
 

      

初
め
に 

 

復
員
兵
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
を
考
え
る
上
で
、
看
過
で
き
な
い
重
要
な
問
題

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
復
員
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
に
よ
く
用
い

ら
れ
た
用
語
で
あ
り
、
敗
戦
の
年
の
日
本
で
は
流
行
語
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
四

五
年
八
月
一
四
日
、
日
本
政
府
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
な
ど
の
連
合
国

に
対
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
発
表
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
た
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
第
九
条
は
、
「
日
本
国
軍
隊
は
完
全
に
武
装
を
解
除
せ
ら
れ
た

る
の
ち
、
各
自
の
家
庭
に
復
帰
し
、
平
和
的
か
つ
生
産
的
の
生
活
を
営
む
の
機
会

を
得
し
め
ら
れ
る
べ
し
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
召
集
し
た
兵
員
の
服
務
を
解
く

こ
と
、
ま
た
解
か
れ
て
帰
郷
す
る
こ
と
を
「
復
員
」
と
呼
ぶ
。
戦
前
に
は
召
集
解

除
者
は
「
凱
旋
兵
」
「
帰
還
兵
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
「
復
員
兵
」
な
ど
の
呼
称

は
戦
後
か
ら
で
あ
る
。

（

１

）

そ
う
し
た
復
員
兵
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
戦
場
よ
り

さ
ら
に
残
酷
な
復
員
後
の
生
活
で
あ
っ
た
。
日
本
国
民
は
、
大
日
本
帝
国
の
敗
戦

と
、
そ
れ
を
招
い
た
元
軍
人
た
ち
に
強
い
反
発
を
抱
い
て
お
り
、
復
員
兵
に
向
け

ら
れ
る
視
線
は
冷
や
か
で
あ
っ
た
。
復
員
兵
ら
の
中
に
は
、
彼
ら
を
待
っ
て
い
た

は
ず
の
家
族
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
者
も
あ
れ
ば
、
家
族
の
所
在
や
生
死
さ
え
定

か
で
な
い
者
や
、
戦
死
の
誤
報
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
妻
が
再
婚
し
新
た
な
家
庭
を

築
い
て
い
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
し
か
し
、
家
族
と
の
再

会
よ
り
一
層
深
刻
な
の
は
、
敗
戦
直
後
の
大
量
失
業
と
い
う
厳
し
い
現
実
の
中
、

彼
ら
が
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
職
業
問
題
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
四
月
二
六
日
の

人
口
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
顕
在
失
業
者
が
約
二
五
五
万
五
千
人
、
潜
在
失
業
者

は
約
三
四
四
万
六
千
人
、
全
失
業
者
は
約
六
〇
〇
万
一
千
人
と
な
っ
て
い
る
。

（

２

）

こ

の
よ
う
に
、
家
族
と
の
再
会
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
戦
後
の
国
民
意
識
の
変

貌
、
さ
ら
に
は
生
活
難
や
就
職
難
が
、
復
員
兵
の
一
部
を
犯
罪
に
走
ら
せ
た
。 

川
本
三
郎
は
、
復
員
兵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「
大
日
本
帝
国
」
が
突
然
「
民
主
日
本
」
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す

ぐ
に
そ
の
現
実
に
追
い
つ
く
こ
と
は
、
戦
場
を
経
験
し
た
者
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
出
来
は
し
な
い
。
頭
の
中
で
は
い
く
ら
日
本
は
新
し
く
再
生
し
た
と
理

解
し
て
い
て
も
、
心
情
が
、
肉
体
が
そ
れ
に
追
い
つ
か
な
い
。
客
観
的
に
は

戦
後
を
生
き
て
い
な
が
ら
、
主
観
的
に
は
戦
中
を
生
き
る
。
そ
う
い
う
二
重

構
造
を
生
き
る
者
と
し
て
大
き
く
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
が
「
復
員
兵
」
で

あ
る
。

（

３

） 

戦
争
は
終
わ
っ
た
も
の
の
、
復
員
者
た
ち
に
は
自
分
自
身
と
の
闘
い
、
戦
後
日

本
社
会
と
の
〈
戦
争
〉
が
待
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
反
映
さ
せ
た
言

葉
と
し
て
、
「
復
員
兵
」
は
戦
後
日
本
の
風
景
の
中
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
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存
在
と
い
え
る
。
戦
後
の
日
本
映
画
に
は
復
員
兵
を
主
人
公
に
し
た
映
画
も
多
く

み
ら
れ
、
ま
た
、
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
復
員
者
を
扱
っ
た
も
の
は
少
な
く
な

い
。

（

４

） 太
平
洋
戦
争
中
、
現
地
の
文
化
工
作
の
た
め
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
戦
場
に
徴
用

さ
れ
た
井
伏
鱒
二
も
ま
た
、
復
員
兵
の
表
象
に
こ
だ
わ
っ
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
。

一
年
間
の
徴
用
体
験
、
帰
国
後
の
疎
開
生
活
及
び
敗
戦
の
経
験
は
、
井
伏
に
強
い

影
響
を
与
え
て
お
り
、
井
伏
文
学
に
お
け
る
重
要
な
転
機
と
も
言
え
る
。
戦
後
の

井
伏
作
品
に
み
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
復
員
者
を
登
場
さ
せ
る
作
品
群
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
は
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
井
伏
鱒
二
は
戦
後
に
発
表

し
た
最
初
の
作
品
か
ら
、
し
ば
し
ば
復
員
者
を
描
い
て
い
る
が
、
特
に
復
員
者
を

中
心
に
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
「
病
人
の
枕
も
と
」
（
『
オ
ー
ル
読
物
』
一
九

四
六
年
一
月
）
、
「
復
員
者
の
噂
」
（
『
社
会
』
一
九
四
八
年
六
月
）
、
「
遥
拝

隊
長
」
（
『
展
望
』
一
九
五
〇
年
二
月
）
の
三
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も

一
作
品
の
中
で
一
人
か
、
あ
る
い
は
多
数
の
復
員
者
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
、
「
遙
拝
隊
長
」
は
、
既
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
戦
後
の
井
伏
の
動
向

を
把
握
す
る
代
表
的
な
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
一
九
四
八
年
六
月
に
鎌
倉
文
庫
刊
行
の
雑
誌
『
社
会
』
第
三
巻
第
六

号
に
発
表
さ
れ
、
同
年
の
一
二
月
に
陽
明
社
刊
行
の
作
品
集
『
山
峡
風
物
誌
』
に

収
録
さ
れ
た
「
復
員
者
の
噂
」
は
、
井
伏
研
究
の
中
で
は
看
過
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
当
村
大
字
霞
ケ
森
」

へ
帰
っ
て
き
た
十
名
あ
ま
り
の
復
員
者
た
ち
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
戦
争
未
亡

人
の
ツ
キ
ヨ
が
、
様
々
な
境
遇
に
あ
る
複
数
の
復
員
者
の
夫
婦
た
ち
の
再
会
し
た

時
の
様
子
を
聞
き
書
き
す
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
敗
戦
前
に
召
集
令

を
受
け
、
終
戦
後
に
な
っ
て
も
入
営
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
木
下
と
西
。
母
親
の

乳
を
呑
ん
で
い
る
子
供
が
自
分
の
子
供
だ
と
意
識
せ
ず
、
「
オ
ツ
ヤ
、
そ
の
子
は

何
か
」
と
不
気
味
そ
う
に
言
っ
た
直
吉
。
自
宅
に
帰
る
前
に
、
妻
に
ど
う
し
て
も

私
服
を
持
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
外
で
電
話
を
掛
け
た
養
人
の
東
吉
さ
ん
。
妻
の
ト

キ
ノ
が
戦
死
公
報
を
受
け
取
っ
て
再
婚
し
、
円
満
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
、
突

然
復
員
し
て
き
た
宙
さ
ん
。
―
―
戦
場
か
ら
戻
っ
て
間
も
な
い
時
期
の
復
員
者
の

様
子
や
、
夫
婦
の
再
会
の
場
面
が
活
写
さ
れ
る
。 

数
少
な
い
先
行
研
究
で
は
、
熊
谷
孝
が
ツ
キ
ヨ
を
は
じ
め
と
す
る
復
員
者
た
ち

の
噂
話
を
喋
る
戦
争
未
亡
人
の
ツ
キ
ヨ
に
着
目
し
、
「
自
分
た
ち
だ
け
が
悲
し
み

や
苦
し
み
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
と
い
う
か
、
相
手
に
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
」

を
持
つ
こ
と
で
、
彼
女
が
「
自
分
が
優
越
の
立
場
に
立
っ
た
た
め
に
は
相
手
の
ア

ラ
探
し
を
始
め
る
ほ
か
は
な
い
」

（

５

）

と
指
摘
し
て
い
る
。
熊
谷
の
論
で
は
、
戦
争
未

亡
人
と
復
員
者
夫
婦
た
ち
の
心
理
的
対
決
を
提
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
戦
争

未
亡
人
の
噂
話
か
ら
展
開
す
る
と
い
う
設
定
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
「
噂
」
の

機
能
に
潜
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
お
よ
び
、
作
品
に
お
け
る
語
り
手
（
＝
聞
き
手
）

の
性
格
の
両
方
と
も
看
過
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
平
岡
篤
頼
は
作
品

の
結
末
に
お
け
る
「
こ
ん
な
復
員
者
た
ち
の
内
幕
の
こ
と
が
、
ど
う
し
て
人
に
知

ら
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
ツ
キ
ヨ
さ
ん
は
見
て
来
た
よ
う
に
話
す
の
で

あ
る
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
「
作
者
は
そ
の
一
次
的
物
語
も
あ
く
ま
で
物
語

で
あ
っ
て
、
現
実
の
忠
実
な
再
現
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
」 

（

６

）

い
る
と

述
べ
る
が
、
し
か
し
、
井
伏
が
当
時
書
い
た
日
記
や
作
品
に
対
す
る
彼
自
身
の
解

説
を
対
照
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
決
し
て
単
に
「
物
語
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

「
復
員
者
の
噂
」
は
一
見
す
る
と
、
復
員
者
を
め
ぐ
る
単
純
な
物
語
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
決
し
て
復
員
者
表
象
の
追
及
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
井
伏
は
「
復
員
者
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の
噂
」
を
通
じ
て
、
執
拗
に
復
員
者
と
家
族
の
境
遇
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
る
復
員
者
夫
婦
の
あ
り
方
を
通
じ
、
〈
戦

争
と
性
〉
、
〈
銃
後
の
女
た
ち
〉
、
〈
噂
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
〉
と
い
っ
た
問
題
に
着
目

し
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
井
伏
の
当
時
の
日
記
の
記
述
と
対

照
し
た
上
で
、
こ
の
作
品
に
描
き
出
さ
れ
る
復
員
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
に
よ

っ
て
投
影
さ
れ
る
日
本
の
農
村
の
状
況
、
及
び
、
本
作
品
の
井
伏
の
戦
後
作
品
に
お

け
る
位
置
づ
け
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。 

 

一
、
終
戦
後
の
見
送
り
と
復
員 

 

「
復
員
者
の
噂
」
の
冒
頭
部
で
は
、
「
敗
戦
に
な
る
直
前
に
召
集
令
を
受
け
、

八
月
一
六
日
に
入
営
す
べ
し
と
命
令
さ
れ
て
い
た
」
木
下
と
西
が
登
場
す
る
。
八

月
一
五
日
、
終
戦
を
迎
え
て
も
彼
ら
に
は
召
集
令
状
の
取
り
消
し
が
届
か
な
い
。

二
人
は
「
後
難
」
が
起
き
な
い
よ
う
に
入
営
す
る
こ
と
に
し
、
「
村
長
や
兵
事
係

な
ど
が
甚
だ
当
惑
」
し
な
が
ら
見
送
る
。
こ
の
敗
戦
後
の
見
送
り
の
挿
話
は
一
見
、

復
員
者
と
家
族
の
有
様
を
扱
う
本
作
品
の
主
題
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
、
非
常
に
興
味
深
い
挿
話
で
あ
る
。
見
送
り
の
場
で
、
村
長
の
演

説
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

只
今
、
木
下
君
と
西
君
と
両
君
が
こ
も
ご
も
終
戦
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ

ら
れ
、
且
つ
ま
た
、
終
戦
に
な
っ
て
か
ら
入
営
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
私
た
ち

見
送
り
の
も
の
一
同
に
家
業
を
休
ま
せ
て
心
苦
し
い
と
申
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
止
む
を
得
な
い
成
り
行
き
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
両
君
と
も
す
で

に
四
十
歳
に
近
く
、
妻
子
を
残
さ
れ
て
出
か
け
ら
れ
る
の
は
、
心
残
り
の
こ

と
と
察
し
ら
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
は
出
来
る
だ
け
助
け
あ
っ
て
行
き
た
い
と

考
え
ま
す
。
ど
う
か
元
気
で
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
終
戦
前
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
な
ら
、
私
の
演
説
は
慣
例
に
し
た
が
っ
て
美
辞
麗
句
を
つ
ら
ね

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
で
は
も
う
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
す
よ
う
な

思
い
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
か
そ
の
点
に
御
諒
解
を
願
い
た
い
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
従
来
な
ら
見
送
り
に
際
し
て
、
万
歳
を
三
唱
す
る
が

方
式
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
無
条
件
投
降
後

の
今
日
の
こ
と
で
す
か
ら
、
特
に
万
歳
の
三
唱
は
割
愛
い
た
し
ま
す
。
そ
の

点
に
つ
い
て
も
、
ど
う
か
悪
し
か
ら
ず
御
諒
解
の
ほ
ど
を
、
お
願
い
し
た
い

の
で
あ
り
ま
す
。 

出
兵
の
見
送
り
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い
。
銃
後
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
藤
井
忠
俊
は
、
出
征
兵
士
の
見
送
り
を
「
赤
紙
の
祭
」
と
称
し
て
、
そ
れ

は
「
見
送
る
者
と
見
送
ら
れ
る
者
の
一
体
感
を
形
成
す
る
場
」
で
あ
り
、
「
そ
の

一
体
感
こ
そ
が
戦
争
を
聖
な
る
も
の
」

（

７

）

と
す
る
視
点
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
吉
良

芳
恵
は
、
藤
井
忠
俊
の
民
衆
側
の
見
送
り
の
視
点
を
受
け
継
い
だ
上
で
、
国
家
、

特
に
軍
が
、
兵
士
の
見
送
り
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、

町
村
で
の
見
送
り
の
盛
衰
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（

８

）

吉
良
の
指
摘
に
よ
る
と
、
満

州
事
変
期
か
ら
、
軍
は
入
営
兵
へ
の
餞
別
や
除
隊
兵
の
返
礼
な
ど
の
旧
習
を
打
破

し
よ
う
と
し
た
が
、
民
衆
の
習
慣
を
変
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

戦
争
の
長
期
化
に
つ
れ
て
、
「
華
美
な
歓
迎
会
の
自
粛
」
が
軍
に
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
て
、
一
九
四
一
年
の
関
特
演
に

（

９

）

至
っ
て
は
、
防
諜
の
た
め
、
従
来

の
見
送
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
米
英
と
開
戦
後
、
「
銃
後
の
鬱
屈
し
た
気
分
を

一
掃
し
戦
意
を
昂
揚
さ
せ
る
た
め
」
、
軍
は
見
送
り
等
の
制
限
を
緩
和
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
戦
局
悪
化
後
、
「
赤
紙
の
祭
」
の
熱
狂
は
、
「
ど
こ
に

も
見
当
た
ら
ぬ
時
代
が
到
来
し
た
」
と
さ
れ
る
。 
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こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
見
送
り
の
積
極
性
は
、
戦
局
の
情
勢
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。
「
復
員
者
の
噂
」
が
描
く
、
敗
戦
直
後
に
行
わ
れ
た
出
兵
の
見
送
り
と
、

戦
時
下
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差
異
を
見
て
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
戦
時
に
お

け
る
出
征
兵
士
を
見
送
る
時
の
戦
意
高
揚
的
な
姿
勢
に
対
し
、
村
長
も
兵
事
係
も

「
当
惑
し
」
、
ま
た
、
戦
況
の
転
変
に
よ
っ
て
、
村
長
の
演
説
で
従
来
の
「
美
辞

麗
句
」
や
、
「
万
歳
の
三
唱
」
と
い
っ
た
形
式
は
す
で
に
時
代
錯
誤
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
農
村
共
同
体
で
の
見
送
り
か
ら
も
、
終
戦
に
よ
る
世
相
の
転
換
の
一

端
を
窺
え
よ
う
。 

「
復
員
者
の
噂
」
の
背
景
に
は
、
井
伏
自
身
の
実
体
験
と
し
て
の
疎
開
生
活
が

あ
る
。
井
伏
は
、
一
九
四
四
年
五
月
か
ら
一
九
四
五
年
七
月
ま
で
、
甲
府
市
外
甲

運
村
に
疎
開
し
、
後
に
広
島
県
深
安
郡
加
茂
村
（
現
福
山
市
）
の
生
家
に
再
疎
開

し
て
、
そ
こ
で
敗
戦
を
迎
え
、
一
九
四
七
年
七
月
ま
で
滞
在
し
た
。

（
１
０
）

井
伏
が
甲
州

か
ら
広
島
県
に
再
疎
開
中
の
一
九
四
五
年
の
七
月
一
〇
日
か
ら
八
月
一
六
日
に
付

け
た
日
記
を
ま
と
め
た
「
疎
開
日
記
」
が
、
一
九
四
八
年
の
三
月
に
発
表
さ
れ
た
。

興
味
深
い
の
は
、
八
月
一
六
日
の
項
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
記
述
だ
。 

八
月
一
六
日
（
昭
和
二
〇
年
） 

御
存
じ
の
よ
う
な
世
情
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
万
歳
三
唱
は
や
め
ま
す
。
し

か
し
三
君
と
も
召
集
令
状
が
来
て
い
た
の
で
す
か
ら
御
見
送
り
し
ま
す
随
分

と
も
御
気
を
つ
け
て
…
…
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
敗
戦
前
に
令
状
が
来

て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

（
１
１
） 

敗
戦
が
宣
告
さ
れ
た
翌
日
と
い
う
微
妙
な
時
点
で
、
敗
戦
前
に
召
集
令
を
受
け

た
男
の
「
出
征
」
と
見
送
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
疎
開
日
記
」
に
記
録
さ
れ
た

こ
の
場
面
は
、
ま
さ
に
三
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
「
復
員
者
の
噂
」
で
描
か
れ
て

い
る
見
送
り
の
場
面
と
重
な
り
合
う
。
こ
の
よ
う
に
、
日
記
で
記
さ
れ
た
見
聞
を

作
品
に
利
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
後
の
井
伏
の
「
記
録
的
」
姿
勢
は
一
層
強

い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

木
下
と
西
の
二
人
は
、
敗
戦
に
な
っ
て
入
営
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
家

業
を
休
ま
せ
て
心
苦
し
い
」
と
告
白
す
る
。
敗
戦
後
の
出
征
で
は
、
国
家
や
軍
の

た
め
と
い
う
「
大
儀
名
分
」
は
す
で
に
転
覆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
「
前

線
行
き
＝
永
遠
の
別
れ
」
と
い
う
図
式
も
崩
壊
し
、
一
家
の
働
き
手
を
奪
わ
れ
る

「
心
苦
し
い
」
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
村
長
の
演
説
か
ら
は
、
出
征
兵
士

の
「
後
顧
の
憂
」
に
、
家
業
を
休
む
こ
と
だ
け
で
な
く
細
君
を
残
し
て
ゆ
く
こ
と

も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
家
族
の
経
済
的
負
担
と
夫
婦
関
係

が
揺
ら
ぐ
こ
と
へ
の
不
安
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
出
征
兵
士
の
心
の
葛
藤
の
根

源
と
な
っ
て
い
る
。
加
納
実
紀
代
が
「
妻
の
「
忌
ま
わ
し
い
素
行
問
題
」
は
、
出

征
兵
士
の
「
銃
後
の
憂
」
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
」

（
１
２
）

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
村

長
が
言
う
残
さ
れ
た
細
君
た
ち
を
「
助
け
合
う
」
こ
と
と
は
、
細
君
た
ち
の
貞
操

を
監
視
す
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

た
だ
滑
稽
な
こ
と
に
、
こ
の
二
人
の
入
営
者
は
そ
の
翌
日
に
帰
っ
て
来
る
。 

彼
等
の
細
君
は
、
ま
る
で
久
し
ぶ
り
に
帰
っ
て
来
た
復
員
者
を
迎
え
る
よ

う
に
亭
主
を
迎
え
た
。
木
下
の
細
君
は
、
夕
飯
を
た
べ
る
前
に
お
化
粧
を
し

て
木
下
に
酒
の
お
酌
を
し
て
や
っ
た
。
西
の
細
君
は
バ
ス
の
運
転
手
に
魚
を

買
っ
て
来
て
く
れ
と
注
文
し
て
百
円
札
を
手
渡
し
た
。
そ
し
て
、
亭
主
に
話

し
か
け
る
の
に
、
い
や
に
「
ね
え
、
ね
え
」
と
い
う
東
京
言
葉
を
真
似
て
使

っ
て
い
た
。 

「
記
録
者
」
の
姿
勢
を
取
っ
た
井
伏
は
、
見
聞
し
た
終
戦
直
後
の
村
で
の
見
送

り
を
、
「
復
員
者
の
噂
」
に
投
影
し
た
と
考
え
ら
れ
、
彼
は
こ
の
実
体
験
を
素
材

に
し
、
本
作
品
に
お
け
る
一
つ
の
タ
イ
プ
の
復
員
者
を
作
り
上
げ
た
。
た
だ
、
二
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人
の
「
出
征
」
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
従
来
の
「
前
線
に
い
く
」
よ
う
な
壮
絶
な
も

の
で
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
滑
稽
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
や
は
り
細

君
た
ち
の
反
応
で
あ
ろ
う
。
夫
が
一
日
間
し
か
入
営
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
細
君
た
ち
は
、
夫
が
戦
場
か
ら
無
事
に
帰
っ
て
き
た
一
般
の
復
員
者
で
あ

る
か
の
よ
う
に
扱
い
、
化
粧
し
た
り
、
料
理
を
準
備
し
た
り
し
て
、
喜
び
な
が
ら

盛
大
に
迎
え
る
姿
勢
を
取
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
方
言
を
捨
て
、
「
上
品
」

だ
と
さ
れ
る
東
京
言
葉
を
話
す
の
だ
。
方
言
と
い
う
〈
日
常
〉
と
、
「
東
京
言
葉
」

と
い
う
〈
非
日
常
〉
の
二
項
対
立
の
中
、
い
か
に
も
礼
儀
正
し
く
夫
を
迎
え
よ
う

と
す
る
細
君
た
ち
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
細
君
た
ち
は
一
見
、
滑
稽

で
大
袈
裟
な
歓
迎
の
行
事
を
す
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
「
社
会
規
範
」
に
沿
う
方

式
で
あ
り
、
復
員
者
夫
婦
の
円
満
な
再
会
と
い
う
理
想
的
な
状
態
を
提
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
場
面
が
作
品
の
冒
頭
部
で
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
後
で
登
場
す
る
戦
場
か
ら
帰
っ
て
来
た
一
般
的
な
復
員
者
た
ち
の
円
満
で
は

な
い
家
族
と
の
再
会
と
、
鋭
い
対
比
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。 

 

二
、
細
君
の
貞
操
へ
の
不
信
感
を
抱
く
復
員
者 

 

東
条
英
機
は
、
一
九
四
三
年
一
一
月
一
一
日
午
後
七
時
二
〇
分
か
ら
、
ラ
ジ
オ

を
通
じ
て
、
婦
人
総
蹶
起
を
呼
び
か
け
た
。
戦
争
時
に
お
け
る
日
本
婦
人
の
役
割

で
あ
る
「
強
兵
育
む
日
本
の
母
」
と
「
勤
労
動
員
」
、
い
わ
ゆ
る
「
勤
労
」
と
「
母

性
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
銃
後
の
女
性
た
ち
に
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１
３
）

さ

ら
に
、
「
食
糧
増
産
と
い
う
重
大
使
命
が
負
わ
さ
れ
て
い
た
」
農
山
村
女
性
の
戦

時
下
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
、
早
川
紀
代
は
「
男
手
を
失
っ
た
主
婦
た
ち
は
女
性

蔑
視
の
規
範
が
強
固
な
農
村
社
会
で
伍
し
て
い
く
た
め
に
、
「
女
ら
し
さ
」
ど
こ

ろ
で
な
く
、
男
に
な
っ
て
な
り
ふ
り
構
わ
ず
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
１
４
）

「
復
員
者
の
噂
」
で
一
番
目
に
復
員
し
て
き
た
直
吉
の
細
君
で

あ
る
オ
ツ
ヤ
は
、
ま
さ
に
そ
の
一
員
で
あ
る
。 

彼
女
は
直
吉
の
出
征
中
、
姑
と
協
力
し
て
開
墾
山
に
二
畝
歩
の
芋
畑
を
新

し
く
仕
立
て
た
。
か
ら
だ
も
大
き
い
が
手
も
足
も
太
く
、
た
だ
働
く
一
方
の

よ
く
稼
ぐ
嫁
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。 

戦
争
の
長
期
化
は
農
村
の
労
働
力
を
不
足
さ
せ
、
女
性
の
負
担
は
増
大
し
て
い

っ
た
。
オ
ツ
ヤ
は
当
時
の
「
勤
労
」
と
い
う
社
会
的
規
範
に
応
え
、
よ
く
働
く
こ

と
で
村
人
た
ち
に
評
価
さ
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
年
生
に
な
っ
た
子
供
に
ま

だ
母
親
の
乳
を
呑
ま
せ
る
こ
と
で
、
復
員
し
て
き
た
夫
の
誤
解
を
招
く
導
火
線
と

な
っ
て
し
ま
う
。
直
吉
が
帰
宅
し
た
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
子
供
の
和
平
が
母
親
に

抱
か
れ
て
乳
を
呑
ん
で
い
た
。 

「
オ
ツ
ヤ
、
そ
の
子
は
何
か
。
」 

と
復
員
者
は
不
気
味
そ
う
に
云
っ
た
。 

「
あ
ら
あ
ん
た
。
」 

と
女
房
が
云
っ
た
。 

 

子
供
は
乳
を
吸
い
な
が
ら
、
見
し
ら
ぬ
顔
の
復
員
者
を
横
目
で
見
つ
め
て
い

た
。 

「
そ
の
子
は
何
か
。
オ
ツ
ヤ
、
ま
た
生
ん
だ
の
か
。
」 

「
あ
ら
。
何
を
云
う
の
、
あ
ん
た
。
こ
れ
が
和
平
で
す
が
。
」 

「
そ
う
か
、
こ
れ
が
あ
の
子
か
。
そ
う
か
、
和
平
か
。
」 

（
中
略
） 

 

「
あ
の
子
は
、
び
っ
く
り
し
た
ん
だ
ろ
う
な
。
儂
は
ま
た
、
お
前
は
別
に
赤

ん
坊
を
生
ん
だ
の
か
と
思
っ
た
。
」 
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「
何
を
云
う
の
、
あ
ん
た
。
私
は
、
大
丈
夫
で
す
が
。
」 

直
吉
は
和
平
が
生
ま
れ
て
一
年
目
に
出
征
し
て
、
小
学
二
年
生
に
な
っ
て
い
た

年
に
帰
っ
て
来
た
。
六
、
七
年
あ
ま
り
の
不
在
で
、
自
分
の
子
供
だ
と
は
意
識
せ

ず
、
細
君
が
別
の
男
と
の
間
に
赤
ん
坊
を
生
ん
だ
の
か
と
想
定
し
た
直
吉
は
、
細

君
へ
の
不
信
感
を
露
骨
に
表
し
て
い
る
。
直
吉
は
子
供
を
抱
き
上
げ
た
い
が
、
和

平
は
「
母
親
の
膝
か
ら
滑
り
出
て
、
復
員
者
の
手
の
下
を
く
ぐ
っ
て
土
間
の
外
に

と
び
出
し
」
た
。
こ
の
よ
う
な
再
会
に
よ
っ
て
、
直
吉
夫
婦
双
方
が
直
面
せ
ざ
る

を
得
な
い
疎
外
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
細
君
に
と
っ
て
の
疎
外
は
直
吉
か
ら
の

不
信
感
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
直
吉
も
ま
た
、
長
年
の

留
守
に
よ
る
子
供
か
ら
の
疎
外
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
直
吉
が
こ
の
よ
う
な
反

応
を
取
っ
た
の
は
、
オ
ツ
ヤ
の
子
供
に
対
す
る
不
思
議
な
「
溺
愛
」
に
よ
っ
て
、

和
平
が
自
分
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
か
っ
た
の
が
一
因
で
あ
る
が
、
そ

れ
よ
り
一
層
重
要
な
の
は
、
や
は
り
見
送
り
の
場
面
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
後
顧

の
憂
」
と
い
う
当
時
の
一
般
的
な
社
会
認
識
が
、
細
君
へ
の
不
信
感
を
招
く
働
き

を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
喜
多
村
理
子
は
、
島
根
県
簸
川
郡
の
某
家
に
残
さ
れ
て

い
た
夫
を
戦
場
に
出
し
た
妻
へ
の
配
布
物
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
１
５
） 

勇
士
の
妻
の
ち
か
い 

一
、
朝
夕
あ
な
た
の
御
武
運
長
久
を
い
の
り
ま
す
。 

二
、
朝
は
清
水
夕
は
か
げ
膳
を
自
分
の
手
で
お
そ
な
え
し
ま
す
。 

三
、
一
週
一
度
は
ぜ
ひ
自
筆
の
た
よ
り
を
出
し
月
に
一
度
は
慰
問
袋
を
送
り

ま
す
。 

四
、
き
っ
と
行
を
つ
つ
し
み
一
家
元
気
に
む
つ
ま
じ
く
立
派
に
留
守
を
守
り

ま
す
。 

五
、
不
自
由
に
打
か
ち
あ
な
た
に
代
っ
て
一
生
け
ん
め
い
増
産
と
貯
ち
く
に

つ
と
め
ま
す
。 

喜
多
村
は
、
こ
の
配
布
物
を
、
「
国
家
の
思
惑
通
り
戦
争
を
下
支
え
す
る
民
衆

像
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
軍
部
は
、
「
勇
士
の
ち
か
い
」
の

よ
う
な
配
布
物
を
通
じ
て
、
「
軍
国
の
妻
」
に
対
す
る
監
視
的
態
度
な
い
し
督
励

的
態
度
を
露
呈
す
る
。
こ
こ
で
読
み
取
れ
る
「
勤
労
」
と
「
貞
操
」
と
い
う
二
つ

の
要
求
は
、
戦
時
下
に
銃
後
の
女
の
素
行
を
監
視
す
る
思
想
的
土
壌
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
配
布
物
自
体
か
ら
も
、
「
軍
国
の
妻
」
へ
の
社
会
的
な
不
信
に
よ
る
管

理
の
厳
し
さ
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
背
景
の
中
、
子
供
に
乳

を
呑
ま
せ
て
い
る
細
君
を
見
た
直
吉
は
、
条
件
反
射
的
に
細
君
の
貞
操
を
疑
っ
て

し
ま
う
。 

一
方
、
姑
か
ら
見
れ
ば
、
「
勤
労
」
と
子
供
の
和
平
に
対
す
る
「
母
性
」
そ
の

も
の
も
嫁
の
「
不
貞
」
を
防
ぐ
手
段
と
な
っ
て
い
っ
た
。
子
供
に
毎
日
乳
を
呑
ま

せ
る
嫁
に
つ
い
て
、
直
吉
の
お
袋
が
近
所
の
人
に
「
う
ち
の
嫁
は
ま
だ
乳
が
出
る

か
出
な
い
か
し
ら
な
い
が
、
子
供
に
乳
を
含
ま
せ
て
い
る
間
は
、
嫁
も
浮
気
は
し

な
い
だ
ろ
う
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
細
君
の
貞
操
は
夫
だ
け
で
な
く
、
お
袋
に
も

警
戒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
女
は
、
二
重
の
意
味
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
復
員
者
の
夫
か
ら
の
貞
操
へ
の
不
信
感
に
よ
る
疎
外
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
姑
に
よ
っ
て
銃
後
の
性
的
関
係
が
監
視
さ
れ
る
疎
外
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
再
会
の
場
で
、
お
袋
を
見
た
直
吉
は
、
バ
ス
の
窓
か
ら
大
き
い
声
で

「
お
母
さ
ん
」
と
呼
び
、
涙
を
た
め
て
、
お
袋
へ
の
熱
い
情
愛
が
端
的
に
描
き
出

さ
れ
る
。
母
親
に
対
し
て
抱
い
た
感
情
は
純
粋
な
嬉
し
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
細
君
と
の
場
合
、
そ
の
嬉
し
さ
以
外
に
、
や
は
り
隠
そ
う
に
も
隠
さ
れ
な

い
葛
藤
が
あ
る
。
復
員
者
の
直
吉
の
、
お
袋
へ
の
感
情
と
細
君
へ
の
気
持
ち
に
あ

る
格
差
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。 
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三
、
疎
開
者
復
員
者
夫
婦
の
円
満
に
見
る
格
差 

 

二
番
目
に
復
員
し
た
東
吉
さ
ん
の
描
写
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
は
家
庭
の
状
況

を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
東
吉
夫
婦
は
、
そ
も
そ
も
「
当
村
大
字
霞
ケ
森
」
の
村
人

で
は
な
く
、
疎
開
者
だ
っ
た
。
地
主
で
医
者
で
あ
る
父
を
持
っ
た
東
吉
さ
ん
は
、

徴
用
さ
れ
る
前
は
「
東
京
に
出
て
上
の
学
校
の
先
生
」
を
し
て
い
た
教
養
人
で
あ

り
、
妻
子
を
父
親
の
と
こ
ろ
に
残
し
て
従
軍
し
た
。
細
君
は
、
子
供
が
町
の
中
学

校
へ
進
学
す
る
よ
う
に
な
る
と
自
分
も
町
へ
出
て
、
女
学
校
の
教
師
に
な
っ
て
い

た
。
こ
の
復
員
者
夫
婦
も
父
親
も
知
識
人
で
あ
り
、
恵
ま
れ
た
経
済
条
件
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
状
況
は
、
農
民
で
あ
る
直
吉
夫
婦
と
は
対
極
で

あ
る
。
東
吉
さ
ん
は
復
員
し
て
自
宅
に
直
接
に
帰
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
郵
便
局

か
ら
自
宅
へ
電
話
を
か
け
た
。
電
話
に
出
る
自
宅
の
お
手
伝
い
の
人
に
、
「
自
分

が
何
者
で
あ
る
か
容
易
に
知
ら
せ
」
ず
、
「
と
も
か
く
東
京
の
奥
さ
ん
に
電
話
口

に
出
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
電
話
に
出
る

妻
に
背
広
な
ど
の
私
服
を
持
っ
て
来
て
く
れ
と
頼
む
。
東
吉
さ
ん
の
心
の
葛
藤
は
、

前
述
し
た
直
吉
ほ
ど
露
骨
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
葛
藤
を
隠
そ
う
と
し
て
お
り
、

妻
は
次
の
よ
う
に
反
応
す
る
。 

「
あ
な
た
、
で
も
お
父
さ
ま
、
お
待
ち
か
ね
で
す
わ
、
ち
ょ
っ
と
帰
っ
て
来

て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。
武
郎
（
息
子
：
引
用
者
注
）
も
待
っ
て
お
り
ま
す

わ
。
あ
た
く
し
も
毎
日
の
こ
と
、
ほ
ん
と
に
お
待
ち
し
て
お
り
ま
し
た
。
」 

「
そ
ん
な
こ
と
言
わ
な
い
で
、
い
ま
云
っ
た
も
の
、
す
ぐ
持
っ
て
来
て
く
れ

な
い
か
。
」
（
中
略
） 

東
京
の
奥
さ
ん
（
東
吉
さ
ん
の
妻
：
引
用
者
注
）
は
両
手
で
顔
を
覆
っ
た
。 

妻
も
父
親
も
、
東
吉
さ
ん
が
私
服
を
取
っ
て
家
を
出
よ
う
と
す
る
と
誤
解
し

て
、
緊
張
し
絶
望
し
て
い
た
。
帰
っ
て
来
た
東
吉
さ
ん
は
、
妻
に
本
音
を
吐

く
。 

「
背
広
な
ん
か
、
ど
う
で
も
好
か
っ
た
ん
だ
。
い
き
な
り
帰
る
の
が
、
何
だ

か
怖
ろ
し
い
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
ね
。
」 

「
な
に
が
怖
し
い
ん
で
す
の
。
」 

「
そ
れ
が
、
い
ま
に
な
る
と
、
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
び
く
び

く
し
て
い
た
の
は
事
実
だ
。
や
は
り
、
お
前
の
気
を
引
い
て
み
た
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
ね
。
」 

「
少
し
は
、
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
わ
。
あ
た
し
の
、
あ
な
た
に
対
す

る
気
持
ち
。
ち
ょ
っ
と
そ
れ
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
わ
。
」 

東
吉
さ
ん
の
「
恐
ろ
し
い
よ
う
な
気
持
」
は
、
や
は
り
妻
に
深
く
関
わ
る
。
妻

の
こ
と
を
聞
い
て
み
た
か
っ
た
か
ら
、
直
接
に
帰
ら
ず
、
妻
に
電
話
に
出
て
も
ら

う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
妻
の
「
そ
れ
に
似
て
い
る
」
気
持

ち
に
は
、
夫
を
失
う
こ
と
の
恐
れ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
藤
秀
俊
が
、
当

時
の
復
員
者
の
悲
劇
に
つ
い
て
、
「
妻
が
再
婚
し
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た

し
、
ま
た
逆
に
、
外
地
で
結
婚
し
て
現
地
妻
と
と
も
に
帰
国
し
、
日
本
で
待
ち
わ

び
て
い
た
本
妻
を
破
局
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
」

（
１
６
）

と
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
夫
の
留
守
中
に
お
け
る
細
君
の
再
婚
だ
け
で
な
く
、
戦
場
で
の
夫

の
再
婚
も
ま
た
、
復
員
者
夫
婦
の
「
破
局
」
の
原
因
と
な
り
得
た
わ
け
で
あ
る
。

東
吉
さ
ん
の
妻
は
、
夫
に
現
地
妻
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
勘
違
い
し
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
東
吉
夫
婦
双
方
と
も
、
出
征
す
る
前
と
同
じ

よ
う
な
幸
せ
な
夫
婦
生
活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
心
配
し
て
い
た
。

幸
い
に
、
こ
の
二
人
は
「
新
婚
の
夫
婦
み
た
い
だ
と
近
所
の
人
た
ち
に
う
わ
さ
さ
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れ
る
」
よ
う
に
な
っ
て
、
再
会
の
場
で
の
夫
婦
関
係
の
一
時
的
な
揺
れ
動
き
を
、

元
来
の
幸
せ
な
生
活
に
回
収
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
半
年

後
、
「
雑
誌
関
係
の
仕
事
を
す
る
た
め
に
夫
婦
一
緒
に
東
京
へ
転
入
し
」
た
。
終

戦
直
後
、
復
員
者
が
大
量
失
業
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
の
中
、
教
育

に
携
わ
っ
た
東
吉
さ
ん
は
復
員
し
て
も
雑
誌
関
係
の
仕
事
が
見
つ
か
る
。
東
吉
さ

ん
は
、
夫
婦
関
係
で
も
就
職
で
も
、
円
満
に
戦
後
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
経
済
的
ゆ
と
り
と
学
歴
が
あ
る
恵
ま
れ
た
階
層
の
復
員
者
夫
婦
と
農
民
復

員
者
と
の
格
差
が
端
的
に
垣
間
見
ら
れ
る
。 

 

四
、
遺
族
の
「
模
範
」
で
あ
っ
た
細
君
の
再
婚
と
帰
っ
て
き
た
「
英
霊
」 

 

三
番
目
の
復
員
者
は
、
一
番
深
刻
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
死
ん
だ

は
ず
の
兵
士
が
帰
っ
て
来
た
、
い
わ
ゆ
る
「
生
き
て
い
る
英
霊
」
の
挿
話
で
あ
る
。

宙
さ
ん
の
妻
で
あ
る
ト
キ
ノ
は
、
夫
の
戦
死
の
公
報
が
届
い
て
以
来
、
「
会
う
人

ご
と
に
身
の
不
幸
を
訴
え
て
よ
く
泣
い
て
い
た
」
こ
と
で
、
近
所
の
ひ
と
た
ち
に

「
か
ら
す
の
鳴
か
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
、
宙
さ
ん
の
後
家
の
泣
か
ぬ
日
は
な
い
」
と

言
わ
れ
、
後
に
「
出
征
軍
人
遺
家
族
の
模
範
的
な
婦
人
」
と
表
彰
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
、
新
聞
に
取
材
さ
れ
る
前
日
に
、
隣
村
の
九
郎
さ
ん

と
い
う
戦
傷
者
と
駆
落
ち
し
た
。 

村
の
役
場
の
人
た
ち
は
、
彼
女
の
駆
落
ち
が
部
落
の
名
誉
に
悪
い
影
響
を
与
え

る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
「
ま
ご
つ
く
」
様
子
に
対
し
て
、
新
聞
記

者
は
「
案
外
に
物
分
か
り
が
よ
か
っ
た
」
。
「
出
征
軍
人
遺
家
族
の
模
範
的
な
婦

人
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
た
戦
争
未
亡
人
が
、
他
の
男
と
駆
け
落
ち
し
て
し

ま
う
事
件
に
対
し
て
、
新
聞
社
は
そ
の
事
実
を
報
道
せ
ず
、
ト
キ
ノ
さ
ん
の
取
材

を
取
り
や
め
て
、
戦
争
未
亡
人
の
駆
け
落
ち
を
隠
す
た
め
に
平
気
で
ほ
か
の
戦
争

未
亡
人
を
選
ん
だ
。
形
式
主
義
に
陥
っ
た
新
聞
報
道
の
不
徹
底
性
へ
の
風
刺
も
こ

こ
で
は
っ
き
り
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
事
件
が
当
時
、
い
か
に
頻
繁
に
発

生
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
記
者
の
「
落
ち
着
」
い
た
模
様
か
ら
窺
え
よ

う
。
北
河
賢
三
は
、
「
敗
戦
後
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
地
方
紙
な
ど
に
、
未
亡

人
・
戦
争
未
亡
人
・
母
子
家
庭
に
関
す
る
記
事
が
載
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
が
未
亡
人
問
題
に
眼
を
向
け
未
亡
人
の
生
活
や
訴
え
を
取
り
上
げ
る

の
は
、
お
お
む
ね
一
九
四
八
年
か
ら
で
あ
り
、
『
婦
人
公
論
』
『
主
婦
之
友
』
『
婦

人
』
な
ど
の
婦
人
雑
誌
が
目
立
つ
印
象
で
あ
る
」

（
１
７
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
四
八

年
は
、
ち
ょ
う
ど
「
復
員
者
の
噂
」
が
発
表
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
井
伏
は
、
「
時

代
感
覚
の
鋭
敏
さ
と
批
判
の
確
か
さ
」
が
評
価
さ
れ
る
作
家
で

（
１
８
）

あ
り
、
新
聞
記
者

を
登
場
さ
せ
る
場
面
も
、
単
な
る
偶
然
な
「
空
想
」
と
は
言
え
な
い
。 

「
模
範
的
な
婦
人
」
の
名
誉
を
重
ん
じ
る
軍
部
の
期
待
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
ト

キ
ノ
さ
ん
は
一
カ
月
後
に
、
九
郎
さ
ん
と
結
婚
披
露
を
し
た
。
し
か
し
、
死
ん
だ

は
ず
の
宙
さ
ん
は
帰
っ
て
来
た
。
宙
さ
ん
は
、
生
活
は
出
征
す
る
前
の
ま
ま
だ
と

思
い
込
み
、
細
君
の
再
婚
相
手
に
は
全
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
宙
さ
ん
の
無
事

な
復
員
は
、
ト
キ
ノ
さ
ん
と
九
郎
さ
ん
に
は
衝
撃
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
九
郎

さ
ん
は
、
自
身
が
夫
婦
関
係
の
破
壊
者
の
よ
う
に
実
感
し
て
、
こ
っ
そ
り
と
実
家

に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
再
婚
相
手
の
九
郎
さ
ん
が
帰
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の

復
員
者
夫
婦
の
生
活
は
す
で
に
元
の
日
常
に
は
戻
れ
な
い
。
「
大
変
に
無
口
に
な

っ
て
い
た
」
宙
さ
ん
は
、
「
た
ま
に
外
に
出
る
と
自
分
の
お
墓
に
参
っ
て
木
の
枝

な
ど
を
花
立
て
に
差
し
て
拝
ん
で
来
る
だ
け
で
あ
る
。
ト
キ
ノ
さ
ん
も
近
所
の
人

た
ち
も
、
宙
さ
ん
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
い
っ
さ
い
わ
か
ら
な
い
」
。
戦
争
後

遺
症
に
か
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
復
員
者
の
宙
さ
ん
は
、
人
々
と
は
一
切
の
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交
流
が
な
く
な
り
、
部
落
の
「
異
物
」
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分

の
お
墓
に
参
っ
て
、
死
ん
だ
自
分
と
生
き
て
い
る
自
分
の
狭
間
で
、
そ
の
亀
裂
に

苦
し
ん
で
い
る
宙
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
戦
争
の
記
憶
は
切
離
そ
う
に
も
切
り
離
せ

な
い
。
彼
は
、
死
ん
だ
は
ず
の
自
分
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
を
葛

藤
し
な
が
ら
戦
後
を
生
き
て
い
る
。
細
君
の
ト
キ
ノ
さ
ん
の
方
は
、
再
婚
者
に
逃

げ
ら
れ
る
こ
と
と
、
「
生
き
て
い
る
英
霊
」
の
帰
還
後
の
夫
婦
生
活
の
「
変
質
」

と
い
う
二
重
の
疎
外
を
体
験
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ト
キ
ノ
さ
ん
に
と
っ
て
、
夫

の
戦
死
と
、
再
婚
後
に
お
け
る
前
夫
の
帰
還
と
い
う
、
二
度
に
わ
た
る
円
満
な
生

活
の
崩
れ
に
よ
る
被
害
性
は
い
か
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
宙
さ
ん
の
復
員

に
よ
っ
て
、
細
君
と
彼
女
の
再
婚
者
は
も
ち
ろ
ん
、
宙
さ
ん
自
身
も
含
む
一
連
の

悲
劇
が
起
こ
さ
れ
た
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
も
、
戦
争
に
よ
る
被
害
は
簡
単
に
は
消

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

五
、
戦
争
未
亡
人
の
「
噂
話
」
を
聞
き
書
き
す
る
図
式 

 

以
上
、
井
伏
の
日
記
に
記
録
さ
れ
る
銃
後
の
見
送
り
の
場
面
が
い
か
に
作
品
に

投
影
し
応
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
「
復
員
者
の
噂
」
に
描
か
れ
る
様
々
な

タ
イ
プ
の
復
員
者
夫
婦
を
め
ぐ
っ
て
分
析
を
行
っ
た
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
す

べ
て
の
内
容
は
、
村
の
一
人
の
戦
争
未
亡
人
で
あ
る
ツ
キ
ヨ
の
お
喋
り
を
並
べ
た

形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
女
の
喋
り
」
と
い
う
言
葉
に

潜
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
注
目
し
た
い
。
『
う
わ
さ
の
心
理
学
』

（
１
９
）

で
は
以
下
の

よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

わ
れ
わ
れ
が
、
う
わ
さ
話
を
女
性
の
気
晴
ら
し
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
よ

く
知
ら
れ
た
紋
切
型
で
あ
る
。
作
家
の
レ
オ
・
ロ
ス
テ
ン
に
よ
る
と
、
う
わ

さ
好
き
の
女
性
を
意
味
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
ば
「
イ
エ
ン
タ
」y

e
nt
a

は

男
性
を
指
す
と
き
、
「
女
の
よ
う
な
お
し
ゃ
べ
り
」
と
い
う
性
差
別
の
偏
見

か
ら
く
る
侮
辱
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
古
い
紋
切
り
型
は
話

し
て
い
る
状
況
に
即
し
て
、
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
一

般
に
女
性
の
間
で
、
う
わ
さ
あ
る
い
は
「
お
し
ゃ
べ
り
」g

a
bb
in
g 

と
云
わ

れ
る
こ
と
は
、
男
性
の
場
合
に
は
職
場
を
離
れ
た
場
所
で
の
「
仕
事
の
話
」

s
h
op
ta
lk

と
か
、
「
油
を
売
る
」s

h
oo
ti
ng
 t
he
 b
re
eze

と
呼
ば
れ
る
。 

噂
は
従
来
、
女
の
お
喋
り
を
意
味
す
る
と
い
う
社
会
意
識
が
世
間
に
定
着
し
普

及
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
心
理
学
で
は
、
う
わ
さ
は
地
位
を
保
つ
た
め
の
手

段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
２
０
）

復
員
者
の
細
君
た
ち
と
比
べ
、
三
十
二
歳
の
若
さ
で
戦

争
未
亡
人
に
な
っ
た
ツ
キ
ヨ
は
、
共
同
体
の
下
層
に
置
か
れ
た
劣
等
感
を
持
た
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
復
員
者
の
細
君
た
ち
、
ま
た
、
復
員
者
の
夫
婦
生
活

に
対
す
る
ツ
キ
ヨ
の
思
い
に
は
、
嫉
妬
や
屈
折
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
終
戦
に
な

っ
て
、
次
々
「
難
癖
を
つ
け
る
」
戦
争
未
亡
人
た
ち
は
、
部
落
の
平
和
を
脅
か
す

存
在
に
も
な
っ
て
い
る
。 

戦
争
未
亡
人
と
さ
れ
て
い
た
ト
キ
ノ
さ
ん
は
、
絶
え
ず
世
間
の
監
視
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
「
性
的
関
心
」
の
対
象
で
あ
り
、
一
方
で
同
じ
戦
争
未
亡
人
で
あ
る
ツ

キ
ヨ
は
、
逆
に
、
監
視
者
の
一
員
に
な
っ
て
し
ま
う
。
銃
後
の
細
君
た
ち
の
有
様

及
び
復
員
者
夫
婦
の
再
会
に
つ
い
て
の
お
喋
り
そ
れ
自
体
は
、
性
的
関
係
に
疎
外

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
性
的
欲
望
の
露
骨
な
現
れ
で
は
な
い
か
。
う
わ
さ
話
を
伝
播

す
る
ツ
キ
ヨ
は
結
局
、
洩
れ
な
く
再
会
し
た
復
員
者
夫
婦
の
噂
話
を
流
す
こ
と
を

通
じ
て
、
自
分
の
不
幸
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
。
自
分
の
不
幸
を
招
く
元
凶
が
夫
を

奪
っ
た
戦
争
で
あ
る
と
は
意
識
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
聞
き
書
き
と
は
、
喋
る
人
と
記
録
者
の
共
同
作
業
で
あ
り
、
喋
る
人
だ
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け
で
な
く
、
記
録
者
の
位
置
づ
け
も
看
過
で
き
な
い
。
小
説
の
冒
頭
部
で
、
ツ
キ

ヨ
を
「
難
癖
を
つ
け
て
あ
ら
ぬ
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
ま
わ
る
」
と
い
う
記
述
に
は
、

記
録
者
の
ツ
キ
ヨ
へ
の
嫌
悪
が
示
さ
れ
、
彼
女
が
伝
播
す
る
噂
話
の
信
頼
性
を
動

揺
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
結
末
で
は
ま
た
、「
女

の
お
喋
り
そ
れ
自
体
に
は
、
情
報
を
掻
き
集
め
る
要
素
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
」
と
語
り
、
噂
話
を
「
情
報
」
と
し
て
回
収
さ
せ
る
。
ツ
キ
ヨ
に
語
ら
れ
る

こ
と
は
「
難
癖
を
つ
け
て
あ
ら
ぬ
こ
と
」
に
し
て
も
、
信
頼
性
が
あ
る
の
だ
と
、

記
録
者
は
読
者
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
揺
れ
動
き
の
姿
勢
が
、
作
中
に

記
録
者
の
存
在
を
示
す
し
る
し
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
物
語
を
聞
き
書
き
と
い

う
形
を
と
る
こ
と
で
、
作
品
の
世
界
か
ら
一
歩
後
退
し
よ
う
と
す
る
作
家
の
井
伏

の
客
観
的
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
井
伏
は
、
本
作
品
の
発

想
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

戦
争
直
後
、
村
に
帰
っ
て
来
る
復
員
者
の
こ
と
を
少
し
づ
つ
書
い
た
。
差

障
り
が
あ
る
話
は
、
誰
だ
か
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
よ
う
に
書
い
た
。
も
う

亡
く
な
っ
た
人
が
多
い
の
で
、
在
り
の
ま
ま
書
い
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
知

れ
ぬ
。
普
通
の
性
格
の
人
の
こ
と
、
あ
り
ふ
れ
た
実
在
の
人
の
こ
と
は
そ
の

ま
ま
に
書
い
た
。

（
２
１
） 

「
普
通
の
性
格
の
人
の
こ
と
、
あ
り
ふ
れ
た
実
在
の
人
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
に

書
い
た
」
と
告
白
し
書
い
た
「
復
員
者
の
噂
」
は
、
や
は
り
「
庶
民
の
一
人
」
と

し
て
経
験
し
た
産
物
と
言
え
る
。 

 

終
わ
り
に 

 

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
は
来
な
か
っ
た
「
復
員
者
の
噂
」

を
扱
い
、
作
中
に
表
象
さ
れ
る
復
員
者
夫
婦
た
ち
の
有
様
と
そ
の
周
辺
を
考
察
し

た
。
実
際
、
「
復
員
者
の
噂
」
以
前
の
井
伏
の
戦
後
作
品
で
も
、
農
村
と
い
う
舞

台
に
、
復
員
者
を
し
ば
し
ば
登
場
さ
せ
て
い
た
。
戦
後
初
の
作
品
と
さ
れ
る
「
病

人
の
枕
も
と
」
（
『
オ
ー
ル
読
物
』
一
九
四
六
年
一
月
）
で
は
、
自
己
認
識
に
苦

し
む
復
員
者
の
輸
吉
、
「
橋
本
屋
」
（
『
世
界
』
一
九
四
六
年
一
一
月
）
で
は
、

細
君
の
不
遇
に
よ
る
家
庭
が
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
遭
う
洋
太
郎
さ
ん
。
そ
し
て
、

「
復
員
者
の
噂
」
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
復
員
者
表
象
を
よ
り
一
層
深
化
さ
せ
、
様

々
な
タ
イ
プ
の
復
員
者
た
ち
を
同
時
に
登
場
さ
せ
る
。
井
伏
の
聞
き
書
き
的
作
品

に
つ
い
て
、
東
郷
克
美
が
「
戦
後
に
な
っ
て
圧
倒
的
に
な
っ
て
」
き
て
、
「
「
黒

い
雨
」
は
そ
の
よ
う
な
方
法
的
試
み
の
一
つ
の
到
達
点
だ
っ
た
」

（
２
２
）

と
指
摘
す
る
。

井
伏
は
「
黒
い
雨
」
は
「
小
説
で
な
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
」

（
２
３
）

と
述
べ
、
「
空

前
の
出
来
事
で
あ
り
二
度
と
繰
返
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
も
っ
と
広
い

範
囲
に
わ
た
っ
て
、
も
っ
と
大
勢
の
者
で
手
分
け
し
て
記
録
す
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
う
。
即
ち
大
局
的
に
云
っ
て
、
私
は
狭
い
範
囲
内
で
聞
き
書
き
し
た
に
す
ぎ

な
い
の
だ
」
と
し
て
、
戦
後
は
記
録
的
精
神
を
始
終
貫
い
て
い
た
。
「
復
員
者
の

噂
」
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
復
員
者
夫
婦
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。 

復
員
者
夫
婦
の
実
態
は
、
戦
争
未
亡
人
の
ツ
キ
ヨ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、

作
中
の
身
分
不
明
の
記
録
者
の
筆
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
る
。
宣
伝
班
員
と
し
て
徴

用
さ
れ
た
井
伏
は
、
前
線
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
る
運

命
へ
の
抵
抗
は
戦
後
に
な
っ
て
も
な
お
語
ら
れ
続
け
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
、
復

員
者
そ
れ
自
体
は
唯
一
の
対
象
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
一
層
復
員
者
た
ち
の
家
庭

生
活
に
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
。
井
伏
は
、
「
叫
ぼ
う
と
は
し
な
い
」
作
家
と

（
２
４
）

言

わ
れ
る
が
、
「
復
員
者
の
噂
」
を
通
じ
て
、
銃
後
の
女
の
貞
操
へ
の
監
視
、
動
揺
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し
た
男
女
関
係
、
復
員
者
の
階
層
性
、
生
き
て
い
る
英
霊
の
帰
還
及
び
戦
争
未
亡

人
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
と
い
っ
た
、
戦
後
に
お
け
る
復
員
者
の
周
辺

を
充
分
に
描
き
出
す
こ
と
で
、
戦
争
そ
の
も
の
へ
の
告
発
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。 

  

注 （
１
）
「
復
員
軍
人
」
「
復
員
兵
」
な
ど
の
称
由
来
に
つ
い
て
、
米
川
明
彦
は
『
明
治
・
大

正
・
昭
和
の
新
語
・
流
行
語
辞
典
』
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）
で
、
「
終

戦
後
の
一
九
四
五
年
八
月
二
五
日
に
出
さ
れ
た
「
陸
海
軍
の
復
員
に
方
り
陸
海
軍
に

勅
諭
」
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。 

（
２
）
労
働
省
職
業
安
定
局
失
業
対
策
課
編
『
失
業
対
策
年
鑑
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
五
一
年
） 

（
３
）
「
三
船
敏
郎
と
復
員
者
」
（
『
世
界
』
五
六
九
、
一
九
九
二
年
六
月
） 

（
４
）
復
員
兵
を
描
く
戦
後
日
本
映
画
に
つ
い
て
は
、
川
本
三
郎
が
「
帰
っ
て
き
た
男
た
ち

―
復
員
兵
を
描
く
映
画
」
（
『
世
界
』
五
七
〇
、
一
九
九
二
年
七
月
）
で
詳
し
く
紹

介
し
て
い
る
。
ま
た
、
復
員
者
を
扱
っ
た
文
学
作
品
も
少
な
く
な
い
。
大
岡
昇
平
「
武

蔵
野
夫
人
」
（
『
群
像
』
一
九
五
〇
年
一
～
九
月
）
、
野
間
宏
「
顔
の
中
の
赤
い
月
」

（
『
総
合
文
化
』
一
九
四
七
年
八
月
）
な
ど
。 

（
５
）
「
銃
後
も
戦
場
で
あ
っ
た
（
一
）
」
（
『
井
伏
鱒
二
〈
講
演
と
対
談
〉
』
鳩
の
書
房
、

一
九
七
八
年
七
月
） 

（
６
）
「
物
語
の
氾
濫
」
（
『
記
号
の
霙
：
井
伏
鱒
二
か
ら
小
沼
丹
ま
で
』
太
田
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
五
月
） 

（
７
）
「
原
点
に
て
―
別
れ
と
見
送
り
―
日
中
全
面
戦
争
」
（
『
国
防
婦
人
会
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
四
月
） 

（
８
）
「
昭
和
期
の
徴
兵
・
兵
事
史
資
料
か
ら
見
た
兵
士
の
見
送
り
と
帰
還
」
（
『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
一
、
二
〇
〇
三
年
三
月
） 

（
９
）
関
特
演
に
つ
い
て
、
芳
田
研
一
は
「
関
特
演
の
実
像
」
（
『
環
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
年
報
』
六
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
で
、
「
１
９
４
１
年
７
月
７
日
か
ら
実
施
さ

れ
た
日
本
陸
軍
に
よ
る
対
ソ
開
戦
を
見
込
ん
だ
戦
争
準
備
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
実

施
さ
れ
て
い
た
関
東
軍
特
種
演
習
と
は
異
な
る
の
で
、
は
っ
き
り
区
別
す
る
た
め
に

関
特
演
と
呼
称
さ
れ
た
」
と
記
す
。 

（
10
）
東
郷
克
美
「
戦
後
の
変
貌
―
―
太
宰
の
死
ま
で
」
（
『
井
伏
と
い
う
姿
勢
』
ゆ
ま
に

書
房
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
） 

（
11
）
「
疎
開
日
記
」
（
『
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
』
一
九
四
八
年
三
月
） 

（
12
）「
〈
銃
後
〉
の
組
織
化
―
国
防
婦
人
会
を
中
心
に
〈
銃
後
の
女
〉
へ
の
総
動
員
」（
『
女

た
ち
の
〈
銃
後
〉
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
一
月
） 

（
13
）「
強
兵
育
む
〝
日
本
の
母
〟
―
―
婦
人
総
蹶
起
へ
東
条
英
機
さ
ん
呼
び
掛
け
」（
『
東

京
朝
日
新
聞
』
一
九
四
三
年
一
一
月
一
二
日
付
朝
刊
）
で
は
、
東
条
英
機
は
「
先
ず

第
一
に
、
私
は
皆
様
方
日
本
婦
人
は
、
家
庭
を
通
じ
て
国
家
に
奉
仕
し
て
戴
き
た
い
、

別
の
言
葉
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
日
本
の
家
族
制
度
の
美
風
を
愈
々
昂
揚
し
て
戦
争

完
遂
に
貢
献
し
て
戴
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
。
日
本
の
家
族
制
度
の
美
風
と
は
、

「
常
に
家
庭
に
止
ま
り
、
妻
と
し
て
内
助
の
功
を
積
み
、
母
と
し
て
一
切
を
我
が
子

の
養
育
に
捧
ぐ
る
淑
や
か
に
し
て
而
も
忍
耐
強
き
」
女
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
女
子
の
勤
労
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
女
子
動
員
は
、
米
英

流
の
女
子
動
員
と
そ
の
本
質
に
於
い
て
全
く
異
な
っ
て
居
る
点
で
あ
る
。
我
国
に
於

い
て
は
、
我
が
国
伝
統
の
家
族
制
度
の
美
風
益
々
昂
揚
し
つ
つ
、
而
も
、
女
子
動
員

の
要
求
を
充
足
せ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
説
く
。 

（
14
）
「
総
力
戦
体
制
と
日
常
生
活
」
（
『
軍
国
の
女
た
ち
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
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一
月
） 

（
15
）
「
戦
争
支
援
と
徴
兵
逃
れ
祈
願
」
『
徴
兵
・
戦
争
と
民
衆
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
九
年
六
月
） 

（
16
）
「
た
だ
、
ひ
た
す
ら
に
生
き
る
…
…
―
―
復
員
・
ヤ
ミ
市
・
パ
ン
パ
ン
」
（
『
朝
日

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
二
月
一
三
日
） 

（
17
）
「
遺
族
運
動
と
戦
争
未
亡
人
」
（
『
戦
後
の
出
発 

文
化
運
動
・
青
年
団
・
戦
争
未

亡
人
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
） 

（
18
）
相
原
和
邦
「
「
遙
拝
隊
長
」
の
構
造
と
位
置
」
（
『
近
代
文
学
試
論
』
一
九
七
二
年

九
月
） 

（
19
）
Ｒ
．
Ｌ
．
ロ
ス
ノ
ウ
・ 

Ｇ
．
Ａ
．
フ
ァ
イ
ン
、
南
博
訳
『
う
わ
さ
の
心
理
学
―
流

言
か
ら
ゴ
シ
ッ
プ
ま
で
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
十
一
月
） 

（
20
）
堀
亨
『
迷
信
・
デ
マ
・
噂
の
心
理
学
』
（
批
評
社
、
一
九
八
四
年
） 

（
21
）
「
覚
え
書
」
（
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集 

第
三
巻
』
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
一
二
月
） 

（
22
）
「
聞
書
き
と
い
う
姿
勢
―
―
「
山
峡
風
物
誌
」
を
読
む
」
（
『
井
伏
と
い
う
姿
勢
』

ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
） 

（
23
）
「
覚
え
書
」
（
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集 

第
六
巻
』
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
一
二
月
） 

（
24
）
湧
田
佑
『
私
注
・
井
伏
鱒
二
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
一
月
） 

 

 

付
記 

テ
キ
ス
ト
は
『
井
伏
鱒
二
全
集 

第
十
一
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
を
使

用
し
た
。 

 

（
り 

と
う
よ
う
、
北
京
市
月
壇
中
学
校
） 
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