘱により校歌としての作。
雑誌『詩洋』
昭和15年8月号
掲載。

38 「興亜奉公の歌」
内閣の命による興亜奉公日選定に際し、日本放送協会の委嘱
を受けて作る、作曲者信時潔氏。

39 「紫色旗の下に」 東京市立某中学校の校歌として作る。

40 「壽
コトホ
く言葉」

昭和３年11月10日帝都某紙所載。祝天皇陛下御即位の大儀に
際して。

41 「國土礼讃の歌」
皇紀二千六百年記念のための作。英語に移植され廣く世界に
頒布された。

43 「一億一心」 JOAKの委嘱により作。
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ラ
ジ
オ
局
（
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
）
や
新
聞
メ
デ
ィ
ア
、
教
育
政
策
の
一
部
と
し
て
作

ら
れ
た
詩
作
品
を
、
表
１
に
あ
げ
た
。
表
の
と
お
り
全
五
四

中
の
二
二

が

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
な
ど
の
放
送
向
け
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
註
に
明
記
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
詩

「
宣
戦
布
告
」
は
《
わ
れ
聲
を
大
に
し
て
殉
國

の
秋
を
叫
ぶ
…
…
╱
あ
あ
、
來
る
可
き
も
の
遂
に
來
れ
り40

）
。》
と
始
め
ら
れ
、

「
一
億
の
決
死
隊
」
で
は
《
國
難
こ
こ
に
、
天
暗
し
、
╱
往
く
一
億
の
、
決
死

隊
╱
國
に
捧
げ
し
、
熱
血
の
、
╱
杯
あ
げ
て
、
命
を
待
つ
、
╱
誓
や
か
た
し
、

護
國
軍
、
╱
己
を
捨
て
て
、
身
は

し41
）

。》
と
あ
る
。
没
個
性
の
言
葉
の
羅
列

で
あ
り
、
絶
叫
調
の
朗
読
を
前
提
と
し
た
大
衆
操
作
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
詩
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
太
平
洋
戦
争
開
始
と
同
時
に
は
じ
ま

る
「
絶
叫
調42

）
」
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
適
し
た
七
五
調
で
あ
る
。

こ
の
二
二

の
他
に
も
『
宣
戦
布
告
』
に
は
、
ラ
ジ
オ
局
（
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
）
や

新
聞
メ
デ
ィ
ア
や
教
育
政
策
の
使
用
目
的
が
明
確
で
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
戦

意

揚
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
詩
も
み
ら
れ
る
。
６
「
時
事

述
懐
」（「
本
詩
も
日
・
米
英
戦
以
前
、
日
支
事
変
収
拾
か
な
ら
ず
国
民
の
意
気
暗
澹

た
る
の
時
の
作
」
と
の
註
あ
り
）、
９
「
還
ら
ぬ
荒
鷲
（
布
哇
襲
撃
の
飛
行
勇
士
を

弔
ふ
）」、
12
「
神
風
」、
13
「
召
集
令
」、
19
「
幻
（
新
体
制
準
備
会
修
了
の
日

作
）」（「
読
売
新
聞
」
昭
和
一
五
年
九
月
二
〇
日
）
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
中
の
「
召
集
令
」
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

召
集
令
が
伜
に
下
つ
た
…
…
╱
粗
末
な
紙
の
一
片
、
卓
上
に
燃
え
る
赤
の

炎
！
╱
書
齋
の
夜
は
嚴
か
に
沈

は
深
ま
り
ゆ
く
、
╱
私
は
聲
を
聞
く
、

╱
「
國
の
お
召
し
だ
、
伜
の
體
を
捧
げ
よ
、
伜
の
魂
を
捧
げ
よ
！
」
╱
私

は
外
國
に
聖

を
説
い
た
、
╱
東
亞
の
新
建
設
を
説
い
た
、
╱
ど
ん
な
犠

牲
も
辭
し
な
い
と
説
い
た
、
╱
最
後
の
肋
骨
一
つ
も
、
最
後
の
血
一
滴
も

い
ら
な
い
と
説
い
た
。
╱
人
は
私
の
言
葉
に
文
學
を
見
た
、
╱
雄
辯
の
連

鎖
を
見
た
。
╱
だ
が
、
今
、
伜
は
私
を
恥
辱
か
ら
救
つ
て
呉
れ
た
、
╱
彼

は
私
の
文
に
、
魂
で
體
で
、
╱
連
帶
責
任
の
判
を
ぺ
た
つ
と
捺
し
た
。

（
以
下
略43

）
）

こ
の
詩
は
、
息
子
の
正
雄
が
召
集
令
を
受
け
た
と
き
の
作
で
あ
る
。
一
九
三

八
年
十
二
月
下
旬
の
作
で
、『
読
売
新
聞
』（
一
九
三
九
年
一
月
六
日
）
紙
上
で

発
表
さ
れ
た
。
一
九
三
九
年
春
に
は
作
曲
（
呉
泰
次
郎
・
作
曲
）
さ
れ
て
東
京

中
央
放
送
局
か
ら
放
送
さ
れ
た44

）
。
ま
た
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部
編
の
朗
読
詩
集

『
詩
歌
翼
賛
第
二
輯
』（
一
九
四
二
年
三
月
三
十
日
）、
そ
の
修
正
再
版
で
あ
る

『
常
磐
樹
』（
一
九
四
二
年
十
月
五
日45

）
）
に
も
掲
載
さ
れ
た
、
当
時
有
名
な
一

で
あ
っ
た
。

野
口
の
「
召
集
令
」
に
つ
い
て
、『
常
磐
樹
』
の
「
解
説
」
に
は
、《
飾
り
氣

な
く
素
朴
に
然
し
堂
堂
と
幅
廣
な
發
聲
法
を
も
つ
て
讀
む
時
に
、
こ
の
詩
の
美

と
滋
味
と
は
流
れ
出
る
や
う
に
思
は
れ
る46

）
。》
と
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一

に
つ
い
て
、
坪
井
秀
人
氏
は
『
声
の
祝
祭
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て

い
る
。
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無
力
な
言
葉
の
代
わ
り
に
息
子
に
来
た
赤
紙
が
彼
の
や
ま
し
さ
を
救
出
す

る
。
も
ち
ろ
ん
《
伜
》
の
価
値
は
お
カ
ミ
へ
の
供
出
品
以
外
に
は
何
も
な

い
。
彼
は
そ
れ
を
《
捧
げ
る
》
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
免
罪
符
を
手
に

入
れ
た
よ
う
に
一

の
詩
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。（
中
略
）

息
子
の
人
身
御
供
で
手
に
し
た
こ
の
詩
は
活
字
の
公
開
（
一
九
三
八
年
作
、

『
読
売
新
聞
』
に
発
表
）
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
作
曲
さ
れ
て
東
京
中
央

放
送
局
か
ら
放
送
ま
で
さ
れ
て
い
る
。（『
常
磐
樹
』
解
説
）
そ
れ
は
詩
の

中
の
《
伜
》
当
人
の
声
を
抹
殺
す
る
こ
と
と
引
換
え
に
手
に
さ
れ
た
権
力

の

声

以
外
の
何
物
で
も
な
い47

）
。

確
か
に
、
家
族
の
死
や
、
子
の
兵
役
を
自
ら
の
国
家
帰
属
の
見
返
り
に
し
て

い
る
の
は
事
実
で
、
坪
井
氏
の
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
親
の
自
分
本
位
な
観
点
で
あ
り
、
息
子
の
命
を
楯
に
し
て
自
分

の
正
当
化
・
自
己
弁
護
を
行
っ
て
い
る
酷
い
親
の
姿
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
野
口
は
ど
れ
だ
け
時
局
に
合
わ
せ
た

戦
意

揚
詩
を
書
き
、
ま
た
「
聖
戦
」
の
論
理
を
主
唱
し
、
後
世
の
文
学
研
究

者
か
ら
は
「
声
の
権
力
者
」
と
糾
弾
さ
れ
た
に
せ
よ
、
実
は
自
ら
の
言
論
に
ま

っ
た
く
責
任
を
も
て
ず
、《
恥
辱
》
と
自
己
嫌
悪
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
こ

と
の
表
明
に
な
っ
て
い
る
。
聖
戦
を
説
い
て
い
る
自
己
を
、

雄
弁
の
連
鎖

を
起
こ
し
て
い
る
自
分
の
言
説
を
、
ど
う
肯
定
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
苛
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
詩
人
が
、
矛
盾
と
自
己
嫌
悪
に
責
め
悩
ま
さ

れ
る
自
分
を
、「
日
本
人
」
の
一
員
と
し
て
国
家
帰
属
意
識
に
還
元
し
、
一
市

民
と
な
っ
て
愛
す
る
息
子
の
召
集
に
応
じ
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
に
無
理
や
り

納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
露
呈
し
て
い
る
。
坪
井
氏
の
評
は
、
は
か
ら

ず
も
野
口
の
詩
の
な
か
に
こ
の
真
実
の
表
明
を
見
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

国
民
国
家
が
個
人
に
課
し
て
い
る
「
国
の
た
め
に
生
命
を
投
げ
出
す
」
と
い

う
行
為
を
遵
守
す
る
こ
と
で
、
個
人
が
「
国
家
」
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
々
が
様
々
に
抱
え
る
両
義
性
や
違
和
感
や
戸
惑
い
に
ふ
た
を
し
、
全
て
を
同

一
化
し
て
国
民
共
同
体
に
与
さ
せ
る
の
が
、《
連
帶
責
任
の
判
を
ぺ
た
つ
》
な

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
二
重
国
籍
者
」
を
自
任
す
る
野
口
に
と
っ
て
は
、
国

家
帰
属
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た48

）
。

で
は
、
帰
属
感
と
自
己
評
価
を
求
め
て
、
詩
人
は
完
全
な
国
家
帰
属
の
達
成

を
得
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、「
召
集
令
」
に
は
ど
こ
か
釈
然
と
し
な
い
も
の

が
残
る
。
つ
ま
り
、
息
子
の
召
集
を
前
に
し
た
人
間
と
し
て
の
野
口
に
「
欺

瞞
」
と
見
苦
し
さ
が
に
じ
み
出
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
夜
、

書
斎
に
座
っ
て
、
大
事
な
息
子
の
赤
紙
を
み
つ
め
る
ほ
と
ん
ど
の
両
親
は
、
戸

惑
い
、
自
己
弁
明
し
、
内
心
に
見
苦
し
さ
を
残
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

野
口
が
も
つ
欺
瞞
は
、
確
か
に
「
声
の
権
力
者
」
と
し
て
の
欺
瞞
で
あ
ろ
う
が
、

同
時
に
そ
れ
は
、
強
迫
的
な
国
民
共
同
体
に
言
葉
を
奪
わ
れ
て
為
す
術
を
持
た

な
い
多
く
の
者
が
、
召
集
令
状
を
前
に
し
て
味
わ
っ
た
欺
瞞
（
意
識
的
で
あ
れ

無
意
識
的
で
あ
れ
）
を
代
弁
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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音
声
メ
デ
ィ
ア
に
現
れ
る
野
口
の
活
躍
を
と
ら
え
れ
ば
、
確
か
に
坪
井
氏
の

論
じ
た
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
詩
「
召
集
令
」
を
耳
に
す
る
ラ
ジ
オ

聴
衆
に
は
、

往
け
、
往
け

の
愛
国
ム
ー
ド
と
絶
叫
し
か
伝
わ
ら
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
詩
集
『
宣
戦
布
告
』
を
手
に

す
る
読
者
に
は
、
そ
の
野
口
の
両
義
性
と
戸
惑
い
を
解
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て

い
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
野
口
を
弁
護
す
る
よ
う
な
方
向
で
読
み
解
こ
う
と

す
る
の
か
。
そ
れ
を
不
適
切
に
思
わ
れ
る
読
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
れ
か
ら
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
集
『
宣
戦
布
告
』
に
通
貫
す
る
ム
ー
ド

は

往
け
、
往
け

の
戦
意

揚
の
調
子
の
一
色
で
は
な
い
。
特
に
後
半
に
は

戦
意

揚
と
は
か
け
離
れ
た
詩
歌
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を

い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
ま
た
本
稿
で
は
扱
わ

な
い
が
、
野
口
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の
日
本

詩
壇
で
時
局
へ
の
「
抵
抗
」
を
示
す
詩
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
事
実
も
あ
る
）。

野
口
米
次
郎
は
一
九
四
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
ラ
ジ
オ
で
発
表
さ
れ
る
「
声

の
権
力
者
」、「
朗
読
」
の
た
め
の
表
現
者
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
は
な
く
、

「
書
く
」
こ
と
に
も
精
力
を
傾
け
た
詩
人
で
あ
る
。
野
口
の
紙
の
上
に
書
か
れ

た
詩
作
品
に
は
、
想
像
力
が
萎
縮
す
る
ど
こ
ろ
か
、
制
限
さ
れ
た
中
で
は
あ
り

な
が
ら
も
想
像
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
表
現
を
模
索
し
て
お
り
、
そ
の
言
葉
の

限
界
の
裏
に
は
大
き
な
可
能
性
も
胚
胎
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
く
つ
か
の
詩
を
参
照
し
て
み
た
い
。

実
は
『
宣
戦
布
告
』
は
刊
行
の
一
ヶ
月
後
に
、
32
番
目
「
倫
敦
炎
上
」

一

三
〇

｜
一
三
三
頁
）
が
削
除
処
分
に
な
っ
て
い
る49

）
。
一
九
四
二
年
は
、
も
は
や

多
く
の
作
家
た
ち
が
検
閲
に
萎
縮
し
、
時
局
に
統
合
さ
れ
迎
合
し
て
い
た
時
期

と
い
っ
て
良
い
。
出
版
規
制
の
状
況
を
知
り
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る
は
ず
の

野
口
が
削
除
処
分
に
な
る
よ
う
な
作
品
を
発
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が

興
味
深
い
。
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

「
倫
敦
炎
上
」

私
は
庭
に
す
だ
く
虫
の
音
を
聞
い
て
ゐ
る
、

古
い
昔
倫
敦
で
、
こ
れ
を
聞
き
、
自
然
の
聲
は
い
づ
こ
も
一
つ
だ
と
感
じ

た
、

歳
月
流
れ
て
四
十
年
に
な
る
が
、
今
な
ほ
倫
敦
の
虫
は
、
同
じ
聲
で
鳴
い

て
ゐ
る
だ
ら
う
か
？

鳴
い
て
る
だ
ら
う
…
…
炸
裂
す
る
爆

を
餘
所
に
、

我
關
せ
ず
コ
ロ
コ
ロ
と
、

あ
る
は
ま
た
、
傷
つ
き
倒
れ
た
人
間
の
着
物
の
下
で
。

私
は
今
、
連
夜
の
空
襲
を
想
像
す
る
…
…
お
お
、
物
凄
い
倫
敦
炎
上
、

雨
と
ふ
る
油
入

夷

、
恐
ろ
し
い
時
計
仕
掛
爆

、

天
地
も
裂
け
よ
と
ば
か
り
の
強
爆
發
性
爆

、

何
た
る
生
活
機
能
の
破

よ
、

何
た
る

闘
力
の
強
迫
よ
、
驀
進
よ
！

お
お
、
青
赤
黄
の
稲
妻
が

舞
す
る
、
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天
は
八
裂
け
に
な
り
て
火
の
海
に
な
る
！

地
上
の
闇
黑
を
か
け
廻
る
消
防
隊
、

警
備
團
、
あ
る
は
警
察
吏
、

市
民
は
防
空
の
洞
穴
に
潜
り
込
み
、

耳
を
抑
へ
、
目
を
つ
ぶ
り
、

急
に
思
い
出
し
た
神
様
へ
祈
禱
す
る
、

彼
等
は
從
來
の
誇
り
を
捨
て
た
穴
居
人
だ
、

彼
等
は
世
界
支
配
者
た
り
し
夢
の
精
算
を
強
ひ
ら
れ
た
敗
北
者
だ
、

私
は
今
庭
の
虫
を
聞
き
乍
ら
、
こ
の
光
景
を
想
像
し
て
悲
痛
に
打
た
れ
て

ゐ
る
。

昔
ネ
ロ
は
妻
を
殺
し
た
、
都
會
を

い
た
、

秦
の
始
皇
帝
は
學
者
無
數
を
穴
埋
め
に
し
た
、

そ
の
時
私
の
や
う
に
悲
痛
を
抱
い
て
、
秋
虫
を
聞
い
た
詩
人
が
ゐ
た
で
あ

ら
う
か
？

彼
等
も
新
秩
序
を
夢
見
る
當
然
の
行
為
で
あ
つ
た
か
は
知
れ
な
い
が
、

今
日
で
は
そ
の
暴
威
と
無
慈
悲
だ
け
が
人
に
記
憶
さ
れ
て
ゐ
る
、

そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
も
千
年
後
に
は
、
倫
敦
を

い
た
こ
と
だ
け
し
か

ら

な
い
か
も
知
れ
な
い
。

お
お
悠
悠
た
る
自
然
よ
、

變
轉
定
ら
な
い
人
生
よ
！

人
間
は
今
日
處
理
だ
け
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
？

曰
く
よ
ろ
し
、

私
共
は
現
實
に
生
き
る
も
の
、

明
日
の
こ
と
な
ど
、
神
様
か
犬
か
猿
に
、
食
は
せ
て
お
け
！

こ
れ
は
、
戦
争
を
賛
美
し
て
は
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
戦
争
批

判
を
申
し
立
て
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
大
義
名
分
が
あ
る
に
せ
よ
、
戦
争
や
制

裁
行
為
は
く
だ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
「
削
除
」
扱

い
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、「
声
の
権
力
者
」
で
あ
る
は
ず
の
野
口
米
次
郎

の
こ
の
詩
が
、
反
戦
詩
・
時
局
批
判
の
一

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

こ
の
「
倫
敦
炎
上
」
の
他
も
、
詩
集
『
宣
戦
布
告
』
で
は
特
に
後
半
に
は
、

「
建
て
前
」
の
目
的
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
逸
脱
を
辞
さ
な
い
内
容
を
う
た
っ
た

詩

が
多
い
。

一
九
四
一
年
春
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
第
50
番
「
畝
火
山
の
鶯50

）
」
も
同
様
で
、

「
大
東
亜
戦
争
前
の
作
」
と
本
人
の
註
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
註
記
は
、
大
東

亜
戦
争
を
直
接
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
の
言
い
訳
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
は
三
つ
の
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
る
。
は
じ
め
は
、
庭
の
鶯
の

も
の

静
か

な

純
潔

な
声
に
耳
を
傾
け
る
。《
鶯
は
何
か
私
に
告
げ
ん
と
し
て

ゐ
る
、
╱
齎
ら
し
た
消
息
は
も
つ
と
豊
か
な
世
界
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
、》

と
鶯
の
声
に
対
す
る
描
写
が
続
く
。
次
の
パ
ー
ト
は
、
鶯
の
声
に
集
中
し
て
い
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る
う
ち
に
《
眼
前
が
ぱ
つ
と
》
開
け
て
、《
昔
の
世
界
が
詩
の
扉
を
開
け
》、

《
失
つ
た
人
間
に
崇
高
が
も
ど
つ
て
來
る
や
う
に
感
ず
る
、
╱
魂
の
混

が
淨

化
さ
れ
る
や
う
に
感
ず
る
。》
と
過
去
の
世
界
、
野
口
の
理
想
と
す
る
世
界
に

意
識
が
飛
ん
で
ゆ
く
。
野
口
が
鶯
の
声
と
と
も
に
空
想
す
る
昔
の
平
安
と
は
、

畝
傍
山
、
橿
原
の
宮
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
、

「
初
代
」
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
が
、
畝
傍
山
東
南
の
橿
原
宮
で
即
位
し
た
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。
野
口
の
庭
へ
来
た
鶯
一
羽
は
、
そ
こ
か
ら
来
た
一
羽
で
あ
り
、

《
私
は
昔
橿
原
の
宮
を

え
た
聲
に
耳
を
そ
ば
た
て
て
ゐ
る
の
だ
、
╱
建
國
の

初
め
國
の
將
來
を

へ
た
聲
を
聞
い
て
ゐ
る
の
だ
。》
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
最
後
の
パ
ー
ト
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

物
的
争
奪
に
心
が
顚
倒
し
て
仕
舞
つ
た
、

世
界
は
血
の
池
地
獄
を
描
い
て
ゐ
る
、

昔
豫
言
者
だ
つ
た
為
政
者
は
大
衆
の
奴
僕
と
な
つ
て
仕
舞
つ
た
、

創
造
者
だ
つ
た
彼
等
は
模
倣
者
と
な
つ
て
仕
舞
つ
た
、

な
る
ほ
ど
、
彼
等
の
意
志
に
根

い
も
の
が
あ
る
か
知
れ
な
い
、

外
的
通
俗
性
に
若
干
の
價
値
も
あ
る
だ
ら
う
、

だ
が
私
は
も
つ
と
偉
大
な
も
の
を
期
待
し
て
來
た
、

恐
ら
く
彼
等
の
耳
に
、
鶯
の
聲
が
通
じ
な
い
で
あ
ら
う
。

庭
の
鶯
は
鳴
き
止
ん
で
仕
舞
つ
た
、

ど
こ
か
へ
行
つ
て
仕
舞
つ
た
、

あ
あ
、
二
度
と
私
の
庭
へ
來
な
い
か
も
知
れ
な
い
、

鶯
は
警
告
が
無
駄
だ
と
思
つ
た
か
も
知
れ
な
い
、

痺
れ
た
も
の
に
神
秘
の
音
信
は
分
ら
な
い
と
思
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

あ
あ
、
誰
が
今
朝
私
と
等
し
く
こ
の
聲
に
、

崇
高
な
暗
示
を
聞
い
た
で
あ
ら
う
か
、

だ
が
心
の
な
か
に
そ
れ
を
秘
め
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
、
私
獨
り
で
あ
ら
う

か
。

壮
大
な
時
間
空
間
を
さ
ま
よ
い
な
が
ら
、
現
状
の
挫
折
を
絶
望
的
に
嘆
き
、
痛

烈
な
国
家
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
鶯
の
声
は
、
初
代
天
皇
の
建
国
理
念
と

平
和
の
理
想
が
、
現
在
全
く
異
な
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
警

告
す
る
声
で
あ
る
。
こ
の
一

は
、
鶯
の
批
判
と
忠
告
と
を
聞
き
な
が
ら
も
、

ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
個
人
の
悲
哀
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
。
心
の
中
に

叫
び
た
い
認
識
と
理
性
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
人
に
も
語
ら
ず
無
言
で
生

き
る
詩
人
の
苦
悩
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
行
で
は
、
苦
悩
を
《
秘
め
》

て
い
る
の
は
《
私
獨
り
で
あ
ら
う
か
》
と
他
者
の
共
感
を
誘
い
、
多
数
の
覚
醒

を
促
そ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
第
52
番
「
海
」
を
挙
げ
て
み
た
い
。

血
に
塗
ら
れ
る
、
生
臭
い
、

嵐
に
苛
ま
れ
る
、
凄
絶
ま
た
凄
絶
、
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陸
は
ま
る
で
屠
殺
場
だ
、

神
は
こ
れ
を
豫
期
し
給
ひ
し
や
、

神
心
あ
ら
ば
、
陸
を
海
に
返
し
給
ふ
の
時
だ
。

死
骸
山
を
築
く
、

花
咲
く
春
を
培
う
役
に
立
た
な
い
、

飛
行
機
空
を
走
る
、

鳥
に
進
路
を
教
へ
る
の
で
な
い
、

あ
あ
、
世
は
刈
菰
と

れ
る
、
暗
い
、

人
間
は
ま
さ
に
血
迷
ふ
羊
だ
、

我
等
に
責
任
あ
れ
ど
、
是
正
の
路
を
知
ら
な
い
、

聲
小
さ
く
て
、
眞
理
を
語
る
に
無
力
だ
、

あ
あ
、
天
地
創
世
の
神

こ
そ
誤
り
給
ふ
た
、

陸
に
混
沌
へ
返
れ
と
叫
び
給
ふ
の
時
だ
。

（
以
下
略
）

こ
こ
に
戦
争
賛
美
を
み
る
の
は
無
理
な
相
談
だ
ろ
う
。
こ
の
一

は
、
戦
争

状
況
に
対
す
る
疑
問
と
嫌
悪
感
を
濃
厚
に
感
じ
さ
せ
る
詩
で
あ
る
。
戦
争
と
い

う
殺
戮
の
現
場
を
描
く
さ
ま
も
、
戦
意

揚
を
意
図
す
る
よ
う
な
性
質
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
雑
誌
『
文
藝
』（
一
九
四
一
〔
昭
和
十
六
〕
年
四
月
一
日
）
に
掲

載
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。

一
詩
集
と
し
て
の
『
宣
戦
布
告
』
に
は
、
こ
の
詩
に
対
し
て
、「
昭
和
十
五

年
冬
か
ら
翌
年
春
に
か
け
英
獨
死
の

を
心
に
思
つ
て
作
れ
る
も
の
」
と
の
注

記
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
注
記
を
付
け
て
、
批
判
を
牽
制
し
て
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
な
く
、
英
独
の
戦
争

状
況
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
、
検
閲
者
に
対
し
て
弁
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
、『
宣
戦
布
告
』
の
最
後
の
二

「
青
い
お
椀
」「
壁
」
を
挙
げ

た
い
。「
青
い
お
椀
」
は
雑
誌
『
蝋
人
形
』（
一
九
四
一
年
三
月
一
日
号
）
に
、

「
壁
」
は
雑
誌
『
文
化
組
織
』（
一
九
四
〇
年
十
一
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
詩
の

収
録
で
あ
る
。

「
青
い
お
椀
」（
二
〇
四
｜
二
〇
六
頁
）

私
は
見
た
り
、
完
全
な
空
の
形
、

青
い
お
椀
、
大
地
を
ふ
せ
た
り
、

大
地
に
一
本
の
木
な
く
、
草
な
く
、

た
だ
赤
い
土
、
大
海
の
如
く
に
、

空
の
音
律
に
答
へ
た
る
の
み
。

今
日
本
に

り
て
、
私
は
見
る
、

山
嶽
高
く
空
に
迫
り
て
、
そ
の
髯
を
つ
き
、

樹
木
背
の
び
し
て
、
そ
の
乳
房
を
い
ぢ
る
。

あ
あ
汝
、
何
故
に
空
の
形
を
損
な
は
ん
と
す
る
や
、

わ
れ
故
國
の
自
然
を
禮
讃
し
來
れ
ど
、

202



今
汝
の
無
體
を
罵
る
。

山
よ
、
ひ
れ
伏
し
て
平
面
の
土
に
か
へ
れ
、

樹
木
よ
、
自
ら
を
無
に
し
て
薪
に
な
れ
。

私
は
願
ふ
、
再
び
印
度
に
か
へ
り
、

ハ
イ
ド
ラ
バ
ツ
ト
の
海
の
岡
、

赤
き
砂
塵
に
身
を
埋
め
、

全
き
形
の
空
を
か
ぶ
つ
て
、

そ
の
朗
朗
た
る
音
律
に
和
し
、

赤
き
砂
塵
の
一
粒
た
ら
ん
こ
と
を
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
小
野
十
三
郎
が
雑
誌
『
文
化
組
織
』（
一
九
四
一
年
五

月
号
）
の
中
で
、「
日
本
を
大
き
く
す
る
も
の
は
、
野
口
の
詩
の
こ
の
憤
懣
だ

と
思
ふ
」
と
述
べ
て
推
奨
し
、
そ
れ
を
受
け
て
岡
本
潤
も
、
同
感
を
示
し
て
い

る51
）

。
岡
本
は
《
詩
は
理
屈
な
し
に
政
治
に
對
す
る
抵
抗
素
を
持
つ
も
の
で
あ

る52
）

》
と
主
張
し
て
い
た
者
で
あ
る
。

ハ
イ
ド
ラ
バ
ッ
ド

H
y
d
era

b
a
d

）
は
、
野
口
の
古
く
か
ら
の
友
人
サ
ロ
ジ

ニ
・
ナ
イ
ド
ゥ
の
自
宅
が
あ
る
イ
ン
ド
の
都
市
で
あ
る
。
サ
ロ
ジ
ニ
は
、
野
口

と
同
時
期
に
ロ
ン
ド
ン
詩
壇
で
評
価
を
受
け
た
女
性
詩
人
で
あ
り
、
こ
の
当
時

は
独
立
運
動
家
と
し
て
ガ
ン
ジ
ー
と
共
に
歩
調
を
進
め
て
い
た
。
野
口
は
か
ね

て
か
ら
、
ハ
イ
ド
ラ
バ
ッ
ド
の
風
物
に
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
お
り53

）
、
一
九
三
六

年
の
イ
ン
ド
訪
問
時
に
は
現
地
訪
問
を
果
た
し
て
い
る54

）
。「
ハ
イ
ド
ラ
バ
ッ
ド
」

に
は
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
良
さ
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
な
意
味
を
込
め
た
場
所

へ
の
追
慕
の
意
図
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
注
記
し
た
い
。

「
青
い
お
椀
」に
《
抵
抗
》
を
よ
み
と
っ
た
岡
本
潤
は
、
次
に
挙
げ
る
野
口
の

「
壁
」
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、《
歴
史
的
な
混
沌
の
な
か
に
身
を
さ
ら
し
、
精

神
の
危
機
の
如
き
も
の
を
通
過
し
つ
つ55

）
…
…
》、
そ
れ
を
密
度
と
陰
影
と
脈
動

を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
、
と
し
て
高
い
評
価
を
示
し
て
い
る
。
岡
本
は
、

《
高
村
の
作
品
に
飽
き
足
ら
な
い
の
は
、
ち
や
う
ど
野
口
の
場
合
と
反
對
の
現

象
が
高
村
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
》
と
述
べ
て
い
る
。
高
村
の
詩
は
《
大

向
う
を
ね
ら
ふ
政
治
家
の
雄
辯
術
に
近
い
》《
ト
リ
ッ
ク
》
で
あ
り
、《
国
民
詩

人
ら
し
い
ゼ
ス
チ
ュ
ア
》
で
あ
り
、《
わ
れ
わ
れ
の
期
待
す
る
も
の
と
は
ま
る

で
反
對
の
も
の
で
あ
る
》
と
い
う
の
で
あ
る56

）
。
詩
歌
の
政
治
的
抵
抗
を
訴
え
る

岡
本
が
、
野
口
を
高
村
光
太
郎
と
は
全
く
異
な
る
方
向
の
詩
人
と
み
て
い
た
こ

と
は
、
重
要
視
し
た
い
。
そ
の
「
壁
」
と
い
う
作
品
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
壁
」（
二
〇
七
｜
二
〇
九
頁
）

確
に
私
の
詩
は
終
つ
た
、

疲
れ
て
ゐ
る
の
で
な
い
…
…

私
の
書
い
た
詩
が
何
だ
つ
た
か
を
辿
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

私
は
床
の
間
を
眺
め
て
坐
つ
て
ゐ
る
、

床
の
間
に
は
錆
色
の
壁
だ
け
で
何
物
も
な
い
、

開
い
た
部
屋
の
障
子
か
ら
庭
の
樹
木
が
見
え
る
、
そ
の
間
か
ら
青
空
が
見
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え
る
、

私
は
も
う
幾
時
間
坐
つ
て
、
壁
を
見
詰
め
た
か
を
知
ら
な
い
。

恐
ら
く
こ
の
部
屋
は
人
生
の
避
難
場
で
あ
ら
う
、

だ
が
私
は
神
の
譴
責
を
忘
れ
る
の
で
な
い
、

私
は
思
ひ
き
り
罪
を
犯
す
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。

血
と
後
悔
で
自
ら
の
價
値
を
高
め
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。

私
は
今
か
ら
床
の
間
を
見
詰
め
て
ゐ
る
と
、

壁
が
、
こ
の
壁
が
、
私
の
心
の
壁
で
あ
る
の
を
知
つ
た
。

（
中
略
）

私
は
澤
山
の
人
を
愛
し
た
、

最
も
愛
し
た
も
の
に
眞
實
を
語
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
、

私
は
詩
を
書
い
た
が
、
本
當
の
詩
は
書
け
な
か
つ
た
、

私
は
今
人
生
の
結
論
を
與
へ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
る
、

心
の
壁
に
映
つ
た
影
の
場
面
は
一
つ
一
つ
消
え
て
ゆ
く
。

私
は
壁
の
彼
方
に
、
も
つ
と
廣
く
も
つ
と
深
い
人
生
が
あ
る
や
う
に
感
ず
る
、

私
は
壁
に
秘
密
の
門
が
あ
る
や
う
に
感
ず
る
、

私
は
立
つ
て
床
の
間
に
上
り
、
こ
れ
に

れ
よ
う
と
す
る
、

門
が
な
い
、
た
だ
平
た
く

つ
て
ゐ
る
の
み
だ
。

《
壁
》
を
前
に
し
て
、
大
き
な
挫
折
と
閉
塞
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
詩
で
あ
る
。

《
私
は
詩
を
書
い
た
が
、
本
當
の
詩
は
書
け
な
か
つ
た
》、
つ
ま
り
、
本
当
に
書

き
た
い
詩
を
書
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
書
け
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

た
と
え
ば
戦
時
下
で
富
士
山
麓
に
隠
れ
て
反
戦
の
意
志
を
密
か
に
書
き
つ
づ

け
た
金
子
光
晴
に
は
、
他
人
も
し
く
は
人
間
存
在
に
対
す
る
不
信
感
が
根
底
に

存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
金
子
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
著
名
人
で

あ
り
大
家
族
で
あ
っ
た
野
口
に
は
、
金
子
の
よ
う
に
一
人
息
子
を
徴
兵
か
ら
回

避
さ
せ
て
家
族
三
人
で
山
に
隠
れ
て
過
ご
す
よ
う
な
選
択
は
た
と
え
望
ん
で
も

で
き
な
か
っ
た
。
野
口
が
《
私
は
澤
山
の
人
を
愛
し
た
》
と
い
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
こ
そ
が
彼
の
本
懐
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
野
口
は
、
人
間
を
愛
し
、

家
族
を
愛
し
、
他
人
に
対
し
て
不
信
感
を
突
き
つ
け
ら
れ
な
い
人
間
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

既
に
老
成
し
た
野
口
の
場
合
、
世
俗
へ
の
反
抗
心
も
政
治
的
抵
抗
も
大
き
く

表
出
し
な
い
が
、
自
己
内
部
の
問
題
に
収
束
さ
せ
て
内
省
す
る
。
覚
醒
し
て
い

る
自
分
を
、
自
己
規
制
の
中
で
処
理
し
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。《
壁

に
秘
密
の
門
》
を
探
す
が
触
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
不
合
理
な

運
命
を
憂
う
る
敗
北
感
を
漂
わ
せ
る
。

「
壁
」
と
い
う
詩
の
モ
チ
ー
フ
に
限
定
し
て
類
例
を
み
る
な
ら
ば
、
同
じ
一

九
四
二
年
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
人
の
壺
井
繁
治
は
、《
壁
い
つ
ぱ
い
に
張
ら
れ

た
る
世
界
地
図
╱
地
図
は
私
に
部
屋
の
狭
さ
を
忘
れ
さ
せ
る
╱
ま
ん
ま
ん
と
潮

を
湛
え
た
る
太
平
洋
╱
お
お
、
壁
の
中
か
ら
浪
音
が
き
こ
え
て
来
る57

）
》
と
、
ア

ジ
ア
各
地
の
侵
略
に
《
こ
こ
ろ
躍
ら
》
せ
る
高
揚
感
を
う
た
っ
て
い
る
。
同
じ
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壁

に
向
か
い
な
が
ら
、
野
口
米
次
郎
は
、
壺
井
繁
治
と
は
全
く
違
う
感
情

を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
野
口
は
外
に
対
す
る
激
し
い
叛
逆
を
起
こ
す
よ
う
な

強
さ
は
持
た
な
い
。
だ
が
、
検
閲
の
制
限
の
あ
る
中
で
精
一
杯
の
叛
逆
を
し
て

い
る
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
作
例
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
本
節
の
最
後
に
、『
宣
戦
布
告
』

の
最
終
（
つ
ま
り
最
後
の
詩
「
壁
」
の
後
）
に
置
か
れ
て
い
る
「
跋
に
か
へ
て
」

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
跋
に
か
へ
て
」
は
、
一
九
四
二
年
一
月
十
九
日

夜
、
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
に
よ
り
野
口
が
放
送
し
た
も
の
の
全
文
の
収
録
で
あ
る
。
大
東

亜
文
化
建
設
の
確
立
と
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
ラ
ジ
オ
用
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い

え
る
が
、
従
来
の
指
摘
で
は
疎
か
に
さ
れ
た
局
面
も
み
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

野
口
は
、
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
「
御
詔
勅58

）
」
が
、
決
死
を
呼
び
か
け

た
《
宣
戦
布
告
》
で
あ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
も
っ
と
重
要
な
意
味
は
《
八
紘

為
宇
の
大
義
》
と
《
東
亜
永
遠
の
平
和
》
を
期
し
た
点
だ
と
い
っ
て
い
る59

）
。
野

口
は
、《
神
は
成
功
を
の
み

讃
し
給
は
ず
失
敗
を
深
く
愛
し
み
給
ふ
と
い
ふ

言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
意
味
は
失
敗
の
中
に
成
功
以
上
の
教
訓
が
あ
る
、
失
敗

は
更
に
成
功
へ
と
進
む
重
要
な
一
階
段
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
相
違
な
い
。

（
中
略
）
私
共
の
大
事
業
、
大
東
亜
建
設
に
於
て
失
敗
を
見
る
場
合
、
私
共
は

失
敗
に
感
謝
し
て
更
に
勇
往
邁
進
の
道
を
切
り
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
ま
す
。

要
す
る
に
理
想
の
有
無
が
先
決
問
題
で
あ
る60

）
》
と
述
べ
て
い
る
。
対
米
英
開
戦

に
よ
っ
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
世
界
観
が
明
示
さ
れ
た
と
野
口
は
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
民
が
重
い
憂
鬱
か
ら
抜
け
て
、
興

奮
状
態
に
あ
っ
た
。
長
い
滞
米
生
活
の
経
験
を
も
つ
野
口
は
、
ア
メ
リ
カ
の
合

理
性
と
産
業
能
力
の
高
さ
を
見
知
っ
て
い
た
し
、
英
米
の
友
人
も
た
く
さ
ん
持

っ
て
お
り
、
対
米
英
開
戦
に
対
し
て
は
個
人
的
に
は
複
雑
な
心
境
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
だ
が
、
ラ
ジ
オ
放
送
で
は
、「
成
功
」
し
な
く
て
も
《
理
想
の
有
無
》
が

重
要
問
題
で
あ
る
、
と
述
べ
て
民
衆
に
語
り
か
け
た
の
で
あ
る
。

四

『
八
紘
頌
一
百

』
の
両
義
性

『
宣
戦
布
告
』
の
出
版
の
あ
と
も
、
野
口
の

戦
時
メ
ガ
フ
ォ
ン

的
役
割

は
も
ち
ろ
ん
続
き
、
益
々
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
。
し
か
し
、
そ

こ
へ
「
抵
抗
」
を
書
き
つ
け
る
こ
と
を
停
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

大
東
亜
文
学
者
大
会
で
は
、
初
日
「
發
会
式
」（
一
九
四
二
年
十
一
月
三
日
）

に
、
久
米
正
雄
の
開
会
挨
拶
後
に
、
情
報
局
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、
翼
賛
会
か

ら
の
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
、
引
き
つ
づ
い
て
詩
歌
の
朗
読
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
朗
読
を
行
っ
た
の
は
野
口
米
次
郎
、
佐
佐
木
信
綱
、
高
浜
虚
子
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
野
口
は
近
代
詩
の
代
表
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日

本
文
学
報
国
会
の
名
誉
会
員
で
も
あ
っ
た61

）
。
だ
が
野
口
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動

を
喜
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
九
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
随
筆
集
『
伝
統
に
つ
い
て
』
に
は
、
カ
ー

ラ
イ
ル
の
言
を
《「（
略
）
僕
は
不
愉
快
に
も
筆
を
握
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来

僕
は
文
章
の
人
間
で
な
い
。
僕
の
本
領
は
人
を
指
導
し
命
令
す
る
に
あ
る
。
僕
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だ
っ
て
何
か
実
際
の
仕
事
が
出
来
る
筈
な
の
だ
が
…
…
政
府
は
人
を
使
う
道
を

知
ら
な
い
。」》
と
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

今
わ
が
日
本
に
於
て
は
大
政
翼
賛
会
が
若
干
の
文
化
人
を
入
れ
て
い
る
。

ま
た
政
府
の
肝
煎
り
で
文
学
報
國
会
が
出
来
て
、
私
共
文
筆
の
連
中
も
実

際
の
仕
事
に
参
加
し
て
忠
節
を
誓
つ
て
い
る
。
然
し
私
や
私
と
ほ
ぼ
同
年

配
の
友
人
達
が
カ
ー
ラ
イ
ル
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
名
誉
会
員
の
光

栄
を
蹴
つ
た
で
あ
ら
う
。
ま
た
文
学
報
國
会
の
全
会
員
が
三
千
名
も
あ
つ

て
は
、
歌
舞
伎
芝
居
の
顔
見
世
狂
言
に
見
る
並
び
大
名
な
ど
の
騒
ぎ
で
な

い62
）

。

要
す
る
に
、
く
だ
ら
な
い
と
言
い
、
政
府
の
や
り
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
。『
伝
統
に
つ
い
て
』
は
、
別
稿
で
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
た
め
本
稿
で

は
扱
わ
な
い
が
、
戦
時
下
に
お
い
て
、
体
制
迎
合
や
国
策
宣
撫
と
は
著
し
く
異

質
な
言
論
を
含
ん
だ
著
作
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
著
も
戦

後
に
は
『
宣
戦
布
告
』『
八
紘
頌
一
百

』
と
と
も
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
没
収

さ
れ
た
本
で
あ
る
。

本
稿
で
は
次
に
、
そ
の
『
八
紘
頌
一
百

』（
冨
山
房
、
一
九
四
四
年
六
月
二

十
八
日
）
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
タ
イ
ト
ル
だ
が
、

八
紘
一
宇63

）

を
タ
イ
ト
ル
に
す
る
書
籍
は
、
当
時

に
あ
っ
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
一
九
四
〇
年
に
、
近
衛
内
閣
が

八
紘

一
宇

の
精
神
で
大
東
亜
新
秩
序
を
建
設
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る64

）
以
前
よ
り
、

こ
の
理
念
は
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
に
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り65

）
、
む
し
ろ
、

一
九
四
四
年
六
月
と
い
う
時
期
は
、
こ
の
種
の
タ
イ
ト
ル
の
書
物
と
し
て
は
最

後
の
時
期
と
い
っ
て
良
い
。「
頌
」
の
字
は
、「
褒
め
称
え
る
」
の
意
味
で
あ
り
、

八
紘
一
宇

の
思
想
を
褒
め
称
え
る
、
或
い
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
確

認
す
る
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
一
九
四
四
年
に
は
日
本
の
敗
戦
は
事
情
に
通
じ

た
識
者
た
ち
に
は
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
ラ
ジ
オ
に
関
わ
る
者

た
ち
は
、
既
に
敗
戦
を
実
感
し
て
い
た
。（
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
野
口
は
最

初
か
ら
「
失
敗
」
を
暗
示
し
て
お
り
、
日
本
の
勝
利
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。）
こ
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
敗
色
濃
い
時
期
に
、

八
紘
一

宇

の
理
想
を
う
た
っ
た
日
本
の
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
改
め
て
褒
め
称
え
よ

う
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
野
口
の
刊
行
書
籍
は
、
ラ
ジ
オ
放
送
と
戦
局
の
推
移
の
中
で
ど
の
よ
う

な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ジ
オ
の
放
送
指
導
や
放
送
番
組
編
成
が
、

戦
局
の
推
移
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
を
論
じ
る
竹
山
昭
子
氏
は
、
こ
の
推
移
を

「
第
一
段
階
」

一
九
四
一
年
十
二
月
〜
四
二
年
五
月
‥
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
る

開
戦
、
マ
レ
ー
沖
海
戦
で
英
戦
艦
を
撃
沈
、
グ
ア
ム
島
占
領
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
陸
。

東
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
か
ら
西
は
ビ
ル
マ
、
南
は
ジ
ャ
ワ
島
に
い
た
る
広
大
な
地
域
を

占
領
し
、
日
本
軍
の
一
方
的
勝
利
の
段
階
）
、「
第
二
段
階
」（
一
九
四
二
年
五
月

〜
四
三
年
二
月
‥
五
月
に
珊
瑚
海
海
戦
・
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
で
日
本
軍
は
惨
敗
。
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八
月
に
米
軍
が
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
に
上
陸
し
、
激
し
い
攻
防
戦
。
連
合
国
軍
の
反
撃

開
始
と
日
本
軍
の
戦
略
的
持
久
の
段
階
）、「
第
三
段
階
」（
一
九
四
三
年
二
月
〜
四

四
年
十
月
‥
二
月
に
日
本
軍
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
撤
退
。
四
月
に
連
合
艦
隊
司
令
長

官
山
本
五
十
六
が
撃
墜
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ア
ッ
ツ
島
、
サ
イ
パ
ン
島
な
ど
次
々
と

玉
砕
の
悲
劇
が
展
開
さ
れ
る
段
階
）、「
第
四
段
階
」（
一
九
四
四
年
十
月
〜
四
五
年

八
月
‥
フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
レ
イ
テ
海
戦
で
日
本
の
連
合
艦
隊
は
壊
滅
状
態
。
神
風
特
別

攻
撃
隊
の
出
撃
。
日
本
軍
の
絶
望
的
抗
戦
の
段
階
。）
と
分
類
し
て
い
る66

）
。
こ
れ
に

対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
野
口
の
『
宣
戦
布
告
』
は
第
一
段
階
、『
八
紘
頌
一
百

』
は
第
三
段
階
に
あ
た
る
。
で
は
、
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

『
八
紘
頌
一
百

』
は
、

三
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

第
一
部
が
四
二

、
第
二

部
が
二
九

、
第
三
部
が

三
〇

。「
百

」
と
い

い
な
が
ら
、
一
〇
一

の

詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

扉
に
は
、
藤
田
嗣
治
の

「
嵐
」（
図
３
）
が
飾
ら
れ

て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
作
品
群
な

の
か
概
観
し
て
み
た
い
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
想
像
で
き
る
が
、
こ
れ
も
『
宣
戦

布
告
』
と
同
様
に
戦
時
色
の
色
濃
い
作
品
集
で
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
戦
後
に

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
没
収
扱
い
を
受
け
る
。
第
一
部
は
、
全
て
が
戦
意

揚
詩
で
あ
り
、

松
竹
大
船
撮
影
所
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
や
、
ラ
ジ
オ
放
送
や
新
聞
向
け
の
戦

争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
詩
で
あ
る67

）
。

た
と
え
ば
、「
マ
ニ
ラ
陥
落
」（
九
二
｜
九
四
頁
）
は
、
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
の
委
託
に

よ
り
書
か
れ
た
も
の
で
、
一
九
四
二
年
一
月
三
日
夜
に
マ
ニ
ラ
陥
落
の
報
道
後
、

丸
山
定
夫
朗
読
で
全
国
に
放
送
さ
れ
た68

）
。
こ
の
詩
は
、『
女
性
時
代
』（
一
九
四

二
年
一
月
一
日
号
）
や
『
放
送
』（
一
九
四
二
年
二
月
一
日
号
、
日
本
放
送
協
会
が

発
行
す
る
雑
誌
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
（
一
）」
と

題
し
た
詩
は
「
読
売
新
聞
」（
一
九
四
二
年
一
月
十
六
日
）
に
掲
載
、「
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
陥
落
（
二
）」
と
題
し
た
詩
は
、
一
九
四
二
年
二
月
十
六
日
に
Ｊ
Ｏ
Ａ

Ｋ
か
ら
全
国
放
送
さ
れ
た
陥
落
祝
賀
の
も
の
で
あ
る69

）
。「
蝉
丸
」
や
「
明
治
神

宮
参
拝
」
は
一
九
四
二
年
二
月
六
日
に
、
野
口
自
ら
が
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
で
朗
読
放
送

し
て
い
る
。
も
は
や
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
ラ
ジ
オ
番
組
や
戦
況
報
道
と

密
接
に
繫
が
っ
て
い
る
野
口
の
詩
歌
が
、『
八
紘
頌
一
百

』
に
お
い
て
も
散

見
さ
れ
る
。

「
死
地
に
乘
入
る
二
千
數
百
」（
三
五
｜
三
八
頁
）
は
、
求
め
ら
れ
て
英
訳
も

行
っ
て
お
り
「T

W
O
 
T
H
O
U
S
A
N
D
 
IN
 
T
H
E
 
V
A
L
L
E
Y
 
O
F

 
D
E
A
T
H

」（
三
八
｜
四
〇
頁
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
註
に
は
、《
昭
和
十
八

年
五
月
三
十
日
、
ア
ッ
ツ
島
守
備
隊
山
崎
部
隊
長
以
下
二
千
有
餘
の
殉
國
勇
士
、

図３ 藤田嗣治 嵐 『八紘頌一百 』口絵、1944年、筆者蔵
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無
念
に
も
玉

せ
り
と
大
本
營
よ
り
發
表
さ
る
。
本
詩
は
同
盟
通
信
社
の
依

を
受
け
て
筆
者
自
ら
英
譯
し
、
南
方
諸
國
印
度
そ
の
他

米
に
も
、
電
送
さ
れ

た
。》
と
記
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
海
外
で
も
著
名
な
日
本
詩
人
で
あ
る

野
口
は
、
日
本
の
国
際
放
送
戦
略
の
主
軸
と
し
て
活
躍
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
の
冒
頭
は
《
最
後
の
命
は
下
つ
た
、
╱
彼
等
は
死
地
に
乘
入
つ
た
、》

と
始
ま
り
、《
我
等
が
米
英
撃
滅
の
決
、
╱
天
地
も
如
何
ぞ
そ
れ
を
奪
は
ん

や
。》
と
結
ば
れ
る
。
こ
の
部
分
が
英
訳
で
は
《T

h
e la

st o
rd
er w

a
s b

id
-

d
en
, /In th

e v
a
lley o

f d
ea
th th

ey ch
a
rg
ed
,

》、《O
h
,
o
u
r reso

lv
e to

 
cru

sh a
n
d co

n
q
u
er th

e en
em
y o

f th
e w

est, /
P
o
w
erless w

o
u
ld b

e
 

h
ea
v
en a

n
d ea

rth to b
id u

s to b
rea

k it.

》
と
な
っ
て
い
る70

）
。
日
本
語
詩

の
「
米
英
撃
滅
」
と
い
う
過
激
な
調
子
が
、
英
詩
に
な
る
と
失
わ
れ
て
お
り
、

「th
e en

em
y o

f th
e w

est

」
と
東
洋
対
西
洋
の
対
立
構
造
に
抽
象
化
・
概
念

化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
英
詩
の
最
後
の
行
が
「P
o
w
erless

」
で
始
ま
っ
て
い

る
こ
と
も
、
日
本
語
詩
と
は
異
な
る
雰
囲
気
を
全
体
に
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と

の
実
証
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
野
口
の
こ
の
ア
ッ
ツ
島
を

題
材
に
し
た
日
英
の
両
言
語
で
書
か
れ
た
詩
歌
は
、
藤
田
嗣
治
の
描
い
た
「
ア

ッ
ツ
島
玉
砕
」（
一
九
四
三
年
）
な
ど
と
共
に
、
戦
時
下
の
芸
術
と
表
象
と
い
う

点
か
ら
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
八
紘
頌
一
百

』
第
一
部
は
、
日
英
言
語
の
差
異
の
問
題
は

あ
る
と
し
て
も
、
ラ
ジ
オ
放
送
向
け
の
戦
況
伝
達
を
兼
ね
た
戦
意

揚
詩
が
ほ

と
ん
ど
を
占
め
る
の
だ
が
、
第
二
部
に
な
る
と
、
し
か
し
趣
が
変
わ
っ
て
く
る
。

「
心
境
」（
一
七
二
｜
一
七
四
頁
）
と
い
う
詩
で
は
、《
表
現
を
禮
讃
に
の
み
限
つ

た
》
こ
と
に
対
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
表
出
さ
れ
る
。《
誰
が
理
知
の
中
止
は

的

行
為
だ
と
い
ふ
、
╱
誰
が
想
像
の
羽
を

ち
切
る
は
殺
人
犯
だ
と
い
ふ
。（
中

略
）
私
は
今
三
で
あ
り
五
で
あ
る
豐
富
な
言
葉
の
資
産
を
捨
て
て
、
╱
あ
あ
と

お
お
の
貧
し
い
歎
聲
し
か
出
せ
な
い
唖
の
子
に
な
つ
た
か
も
知
れ
な
い71

）
。》
と

う
た
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
「
壁
」
と
同
様
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
野

口
の
自
己
言
説
に
対
す
る
弁
解
と
悔
恨
は
、

一
宇

の
下
に
あ
る
諸
民
族
全

て
に
向
け
て
発
信
さ
れ
て
い
る
詩
に
も
み
え
か
く
れ
す
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば

な
る
ま
い
。「
諧
律
」（
一
七
五
｜
一
七
七
頁
）
で
は
、《
共
榮
圏
内
の
諸
民
族

よ
、》
と
呼
び
か
け
て
、
老
齢
の
松
の
描
写
や
桜
の
樹
木
を
燃
料
の
為
に
伐
採

し
た
こ
と
な
ど
に
還
元
し
て
、
共
存
共
栄
の
道
を
哀
切
な
調
子
で
説
い
て
い
る
。

「
破
壊
」（
一
七
八
｜
一
八
一
頁
）
は
、
燃
料
の
為
の
樹
木
伐
採
、
自
然
破
壊
を

深
く
後
悔
し
罪
悪
・
譴
責
を
感
じ
て
い
た
が
、
春
に
伐
採
し
た
樹
木
に
新
し
い

小
枝
が
芽
を
吹
き
復
活
し
て
い
る
こ
と
に
《
意
外
の
神
秘
を
見
た
》《
魔
法
》

を
見
た
、
と
感
動
す
る
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
《
破

》
さ
れ
て
も
《
復
活
》

す
る
自
然
の
摂
理
を
ひ
い
て
、
国
家
も
破
壊
な
く
し
て
は
《
新
體
》
が
有
り
得

な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
詩
で
あ
る
。
野
口
は
《
破

に
よ
つ
て
靈
的
脱
皮
を

遂
げ
る
で
あ
ら
う
。
╱
國
家
は
受
難
に
身
を
洗
つ
て
鏤
骨
の
路
を
求
め
る
で
あ

ら
う
。》
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
詩
は
、
自
然
の
摂
理
で
読
者
の
共
感
を
盛
り

上
げ
て
、
民
族
共
生
の
理
想
を
獲
得
す
る
た
め
の
戦
争
で
あ
り
破
壊
で
あ
る
、

と
巧
み
に
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
、
戦
争
遂
行
目
的
と
合
致
す
る
も
の
と
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も
受
け
取
れ
る
。
だ
が
、
自
ら
の
《
唖
》
ぶ
り
と
非
力
さ
を
う
た
う
詩
「
心

境
」
の
す
ぐ
後
に
置
か
れ
て
お
り
、
単
純
な
宣
撫
と
は
受
け
取
れ
な
い
。

『
八
紘
頌
一
百

』
第
三
部
に
な
る
と
、
さ
ら
に
こ
の
傾
向
、
つ
ま
り
戦
意

揚
詩
で
は
な
い
詩
歌
の
比
率
が
高
ま
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る

の
で
、
第
三
部
の
最
後
の
三

を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
三

が
『
八
紘
頌
一
百

』
の
最
後
の
三

で
も
あ
り
、
単
純
な
戦
争
讃
美
と
は
い
え
な
い
強
い
印
象

と
深
い
余
韻
を
与
え
る
詩
で
あ
る
。

「
花
」（
二
八
七
｜
二
八
九
頁
）

花
よ
、

お
前
は
梅
で
も
牡
丹
で
も
な
い
、

私
に
永
劫
を
暗
示
す
る
神
秘
の
門
だ
…
…

お
前
は
二
つ
の
世
界
が
分
れ
る
所
、

目
標
と
な
つ
て
、

實
の
境
に
立
つ
て
ゐ
る
。

耳
あ
る
も
の
は
お
前
の
音
譜
を
聞
い
て
、

自
然
の
母
胎
に

る
で
あ
ら
う
、

目
あ
る
も
の
は
お
前
の
色
に

つ
て
、

夢
の
微
笑
に

れ
る
で
あ
ら
う
、

私
は
お
前
の
香
氣
を
嗅
い
で
、

人
語
の
賤
し
い
分
散
を
恥
ぢ
る
。

花
よ
、

私
は
お
前
を
眺
め
て
、

人
性
を
寸

し
、

土
壤
に
捨
て
て
、

風
と
共
に
、
胡
蝶
と
共
に
、

お
前
の

れ
た
門
を

つ
て
、

永
劫
の
旅
に
上
る
で
あ
ら
う
。

最
早
や
私
に
知
性
の
遊

は
な
い
、

感
情
の
起
伏
は
な
い
、

私
は

々
と
し
て
、

無
限
の
召
喚
に
答
へ
る
で
あ
ら
う
。

か
つ
て
「
秘
密
の
門
」
を
見
つ
け
ら
れ
ず
「
壁
」
の
前
に
絶
望
し
疲
弊
し
て
い

た
詩
人
が
、「
花
」
に
「
隠
れ
た
門
」
を
見
つ
け
て
い
る
。
死
と
生
、
虚
と
実
、

理
想
と
現
実
の
「
境
界
」
に
あ
る
「
花
」
を
前
に
し
て
、
人
間
性
を
捨
て
、
感

情
を
捨
て
、
知
性
を
捨
て
て
、
無
言
で
「
永
劫
の
旅
」
に
出
よ
、
と
喚
起
し
て

い
る
詩
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇
的
な
詩
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
意

揚
詩
と
は
い
え
な

い
が
、「
死
」
と
「
破
壊
」
へ
の
悲
劇
的
讃
美
と
は
受
け
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
死
」
へ
の
欲
動
に
接
近
し
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
礼
讃
は
、「
玉
砕
」
讃
美
で

あ
り
、
戦
争
協
力
に
な
り
う
る
。
で
は
、
こ
の
「
死
」
と
「
破
壊
」
衝
動
の
問

題
は
、
最
後
の
二

で
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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「
笛
の
音
」（
二
九
〇
｜
二
九
二
頁
）

笛
の
音
は
私
を
呼
ん
で
い
る
、

更
け
ゆ
く
夜
の
書
齋
は
寂
し
い
、

私
は
讀
み
か
け
の
本
を
閉
ぢ
耳
を

て
る
。

笛
は
何
を
私
に
叫
ん
で
ゐ
る
だ
ら
う
か
、

暴
風
雨
來
を
警
告
し
て
ゐ
る
の
か
、

津
波
だ
津
波
だ
と
叫
號
し
て
ゐ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
人
性
の
破
産
を
豫
言
し
て
ゐ
る
の
か
、

信
念
の
缺
乏
を
嘲
つ
て
ゐ
る
の
か
、

本
能
の

落
を
嘆
い
て
ゐ
る
の
か
、

青
春
の
頽
廢
を
悼
ん
で
ゐ
る
の
か
。

笛
の
音
は
私
を
呼
ん
で
ゐ
る
、

私
は

々
と
机
の
前
に
坐
つ
て
耳
を

て
る
。

笛
は
何
を
私
に
叫
ん
で
ゐ
る
だ
ら
う
か
、

肉
體
の
老
を
悲
し
ん
で
ゐ
る
の
か
、

靈
の
涸
渇
を
戒
め
て
ゐ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
世
界
の
滅
亡
を
宣
言
し
て
ゐ
る
の
か
。

あ
あ
、
笛
の
音
は
恐
怖
か
脅
迫
か
、

そ
れ
と
も

喜
か
禮

か
。

私
は
立
つ
て
書
齋
の
窓
を
開
け
て
外
を
眺
め
る
、

闇
い
空
に
無
數
の
星
が
煌
い
て
ゐ
る
、

闇
い
庭
に
櫻
の
花
瓣
が
散
つ
て
雪
の
や
う
だ
。

「
笛
の
音
」
に
、
自
ら
を
嘲
笑
し
糾
弾
す
る
声
を
聞
き
、
自
ら
の
「
信
念
の
缺

乏
」、「
本
能
の
堕
落
」、「
青
春
の
頽
廃
」
を
悔
や
み
、「
恐
怖
」
と
「
脅
迫
」

を
感
じ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、「
世
界
の
滅
亡
」
が
「
恐
怖
か
脅

迫
か
、
そ
れ
と
も
歓
喜
か
礼
讃
か
」
と
い
う
部
分
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ

シ
ズ
ム
礼
讃
に
つ
な
が
っ
て
も
い
く
。
特
に
最
後
の
二
行
で
、
そ
れ
ま
で
切
々

と
訴
え
て
き
た
悔
恨
と
恐
怖
が
す
べ
て
「
破
滅
」
の
美
学
の
上
に
、
華
麗
な
ほ

ど
に
印
象
的
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
詩
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
虹
」（
二
九
三
｜
二
九
四
頁
）

私
は
手
足
を
崖
に
横
た
へ
る
、

人
は
私
の
格
好
の
い
い
の
を
褒
め
る
、

そ
し
て
い
ふ
、

『
な
ん
と
い
ふ
見
事
な
曲
線
だ
、
新
月
と
雖
も

ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。』

私
は
影
を
海
上
に
流
れ
さ
す
、

こ
れ
が
棚
引
く
、
箒
星
の
や
う
な
動
き
を
み
せ
る
、

人
は
私
の
體
に
寄
り
添
つ
て
、

私
の
閃
め
く
胸
に

れ
る
、
い
い
氣
持
で
心
を
天
に
上
ら
せ
る
。

だ
が
、
お
お
だ
が
『
空
中
の
美

』
だ
な
ど
と
褒
め
る
こ
と
は
止
め
て
下
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さ
い
。

誰
が
精
神
を
盡
し
た
も
の
の
悲
し
い
犠
牲
を
知
つ
て
ゐ
よ
う
？

み
ぢ
め
な
も
の
、
こ
れ
が
私
だ
、
大
空
に
最
善
を
蕩
盡
し
て
、

人
々
の
餓
が
滿
た
さ
れ
た
が
最
期
、

私
は
無
言
に
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
虹
」
と
題
し
た
詩

で
は
、
自
ら
の
「
最
期
」
と
無
言
消
滅
を
確
か

に
述
べ
て
お
り
、「
崖
」「
海
上
」「
箒
星
」「
空
中
」
と
い
っ
た
単
語
だ
け
を
拾

い
集
め
れ
ば
「
玉
砕
」
讃
美
や
自
殺
幇
助
を
助
長
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
繫
が
る
詩

と
も
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
詩
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
「
詩
人
」
と
し
て
の
自

分
自
身
の
「
悔
恨
」
と
「
消
滅
」
と
を
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
単
純
な
「
玉

砕
」
讃
美
と
は
な
り
得
て
い
な
い
。
野
口
は
「
崖
」
の
よ
う
な
際
ど
い
地
点
に

体
を
横
た
え
て
詩
を
書
い
て
き
た
自
分
に
対
す
る
、
社
会
的
な
評
価
を
批
判
し

嫌
疑
を
か
け
る
。「
見
事
」
に
み
え
る
自
分
の
詩
歌
の
、
裏
の
「
犠
牲
」
と

「
欺
瞞
」
を
告
白
す
る
。
美
し
く
な
ど
な
い
、
た
だ
「
み
ぢ
め
」
だ
、
と
自
供

す
る
。「
人
々
の
餓
」
に
屠
ら
れ
て
、
つ
ま
り
社
会
的
要
求
を
満
た
す
た
め
の

詩
を
書
い
た
に
過
ぎ
な
い
自
分
は
、
も
は
や
無
言
の
う
ち
に
自
然
消
滅
す
る
、

と
自
覚
す
る
内
容
が
、「
虹
」
の
主
題
で
あ
る
。「
虹
」
の
よ
う
に
儚
い
虚
像
に
、

自
ら
が
「
み
ぢ
め
」
に
「
最
善
を
蕩
尽
」
し
、
ま
た
自
分
を
眺
め
る
読
者
も

「
蕩
尽
」
し
た
こ
と
を
、
詩
人
は
知
っ
て
い
る
。
そ
の
幾
重
も
の
人
間
の
精
神

と
欺
瞞
に
、
自
ら
を
奪
い
尽
く
さ
れ
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
是
と
受
け

入
れ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
詩
に
関
し
て
も
、「
死
」
へ
の
悲
劇
的
讃
美
で
あ
り
、
破
滅
の

美
学
を
う
た
っ
た
も
の
、
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
い
く
ら
個
人
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
死
」
や
「
破
壊
」
の
悲
劇
的
な
感
情
を
う
た
う
こ
と

は
、
多
数
の
破
壊
衝
動
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
戦
争
と
い
う
蛮
行
に
対
す

る
悲
劇
的
讃
美
や
美
化
に
な
り
え
る
。
ま
た
詩
の
内
容
が
ど
れ
だ
け
反
戦
的
・

厭
戦
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
刊
行
許
可
を
与
え
た
権
力
や
媒
体
が
、

そ
れ
を
戦
争
遂
行
目
的
に
合
致
し
た
も
の
と
し
て
許
容
し
た
瞬
間
に
、
詩
人
の

良
心
の
有
無
や
作
品
の
是
非
な
ど
は
無
意
味
と
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な

こ
と
に
、
戦
争
詩
に
お
い
て
「
死
」
や
「
破
滅
」
を
う
た
う
こ
と
の
文
学
的
な

問
題
は
、
日
本
文
学
に
伝
統
的
に
培
わ
れ
て
き
た
敗
者
の
美
学
と
も
関
わ
り
、

近
代
に
形
成
さ
れ
た
日
本
主
義
と
も
関
わ
り
、
非
常
に
複
雑
で
深
淵
な
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
野
口
個
人
や
一
九
四
〇
年
代
の
戦
争
詩
に
限
定
し
て
総
体
的
解

決
が
導
け
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
『
八
紘
頌
一
百

』
の
最
後
の
三

が
、
本
書

の
前
半
の
、
使
い
廻
さ
れ
た
語
句
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
戦
意

揚
詩
と
は
完
全

に
異
質
な
詩
歌
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
野
口
の
肉
声
が
真
実
味
を
帯
び
て
聞
こ
え

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
に
留
め
た
い
。
ラ
ジ
オ
で
は
「
頽
廃
的
な

も
の
」
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
が72

）
、
み
て
き
た
よ
う
に
刊
行
書
籍
の
中
に
は
、

「
頽
廃
」
や
「
厭
戦
」
や
「
死
」
と
悲
劇
性
が
詠
い
こ
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

『
八
紘
頌
一
百

』
の
中
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
野
口
に
は
見
ら
れ
な
い
、
野
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口
独
自
の
詩
歌
世
界
が
あ
る
。《
戦
争
屑
詩
》
と
一
括
し
て
捨
て
去
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
、
戦
時
下
の
詩
歌
と
文
化
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

刊
行
さ
れ
た
詩
集
を
手
に
し
た
国
民
や
詩
人
た
ち
の
中
に
は
、
ラ
ジ
オ
に
表

象
さ
れ
る
「
声
の
権
力
者
」
と
し
て
の
野
口
と
は
異
な
る
、
詩
人
の
実
像
を
見

て
い
た
者
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ジ
オ
や
新
聞
に
顕
れ
な

い
詩
雑
誌
や
書
籍
の
出
版
と
い
う
も
の
が
、
戦
況
下
の
時
代
と
国
民
大
衆
に
ど

の
く
ら
い
反
映
し
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
だ
が
、
し
か
し
日
本

に
お
け
る
音
声
と
文
字
の
比
率
は
、
た
と
え
ば
戦
時
期
メ
デ
ィ
ア
研
究
で
し
ば

し
ば
対
照
と
な
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
よ
り
も
高
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る73

）
。

ま
と
め

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
野
口
も
ま
た
内
部
に
両
面
性
を
持
た
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
近
代
日
本
の
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
と
い
っ
た
単
純
な
構
図
の

み
で
は
な
い
。
野
口
の
帰
国
（
一
九
〇
四
年
）
後
の
活
動
に
関
し
て
、
従
来
の

研
究
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走
っ
て
戦
争
詩
を
書
い
た
」
と
い
う
一
面
的
評

価
で
終
始
し
て
き
た
。
だ
が
、
野
口
米
次
郎
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
「
戦

争
詩
」
執
筆
も
、
そ
ん
な
単
純
な
構
造
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、『
宣
戦
布
告
』
と
『
八
紘
頌
一
百

』
に
論
証
を
限
定
し
た
。
そ

の
た
め
野
口
の
戦
時
期
思
想
に
至
る
変
遷
の
全
体
が
な
お
論
じ
き
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
国
際
的
な
文
化
の
連
動
性
の
中
で
、
ま
た
日
本
主
義
・
ア
ジ
ア
主
義
の

経
緯
や
戦
時
期
戦
略
の
段
階
と
連
動
さ
せ
て
検
証
す
る
な
ら
ば
、
野
口
像
が
従

来
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
様
々
な
側
面
を
表
出
さ
せ
る
。

か
つ
て
吉
本
隆
明
は
、
高
村
光
太
郎
論
の
中
で
、《
高
村
が
反
抗
を
う
し
な

っ
て
、
日
本
の
庶
民
的
な
意
識
へ
と
屈
服
し
て
い
っ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
日
本

に
お
け
る
近
代
的
自
我
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
典
型
が
く
ず
れ
さ
っ
た
の
で
あ

り
、
お
な
じ
内
部
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
日
本
に
お
け
る
人
道
主
義
も
、
共

産
主
義
も
、
崩
壊
の
端
緒
に
た
っ
た74

）
》
と
述
べ
た
。
ま
た
、《
現
実
社
会
に
お

こ
る
す
べ
て
の
矛
盾
や
混
乱
と
対
決
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
い
わ
ば
伝
統
の
花

鳥
風
月
的
な
「
自
然
」
の
讃
美
に
ま
で
退
化
し
た
悲
惨
な
事
実75

）
》
を
、
高
村
の

詩
を
挙
げ
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
吉
本
が
い
っ
た
よ
う
な

伝
統
の
花

鳥
風
月
的
な
「
自
然
」
の
讃
美
に
ま
で
退
化
し
た
悲
惨

と
い
っ
た
文
学
史
観

は
、
後
世
か
ら
の
一
方
的
な
糾
弾
で
し
か
な
い
。

国
際
的
な
文
芸
思
潮
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
連
携
の
中
で
日
本
文
壇
や
詩
壇
が

求
め
て
き
た
「
伝
統
」
と
「
日
本
主
義
」
は
、
少
な
く
と
も
当
事
者
た
ち
に
と

っ
て
は
、
革
新
を
意
識
し
た
こ
と
で
こ
そ
あ
れ
、「
退
化
」
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
近
年
、
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
だ
が
、
野
口

米
次
郎
を
通
し
て
鑑
み
て
も
明
白
と
い
え
る
。
国
際
的
な
ラ
ジ
オ
の
時
代
が
来

て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
方
法
を
国
際
的
な
方
法
に
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
の

時
代
が
来
て
、
世
界
戦
争
の
時
代
に
重
な
る
。
日
本
の
詩
人
た
ち
も
、
そ
の
方

策
を
試
み
、
実
験
し
模
索
し
て
い
っ
た
。
ま
た
時
局
に
制
限
が
あ
る
こ
と
は
自

覚
し
な
が
ら
も
、
戦
後
ま
で
を
見
据
え
る
視
点
を
も
っ
て
「
戦
争
詩
」
を
意
識

し
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
。
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現
在
も
、
戦
時
下
の
詩
歌
に
対
し
て
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
な
っ
て

い
る
評
価
認
識
に
と
ら
わ
れ
て
、
犯
罪
性
や
暴
力
性
や
公
共
性
を
抽
出
し
て
終

わ
る
傾
向
が
、
な
お
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
戦
争
と
ラ
ジ
オ
、
ま
た
戦
争
と
朗

読
運
動
と
い
っ
た
方
法
か
ら
の
戦
争
詩
の
検
証
は
非
常
に
盛
ん
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
重
要
な
研
究
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
こ
で
は
近
代
詩
歌
の
た
ど
っ
た
歴

史
観
へ
の
論
及
が
希
薄
に
な
り
や
す
い
。
ま
た
詩
人
個
々
人
の
た
ど
っ
た
葛
藤

の
歴
史
が
抜
け
落
ち
て
い
く
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
。

本
論
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、「
帝
国
メ
ガ
フ
ォ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
野
口
米

次
郎
の
「
戦
争
詩
」
は
、
決
し
て
そ
の
全
て
が
「
熱
烈
な
戦
争
賛
美
詩
」
や

「
戦
意

揚
詩
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
音
声
メ
デ
ィ
ア
に

載
せ
た
詩
歌
や
論
説
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
表
現
が
、
詩
雑
誌
や
刊
行
著
作

な
ど
に
は
表
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
よ
り
精
緻
な
理
論
的
見
地
に
立
っ
た
再

検
証
に
値
す
る
だ
け
の
内
実
を
宿
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
四

二
年
、
一
九
四
四
年
と
い
う
厳
し
い
出
版
制
限
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
『
宣
戦
布

告
』『
八
紘
頌
一
百

』
に
は
、
確
か
に
多
く
の
ラ
ジ
オ
放
送
用
・
新
聞
用
に

作
ら
れ
た
戦
意

揚
詩
が
収
録
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
に
混
じ
っ
て
、

挫
折
感
や
抵
抗
感
、
疑
問
や
矛
盾
の
心
境
を
う
た
っ
た
も
の
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
、
註
記
な
ど
の
手
段
に
訴
え
て
、
批
判
の
矛
先
を
か
わ
そ
う
と

す
る
痕
跡
は
残
し
つ
つ
も
、
し
か
し
印
象
的
な
配
置
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
「
肉

声
」
を
響
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
詩
人
の
時
局
迎
合
や
愛
国
的
狂
信
と
い

っ
た
解
釈
に
は
と
て
も
収
ま
ら
な
い
だ
け
の
、
屈
曲
し
、
複
雑
で
、
奥
深
い
迫

力
を
も
っ
た
作
品
群
で
あ
る
。

注１
）

こ
の
言
葉
を
用
い
た
の
は
小
田
切
秀
雄
（
一
九
一
六
｜
二
〇
〇
〇
）
で
あ

る
。
小
田
切
は
野
口
米
次
郎
ら
二
十
五
名
を
名
指
し
で
糾
弾
し
、
戦
前
の
大
御

所
作
家
た
ち
の
文
学
者
生
命
を
駆
逐
す
る
こ
と
を
民
主
主
義
文
学
の
出
発
の
目

的
で
あ
る
と
宣
言
し
た
（
小
田
切
秀
雄
「
文
学
に
お
け
る
戦
争
責
任
の
追
及
」

『
新
日
本
文
学
』
一
九
四
六
年
六
月
）。

２
）

野
口
や
佐
藤
春
夫
、
三
好
達
治
、
蔵
原
伸
二
郎
な
ど
を
挙
げ
て
《
戦
争
屑

詩
を
量
産
し
た
拙
劣
な
詩
人
》
は
、《
戦
前
╱
戦
中
╱
戦
後
に
（
変・
節・
こ
そ
あ

れ
）
変
質
は
な
か
っ
た
》
と
述
べ
て
い
る
（
坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭

日
本

近
代
詩
と
戦
争
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
一
六
一
頁
）。

３
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
二
一
六
頁
。

４
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
一
六
一
頁
。

５
）

拙
論
「
野
口
米
次
郎
の
英
国
講
演
に
お
け
る
日
本
詩
歌
論

俳
句
、
芭

蕉
、
象
徴
主
義
」『
日
本
研
究
』
二
〇
〇
六
年
三
月
、
五
一
、
五
八
、
六
三
頁
。

６
）

た
と
え
ば
、『
帝
国
文
学
』
明
治
三
七
年
四
月
号
に
は
、
坪
井
九
馬
三
、

上
田
万
年
、
芳
賀
矢
一
、
土
井
晩
翠
が
、
五
月
号
に
は
夏
目
漱
石
が
『
従
軍

行
』
な
ど
の
戦
争
詩
を
書
い
て
い
る
。

７
）

た
と
え
ば
、
伊
藤
整
「
戦
争
と
神
秘
主
義
文
学
」（『
月
刊
文
章
』
一
九
三

七
年
十
一
月
）、
服
部
嘉
香
ら
十
八
名
に
よ
る
「
戦
時
に
際
し
て
の
感
想
」

（『
日
本
詩
壇
』
一
九
三
七
年
十
一
月
）、
草
野
心
平
「
戦
争
と
詩
壇
」（『
月
刊
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文
章
』
一
九
三
七
年
十
二
月
）
な
ど
。

８
）

以
下
、「
戦
争
と
文
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
の
寄
稿
を
し
た
人
物
と
雑

誌
媒
体
を
挙
げ
て
み
る
。
河
上
徹
太
郎
『
文
藝
春
秋
』、
室
生
犀
星
『
改
造
』、

本
多
顕
彰
『
新
潮
』、
西
村
伝
七
『
若
草
』（
以
上
、
一
九
三
七
年
十
月
）。
山

本
恵
一
『
詩
と
歌
謡
と
』（
一
九
三
七
年
十
二
月
）。
今
日
出
海
『
新
潮
』（
一

九
三
八
年
九
月
）。
保
田
与
重
郎
『
日
本
文
学
』（
一
九
三
八
年
十
一
月
）。
小

宮
豊
隆
『
日
本
評
論
』（
一
九
四
〇
年
四
月
）。

そ
の
他
、
青
野
季
吉
「
戦
争
と
文
学
に
つ
い
て
」（『
政
界
往
来
』
一
九
三
七

年
十
月
）
や
、
阪
本
越
郎
「
戦
時
の
詩
文
学
」（『
小
学
校
体
育
』
一
九
三
八
年

一
月
）、
新
居
格
「
戦
時
文
壇
推
進
力
」（『
月
刊
文
章
』
一
九
三
八
年
一
月
）

な
ど
も
あ
る
。

９
）

日
夏
耿
之
介
「
将
来
の
日
本
的
詩
歌
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
八
年
四

月
）、
徳
田
秋
声
他
「
時
局
と
文
学
の
使
命
（
座
談
会
）」（『
新
潮
』
一
九
三
八

年
十
月
）、
古
谷
綱
武
「
時
局
下
文
学
者
の
反
省
す
べ
き
こ
と
」（『
新
潮
』
一

九
三
八
年
十
二
月
）、
青
野
季
吉
ら
他
「
時
代
と
文
学
者
の
生
き
る
道
（
座
談

会
）」（『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
九
月
）、
上
泉
秀
信
「
時
局
下
の
文
学
と
文
学

者
」（『
文
芸
情
報
』
一
九
四
〇
年
十
月
）、
河
上
徹
太
郎
他
「
文
学
と
新
体
制

（
座
談
会
）」（『
文
学
界
』
一
九
四
〇
年
十
一
月
）、
丹
羽
文
雄
他
「
転
換
期
に

お
け
る
作
家
の
覚
悟
」（『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
十
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

10
）

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
な
ど
の
英
文
学
に

造
詣
が
深
か
っ
た
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
（
ち
な
み
に
、
野
口
米
次
郎
が
ジ
ョ
イ
ス

を
日
本
に
最
初
に
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
）。

11
）

雑
誌
『
蝋
人
形
』
は
西
條
八
十
が
主
宰
の
雑
誌
で
、
野
口
の
寄
稿
も
幾
つ

も
あ
る
（
編
集
後
記
な
ど
に
は
、
野
口
「
先
生
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
）。

12
）

安
藤
一
郎
「
戦
争
詩
と
い
ふ
も
の
」『
蝋
人
形
』
一
九
三
八
年
三
月
、
一

七
頁
。

13
）

安
藤
一
郎
「
戦
争
詩
と
い
ふ
も
の
」、
一
九
頁
。

14
）

岡
本
潤
「
今
日
の
詩
感
」『
蝋
人
形
』
一
九
三
八
年
五
月
、
二
二
｜
二
四

頁
。

15
）

一
九
二
六
年
の
中
央
亭
事
件
を
指
す
。

16
）

戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
、
佐
藤
巧
己
氏
や
竹
山
昭
子
氏
ら
の
仕
事
に

詳
し
い
。
た
だ
し
、
佐
藤
氏
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
ラ
ジ
オ
戦
略
と
比
較
し
て
、

日
本
で
の
「
国
民
化
さ
れ
る
大
衆
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
の
声
の
力

に
よ
る
「
大
衆
の
国
民
化
」
を
、
日
本
の
そ
れ
に
単
純
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
に

は
異
を
唱
え
た
い
。
日
本
の
場
合
の
「
帝
国
民
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ア

ジ
ア
主
義
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
を
指

し
た
し
、
当
時
の
日
本
国
民
の
識
字
率
の
高
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
声
と
文
字
の

比
率
が
ド
イ
ツ
の
場
合
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

17
）

一
九
二
五
年
は
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
か
ら
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
祭
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
に
中
継
さ
れ
て
「
世
界
で
最
初
の
成
功
し
た
国
際
交
換
放
送
」
元
年
と
呼

ば
れ
た
（『
日
本
放
送
史
』
上
、
一
九
五
一
年
、
五
二
六
頁
）。

18
）

東
京
中
央
放
送
局

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
）が
仮
放
送
を
始
め
た
の
が
一
九
二
五
年
三

月
二
十
二
日
で
、
同
年
七
月
十
二
日
に
は
愛
宕
山
か
ら
本
放
送
が
開
始
さ
れ
る
。

こ
の
放
送
は
、
本
来
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
海
外
（
ア
ラ
ス
カ
や

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
オ
レ
ゴ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
で
も
受
信
さ
れ
、
聴
取

報
告
が
届
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
国
内
放
送
は
最
初
か
ら
国
際
性
を
も
ち
、

対
外
放
送
、
海
外
放
送
の
意
味
を
も
っ
た
。

19
）
「
ラ
ジ
オ
東
京
」
と
し
て
知
ら
れ
る
日
本
の
海
外
放
送
は
、
一
九
三
五
年
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六
月
一
日
に
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
、
満
州
、
朝
鮮
、

台
湾
な
ど
の
植
民
地
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
各
地
の
占
領
地
か
ら
、
海
外
放
送
、
対

敵
放
送
が
行
わ
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、『
ラ
ジ
オ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ⅰ
』

（
北
山
節

著
、
田
畑
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
頁
）
な
ど
多
く
の
研
究
が
あ

る
。

20
）
《
六
月
十
五
日
及
び
十
七
日
に
日
本
の
自
然
詩
人
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
氏
が
例

の
豊
か
な
氏
特
有
の
細
か
い
自
然
美
の
観
察
を
米
國
へ
贈
ら
れ
た
。
六
月
の
母

國
便
り
、
氏
の
自
然
美
へ
の
熱
心
な
探
求
と
、
海
外
人
に
日
本
の
自
然
の
み
が

も
つ
美
を
傳
へ
ん
と
す
る
詩
的
努
力
は
俗
人
は
知
ら
ぬ
な
が
ら
必
ず
や
詩
人
の

心
に
相

れ
た
と
思
ふ
》（
最
所
フ
ミ
子
「
海
外
放
送
」『
放
送
』
七
巻
七
号
、

一
九
三
七
年
七
月
、
六
三
頁
）。

21
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
一
六
三
｜
一
六
四
頁
。

22
）

坪
井
秀
人
に
は
『
声
の
祝
祭
』
の
他
、『
感
覚
の
近
代

声
・
身
体
・

表
象
』（
二
〇
〇
六
）、「

抒
情

と
戦
争

戦
争
詩
の
主
体
に
お
け
る
公
と

私
」『
動
員
・
抵
抗
・
翼
賛

岩
波
講
座

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
３
）』（
二
〇

〇
六
）
な
ど
が
あ
る
。

23
）

坪
井
の
よ
う
に
《
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
と
い
う
と
、
伝
統
回
帰
の
主
張
が

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
反
す
る
潮
流
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
敢
え

て
、
伝
統
回
帰
運
動
と
い
う
。

24
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
一
六
一
｜
一
六
二
頁
。

25
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
七
頁
。

26
）

た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
愛
好
し
て
騒
音
音
楽

を
生
み
出
し
、
あ
る
い
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
が

詩
の
朗
読
や
音
声
の
表
現
形
式
に
関
心
を
示
し
た
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
分
か

る
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
「
音
」
を
重
視
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
志
向

性
と
無
縁
で
は
な
い
。

27
）

瀬
尾
育
生
『
戦
争
詩
論

一
九
一
〇
｜
一
九
四
五
』
平
凡
社
、
二
〇
〇

六
年
、
一
二
四
頁
。

28
）

瀬
尾
育
生
『
戦
争
詩
論
』、
七
八
｜
七
九
頁
。

29
）

一
九
二
四
年
十
月
十
九
日
、
築
地
小
劇
場
で
朗
読
会
「
詩
人
の
日
」（
小

山
内
薫
の
よ
び
か
け
・
詩
話
会
の
後
援
）
が
開
催
さ
れ
、
佐
藤
惣
之
助
、
島
崎

藤
村
、
与
謝
野
寛
、
与
謝
野
晶
子
、
野
口
米
次
郎
、
川
路
柳
虹
、
富
田
砕
花
、

福
田
正
夫
、
白
鳥
省
吾
、
尾
崎
喜
八
、
野
口
雨
情
、
深
尾
須
磨
子
、
山
田
耕
筰

ら
が
参
加
し
た
大
盛
会
だ
っ
た
。
ま
た
一
九
三
七
年
七
月
に
は
、
新
宿
大
山
で

「
詩
朗
読
コ
ン
ク
ー
ル
」
が
開
催
さ
れ
、
河
井
酔
茗
、
野
口
米
次
郎
、
佐
藤
惣

之
助
、
福
田
正
夫
、
白
鳥
省
吾
、
吉
田
一
穂
ら
が
参
加
し
た
（
当
然
な
が
ら
、

一
九
二
〇
年
代
以
降
は
、
こ
れ
以
外
に
も
多
数
の
朗
読
会
が
開
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
）。

30
）
「
大
東
亜
舞
台
芸
術
研
究
所
」は
、
伊
藤
道
郎
を
中
心
に
し
て
一
九
四
四
年

に
創
設
さ
れ
た
組
織
で
、
野
口
米
次
郎
、
山
田
耕
筰
、
藤
田
嗣
治
（
美
術
）
ら

が
顧
問
と
し
て
名
を
連
ね
た
。
戦
局
の
厳
し
い
中
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
学
院
の
よ

う
な
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
舞
台
芸
術
を
一
つ
に
束
ね
る
よ
う
な
国
際
的
芸
術
学

校
の
建
設
が
夢
想
さ
れ
て
お
り
、

太
陽
の
劇
場

構
想
と
呼
ば
れ
た
。

31
）

一
九
三
六
年
十
一
月
十
六
日
発
行
よ
り
、
一
九
四
一
年
九
月
二
十
日
発
行

の
第
七
八
輯
ま
で
が
あ
る
（
も
と
も
と
大
阪
中
央
放
送
局
が
歌
謡
曲
を
「
浄

化
」
し
よ
う
と
し
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
）。
楽
譜
の
頁
数
は
七
頁
で
、
多
く

が
二
曲
ず
つ
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
七
輯
の
よ
う
に
一
曲
の
み
収
録
の
も

の
や
、
三
曲
収
録
の
例
も
一
件
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
最
初
の
頃
に
は
、
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第
三
輯
「
椰
子
の
実
」（
島
崎
藤
村
・
詞
）
や
第
一
六
輯
「
奥
の
細
道
」（
齋
藤

四
郎
・
詞
）
の
よ
う
に
、
戦
争
や
愛
国
を
直
接
的
な
主
題
に
し
な
い
も
の
の
方

が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
次
第
に
第
二
六
輯
「
愛
国
の
花
」（
福
田
正
夫
・
詞
、

古
関
裕
而
・
曲
）
や
第
三
三
輯
「
万
歳
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
」（
北
原

白
秋
・
詞
、
高
階
哲
夫
・
曲
）、
第
三
五
輯
「
遂
げ
よ
聖
戦
」（
柴
野
為
亥
知
・

詞
、
長
津
義
司
・
曲
）
と
い
っ
た
、
戦
時
を
反
映
し
た
曲
目
に
な
っ
て
く
る
。

32
）

信
時
潔
（
一
八
八
七
｜
一
九
六
五
）
は
、
戦
時
歌
謡
曲
「
海
ゆ
か
ば
」
な

ど
の
作
曲
家
。「
海
ゆ
か
ば
」
は
日
本
放
送
協
会
の
依
頼
に
よ
り
「
万
葉
集
」

の
大
伴
家
持
の
長
歌
の
一
節
に
曲
を
つ
け
た
も
の
で
、
一
九
三
七
年
十
月
か
ら

「
国
民
唱
歌
」
と
し
て
、
一
九
四
一
年
十
二
月
以
降
は
「
国
民
合
唱
」
と
し
て

放
送
さ
れ
、
戦
局
が
傾
く
と
日
本
軍
玉
砕
の
ニ
ュ
ー
ス
と
共
に
放
送
さ
れ
た

竹
山
昭
子
『
史
料
が
語
る
太
平
洋
戦
争
下
の
放
送
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇

五
年
、
一
八
二
頁
）。

33
）

一
九
三
九
年
の
欧
州
大
戦
勃
発
と
同
時
に
、
戦
時
下
の
国
民
生
活
の
刷
新

強
化
を
は
か
る
た
め
の
「
興
亜
奉
公
日
」
が
定
め
ら
れ
、
毎
月
一
日
に
行
わ
れ

た
。

34
）

北
山
節

『
ラ
ジ
オ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ⅰ
』、
三
〇
〇
頁
。

35
）
「
米
英
撃
滅
の
歌
」
コ
ロ
ム
ビ
アN

o
: 100902

（「
コ
ロ
ム
ビ
ア
レ
コ
ー
ド

流
行
歌
年
表
」（「
Ｃ
Ｄ
昭
和
の
流
行
歌
」

一
九
九
八
年
‥
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
）

資
料
編
に
よ
る
）「
米
英
撃
滅
の
歌
」
と
い
う
同
タ
イ
ト
ル
の
も
の
は
一
九
四

三
年
に
、
矢
野
峰
人
作
詞
、
山
田
耕
筰
作
曲
、
伊
藤
武
雄
歌
、
で
別
作
品
が
存

在
す
る

コ
ロ
ム
ビ
アN

o
: 100761

）。

36
）
『
藝
術
殿
』（
一
九
四
二
年
）、『
詩
歌
殿
』（
一
九
四
三
年
）、『
文
藝
殿
』

（
一
九
四
三
年
）、『
想
思
殿
』（
一
九
四
三
年
）、『
伝
統
に
つ
い
て
』（
一
九
四

三
年
）、『
聖
雄
ガ
ン
ジ
ー
』（
一
九
四
三
年
）、『
起
て
よ
印
度
』（
一
九
四
二

年
）、
詩
集
で
は
『
宣
戦
布
告
』（
一
九
四
二
年
）、『
八
紘
頌
一
百

』（
一
九

四
四
年
）
が
あ
る
。

37
）

矢
野
貫
一
編
『
近
代
戦
争
文
学
事
典
』
第
四
輯
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
五

年
七
月
十
日
、
一
三
七
頁
上
段
。

38
）

矢
野
貫
一
編
『
近
代
戦
争
文
学
事
典
』、
一
三
七
頁
下
段
。

39
）

拙
論
「
野
口
米
次
郎
の
一
九
二
〇
年
代
後
期
の
指
向
性

雑
誌
『
國

本
』
へ
の
寄
稿
を
中
心
に
」（『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
〇
八

年
三
月
、
八
七
｜
九
五
頁
）
を
参
照
。

40
）

野
口
米
次
郎
「
宣
戦
布
告
」
抜
粋
『
宣
戦
布
告
』、
七
頁
。（
こ
の
詩
の
丸

山
定
夫
に
よ
る
朗
読
は
、
坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』
に
収
録
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。

41
）

野
口
米
次
郎
「
一
億
の
決
死
隊
」
抜
粋
『
宣
戦
布
告
』、
一
〇
頁
。

42
）

絶
叫
調
の
朗
読
に
関
し
て
は
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
、
そ
れ
ま

で
の

淡
々
調

（
話
し
か
け
調
）
か
ら

雄
叫
び
調

に
変
化
し
た
の
は
一

九
四
一
年
一
二
月
の
開
戦
を
機
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
北
山
節

『
ラ
ジ
オ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ⅱ
』（
三
六
三
頁
）、
竹
山
昭

子
『
史
料
が
語
る
太
平
洋
戦
争
下
の
放
送
』（
一
二
〇
｜
一
二
四
頁
）
な
ど
に

詳
し
い
。
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
問
題
に
関
し
て
は
、
当
時
、
現
役
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
た

ち
が
雑
誌
『
放
送
研
究
』〔
一
九
四
二
｜
一
九
四
三
年
〕
で
議
論
を
尽
く
し
て

い
る
）。

43
）

野
口
米
次
郎
「
召
集
令
」
抜
粋
『
宣
戦
布
告
』、
四
三
｜
四
五
頁
。

44
）
「
解
説
・
召
集
令
」『
常
磐
樹
』
大
政
翼
賛
会
文
化
部
編
、
一
九
四
二
年
、

三
〇
頁
。
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45
）
『
常
磐
樹
』
は
五
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、
野
口
の
他
十
二
名
の
詩
が

一

ず
つ
掲
載
さ
れ
、
高
村
光
太
郎
、
島
崎
藤
村
、
北
原
白
秋
、
萩
原
朔
太
郎
、

そ
し
て
宮
沢
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

46
）
「
解
説
・
召
集
令
」『
常
磐
樹
』、
三
〇
頁
。

47
）

坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
二
一
六
｜
二
一
七
頁
。

48
）

野
口
は
自
ら
の
こ
と
を
「
二
重
国
籍
者
だ
、
笑
っ
て
の
け
ろ
」
と
詩
に
詠

い
、
地
域
主
義
者
で
あ
り
国
際
主
義
者
で
あ
る
と
論
説
し
、
常
に
境
界
者
の
立

場
を
重
要
視
す
る
議
論
を
続
け
て
き
た
詩
人
で
あ
る
。

49
）
『
宣
戦
布
告
』

道
統
社
、
一
九
四
二
年
三
月
十
五
日
）は
、
四
月
十
六
日
、

「
倫
敦
炎
上
」
が
削
除
処
分
と
な
っ
た
（「
近
代
出
版
側
面
史
」『
日
本
近
代
文

学
大
辞
典
・
索
引

』、
一
八
九
頁
）。

50
）

野
口
米
次
郎
「
畝
火
山
の
鶯
」
抜
粋
『
宣
戦
布
告
』、
一
九
〇
｜
一
九
四

頁
。

51
）

岡
本
潤
「
断
想
」『
蝋
人
形
』、
一
九
四
一
年
七
月
、
一
二
｜
一
五
頁
。

52
）

岡
本
潤
「
断
想
」、
一
二
｜
一
五
頁
。

53
）
《
百
合
の
花
は
、
一
花
瓣
一
花
瓣
私
の
心
の
血
で
織
ら
れ
》、《
小
さ
い
震

え
る

鳥
は
私
の
霊
が
音

と
権
化
し
た
も
の
》
で
《
重
々
し
い
香
氣
は
私
の

感
動
が
溶
解
し
て
空
氣
性
の
精
氣
と
な
っ
た
も
の
》
で
、《
こ
の
燃
え
る
緑
と

黄
金
の
空
は
「
眞
の
私
」
で
》
と
い
っ
た
サ
ロ
ジ
ニ
の
書
簡
を
紹
介
し
て
、
野

口
は
ハ
イ
ド
ラ
バ
ッ
ド
の
家
の
芸
術
的
風
物
を
想
像
し
て
い
た
（
野
口
米
次
郎

『
印
度
の
詩
人
』
第
一
書
房
、
一
九
二
六
年
、
八
二
頁
）。

54
）

野
口
米
次
郎
『
印
度
は
語
る
』
第
一
書
房
、
一
九
三
六
年
、
一
九
九
｜
二

〇
三
頁
。

55
）

岡
本
潤
「
渾
沌
の
な
か
の
素
朴
」『
蝋
人
形
』、
一
九
四
一
年
一
月
、
一
〇

頁
。

56
）

岡
本
潤
、「
断
想
」、
一
二
｜
一
五
頁
。

57
）

壺
井
繁
治
「
指
の
旅
」『
文
藝
』
一
九
四
二
年
七
月
、
第
十
巻
第
七
号
、

四
二
｜
四
三
頁
。（
も
ち
ろ
ん
、
壺
井
に
は
壺
井
独
自
の
詩
歌
の
系
譜
が
あ
る

の
で
、
こ
の
一

だ
け
か
ら
比
較
を
試
み
る
の
は
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
が
、

あ
く
ま
で
も
詩
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
対
照
し
て
い
る
。）

58
）

十
二
月
八
日
の
朝
七
時
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
で
米
英
と

の
開
戦
が
国
民
に
知
ら
さ
れ
、
正
午
に
「
宣
戦
の
詔
書
」
が
朗
読
さ
れ
た
。
そ

れ
に
続
い
て
、
東
条
英
機
首
相
の
「
大
詔
を
拝
し
奉
り
て
」
と
題
す
る
談
話
が

発
表
さ
れ
た
。

59
）

野
口
米
次
郎
「
跋
に
か
へ
て
」『
宣
戦
布
告
』、
二
一
九
｜
二
二
〇
頁
。

60
）

野
口
米
次
郎
、
前
掲
、
二
二
〇
｜
二
二
一
頁
。

61
）
「
日
本
文
学
報
国
会
」
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
と
同
時
に
大
政
翼
賛
会
文
化

部
と
文
壇
側
と
が
協
議
を
重
ね
て
、《
挙
国
一
致
体
制
整
備
》
の
促
進
の
た
め

に
企
画
し
た
文
化
組
織
で
あ
る
。
徳
富
蘇
峰
を
会
長
に
、
各
部
会
に
分
か
れ
て

い
た
が
、
野
口
は
詩
部
会
の
名
誉
会
員
で
あ
り
、
外
国
文
学
部
会
の
会
員
と
な

っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
詩
部
会
の
部
会
長
は
高
村
光
太
郎
で
、
理
事
は
川
路
柳

虹
と
佐
藤
春
夫
、
野
口
の
他
の
名
誉
会
員
は
、
蒲
原
有
明
、
河
井
酔
茗
、
薄
田

泣
菫
、
土
井
晩
翠
の
四
名
で
あ
っ
た
（『
社
団
法
人

日
本
文
学
報
国
会
会
員

名
簿

昭
和
十
八
年
版
』、
新
評
論
、
一
九
九
二
年
五
月
）。

62
）

野
口
米
次
郎
『
伝
統
に
つ
い
て
』、
牧
書
房
、
一
九
四
三
年
五
月
二
十
日
、

二
五
三
｜
二
五
四
頁
。

63
）

八
紘
一
宇

は
、「
全
世
界
を
一
つ
の
家
と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

大
東
亜
共
栄
圏

と
と
も
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
天
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皇
を
中
心
に
一
つ
の
家
と
す
る
と
い
う
意
味
に
も
、
日
本
を
中
心
に
ア
ジ
ア
世

界
を
一
つ
の
家
に
、
と
い
う
意
味
に
も
受
け
取
ら
れ
る
。
当
時
は
、
世
界
の
歴

史
性
を
意
識
し
た
家
族
の
序
列
（
親
子
関
係
や
兄
弟
関
係
）
を
ア
ジ
ア
民
族
に

当
て
は
め
て
、「
八
紘
一
宇
」
の
共
存
共
栄
の
在
り
方
を
説
い
て
い
た
。
大
東

亜
共
栄
圏
の
民
族
間
に
親
子
関
係
の
よ
う
な
指
導
の
在
り
方
は
存
在
す
る
が
、

支
配
被
支
配
の
構
造
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

64
）

一
九
四
〇
年
に
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
が
、「
基
本
国
策
要
綱
」
を
決
定

し
、「
皇
国
の
国
是
は
、
八
紘
を
一
宇
と
な
す
肇
国
の
精
神
に
基
づ
く
」
と
発

言
し
た
。

65
）

同
じ
よ
う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
没
収
さ
れ
た
本
と
し
て
、『
八
紘
一
宇
』

大
道
重

次
、
立
山
塾
、
一
九
三
八
年
六
月
三
日
）、『
八
紘
一
宇
之
精
神
』（
宇
都
宮

謙
・
藤
波
則
之
編
、
弥
栄
会
本
部
、
一
九
三
八
年
十
一
月
三
十
日
）、『
八
紘
一

宇
の
教
育
』（
川
崎
利
市
、
明
治
図
書
、
一
九
三
九
年
三
月
二
十
日
）、『
八
紘

一
宇
』

大
河
平
隆
光
、
人
生
創
造
社
、
一
九
三
九
年
九
月
十
五
日
）、『
八
紘

一
宇
』

里
見
岸
雄
、
錦
正
社
、
一
九
四
〇
年
二
月
八
日
）、『
八
紘
一
宇

附

戦
争
と
平
和
』

大
河
平
隆
光
、
大
日
本
法
令
出
版
、
一
九
四
〇
年
三
月
十
五

日
）、『
八
紘
一
宇
ノ
大
詔

紀
元
二
千
六
百
年
紀
元
節
ノ
詔
書
謹
解
』

三
浦

藤
作
、
東
洋
図
書
、
一
九
四
〇
年
九
月
二
十
日
）、『
八
紘
の
家
』

今
成
覚
禅
、

平
凡
社
、
一
九
四
〇
年
十
月
二
十
日
）、『
八
紘
為
宇
の
御
精
神
の
明
日
と
日

本
』

二
荒
芳
徳
、
湯
川
弘
文
社
、
一
九
四
一
年
六
月
五
日
）、『
八
紘
一
宇
史

の
發
足
』

加
藤
一
夫
、
龍
宿
山
房
、
一
九
四
二
年
四
月
二
十
日
）、『
八
紘
為

宇
の
大
籌
』

有
賀
成
可
、
日
本
文
化
研
究
会
、
一
九
四
三
年
二
月
十
一
日
）、

『
八
紘
為
宇
の
大
生
命
』（
本
間
俊
平
、
協
和
書
房
、
一
九
四
三
年
六
月
二
十

日
）
が
あ
る
。

66
）

竹
山
昭
子
『
史
料
が
語
る
太
平
洋
戦
争
下
の
放
送
』、
一
六
｜
一
七
頁
。

67
）

冒
頭
の
詩
は
「
神
風
萬
里
」、
二
番
目
は
「
祖
国
禮
讃
」（
こ
れ
は
、『
伝

統
に
つ
い
て
』

一
九
四
三
年
）の
序
詩
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
の
再
録
）
で
あ
る
。

三
番
目
の
、《
天
に
代
つ
て
、
敵
を
打
つ
（
中
略
）
米
英
撃
滅
、
時
は
今
、
╱

罪
膺
懲
の
、

は
鳴
る
。》
と
う
た
っ
た
「
米
英
撃
滅
歌
」

八
｜
一
〇
頁
）は
、

《
松
竹
大
船
撮
影
所
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
》
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩

「
米
英
撃
滅
の
歌
」
は
山
田
耕
筰
の
作
曲
で
歌
曲
に
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る

（『
戦
時
女
性
』
一
九
四
四
年
十
月
一
日
号
に
掲
載
）。
そ
の
他
、「
故
山
本
元
帥

挽
歌
」（
一
・
二
）
や
「
軍
神
加
藤
讃
仰
」（
一
・
二
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。

68
）

情
報
局
次
長
奥
村
喜
和
男
が
「
マ
ニ
ラ
占
領
の
意
義
」
を
語
り
、
そ
の
後

に
野
口
米
次
郎
の
詩
「
マ
ニ
ラ
陥
落
」
が
丸
山
定
夫
に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
た

（
北
山
節

『
ラ
ジ
オ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ⅱ
』、
七
三
頁
）。

69
）

一
九
四
二
年
二
月
十
六
日
の
高
村
光
太
郎
と
野
口
米
次
郎
の
「
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
陥
落
」
の
朗
読
（
山
村
聰
）
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
占
領
の
最
初
の
報
（
前

日
の
夜
十
時
過
ぎ
）
の
翌
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
の
あ
と
に
放
送
さ
れ
た
。
そ
の
夜
は
、

谷
崎
潤
一
郎
の
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
に
際
し
て
」
を
和
田
信
賢
が
朗
読
し
、

一
七
日
の
夜
は
、
志
賀
直
哉
の
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
」
を
浅
沼
博
が
朗
読
し
、

一
八
日
に
は
、
室
生
犀
星
作
詞
、
山
田
耕
筰
作
曲
、
独
唱
伊
藤
武
雄
、
合
唱
放

唱
、
管
絃
楽
放
響

日
本
放
送
交
響
楽
団

、
指
揮
山
田
耕
筰
『
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
陥
落
す
』
の
豪
華
企
画
で
あ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
で
は
祝
勝
番
組
が
連
続
で
放
送

さ
れ
た
（
北
山
節

『
ラ
ジ
オ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ⅱ
』、
一
〇
六
｜
一
〇
七
頁
）。

詩
の
言
葉
が
《
あ
た
か
も
ニ
ュ
ー
ス
解
説
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
ご
と
く
振

る
舞
っ
》
て
い
た
の
で
あ
り
、《
ラ
ジ
オ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
伝
達
の
速

度
性
に
あ
わ
せ
て
朗
読
詩
の
作
者
た
ち
》
も
素
早
い
対
応
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
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野
口
と
高
村
の
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
」
朗
読
は
、《
そ
の
最
初
の
顕
著
な
例
》

と
い
え
る
（
坪
井
秀
人
『
声
の
祝
祭
』、
二
四
五
頁
）。

70
）

野
口
米
次
郎
「
死
地
に
乘
入
る
二
千
數
百
」、「T

W
O
 
T
H
O
U
S
A
N
D

 
IN
 
T
H
E V

A
L
L
E
Y
 
O
F D

E
A
T
H

」
よ
り
『
八
紘
頌
一
百

』、
三
五
｜
四

〇
頁
。

71
）

野
口
米
次
郎
「
心
境
」
よ
り
『
八
紘
頌
一
百

』、
一
七
二
頁
。

72
）

一
九
四
二
年
十
月
に
は
東
京
都
市
逓
信
局
放
送
課
に
よ
っ
て
、「
頽
廃
的

な
る
も
の
」
は
厳
禁
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（
竹
山
昭
子
「
資
料
編
」『
史
料
が

語
る
太
平
洋
戦
争
下
の
放
送
』、
二
五
二
頁
）。

73
）

江
戸
時
代
の
藩
校
・
寺
子
屋
の
制
度
に
つ
づ
い
て
明
治
期
の
学
制
発
布

一
八
七
二
年
）以
降
、
日
本
国
民
の
識
字
率
は
世
界
的
に
み
て
最
も
高
い
水
準

に
あ
っ
た
こ
と
が
、
戦
後
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
氏
（R
o
n
a
ld
 
D
o
re

）
の

C
ity L

ife in
 
Japan

,
1958

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る

ド
ー
ア
著
、
青
井
和

夫
・
塚
本
哲
人
訳
『
都
市
の
日
本
人
』
一
九
六
二
年
、
岩
波
書
店
、
一
五
一
｜

一
五
四
頁
）。

74
）

吉
本
隆
明
『
高
村
光
太
郎
』
講
談
社
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
四
五
｜
一

四
六
頁
（
こ
れ
は
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
８
』〔
一
九
七
三
年
〕
を
底
本
に
し

た
も
の
。
吉
本
の
『
高
村
光
太
郎
』
は
、
一
九
五
八
年
十
月
に
初
版
、
一
九
六

六
年
二
月
に
決
定
版
、
一
九
七
〇
年
八
月
に
増
補
決
定
版
が
出
て
い
る
）。

75
）

吉
本
隆
明
『
高
村
光
太
郎
』、
一
四
九
頁
。

附
記本

稿
は
、
日
文
研
・
共
同
研
究
会
「
出
版
と
学
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
編
成
と
再
編

成
」
で
口
頭
発
表
し
た
「
野
口
米
次
郎
と
戦
争

ラ
ジ
オ
と
出
版
物
に
み
る

戦
争
詩
」（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
八
日
）
と
、
日
文
研
・
横
断
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
戦
争
、
メ
デ
ィ
ア
、
ジ
ャ
ン
ル
」（
二
〇
〇
七
年
一
月
二
十
六
日
）
で
の

坪
井
秀
人
氏
「
記
憶
装
置
と
し
て
の
戦
争
詩

B
efo

re a
n
d
 
A
fter D

ec.

8
1941

」
へ
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
を
務
め
た
時
の
発
表
資
料
に
基
づ
き
、
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
御
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
た

い
。
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