
戦
後
詩
の
戦
争
責
任
を
生
き
る
人 

　
　『
大
崎
二
郎
全
詩
集
』
に
寄
せ
て

 　
　

１

　

高
知
の
大
崎
二
郎
は
、
少
年
の
頃
か
ら
一
人
で
海
に
出
て
漁
を
し
て

い
た
。
海
が
荒
れ
て
よ
う
や
く
奇
跡
的
に
独
力
で
岸
に
戻
る
こ
と
が
で

き
た
詩
「
黒
鯛
」
な
ど
を
読
む
と
、
人
一
倍
自
立
心
の
あ
る
命
知
ら
ず

の
少
年
だ
っ
た
。
海
か
ら
陸
を
見
詰
め
る
視
線
は
、
そ
の
後
の
大
崎
二

郎
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
。
大
崎
二
郎
は
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、

意
識
と
し
て
は
島
国
的
な
日
本
人
で
は
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
内
向
き
の
日

本
人
を
厳
し
く
見
詰
め
て
き
た
、
海
洋
的
で
あ
り
大
陸
的
な
視
点
を
持

っ
た
詩
人
を
私
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
戦
後
詩
」
の
本
質
的
な

テ
ー
マ
を
最
も
自
覚
的
に
体
現
し
て
い
る
詩
人
は
誰
か
と
問
う
と
、
真

っ
先
に
大
崎
二
郎
が
い
る
と
い
う
思
い
が
私
の
中
に
湧
き
あ
が
っ
て
く

る
。

　

戦
争
に
翻
弄
さ
れ
た
父
母
の
世
代
の
詩
人
た
ち
が
、
戦
後
の
焼
け
野

原
の
中
に
「
戦
後
詩
」
の
種
を
植
え
育
て
た
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
敬

意
を
抱
い
て
き
た
。「
戦
後
詩
」
の
本
質
的
な
テ
ー
マ
と
は
、
日
本
の
戦

争
責
任
に
つ
い
て
自
ら
の
問
題
と
し
て
内
在
的
に
突
き
詰
め
て
、
さ
ら

に
国
内
外
の
戦
死
者
た
ち
へ
の
鎮
魂
の
思
い
を
秘
め
た
詩
群
だ
と
私
は

考
え
て
き
た
。
そ
の
「
戦
後
詩
」
の
課
題
を
最
も
自
ら
に
引
き
付
け
て

生
き
て
き
た
詩
人
が
高
知
の
大
崎
二
郎
で
あ
っ
た
。
大
崎
二
郎
の
詩
を

初
め
て
読
ん
だ
の
は
一
九
八
〇
年
代
終
わ
り
だ
っ
た
。「
詩
学
」
の
詩
誌

月
評
を
書
く
際
の
詩
誌
の
中
に
「
二に

人に
ん

」
が
あ
っ
た
。
西
岡
寿
美
子
と

二
人
で
出
し
て
い
る
か
ら
「
二に

人に
ん

」
な
の
か
と
軽
い
気
持
ち
で
開
い
て

み
る
と
、
大
崎
二
郎
の
『
沖
縄
島
』
の
連
作
の
一
篇
が
収
録
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
内
容
と
重
厚
さ
に
驚
か
さ
れ
た
。
私
が
心
密
か
に
考
察
し
よ

う
と
し
て
い
た
「
戦
後
詩
」
の
試
み
が
最
も
徹
底
的
に
し
か
も
持
続
的

意
志
で
書
き
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
一
篇
と
の
出
会
い
が
後
に

私
が
書
く
こ
と
に
な
る
連
作
の
詩
論
「
戦
後
詩
と
内
在
批
評
」
の
中
で
、

「
戦
後
詩
」
を
考
察
す
る
上
で
中
核
的
な
存
在
と
し
て
大
き
な
影
響
を
与

え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。「
詩
学
」
の
月
評
に
掲
載
さ
れ
た
批
評
文
を
読
ん

だ
浜
田
知
章
が
、
大
崎
二
郎
に
そ
の
批
評
文
の
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
か
ら
大
崎
二
郎
の
手
紙
が
来
て
交
流
は
開
始
さ
れ
た
。
浜
田
知
章

は
大
崎
二
郎
と
の
関
係
を
「
刎
頚
の
友
」
と
語
っ
て
い
た
し
、
詩
運
動

の
最
も
大
切
な
同
志
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。「
山
河
」
の
主
宰
者
で
あ

っ
た
浜
田
知
章
が
、
生
涯
に
わ
た
り
最
も
信
頼
し
て
い
た
詩
人
は
大
崎

二
郎
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
大
崎
二
郎
と
は
、
ど
ん
な
詩
人
で
あ
る
か
を
、

詩
作
品
を
通
し
て
紹
介
し
た
い
。

　
　
　
下
関
に
て

魚
臭
や

重
油
や
錆
の
臭
い
が
漂
っ
て
い
る
港
か
ら

記
憶
を
た
ど
っ
て
歩
い
て
ゆ
く
と

背
後
か
ら
冷
い
海
峡
の
風
が
吹
き
あ
げ
て
き
て

不
安
げ
に
、
日
が
暮
れ
か
か
る

電
柱
の
、
浪
曲
の
ポ
ス
タ
ー
は
め
く
れ

ハ
ン
グ
ル
文
字
の
立
看
板
が
ば
た
ば
た
と
風
に
あ
お
ら
れ
て
い
る

船
具
店

魚
網
店

め
し
や

ふ
ぐ
料
理
店

あ
あ
、
も
し
や
こ
の
辺
り
だ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

雪
ま
じ
り
の
し
ぐ
れ
降
る

昭
和
十
九
年
冬
の
夕
暮
れ

戦
闘
帽
に
雑
嚢
の
、
或
は
防
空
頭
巾
の

背
を
か
が
め
お
し
黙
っ
た
灰
色
の
行
列
が
あ
り

そ
の
先
で
は
何
か
く
わ
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

俺
も
そ
の
列
の
後
尾
に
つ
い
た

暮
れ
て
か
ら
や
っ
と
順
番
が
き
て

具
の
な
い
一
椀
の
粕
汁
に
あ
り
つ
い
た

凍
え
た
鼻
か
ら
熱
い
湯
気
の
中
へ
し
き
り
に
洟
が
し
た
た
り
お
ち
た

そ
れ
か
ら

真
夜
中
に
出で
港
る
釜
山
行
き
の
船
に
の
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

釜
山
か
ら
蒙
疆
の
曠
野
へ
と
…
…

し
ぼ
り
出
す
よ
う
な
汽
笛
が
鳴
っ
て
い
る

海
峡
に
出
没
す
る
テ
キ
潜
水
艦
の
噂
頻
り
。

い
っ
ぱ
い
の
粕
汁
が
こ
の
世
の
最
後
の
食
い
も
の
に
な
る
や
も
し
れ

　

ず
。

昭
和
十
九
年
、
ね
え

そ
の
頃
オ
レ
ま
だ
生
ま
れ
ち
ょ
ら
ん
じ
ゃ
っ
た
も
ん
ね

店
の
主
人
は
首
と
包
丁
を
大
げ
さ
に
右
に
ね
か
せ
て
ふ
ぐ
の
身
を
そ

　

ぐ
丸
皿
に
透
明
な
菊
の
花
び
ら
の
よ
う
に
ひ
ら
く

東
シ
ナ
海
の
ふ
ぐ
、
の
旨
さ

そ
れ
を
三
切
れ
ほ
ど
挟
み
、
モ
ミ
ジ
オ
ロ
シ
を
つ
け
…
…

そ
の
時

ぼ
ー
と
汽
笛
が
鳴
っ
て

は
っ
と
し
て
ふ
り
向
く
と

湯
気
に
く
も
っ
た
入
口
の
格
子
戸
に
灰
色
の
行
列
が
つ
づ
い
て
い
る

俺
は
め
を
疑
っ
た

そ
の
最
後
尾
に
戦
闘
帽
を
ま
深
に
か
ぶ
っ
た

白
面
の
青
年
が
い
て

じ
い
ッ
と
こ
ち
ら
を
み
つ
め
て
い
る
で
は
な
い
か

あ
れ
は
…
…

だ
れ
だ
？



の
「
戦
闘
帽
を
ま
深
に
か
ぶ
っ
た
白
面
の
青
年
」
の
眼
差
し
こ
そ
が
、

後
の
大
崎
二
郎
が
第
六
詩
集
『
沖
縄
島
』
で
沖
縄
戦
を
、
第
八
詩
集
『
き

み
あ
ー
ゆ
う
あ
』
で
中
国
残
留
孤
児
の
問
題
を
、
第
九
詩
集
『
幻
日
記
』

の
広
島
の
悲
劇
を
、
そ
れ
ら
の
戦
後
に
残
さ
れ
た
最
も
重
要
な
諸
問
題

を
、
誰
よ
り
も
深
く
粘
り
強
く
連
作
詩
篇
に
よ
っ
て
書
き
継
が
せ
た
動

機
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
青チ
ン
ヂ
ヤ
オ
ロ
ー
ス

椒
肉
李

４
０
ま
え
の　

主
ジ
ヤ
ン
グ
イは

酒
、
焼
酎
、
ビ
ー
ル

青ピ
ー
マ
ン
の
豚
肉
い
た
め

椒
肉
絲
、
麻マ
ー
ボ
ド
ウ
フ

婆
豆
腐
な
ど
簡
単
な
料
理
と
値
段
し
か

日
本
語
を
解
さ
な
い

間ま

口ぐ
ち

一
間
半
ほ
ど
の
小
店
が
並
ぶ

私
ら　

瓦ガ

ス斯
ボ
ン
ベ
の
肩
に
靴
を
の
せ

せ
り
出
し
た
一
尺
ほ
ど
の
板
の
上
に
酒
肴
を
お
い
て

の
む

そ
こ
へ
息
急
き
切
っ
て

質
素
な
装な
り

の
少
女
が
か
け
こ
ん
で
き
た

中
国
か
ら
の
留
学
生
で

今
日
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
だ
と

ジ
ャ
ン
グ
イ
が
紹
介
す
る

屈
託
な
い
少
女
の
笑
顔

　
　
　
　
　

 （「
未
収
録
詩
篇
／
一
九
八
〇
年
代
」
よ
り
）

　

大
崎
二
郎
は
一
九
二
八
年
に
高
知
で
生
ま
れ
た
。
須
崎
工
業
学
校
在

学
中
の
一
九
四
四
年
頃
に
高
知
県
造
船
で
学
徒
動
員
に
よ
っ
て
働
か
さ

れ
て
い
た
が
、
十
七
・
八
歳
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
大
陸

の
天
津
や
蒙
疆
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
「
下
関
に
て
」
は
、

下
関
か
ら
釜
山
を
経
由
し
て
中
国
大
陸
に
向
う
場
面
を
回
想
し
て
い
る

詩
だ
。
大
崎
二
郎
は
兵
士
と
し
て
で
は
な
く
、
な
ぜ
学
徒
動
員
の
労
働

力
と
し
て
中
国
大
陸
の
奥
深
い
雲
崗
石
窟
近
く
の
蒙
疆
に
向
う
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
工
業
学
校
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
こ
と

が
何
ら
か
の
遠
因
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
詳
し
く
は
語
ら
れ
て

い
な
い
。
推
測
だ
が
若
き
大
崎
二
郎
は
日
本
で
は
居
場
所
が
な
か
っ
た

こ
と
と
、
中
国
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
自
分
の
眼
で
目
撃
し
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。。

　

蒙
疆
に
は
日
本
国
内
の
全
て
の
炭
鉱
の
埋
蔵
量
の
三
倍
も
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
た
大
同
炭
鉱
が
あ
っ
た
。
大
崎
二
郎
は
工
業
高
校
で
設
計

を
学
ん
で
い
た
の
で
、
天
津
で
設
計
の
仕
事
に
従
事
し
た
後
に
、
蒙
疆

に
あ
る
大
同
炭
鉱
の
一
つ
の
鉱
山
で
、
中
国
人
と
一
緒
に
働
く
こ
と
に

な
っ
た
。
下
関
で
釜
山
行
き
の
船
に
乗
る
前
の
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
く

る
。「
最
後
の
食
い
も
の
に
な
る
」
か
も
し
れ
な
い
粕
汁
を
食
べ
る
場
面

は
、
潜
水
艦
に
撃
沈
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
恐
怖
を
抱
え
な
が
ら
、
異

国
へ
向
う
言
い
知
れ
ぬ
未
知
へ
の
不
安
と
、
国
家
に
命
を
奪
わ
れ
て
い

く
民
衆
の
救
い
よ
う
の
な
い
切
迫
感
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
時

〈
炭
礦
だ
、
大
タ
ー
ト
ン
タ
ン
コ
ワ
ン

同
炭
礦
〉
と
言
う
と

〈
ア
、
コ
レ
？　

ネ
〉
と
円シ
ヤ
ベ
ル匙
で
掘
る
ま
ね
を
し

に
っ
と
笑
っ
た

夕
ぐ
れ
に
は
私
ら
の
宿
舎
の
脇
の
線
路
敷
を

何
百
人
と
い
う
苦ク
リ
ー力

た
ち　

石
炭
と
垢
で
真
黒
い
ボ
ロ
の
群
が
ぞ
ろ

　

ぞ
ろ　

死
の
影
を
引
き
ず
っ
て

囲
い
の
中
へ
追
い
こ
ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た

む
か
む
か
と
風
ま
で
臭
か
っ
た

彼
ら
が
ね
む
る
べ
き
舎い
え

と
は

高
い
え
ん
堤
の
底　

高
圧
電
流
の
有
棘
鉄
線
で
囲
ま
れ
た　

家
畜
小

　

舎
同
然

泥
ま
み
れ
糞
ま
み
れ
の
夜
を
団
子
虫
の
よ
う
に

丸
ま
っ
て
眠
る
だ
け
で
あ
っ
た

死
者
が
で
る
た
び　

ど
こ
か
へ
運
ば
れ
て
ゆ
く
ら
し
か
っ
た

い
や
死
者
だ
け
で
な
く
重
病
・
傷
の
、
役
に
立
た
ぬ
も
の
は
生
き
た

　

ま
ま

万
人
坑
に
捨
て
ら
れ
た

日
本
人
の
支
配
す
る
炭
礦
に
は
必
ず
万
人
坑
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。

戦
後
、
そ
の
凄
惨
な
現
場
写
真＊

を
見
る
こ
と
に
な
る

投
光
器
は　

無
言
で
照
ら
す
／
深
さ
70
メ
ー
ト
ル
、
巾
４
・
５
メ
ー
ト

　

ル
の
上
洞
、
下
洞
に
る
い
る
い
と
折
り
重
な
る
白
骨
の
山

私
は
ふ
と　

見
知
ら
ぬ
他
国
の
小ま

ち市
へ
一
人
で

勉
強
に
来
た　

け
な
げ
を
お
も
う

が
、
す
ぐ
こ
の
呆
け
の
国
に
何
を
学
ぶ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
…

と
い
う
疑
問

鉄
鍋
に
肉
と
野
菜
が
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
炒
ら
れ
て
い
る

そ
の　

煙
の
中
に

彷
彿
す
る　

四ス

老ロ
ウ
コ
ウ溝
と
い
う

山
西
省
の
小
寒
村
の
山
裾
に
淡
く
漂
う

夕
昏
れ
の
青
い
け
む
り
を
…
…

い
ま　

そ
の
村
の
と
ば
り
を
そ
お
っ
と
あ
け
て

〈
私
も
む
か
し
大
同
県
に
い
た
こ
と
が
あ
る
〉

と　

ぽ
つ
り
と
言
っ
た

少
女
は
ち
ら
と
振
り
む
き

ジ
ャ
ン
グ
イ
は
に
や
り
と
笑
っ
て

〈
コ
レ
…
…
デ
ス
カ
〉
と

み
え
ぬ
銃
を
腰
だ
め
に
構
え

ダ
・
ダ
・
ダ
・
ダ
…
…
と

低
い
が
肚
に
ひ
び
く
声
を
発
射
し
な
が
ら
、
正
面
に
き

氷
の
よ
う
な
薄
笑
い
う
か
べ
た

青
白
い
顔
で
あ
っ
た

否ノ
ウ

と
手
で
遮
り



争
責
任
か
ら
決
し
て
眼
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
〈
お
前
ら
決
し
て
眠
る
な
〉
と
い
う
詩
行
が
二
十
一
世
紀
に
な

っ
て
も
記
憶
の
奥
底
か
ら
溢
れ
出
て
く
る
の
だ
。
戦
争
末
期
の
中
国
に

派
遣
さ
れ
た
十
七
、八
歳
の
若
者
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
も
そ
の
中
国
で
の

石
炭
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
断
罪
す
る
か
の
よ
う
に
語
る
詩
行

は
、
真
に
苦
渋
に
満
ち
て
い
る
。
万
人
坑
は
大
崎
二
郎
が
そ
の
地
に
来

た
時
は
、
す
で
に
中
国
人
に
恐
怖
感
を
与
え
る
伝
説
に
も
な
っ
て
い
た

と
い
う
。「
斯
う
し
て
何
百
万
屯
も
の
良
質
炭
は
盗
掘
さ
れ
／
日
本
、
朝

鮮
の
製
鉄
所
に
送
ら
れ
／
更
な
る
ア
ジ
ア
侵
略
の
鋼
鉄
を
造
り
つ
づ
け

た
」
こ
と
の
歴
史
認
識
を
日
本
人
が
忘
却
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
民
衆

を
今
も
冒
涜
す
る
事
だ
と
考
え
て
い
る
。
も
し
日
本
人
が
忘
れ
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
本
当
の
こ
と
を
自
分
が
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
胸
を

切
り
裂
く
よ
う
に
語
り
始
め
る
。
そ
し
て
大
崎
二
郎
は
〈
私
も
む
か
し

大
同
県
に
い
た
こ
と
が
あ
る
〉
と
告
げ
る
の
だ
。
中
国
の
若
者
が
日
本

に
希
望
を
持
っ
て
来
日
し
て
い
る
姿
を
見
て
、
日
本
人
は
自
分
た
ち
が

中
国
で
何
を
し
た
の
か
を
自
ら
に
問
い
、
自
ら
の
立
場
を
曝
け
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
若
者
と
の
会
話
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
大
崎
二
郎
の
詩
行

に
は
、
現
在
か
ら
い
つ
で
も
歴
史
的
な
場
面
を
動
画
の
よ
う
に
リ
ア
ル

に
取
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
が
あ
る
。
動
画
に
は

音
は
あ
る
が
臭
い
が
な
い
。
し
か
し
大
崎
二
郎
の
詩
に
は
、〈
む
か
む
か

と
風
ま
で
臭
か
っ
た
〉
と
い
う
強
烈
な
臭
い
ま
で
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る

よ
う
な
、
全
感
覚
を
喚
起
さ
せ
る
想
像
力
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
大
崎

二
郎
は
自
分
を
含
め
た
日
本
人
が
「
更
な
る
ア
ジ
ア
侵
略
」
の
た
め
に

そ
の
上
に　

の
け
ぞ
っ
た
ま
ま
ミ
イ
ラ
化
し
て
い
る

長
身
の
一
体
は

眼
窩
、
鋭
角
に
陥
没
し

大
き
く
開
け
た
口
は
底
知
れ
ぬ
暗
い
穴
と
な
り

折
れ
残
っ
た
左
右
２
本
の
歯
は

牙
の
よ
う
に
尖
っ
て

息
絶
え
て
い
る

〈
お
前
ら
決
し
て
眠
る
な
〉

と
、
こ
の
、
沈
黙
は
語
っ
て
い
る

…
…
…
…

斯
う
し
て
何
百
万
屯
も
の
良
質
炭
は
盗
掘
さ
れ

日
本
、
朝
鮮
の
製
鉄
所
に
送
ら
れ

更
な
る
ア
ジ
ア
侵
略
の
鋼
鉄
を
造
り
つ
づ
け
た
。

そ
の
末
裔
た
ち
が

い
ま
、
私
の
前
で

青
椒
肉
絲
を
炒
め
て
い
る

　
　
　

＊
『
昭
和
史
の
消
せ
な
い
真
実
』　

上
羽　

修
・
写
真　

岩
波
書
店

　
　

 　
　
（「
未
収
録
詩
篇
／
二
〇
〇
〇
年
代
」
よ
り
）

　

大
崎
二
郎
は
大
同
炭
鉱
の
付
近
に
も
あ
っ
た
と
い
う
万
人
坑
の
存
在

を
関
係
者
の
一
人
と
し
て
証
言
し
て
い
る
。
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
戦

　
　

２

　

大
崎
二
郎
の
詩
作
の
出
発
は
、
帰
国
し
た
翌
年
の
一
九
四
六
年
の

十
二
月
に
高
知
新
聞
に
詩
「
灰
色
の
悲
歌
」
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と

だ
。
無
名
の
若
者
か
ら
投
稿
さ
れ
た
詩
を
高
知
新
聞
は
な
ぜ
か
掲
載
し

た
。
そ
れ
は
こ
の
詩
に
戦
後
社
会
を
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
何
か

を
感
じ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
後
の
大
崎
二
郎
の
硬
質
な
詩
篇
に
比
べ

て
、
最
終
行
な
ど
は
叙
情
詩
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
他
国
の
他

者
へ
の
視
線
が
鋭
く
書
き
記
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
灰
色
の
悲
歌

ご
う
ご
う
と
熱ね
つ

風
は
地
平
を
灼
き
つ
く
し

女
人
の
生
理り

は
又
し
て
も
熱ね
つ

砂さ

に
な
や
む

春
秋
な
き
大
陸
の
風
土
に

夏な
つ

さ
れ
ば
冬
め
ぐ
る

大
い
な
る
宇う

宙
の
法ほ
う
そ
く則
を
呪
っ
た
幾い
く

十
日

遂つ
い

に　

狼
は
血
を
喚
び　

吹
雪
は

は
か
な
い
死
を　

目
前
に
示
唆
し
た
れ
ど

あ
あ　

黄
塵
が
め
く
る　

悲
運う
ん

の
暦
日
は

一
片
の
エ
レ
ジ
ー
と
共
に

灰は
い

色
の
砂
礫
の
国
を　

お
し
ひ
ろ
げ
た

死
ぬ
べ
き
刹
那な

刹
那な

を
辛
う
じ
て
生
き

「
盗
掘
」
を
継
続
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
認
識
を
突
き
つ
け
る
。
大
崎

二
郎
は
石
炭
を
掘
る
と
湧
い
て
く
る
地
下
水
を
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
る

排
水
装
置
な
ど
の
技
師
で
あ
っ
た
。
中
国
人
と
一
緒
に
な
っ
て
行
っ
た

作
業
現
場
を
誰
よ
り
も
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ

テ
ィ
が
あ
る
作
品
が
書
け
る
と
い
う
の
で
な
く
、
大
崎
二
郎
は
中
国
民

衆
の
痛
み
や
苦
悩
を
我
が
こ
と
と
し
て
い
る
か
ら
そ
れ
が
可
能
な
の
だ
。

掘
り
出
さ
れ
た
石
炭
は
中
国
民
衆
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

日
本
の
「
更
な
る
ア
ジ
ア
侵
略
」
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
く
こ
と
の
理

不
尽
さ
を
中
国
人
の
視
線
で
断
罪
を
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
日
本
を

他
国
の
他
者
の
視
線
で
厳
し
く
見
詰
め
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人
と
し
て
、

大
崎
二
郎
は
中
国
と
い
う
ア
ジ
ア
の
大
地
か
ら
育
て
ら
れ
た
詩
人
と
い

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
が
大
崎
二
郎
に
敬
意
を
抱
く
の
は
、
他
国
の

他
者
の
視
線
を
忘
却
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
責
任
を
深
く

持
続
的
に
問
う
姿
勢
か
ら
硬
質
な
詩
篇
を
一
貫
し
て
創
り
続
け
て
き
た

こ
と
だ
。
そ
の
姿
勢
か
ら
後
世
の
者
は
「
戦
後
詩
」
の
重
要
な
課
題
を

感
じ
な
が
ら
、
戦
争
責
任
の
意
味
を
考
え
続
け
る
端
緒
に
な
る
に
違
い

な
い
。

　

大
崎
二
郎
は
、
終
戦
を
大
同
炭
鉱
で
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

家
族
ぐ
る
み
で
親
し
く
な
っ
た
一
緒
に
働
い
て
い
た
中
国
人
達
か
ら
引

き
止
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
家
族
の
娘
さ
ん
を
大
崎
二
郎
は
重
ね
合

わ
せ
て
想
起
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
帰
国
時
に
風
土
病
で
熱
が

42
度
に
も
な
り
生
死
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
が
、
陸
軍
病
院
で
の
治

療
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
年
の
十
一
月
に
高
知
へ
帰
国
で
き
た
。



に
詩
誌
「
詩
座
」
の
同
人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
「
詩
座
」
が
残
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
詩
が
書
か
れ
て
い
た
か
は
確
認
が
出
来
な

か
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
に
新
潟
の
浅
井
十
三
郎
が
主
宰
す
る
詩
誌
「
詩

と
詩
人
」
に
寄
稿
し
て
詩
を
本
格
的
に
書
き
始
め
た
。
大
崎
二
郎
は

一
九
四
七
年
に
講
師
を
辞
め
て
、
工
業
薬
品
会
社
に
就
職
し
た
。
和
紙

製
造
に
関
わ
る
化
学
薬
品
の
関
係
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
に
第
四
詩
集

『
走
り
者
』
で
大
崎
二
郎
が
土
佐
の
和
紙
職
人
の
世
界
を
書
く
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
紙
製
品
の
製
造
過
程
の
専
門
知
識
が
あ
っ

た
か
ら
で
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
し
た
要
因
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

第
一
詩
集
『
そ
の
次
の
季
節
』
は
大
崎
二
郎
が
二
十
六
歳
の

一
九
五
三
年
に
浅
井
十
三
郎
の
「
詩
と
詩
人
社
」
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
二
十
三
篇
の
詩
の
多
く
は
き
っ
と
詩
誌
「
詩

座
」
と
詩
誌
「
詩
と
詩
人
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
タ

イ
ト
ル
詩
「
そ
の
次
の
季
節
」
を
引
用
し
て
み
る
。

　
　
　
そ
の
次
の
季
節

ふ
っ
て
い
た　

ふ
っ
て
い
た

僕
た
ち
が
う
ま
れ
る
そ
の
ず
っ
と
昔
か
ら

い
ち
ど
も
や
ま
ず

気
ち
が
い
の
よ
う
に

そ
れ
は
も
う
雨
と
も
よ
べ
な
い　

雨
だ
っ
た

情じ
よ
う

熱ね
つ

の
コ
ロ
ナ
を
焚
い
て　

ひ
た
す
ら

求も
と

め
て
や
ま
な
か
っ
た
も
の

あ
あ　

此
の
国
に
今

血
ま
な
こ
に
な
っ
て
探
す

そ
れ
ら
の　

数
多
き
忘
れ
も
の

可
愛あ
い

そ
う
な　

お
と
め
達た
ち

よ

泣
く
涙
さ
え
今
は
な
い
と
い
う
の
か

巷
を
吹
く
風
で
さ
え
が

ず
た
ず
た
に
引
裂
か
れ
た

愛あ
い

情じ
よ
うの

布
切
で　

俺お
れ
た
ち達

を
ひ
っ
ぱ
た
く

星ほ
し

よ　

ぬ
ら
し
て
お
や
り

　
　
　
　

泣
く
こ
と
な
き
人
々
を

星ほ
し

よ　

桃
色
に
匂
う

　
　
　
　
　

あ
な
た
の
な
み
だ
で

　

こ
の
詩
を
書
い
た
時
に
大
崎
二
郎
は
ま
だ
十
九
、二
十
歳
だ
っ
た
の

だ
。
し
か
し
後
年
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
篇
に
流
れ
る
も
の
を
予
感
さ
せ

て
い
る
。
戦
後
社
会
の
「
数
多
き
忘
れ
も
の
」
を
血
ま
な
こ
に
な
っ
て

探
そ
う
と
す
る
青
年
詩
人
の
決
意
が
う
か
が
え
る
。「
大
陸
の
風
土
」
の

「
黄
塵
が
め
く
る　

悲
運
の
暦
日
」
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
し
て
感
受
し
て
い
た
の
だ
。
大
崎
二
郎
の
戦
後
は
こ
の
よ
う
に
し

て
出
発
し
た
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
貴
重
な
詩
篇
だ
。
当
時
は
母
校
の

工
業
学
校
の
臨
時
講
師
と
な
っ
て
勤
務
を
始
め
た
頃
だ
っ
た
。
そ
の
頃

合
唱
は
四
つ
辻
に
わ
き

ね
む
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ぞ　

と

む
す
う
の
胸
い
た
に
こ
だ
ま
し
て

僕
た
ち
の
く
に　

に
っ
ぽ
ん
の
大
潰
瘍

君
が
代
の
墓
は　

あ
ば
か
れ
て
い
っ
た

僕
た
ち
の
兄
弟
を
屠
殺
し
た

ど
ん
ら
ん
な
獣
族
の

こ
え
ふ
と
っ
た
臓
ふ
が　

あ
ば
か
れ
て
い
っ
た

も
は
や

か
れ
ら
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
に

一
寸
四
方
の
余
白
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
だ

け
れ
ど
も　

ま
だ

ふ
っ
て
い
た

ふ
っ
て
い
た

そ
れ
は
も
う
雨
と
も
よ
べ
な
い　

き
ち
が
い
の
よ
う
な
雨
だ
っ
た

地
球
じ
ょ
う　

ぬ
か
る
み
は
て
た

だ
が
父
た
ち
よ

や
が
て
天
も
地
も
泥
ん
こ
に
な
り

ぎ
ょ
う
縮
し
て
天
体
を
は
な
れ
る
日
は
く
る
の
だ

そ
れ
は
僕
た
ち
の
あ
た
ら
し
い
せ
か
い
に

掌
に
の
る
ほ
ど
ち
っ
ち
ゃ
な
い
ん
石
と
な
っ
て

お
ち
て
く
る
だ
ろ
う

す
か
ー
と　

そ
ら
の
は
れ
た
日
に

父
は
い
っ
て
い
た

お
れ
は
終
始
正
気
だ
っ
た
ぞ

母
は
い
っ
て
い
た

目
の
と
ど
く
と
こ
ろ
す
べ
て
殺
人
ひ
ろ
ば
だ
っ
た
の
よ

僕
た
ち
は
そ
れ
を
き
い
た

歴
史
と　

母
の　

胎
内
で

か
つ
て
家
畜
と
し
て
か
い
な
ら
さ
れ
て
い
た

祖
先
た
ち
の

憤
り
や

か
な
し
み
や

そ
の
夢
や

ガ
リ
ガ
リ
と
背
骨
に
ふ
れ
あ
う
銃
剣
の
い
た
み
が

僕
た
ち
の
背
骨
に　

の
こ
っ
て
い
る

波
の
よ
う
に
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら

僕
た
ち
の
血
の
な
か
に

生
き
か
え
っ
て
く
る

暴
虐
の
君
が
代

け
れ
ど
も
父
た
ち
は
い
つ
も
正
気
だ
っ
た

そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人
々
が
生
き
の
こ
っ
て
い
る
う
ち
に

そ
れ
は
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た



し
て
し
ま
う
「
終
始
正
気
」
な
日
本
人
の
精
神
構
造
に
「
殺
人
ひ
ろ
ば
」

を
生
ん
で
し
ま
う
他
者
不
在
の
狂
気
を
透
視
し
て
い
た
の
だ
。
そ
ん
な

凄
ま
じ
い
日
本
人
の
負
の
遺
産
か
ら
大
崎
二
郎
の
詩
的
出
発
は
開
始
さ

れ
た
の
だ
。

　
　

３　

　

日
本
人
は
、
十
九
世
紀
・
二
十
世
紀
の
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
行
為

が
、
い
か
に
悲
劇
を
生
み
出
し
た
の
か
を
、
戦
後
に
一
貫
し
て
自
ら
の

精
神
性
に
問
い
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
学
者
家
永
三
郎
が
世

界
史
に
お
い
て
日
本
人
の
「
戦
争
責
任
論
」
を
論
理
的
に
体
系
的
に
示

し
、
日
本
人
自
ら
決
し
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
問
う
て
き

た
。
そ
ん
な
「
十
五
年
戦
争
」
を
引
き
起
こ
し
た
日
本
人
は
自
ら
の
抱

え
て
い
た
侵
略
的
な
精
神
性
を
根
底
か
ら
総
括
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
問
い
に
き
ち
ん
と
向
き
合
う
前
に
「
日
本
は
中
国
を
侵
略
し
て
い

な
い
」
と
か
、
核
武
装
が
国
益
だ
と
い
う
自
衛
隊
の
元
幹
部
が
す
で
に

現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
今
で
も
週
刊
誌
な
ど
に
コ
ラ
ム
を
持
ち

テ
レ
ビ
や
講
演
で
自
説
を
曲
げ
ず
に
一
部
の
大
衆
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
影
響
を
受
け
た
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
の
若
者
た

ち
が
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
中
国
・
韓
国
の
ア
ジ
ア
の
民
衆
を
蔑

視
す
る
言
説
を
振
り
撒
い
て
い
る
。
そ
ん
な
歴
史
の
事
実
か
ら
眼
を
背

け
る
下
地
が
日
本
人
の
中
に
ま
だ
存
在
し
て
い
る
。

　

歴
史
学
者
藤
原
彰
の
記
し
た
『
南
京
の
日
本
軍
』、『
天
皇
の
軍
隊
と

日
中
戦
争
』、『
中
国
戦
線
従
軍
記
』
な
ど
は
、
な
ぜ
日
本
の
軍
隊
が
こ

父
ら
よ

僕
た
ち
は
そ
の
日
を
む
か
え
に
ゆ
く

雨
の
歴
史
の
マ
ン
ホ
ー
ル
を
下
り
／
泥
に
ま
み
れ
た
ひ
と
び
と
の
な

　

か
へ
と

　

私
は
こ
の
詩
を
読
ん
だ
時
に
、
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
た
若
者
が
戦
後
社

会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
思
い
で
、
生
き
て
い
く
か
を
痛
切
に
問
う
て
い

た
在
り
よ
う
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
争
時
代
の
こ
と
を
父
母
た

ち
に
問
う
て
み
て
も
、
決
し
て
解
答
は
で
て
こ
な
い
。
父
は
自
ら
を

「
終
始
正
気
」
だ
っ
た
と
い
い
、
母
は
「
目
の
と
ど
く
と
こ
ろ
す
べ
て
殺

人
ひ
ろ
ば
だ
っ
た
の
よ
」
と
い
う
。
大
崎
二
郎
は
そ
れ
ら
を
「
歴
史
と

　

母
の　

胎
内
で
」
で
聞
い
た
の
だ
。
そ
し
て
「
か
つ
て
家
畜
と
し
て

か
い
な
ら
さ
れ
て
い
た
／
祖
先
た
ち
の
／
憤
り
や
／
か
な
し
み
や
／
そ

の
夢
や
／
ガ
リ
ガ
リ
と
背
骨
に
ふ
れ
あ
う
銃
剣
の
い
た
み
が
／
僕
た
ち

の
背
骨
に　

の
こ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
丸
ご
と
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
。

祖
先
た
ち
の
記
憶
を
肉
体
の
背
骨
の
「
銃
剣
の
い
た
み
」
の
記
憶
と
し

て
大
崎
二
郎
は
、
第
一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
詩
「
そ
の
次
の
季
節
」
に
刻

ん
だ
の
だ
。
そ
し
て
「
戦
争
責
任
」
へ
の
問
い
は
父
母
た
ち
の
世
代
が

答
え
な
い
の
な
ら
、「
そ
の
次
の
季
節
」
へ
答
え
は
自
分
た
ち
戦
争
の
悲

劇
を
見
詰
め
た
世
代
が
、
実
践
を
通
し
て
解
答
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
崎
二
郎

は
「
そ
の
次
の
季
節
」
を
書
き
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
忘
却
し
水
に
流

あ
る
の
に
「
事
変
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
法
を
守
る
意
志
を

日
本
政
府
や
日
本
軍
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
事
変
」
は
戦
争
で
は
な

い
か
ら
と
都
合
よ
く
解
釈
し
、
国
際
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
捕
虜
や
民

間
人
を
辱
め
、
殺
戮
し
、
無
差
別
爆
撃
や
七
三
一
部
隊
な
ど
の
化
学
兵

器
や
細
菌
兵
器
を
使
用
し
て
も
、
日
本
政
府
や
軍
部
は
中
国
を
屈
服
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
厖
大
な
中
国
民
衆
を
敵
に
し
て
、
持
久
戦
に

な
れ
ば
日
本
の
軍
隊
が
勝
て
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
誰
が
み
て
も
明
ら

か
だ
っ
た
。
天
皇
制
へ
の
絶
対
服
従
で
成
り
立
っ
て
い
る
日
本
の
軍
隊

は
、
日
本
の
民
衆
の
生
命
を
軽
ん
じ
て
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
他

国
で
あ
る
中
国
の
民
衆
へ
の
差
別
意
識
に
繫
が
り
、
投
降
兵
士
と
民
間

人
へ
の
恐
る
べ
き
人
権
無
視
の
大
量
虐
殺
に
繫
が
っ
た
の
だ
と
藤
原
彰

は
冷
静
に
事
実
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
る
。
ま
た
南
京
事
件
を
一
貫
し

て
研
究
し
て
き
た
洞
富
雄
の
労
作
『
決
定
版
・
南
京
大
虐
殺
』
を
取
り

上
げ
て
「
南
京
城
内
外
で
死
ん
だ
中
国
軍
民
は
、
二
〇
万
人
を
く
だ
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
実
証
的
な
指
摘
を
日
本
人
は
謙
虚
に
受

け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
教
科
書
の
南
京
大
虐
殺
の
記
述
を
是
正
す
る

た
め
に
反
論
さ
れ
た
『
南
京
戦
史
』（
畝
本
正
巳
・
元
防
衛
大
学
教
授
、

財
団
法
人
偕
行
社
）
は
軍
民
合
わ
せ
て
三
万
二
千
人
と
か
三
万
六
千
人

で
あ
る
と
一
部
の
部
隊
の
残
さ
れ
た
資
料
だ
け
を
少
な
く
ま
と
め
て
、

し
か
も
大
虐
殺
の
国
際
法
違
反
も
な
か
っ
た
と
歴
史
を
偽
造
編
集
し
よ

う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
に
反
す
る
証
言
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
一
部
は

是
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
直
視
し
な
い
歴

史
家
、
保
守
政
治
家
、
教
育
官
僚
、
自
衛
隊
の
元
幹
部
た
ち
が
、
若
者

れ
ほ
ど
ま
で
に
中
国
の
民
衆
に
対
し
て
残
酷
・
非
道
に
な
り
え
た
か
、

そ
の
侵
略
戦
争
の
実
態
の
解
明
を
、
厖
大
な
記
録
と
自
分
の
中
国
へ
の

従
軍
経
験
を
踏
ま
え
て
真
摯
に
果
た
し
、
優
れ
た
成
果
を
残
し
た
。
私

は
家
永
三
郎
亡
き
後
の
信
頼
で
き
る
歴
学
者
の
一
人
と
し
て
藤
原
彰
の

著
作
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
日
本
の
軍
隊
は
兵
士
の
命
を
尊
重
し

な
か
っ
た
。
日
清
戦
争
で
は
、
戦
死
・
戦
傷
死
者
は
約
一
四
〇
〇
名
だ

っ
た
が
、
病
死
者
は
十
倍
以
上
の
約
一
万
九
千
名
も
い
た
。
劣
悪
な
衛

生
状
態
で
戦
闘
を
継
続
し
た
結
果
で
、
患
者
延
べ
数
は
約
十
七
万
人
で
、

出
勤
部
隊
の
総
数
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
劣
悪
な
衛
生
状
態
だ
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
ま
た
日
露
戦
争
に
お
い
て
も
旅
順
要
塞
に
対
し
て
銃
剣
だ
け
に

頼
る
決
死
隊
を
繰
返
し
、
機
関
銃
に
よ
っ
て
死
体
の
山
を
築
い
た
。
そ

の
よ
う
な
生
命
軽
視
の
日
本
軍
の
絶
対
服
従
の
歪
ん
だ
精
神
性
が
、
日

中
戦
争
で
無
謀
に
も
補
給
な
し
で
戦
線
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま
い
、
国
際

法
を
無
視
し
て
、
現
地
で
の
略
奪
や
多
く
の
殺
戮
を
引
き
起
こ
し
、
結

果
と
し
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
二
三
〇
万
人
の
日
本
人
兵
士
の
死
者

の
半
数
以
上
が
餓
死
か
栄
養
失
調
で
あ
っ
た
原
因
だ
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
天
皇
制
の
権
威
を
絶
対
服
従
の
日
本
的
な
精
神
に
利
用
し
た
政

治
家
や
軍
部
た
ち
の
脆
弱
な
思
想
性
が
、
い
ま
だ
一
部
の
政
治
家
や
自

衛
隊
幹
部
に
日
本
的
な
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
し
て
残
っ
て
い
て
、
歴
史
を

知
ろ
う
と
し
な
い
若
者
た
ち
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

一
九
一
五
年
の
二
一
ケ
条
要
求
、
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
、

一
九
三
二
年
の
上
海
事
変
、
一
九
三
七
年
の
南
京
大
虐
殺
、
一
九
三
八

年
か
ら
五
年
半
も
続
く
重
慶
爆
撃
な
ど
、
宣
戦
布
告
な
き
侵
略
戦
争
で



約
七
年
も
昔
の
こ
と
だ

俺
が
こ
こ
に
来
て
飲
も
う
と
し
た
時

そ
の
話
を
聞
い
た
の
だ

土
地
の
与
太
者
が
つ
い
先
刻

出
刃
を
も
っ
て
浜
へ
走
っ
た
と

俺
は
そ
の
時
か
ら
想
像
の
囚
人
だ
っ
た

北
支

白
い
印
象
の
雨
が
降
っ
て
い
た

崩
れ
は
て
、
く
す
ぶ
り
つ
づ
く
村
を
見
下
す
丘
に

拉
致
さ
れ

木
の
根
方
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
一
老
人
の

哀
訴
し
、
脈
搏
ち
ふ
く
ら
ん
で
く
る
皺
の
首

年
古
り
た
亀
の
よ
う
な
首
だ
っ
た

雨
が
つ
た
っ
て
ゆ
く
そ
の
喉
笛
め
が
け

息
も
と
め
ず
に
突
き
と
お
し
抉
っ
て
し
ま
っ
た
銃
剣

俺
の
、
こ
の
コ
ッ
プ
を
も
つ
手
だ
っ
た

ご
ぼ
っ
と
異
様
な
血
塊
と
も
泡
と
も
つ
か
ぬ
奴
が
噴
き
、
流
れ
お
ち

　

た
の
だ

浜
に
来
て

俺
は
息
切
れ
の
底
で
嘔
吐
を
こ
ら
え
て
い
た

達
の
精
神
を
い
か
に
蝕
ん
で
い
る
か
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
南
京
大

虐
殺
関
係
サ
イ
ト
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。
こ
れ
で
は
他
国
の
他
者
の
視
野

を
持
て
な
い
ひ
弱
な
人
間
を
育
て
て
い
る
だ
け
だ
。
一
番
の
被
害
者
は

そ
れ
ら
の
歴
史
偽
造
を
ま
と
も
に
信
じ
よ
う
と
し
た
若
者
達
だ
っ
た
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
は
家
永
三
郎
、
藤
原
彰
、
洞
富
雄
の
よ
う
な
歴
史
家

達
が
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
政
府
と
軍
部
そ
し
て
そ
れ
に
迎
合
し
た

人
々
の
行
っ
た
こ
と
の
様
々
な
問
題
点
を
、
実
証
論
理
的
に
世
界
史
的

な
観
点
で
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
誇
る
べ
き
こ
と
な
の
だ
。

戦
後
も
六
十
五
年
に
な
る
今
こ
そ
冷
静
に
日
本
人
は
そ
の
事
実
を
受
け

止
め
て
未
来
を
創
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
を
負
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

　
　
　
傷
害
致
死

散
乱
す
る
月
光
の
渚
を

一
匹
の
大
海
亀
が
這
っ
て
い
た

濡
れ
て
光
る
巨
大
な
甲
殻
は

幽
暗
、
太
古
の
様
相
を
再
現

だ
が
、
祭
り
の
酒
に
酔
っ
た
奴
が
そ
れ
を
み
た

や
が
て
何
人
も
集
ま
り
、
と
り
囲
み
相
談
し
た

環
の
な
か
の
一
人
が
言
っ
た

亀
の
肉
は
う
ま
い
ぞ
！

七
年
も
昔
の
こ
と
だ
。

　

大
崎
二
郎
の
詩
篇
は
家
永
三
郎
や
藤
原
彰
の
よ
う
な
歴
史
家
の
リ
ア

リ
ズ
ム
と
他
国
の
民
衆
の
心
と
日
本
人
と
し
て
の
心
の
痛
み
が
重
層
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
大
崎
二
郎
は
日
本
人
の
中
に
中
国
の
民
衆
を
虫

け
ら
の
よ
う
に
殺
戮
を
し
て
も
恥
じ
な
い
兵
士
た
ち
が
い
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
ん
な
兵
士
を
止
め
よ
う
と
し
た
日
本
人
も
い
た

こ
と
も
記
し
て
い
る
。
た
と
え
戦
争
で
あ
っ
て
も
理
不
尽
に
人
を
殺
し

て
も
い
い
の
か
。
ま
た
殺
そ
う
と
す
る
兵
士
を
止
め
よ
う
と
し
て
逆
に

殺
し
て
も
い
い
の
か
。
と
い
う
問
い
を
自
ら
に
鋭
く
問
い
か
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ギ
リ
ギ
リ
の
問
い
を
読
む
も
の
に
提
示
し
て
い
く
こ
と
が

大
崎
二
郎
の
詩
の
特
質
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
読
む
も
の
を
傍
観

者
に
さ
せ
な
い
で
、
そ
の
情
況
に
引
き
込
ん
で
、
自
分
な
ら
ど
う
す
る

の
だ
と
、
問
い
続
け
て
く
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
大
崎
二
郎
の
詩
を
読

む
こ
と
は
、
読
む
者
の
内
面
に
楔
を
打
ち
込
む
よ
う
に
重
た
い
問
い
を

突
き
つ
け
ら
れ
、
生
き
る
思
想
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
被
害
者

と
加
害
者
の
場
面
に
傍
観
者
も
い
つ
の
間
に
か
、
そ
こ
に
加
担
し
て
壮

絶
な
歴
史
的
な
情
況
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
詩
な
の
だ
。
大
崎
二
郎
は

こ
の
よ
う
な
詩
法
を
ど
う
し
て
身
に
付
け
て
い
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん

中
国
の
蒙
疆
で
の
体
験
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
地
元
高
知
で

宮
地
佐
一
郎
と
の
「
詩
座
」
や
土
佐
文
雄
と
の
「
鉄
と
砂
」
を
発
行
し

な
が
ら
書
き
続
け
る
こ
と
を
原
点
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
飽

罪
の
な
い
者
が
い
ま

ま
さ
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

そ
れ
は
俺
に
と
っ
て
、
あ
の
老
人
そ
の
も
の
だ
っ
た

一
瞬
、
亀
の
背
で

月
光
に
き
ら
め
く
出
刃
を
は
ね
か
え
し
て
い
た

罪
の
な
い
者
を
殺
す
ん
じ
ゃ
ね
え
！　

と

再
び
、
そ
し
て
三
度

月
を
背
後
に
奴
は
真
黒
い
塊
と
な
っ
て

襲
い
か
か
っ
て
き
た

俺
は
夢
中
で
そ
れ
を
受
け
と
め
た
ん
だ

丁
度
喉
笛

噴
く
血
に
俺
は
呆
然
と
ま
み
れ

の
け
ぞ
り
斃
れ
る
、
青
白
い
い
ま
一
ツ
の

新
し
い
罪
を
み
た

波
に
洗
わ
れ
つ
づ
け

昔
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
岩
の
よ
う
に

亀
の
甲
殻
は
光
っ
て
い
た
が

そ
の
時
、
よ
う
や
く
に
し
て

あ
の
老
人
の
罪
ほ
ろ
ぼ
し
を
し
た
と
錯
覚
し
た
の
だ

う
す
れ
て
ゆ
く

罪
の
幻
覚
の
果
て
で

く
い
こ
む
手
錠
の
鋭
い
金
属
音
を
き
い
た



紙
漉
き
職
人
た
ち
を
書
い
た
も
の
で
、
高
知
土
佐
の
紙
漉
き
が
い
か
に

過
酷
な
搾
取
を
受
け
て
き
た
か
を
明
る
み
に
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
高

知
の
風
土
と
紙
漉
き
た
ち
の
誇
り
を
え
が
き
き
っ
た
今
ま
で
に
類
例
の

な
い
叙
事
詩
で
あ
っ
た
。

 

『
走
り
者
』
は
三
章
に
別
れ
る
。
一
章
の
十
三
篇
は
高
知
の
仁
淀
川
流

域
に
い
た
七
百
名
以
上
の
紙
漉
き
の
職
人
技
を
詩
行
に
刻
み
な
が
ら
、

そ
の
報
わ
れ
な
い
過
酷
な
労
働
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
土
佐
和
紙
職
人
の
技
量
が
優
れ
て
い
る
ゆ
え
、
西
陣
織
の
金
糸
の

基
に
な
る
金
箔
原
紙
の
製
造
や
、
軍
人
か
ら
鉄
の
よ
う
な
紙
が
で
き
な

い
か
と
か
い
う
馬
鹿
げ
た
相
談
を
受
け
た
り
、
風
船
爆
弾
の
素
材
に
利

用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
人
間
の
欲
望
や
政
治
に
翻
弄
さ
れ
る
悲
劇

も
語
ら
れ
て
い
る
。
二
章
は
「
逃
散
紙
一
揆
」
を
引
き
起
こ
し
た
紙
漉

き
た
ち
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
抵
抗
力
を
記
し
た
長
編
詩
「
走
り
者
」
の

一
篇
だ
け
で
、
紙
漉
き
た
ち
の
誇
り
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
記
し
て
い

る
。
三
章
の
五
篇
は
、
戦
後
に
な
っ
て
手
漉
業
か
ら
機
械
漉
き
に
な
っ

た
和
紙
工
場
も
ま
た
、
大
手
資
本
に
よ
っ
て
競
争
力
が
無
く
な
り
、
廃

業
に
な
っ
て
し
ま
う
和
紙
業
界
の
在
り
よ
う
を
書
き
残
し
て
い
る
。
一

冊
の
本
で
こ
れ
程
の
土
佐
和
紙
の
紙
漉
き
職
人
た
ち
の
誇
り
と
悲
劇
の

内
面
を
見
詰
め
て
、
表
現
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
冒
頭
の

詩
「
迷
う
紙
」
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　
　
　
迷
う
紙

　

き
足
ら
ず
に
、
浅
井
十
三
郎
の
「
詩
と
詩
人
」
に
も
寄
稿
し
、
後
の
「
山

河
」
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
長
谷
川
龍
生
や
湯
口
三
郎
な
ど
と
も
知
り

合
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
関
係
か
ら
、
浜
田
知
章
と
長
谷
川
龍
生
た
ち

が
高
知
へ
岡
本
弥
太
の
詩
碑
を
見
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ

の
詩
碑
は
高
村
光
太
郎
の
筆
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
た
。
岡
本
弥
太
の
未

完
詩
集
『
山
河
』
を
後
世
に
残
す
こ
と
や
、
弥
太
の
詩
的
精
神
を
引
き

継
ご
う
と
し
た
浜
田
知
章
に
と
っ
て
、
そ
の
詩
碑
に
出
向
く
こ
と
は
聖

地
に
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
浜
田
知
章
は
地
元

の
案
内
を
し
て
く
れ
る
詩
人
と
し
て
大
崎
二
郎
を
頼
り
に
し
た
の
だ
。

浜
田
知
章
は
晩
年
に
大
崎
二
郎
を
「
刎
頚
の
友
」
と
言
っ
て
い
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
出
会
い
の
中
で
生
ま
れ
た
言
葉
だ
ろ
う
。「
山
河
」
の
精
神

を
引
き
継
ぎ
体
現
す
る
盟
友
と
し
て
大
崎
二
郎
を
高
く
評
価
し
て
い
た

か
ら
だ
。
大
阪
に
出
張
の
際
に
は
、
浜
田
宅
に
出
入
り
し
て
親
し
く
な
り
、

「
山
河
」
の
行
動
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
考
え
方
を
共
感
し
て
、
作
品
を
発
表

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
成
果
が
第
二
詩
集
『
下
水
道
浚
渫
中
』（
山

河
出
版
社
）
だ
っ
た
の
だ
。『
山
河
』
が
一
九
六
一
年
に
終
刊
に
な
る
と
、

大
崎
二
郎
は
高
知
の
詩
人
西
岡
寿
美
子
と
一
九
六
三
年
二
月
に
「
二
人
」

を
創
刊
し
、
そ
の
後
の
代
表
作
の
ほ
と
ん
ど
を
発
表
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　
　

４

　

大
崎
二
郎
の
名
前
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
の
は
一
九
八
二
年
に
刊
行

し
た
第
四
詩
集
『
走
り
者
』
に
よ
っ
て
だ
。
こ
の
詩
集
は
土
佐
和
紙
の

激
流
と
な
っ
て
い
ま
、
俺
の
想
念
を
こ
え
て
ゆ
く
。

（
略
）

だ
が
、
こ
れ
か
ら

紙
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
へ
ゆ
く
？

伝
統
的
工
芸
品
産
業
だ
？　

キ
ワ
ニ
ス
賞
だ
？

そ
れ
は
紙
す
き
に
と
っ
て
何
な
の
だ

紙
の
こ
と
語
る
な
ら
口
を
ぬ
ぐ
っ
た
き
れ
い
ご
と
は
よ
し
に
し
て

ど
ろ
ど
ろ　

ど
ろ
ど
ろ
の　

し
が
ら
み
の

銭ぜ
に

と
飯め
し

と
楮
草
の
渦
ま
き
の

わ
き
か
え
る
ソ
ー
ダ
の
煮
汁
の

汗
の　

ね
の
り＊

の
粘
液
の

一
層
ね
ば
る
唾
の
、
か
ら
ま
る
痰
の

し
び
凍
る
手
足
の　

う
ら
み
つ
ら
み
の

混
沌
の
不
安

白
濁
の
め
ま
い
を
い
え
。

字
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が

た
ぐ
っ
て
ゆ
け
ば　

逃
散
紙
一
揆
に
は
じ
ま
る　

た
か
が
知
れ
た
芋

　

蔓
ほ
ど
の

紙
漉
き
の
系
図
だ

専
制　

搾
取
に
百
姓
業
不
相
立
と
愁
訴
嘆
願
し

百
姓
御
赦
免
第
三
条

或
い
は
首
う
た
れ

そ
れ
で
も
紙
を
漉
い
て
き
た

す
た
ん
ど
に
灯
を
と
も
す
と

和
紙
を
貼
っ
た
笠
は

闇
の
な
か　

も
え
あ
が
る
よ
う
に
息
づ
き

し
じ
ま
の
な
か
を
夕
靄
の
よ
う
に
あ
か
り
が
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く

ど
ろ
ど
ろ　

ど
ろ
ど
ろ
と

と
お
い
紙
漉
き
達
の
労
働
の
声
が
た
ち
こ
め
る

長
短
一
本
一
本
の
繊
維
は
息
を
ひ
そ
め
て

し
ら
じ
ら
と
平
静
を
よ
そ
お
っ
て
い
る
が

絹
の
よ
う
に
す
け
て
み
え
る
素
地
の
上
を

長
く
強
靭
な
楮く
さ
＊草
は
に
わ
か
に
狂
い

乱
れ
て
絡
ま
り
あ
い
奔
放
に
の
た
う
ち
ま
わ
る

あ
る
い
は
、
む
き
出
し
の
神
経
の
よ
う
に
白
く
無
数
に
ほ
ど
け

細
い
痛
み
と
な
っ
て
無
限
の
薄
明
へ
と
け
て
い
く
さ
ま

そ
の
ま
ま
を
雲
龍
の
図
柄
に
漉
き
あ
げ
て

人
は
そ
れ
を　

こ
の
上
も
な
く
美
し
い
と
い
う

だ
が
し
ん
じ
つ
そ
う
か
／
灯
を
消
し
て
も　

闇
の
な
か
白
い
楮
草
は

流
れ
つ
づ
け
る

重
い
吐
息
の
、
空く
う

に
ま
い
立
ち
、
沈
み
。

夜
陰
に
し
ず
む
韮に
ろ
う生
の
山
里
・
成な
る
や
ま山
・
半は

山や
ま

・
神
こ
う
の
た
に谷
・
鹿か

敷し
き

以
来
、
楮
を
む
す
あ
の
甘
く
え
ぐ
い
匂
い
は
消
え
う
せ

せ
せ
ら
ぎ
の
音
の
み
昔
の
ま
ま
で

そ
れ
は
し
だ
い
に
高
ま
り
つ
つ



出
て
く
る
と
こ
ろ
だ
。
仁
淀
川
周
辺
の
紙
漉
き
た
ち
が
背
負
っ
て
き
た

清
貧
な
暮
ら
し
が
こ
の
和
紙
と
同
じ
よ
う
に
美
し
い
も
の
と
大
崎
二
郎

は
感
じ
た
か
ら
こ
そ
こ
の
『
走
り
者
』
と
い
う
詩
集
が
誕
生
し
た
の
だ

ろ
う
と
想
像
さ
れ
て
く
る
。

　　
　

５

　

一
九
八
六
年
に
大
崎
二
郎
は
十
数
年
ぶ
り
に
第
五
詩
集
『
夢
の
原
頭

に
て
』
を
刊
行
し
た
。
冒
頭
は
「
黒
い
箱
型
の
汽
車
に
乗
り
／
褐
色
の

／
亜
細
亜
の
、
高
地
を
は
い
上
が
っ
て
ゆ
く
／
機
関
車
は
喘
ぎ
、
息
絶

え
だ
え
に
蒸
気
を
吐
き
。
／
荒
涼
た
る
野
の
よ
う
な
、
空
を
／
暗
い
雲

は
か
す
れ
と
ん
で
ゆ
く
。」
で
始
ま
る
。
停
車
し
た
駅
で
中
国
の
少
女
が

鶏
の
丸
焼
き
を
売
り
に
く
る
が
、
車
窓
か
ら
出
た
多
く
の
手
が
少
女
の

鶏
を
奪
っ
て
し
ま
い
、
少
女
の
泣
き
顔
が
後
ろ
へ
消
え
て
い
く
光
景
を

記
し
て
い
る
。
大
崎
二
郎
は
中
国
大
陸
の
原
頭
（
野
原
の
真
中
の
意
味
）

で
の
出
来
事
を
夢
で
見
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
想
起
す
る
こ

と
の
意
味
を
再
確
認
し
た
詩
集
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
は
詩
的
言
語
か
ら
意
味
を
ず
ら
し
た
り
剝
奪
さ
せ

る
こ
と
が
詩
の
進
化
で
あ
る
よ
う
な
言
説
が
流
れ
始
め
た
。
例
え
ば
吉

本
隆
明
の
『
戦
後
詩
史
論
』
の
中
の
「
修
辞
的
現
代
」
と
い
う
言
葉
に

よ
っ
て
踊
ら
さ
れ
て
、
真
の
修
レ
ト
リ
ツ
ク辞

の
根
源
的
な
意
味
も
戦
後
詩
の
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
戦
争
責
任
も
持
続
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
バ
ブ
ル
時
代
の
最
中
に
連
作
さ
れ
て
バ
ブ
ル
時
代
の

終
わ
り
の
一
九
九
二
年
に
、
大
崎
二
郎
の
第
六
詩
集
『
沖
縄
島
』
が
刊

煮
え
た
ぎ
る
茶
色
い
楮
の
渋
を
あ
び

ね
の
り
を
搗
き　

舟ふ
ね

を
か
き
ま
ぜ
、
こ
ぶ
り

桁
を
握
る
し
か
能
の
な
い
紙
す
き

い
ま
だ
に
ぼ
ろ
ぼ
ろ
欺
さ
れ
つ
づ
け　

買
い
た
た
か
れ

こ
れ
が
紙
か
よ
、
ま
る
で
絹
か
と
思
う
ほ
ど
美
し
い
の
お
。
と
ほ
め

　

ら
れ
て

大
の
男
が
顔
あ
か
ら
め
、
貧
乏
の
冷ひ
や

水
に
ど
っ
ぷ
り
つ
ば
か
っ
た
ま

　

ん
ま

そ
れ
で
も
秋
空
の　

鰯
雲
、
鱗
雲
の
よ
う
な
も
の
は
死
ん
で
も
漉
か

　

ん
一
点
の
乱
れ　

曇
り
翳
り
の
な
い
も
の
を

己
れ
の
迷
い
を
い
ち
ま
い
、
い
ち
ま
い

漉
き
は
が
し
て
ゆ
く

今
日
限
り
の
和か

み紙
を
い
ち
ま
い
い
ち
ま
い
漉
き
あ
げ
て
ゆ
く
。

　
　
　

＊
楮　

こ
う
ぞ
、
か
じ
、
か
じ
く
さ
、
か
み
そ
等
と
呼
ば
れ
る
。
三

　
　
　
　

椏
と
と
も
に
靭
皮
繊
維
の
と
れ
る
代
表
的
な
和
紙
原
料
。

　
　
　

＊
ね
の
り　

漢
名
を
黄
蜀
葵
、
和
名
を
と
ろ
ろ
あ
お
い
と
い
う
。
根
を

　
　
　
　

す
り
つ
ぶ
し
た
時
に
出
る
粘
液
が
、
紙
を
漉
く
時
の
紙
料
の
分
散
剤

　
　
　
　

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　

こ
の
詩
集
の
特
長
は
、
美
し
い
和
紙
を
生
み
出
し
た
紙
漉
き
職
人
へ

の
畏
敬
の
念
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
使
用
す
る
者

や
搾
取
す
る
者
た
ち
へ
の
無
理
解
に
怒
り
に
も
近
い
心
情
が
時
に
迸
り

北
緯
二
十
七
度

真
夏
の
太
陽
が
上
が
ら
ぬ
ま
に

私
は
白
い
首
里
城
へ
の
坂
道
を
の
ぼ
り
は
じ
め
た

か
つ
て
の
琉
球
王
国

幻
の
王
城
へ
。

と
お
く
、
一
八
七
九
年
春
の
坂
道
を
遡
っ
て
行
く
と

あ
た
り
は
急
に
冷
え
は
じ
め

音
は
死
に
絶
え
て

風
景
は
ネ
ガ
チ
ブ
に
ゆ
っ
く
り
と
反
転
し
て
ゆ
く

光
の
木
立
は
鬱
蒼
と
暗
い
赤
木
の
森
と
化
し

天
に
枝
葉
も
み
鳴
ら
し

百
年
前
の
濃
緑
の
風
が
吹
い
て
く
る
の
で
あ
っ
た

も
し
や
…
…

私
は
想
像
の
王
に
会
え
る
予
感
が
し
は
じ
め
て
い
た

だ
が
、
貧
し
き
か
な

そ
の
輪
郭
に
は
、
き
ま
っ
て
あ
の
男
の
顔
が
重
な
っ
て
く
る

あ
の
男
…
…

一
八
七
九
年
三
月
二
十
七
日

首
里
、
高
台
に
吹
く
南
風
は
か
す
か
に
潮
の
匂
い
を
ふ
く
み

行
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
戦
争
責
任
に
つ
い
て
詩
作
品

で
徹
底
し
た
連
作
を
し
た
詩
人
は
い
な
か
っ
た
。
吉
本
隆
明
の
い
う
詩

人
や
詩
的
言
語
の
八
十
年
代
の
現
状
認
識
が
現
実
か
ら
浮
遊
し
た
言
葉

だ
け
の
「
修
辞
現
在
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
反
論
と
し
て
最
も

対
極
に
あ
っ
た
詩
が
大
崎
二
郎
の
生
み
出
し
た
『
走
り
者
』
や
『
沖

縄
島
』
で
あ
っ
た
と
言
う
認
識
を
私
は
抱
い
て
い
た
。『
沖
縄
島
』
は

二
十
九
篇
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
一
章
は
「
風
の
島
」
一
篇
だ
け

で
成
り
立
ち
、
一
六
〇
七
年
の
薩
摩
藩
の
島
津
の
軍
船
に
よ
っ
て
沖
縄

が
植
民
地
化
さ
れ
、
人
頭
税
な
ど
の
過
酷
な
統
治
を
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
南
の
楽
園
で
あ
っ
た
沖
縄
の
富
を
薩
摩
や
後
の
日
本
政
府
が
利
用

し
続
け
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
暗
示
し
て
い
る
。
二
章
の
二
十
四
篇
は

実
際
の
沖
縄
の
戦
場
跡
に
取
材
に
行
き
、
多
く
の
沖
縄
民
衆
が
集
団
自

決
し
た
場
所
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
死
者
の
声
を
聞
き
取
ろ
う
と
し

て
、
詩
行
に
そ
れ
ら
を
書
き
記
し
て
い
っ
た
。
ま
た
日
本
政
府
・
軍
人

や
そ
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
天
皇
の
戦
争
責
任
を
真
正
面
か
ら
問
う

て
い
る
。
次
の
一
篇
は
そ
の
戦
争
責
任
を
問
う
た
詩
篇
で
あ
る
。

　
　
　
首
里
城
趾
に
て

南
島
の
朝
は

青
暗
い　

光
の
粒
が
音
も
な
く
は
じ
け

果
て
し
な
く
湿
潤
が
降
る

そ
れ
か
ら
、
無
影
灯
の
よ
う
に
輝
き
は
じ
め
る
の
だ
。



最
後
に
職
員
、
児
童
等
左
右
を
固
め
つ
つ
那
覇
市
内
を
御
通
輦れ
ん

、
松

田
橋
を
越
え
与よ
な
ば
る

那
原
新
街
道
に
移
ら
せ
ら
る
。
道
す
が
ら
警
官
は
常

に
数
十
歩
前
に
あ
り
て
往
来
の
人
馬
に
注
意
を
与
ふ
。
殊
に
御
通
輦

所
に
当
る
村
々
の
民
家
の
如
き
門
々
、
国
旗
を
掲
げ
し
は
、
注
意
の

ほ
ど
い
と
有
難
く
見
受
け
た
り
。
真
和
志
尋
常
小
学
校
職
員
、
児
童

は
真
玉
橋
の
新
街
道
に
奉
迎
し
、
君
が
代
の
唱
歌
を
奏
せ
り
。
…
…

／
／
煙
霧
の
か
な
た　

た
な
び
く
よ
う
に
皇
国
が
み
え
は
じ
め
る

そ
れ
は
、
た
っ
た
一
枚
の
写
真
で
あ
っ
た
。

何
た
る
笑
止

で
も
笑
え
る
か

あ
ま
り
の
空
し
さ
ゆ
え
に
、
わ
ら
え
る
か

神
の
影
絵
は
沖
縄
中
に
ば
ら
ま
か
れ
て
い
っ
た

し
ら
ず　

し
ら
ず
の　

苦に
が
ゆ
う世

で
あ
っ
た
。

学
校
で
は
、
沖
縄
方
言
を
禁
じ

ふ
と
、
も
の
言
え
ば
首
か
ら
「
方
言
札
」
吊
る
さ
れ

次
に
し
ゃ
べ
る
者
を
み
つ
け
る
ま
で
外
す
こ
と
な
ら
ず
…
…

沖
縄
よ

汝
の
首
に　

母
の
言
葉
を
吊
る
し

と
お
お
い
子
守
唄
を
吊
る
し

罪
人
の
よ
う
に　

父
を
吊
る
し

父
の
言
葉
を
吊
る
し

六
ツ
の
城
門
を
閉
ざ
し
た
首
里
城
の

黒
光
る
犬
槇
の
梁
は
心
な
し
か
沈
み

重
苦
し
い
刻
が
よ
ど
ん
で
い
た

そ
の
空
気
を
切
り
裂
き

ば
し
ッ
！　

激
し
く
床
板
が
鳴
っ
た

え
え
い
！
処
分
じ
ゃ

琉
球
処
分
！

…
…

随
分
、
刻
が
流
れ
た
か

前
方
、
木
の
間
が
く
れ

森
閑
と
、
王
国
五
百
年
は
白
い
闇
と
な
っ
て
漂
っ
て
い
る

ふ
と
、
照て
り

葉ば

の
間
あ
わ
い

か
ら

百
年
前
の
蟬
の
声
が
降
り
注
い
で
く
る
の
を
き
い
た

ふ
り
む
け
ば
鬱
蒼
た
る
赤
木
の
緑
陰
は
な
く

陽
炎
の
中
に
己
の
影
が
燃
え
て
い
る
の
み
で
は
な
い
か
…
…

あ
あ
、
そ
れ
か
ら　

あ
の
男
ら

頻
繁
に
こ
の
島
へ
や
っ
て
き
は
じ
め
た

…
…
御
聖
影
を
御
お
て
ぐ
る
ま輦

に
奉
蔵
し
、
整
々
と
庁
門
を
出
づ
。
其
の
行
列

は
警
官
先
駆
、
次
に
国
旗
及
び
校
旗
を
翻
し
、
次
に
職
員
、
児
童
、

次
に
校
長
、
中
央
に
御
輦
、
次
に
郡
長
、
郡
視
学
、
郡
書
記
、
管
理
者
、

八
ツ
に
裂
け
て
尚
、
王
城
の
森
の
名
残
り
を
と
ど
め
る

一
本
の
赤
木
で
あ
っ
た

そ
の
赤
い
肌
に
榕
ガ
ジ
ユ
マ
ル樹

が
ぼ
う
ぼ
う
と
気
根
を
垂
ら
し

絡
め
て
、
ひ
し
と
抱
き
し
め
て
い
た

お
き
な
わ
を
。（
略
）

　

大
崎
二
郎
は
沖
縄
の
侵
略
四
〇
〇
年
の
歴
史
を
記
し
、
そ
れ
を
日
本

人
に
突
き
つ
け
て
、
今
も
そ
の
歴
史
が
日
米
の
政
府
に
よ
っ
て
継
続
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
宗
教
哲
学
者
ヤ
ス

パ
ー
ス
は
「
罪
責
論
」
で
ド
イ
ツ
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
際

に
四
つ
の
責
任
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
刑
事
上
（
法
律
上
）
責
任
、

二
つ
は
道
徳
上
責
任
、
三
つ
は
政
治
上
責
任
、
四
つ
は
形
而
上
的
責
任

で
あ
る
が
、
大
崎
二
郎
も
ま
た
日
本
政
府
・
軍
部
そ
し
て
天
皇
の
四
つ

の
責
任
を
詩
作
の
中
で
、
難
し
い
試
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
誰
よ

り
も
厳
し
く
多
面
的
に
問
い
続
け
て
い
た
。
政
治
学
者
の
丸
山
真
男
も

歴
史
学
者
家
永
三
郎
も
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
戦
争
責
任
論
を
参
考
に
し

て
い
る
が
、
大
崎
二
郎
も
日
本
人
と
日
本
政
府
と
軍
部
に
対
し
て
こ
の

四
つ
の
責
任
を
問
う
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
国
を
侵
略
し
て
は

い
け
な
い
こ
と
や
他
国
の
捕
虜
や
民
衆
を
保
護
す
る
国
際
法
を
遵
守
し

よ
う
と
し
た
か
。
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
が
沈
黙
を
し
て
自
己
保
身
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
国
際

法
を
遵
守
し
な
い
政
府
や
軍
隊
を
支
持
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

戦
争
で
亡
く
な
っ
た
厖
大
な
人
々
に
生
涯
に
わ
た
り
贖
罪
感
を
抱
い
て

重
い
、
お
も
い
故
山
の
石
を
つ
る
し

ま
ぎ
れ
な
い
皇
民
に
な
っ
て
い
っ
た

股
肱
の
島
よ

島
が
割
れ
て
沈
む
日
も

あ
の
男
は
皇
宮
の
森
か
ら
お
ろ
お
ろ
と
東
京
の
焼
け
る
火
を
み
て
い

　

た
、
か

一
九
四
五
年
二
月
、
近
衛
文
麿
は
上
奏
文
を
以
て
、
敗
戦
は
最
早
必

　

至
な
り
と

戦
争
終
結
を
進
言
し
た
が
容
れ
ず

も
う
一
度
ぴ
し
ゃ
り
と
撃
て
、
と
命
じ

そ
の
間
に
国
体
護
持
を
連
合
軍
に
と
り
つ
け
よ
う
と
し
た

漸
く
木
戸
幸
一
の
進
言
を
い
れ
て
戦
争
終
結
を
実
現
す
る
よ
う
命
じ

　

た
の
は

六
月
二
十
二
日
、
沖
縄
が
潰
滅
し
た
ま
さ
に
そ
の
日

既
に
…
…
こ
の
島
で
、
十
九
万
人
が
死
ん
だ
あ
と
だ
っ
た
。

太
陽
は
ほ
ぼ
真
上
に
あ
っ
た

ふ
と

初
老
の
男
が
来
て
、
一
本
の
木
を
指
さ
し
示
し
た

地
上
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
上
は
吹
っ
飛
び



想
像
力
で
そ
の
悲
劇
に
肉
薄
し
遭
遇
し
た
民
衆
の
心
の
奥
底
に
入
り
込

ん
で
い
く
。
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
法
は
、
読
む
側
に
日
本
人
の
戦
争

責
任
と
は
何
で
あ
り
続
け
る
の
か
を
問
う
て
い
く
。
ま
た
未
収
録
詩
篇

に
は
中
国
大
陸
で
の
体
験
の
他
に
、
特
攻
兵
士
、
戦
艦
大
和
の
こ
と
な

ど
同
世
代
の
若
者
の
悲
劇
を
一
貫
し
て
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
ん
な
大

崎
二
郎
の
戦
争
責
任
を
生
き
よ
う
と
す
る
全
貌
を
こ
の
全
詩
集
が
明
ら

か
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
全
詩
集
刊
行
の
最
終
の
校
正
確
認
が
終
わ
り
、
療
養
中
に
も
か

か
わ
ら
ず
六
百
頁
を
超
す
膨
大
な
校
正
を
し
て
い
た
だ
い
た
お
礼
を
大

崎
二
郎
に
直
接
伝
え
た
。
そ
の
際
に
思
い
切
っ
て
質
問
し
て
み
た
。〈
大

崎
さ
ん
は
次
の
詩
集
の
テ
ー
マ
に
「
戦
艦
大
和
と
知
覧
の
特
攻
兵
士
」

を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
〉。
即
座
に
一
緒
で
は
な
く

「
戦
艦
大
和
」
と
「
知
覧
の
特
攻
兵
士
」
を
別
々
の
詩
集
に
す
る
構
想

を
持
っ
て
い
て
草
稿
の
一
部
は
書
い
て
い
る
と
話
さ
れ
た
。
大
崎
二
郎

は
私
に
「
戦
艦
大
和
」
で
死
ん
で
い
っ
た
若
い
海
軍
兵
達
の
姿
を
生
き

生
き
と
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
詩
的
情
熱
に
大
崎
二
郎
は
健
在
で
あ
り
、

き
っ
と
体
調
が
戻
れ
ば
必
ず
書
き
残
す
だ
ろ
う
と
確
信
し
た
。

　

日
本
人
が
世
界
の
中
で
名
誉
あ
る
位
置
を
占
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ

う
な
歴
史
観
を
持
ち
行
動
を
し
た
ら
い
い
か
。
そ
の
際
の
指
針
と
し
て

十
九
・
二
十
世
紀
の
日
本
が
行
っ
た
戦
争
責
任
の
意
味
を
根
源
的
に
考
え

る
上
で
、
こ
の
『
大
崎
二
郎
全
詩
集
』
が
一
級
の
文
学
的
な
資
料
と
な
り
、

多
く
の
後
世
の
者
に
読
み
継
が
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

い
る
の
で
は
な
い
か
。
大
雑
把
だ
が
そ
ん
な
四
つ
の
責
任
は
何
ら
か
の

形
で
、
戦
後
に
生
き
残
っ
た
も
の
も
戦
後
生
ま
れ
の
も
の
も
引
き
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
大
崎
二
郎
は
日

本
人
が
沖
縄
を
植
民
地
化
し
て
い
く
過
程
を
緻
密
に
詩
作
し
た
。
そ
こ

で
暗
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
沖
縄
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
台
湾
や
朝
鮮

で
行
わ
れ
て
植
民
地
的
な
成
果
を
あ
げ
て
い
き
、
そ
の
経
験
を
中
国
満

州
や
内
蒙
古
な
ど
の
華
北
地
方
そ
し
て
中
国
全
土
へ
と
よ
り
ス
ケ
ー
ル

を
広
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
実
践
し
た
こ
と
が
日
本
政
府
や
軍
部
の
潜
在

的
な
侵
略
の
意
思
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
侵
略
の
原
点
は
沖

縄
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
大
崎
二
郎
は
『
沖
縄
島
』
を
書
き
記
し
な
が
ら

読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
侵
略
の
原
点
で
あ
る
天

皇
制
の
精
神
性
を
不
問
に
し
て
し
ま
う
在
り
方
を
日
本
人
一
人
一
人
に

厳
し
く
問
う
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

大
崎
二
郎
は
第
七
詩
集
『
海
色
抄
』
で
土
佐
近
海
の
魚
を
通
し
て
生

き
て
い
る
こ
と
の
苦
さ
と
同
時
に
喜
び
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
魚
だ
け

を
テ
ー
マ
に
し
て
こ
ん
な
に
味
わ
い
が
あ
り
、
酒
飲
み
の
肴
特
集
の
よ

う
な
詩
集
が
編
め
る
の
は
、
大
崎
二
郎
だ
け
だ
。
四
歳
の
時
に
実
母
か

ら
離
さ
れ
た
孤
独
な
少
年
が
海
の
魚
と
語
ら
っ
て
き
た
塩
辛
い
成
果
な

の
だ
ろ
う
。

　

二
〇
〇
一
年
の
第
八
詩
集
『
き
み
あ
ー
ゆ
う
あ
』
は
中
国
残
留
孤
児

を
テ
ー
マ
に
編
ま
れ
た
詩
集
だ
。
二
〇
〇
六
年
の
第
九
詩
集
『
幻
日
記
』

は
広
島
の
原
爆
に
つ
い
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
詩
集
だ
。
こ
の
二

冊
の
試
み
も
歴
史
的
事
実
や
残
さ
れ
た
記
憶
や
事
物
を
踏
ま
え
な
が
ら
、


