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堀
田
善
衛
の
詩
文 

―
戦
中
と
戦
後
の
間
―

一
七

序

　

丸
山
真
男
の
顰
に
倣
う
な
ら（
１
）、

戦
中
と
戦
後
は
二
つ
の
異
な
る
巨
大
な
言

説
の
空
間
で
あ
り
、
敗
戦
の
詔
勅
を
も
っ
て
両
者
は
互
い
に
接
し
て
い
る
。

両
者
の
間
に
位
置
を
占
め
る
歴
史
的
時
空
は
存
在
し
な
い
に
等
し
い
が
、
戦

中
か
ら
戦
後
へ
生
き
延
び
た
者
の
内
部
に
は
、
二
つ
の
空
間
を
仕
切
る
境
界

を
跨
ぎ
越
す
こ
と
に
よ
っ
て
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
暗
渠
が
存
在
す
る
。

そ
の
よ
う
な
暗
渠
に
軸
足
を
据
え
戦
中
と
戦
後
の
間
、
す
な
わ
ち
敗
戦
と
い

う
事
実
と
共
に
戦
後
の
活
動
を
再
開
し
た
人
々
の
思
考
の
深
層
に
走
る
一
本

の
断
層
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
断
層
は
日
常
を
生
き
る
中
で
気
づ

か
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
日
常
の
言
語
活
動
に
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
ほ

ど
で
は
な
い
程
度
に
、
常
に
こ
の
断
層
は
活
き
、
動
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

あ
ら
ゆ
る
発
話
の
深
層
か
ら
地
鳴
り
を
聞
き
取
る
こ
と
が
可
能
な
ら
、
我
々

は
こ
の
暗
渠
の
う
ち
に
囂
々
と
鳴
り
響
く
活
断
層
の
動
き
に
圧
倒
さ
れ
る
に

堀
田
善
衛
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―
戦
中
と
戦
後
の
間
―

山
　
㟢
　
正
　
純

違
い
な
い
の
だ
。

　

敗
戦
と
い
う
事
実
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
で
あ
り
、
そ
の
事
実
と
共
に
生

き
る
と
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
事
な
の
か
。
丸
山
真
男
は
戦
後
、
軍
国
支
配

者
の
精
神
形
態
を
繰
返
し
論
じ
る
こ
と
で
、
戦
中
の
言
説
の
総
体
を
分
析
的

に
解
体
し
よ
う
と
し
た（
２
）。

理
解
し
つ
く
す
こ
と
で
、
対
象
を
否
定
し
解
体
す

る
と
い
う
明
確
な
方
法
的
意
識
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
丸
山
が
抱
え
た
暗
渠

に
は
、
超
国
家
主
義
者
、
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
を
否
定
し
無
化
す
る
こ

と
で
蘇
生
す
る
瑞
々
し
い
地
層
が
あ
り
、
丸
山
は
そ
こ
に
軸
足
を
置
く
こ
と

で
、
超
国
家
主
義
を
批
判
し
、
や
が
て
日
本
文
化
の
古
層
・
深
層
を
論
じ
る

こ
と
に
な
る（
３
）。

丸
山
に
と
っ
て
敗
戦
と
は
軍
国
支
配
者
の
敗
北
で
あ
り
、
敗

戦
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
、
超
国
家
主
義
の
蘇
生
を
封
じ
込
め
る
た
め
の

言
説
戦
略
を
採
り
な
が
ら
、
や
が
て
日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
至
る

円
環
を
閉
じ
る
事
で
あ
っ
た
。

　

丸
山
に
と
っ
て
想
定
外
だ
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
顕
著
に



一
八

な
っ
た
大
衆
情
報
消
費
社
会
の
到
来
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
専
制
と
主
体
の
摩

滅
で
あ
っ
た（
４
）。

丸
山
の
古
層
論
は
こ
う
し
た
事
態
へ
の
深
刻
な
危
機
感
か
ら

構
想
さ
れ
た
も
の
で
、
結
果
的
に
日
本
の
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
接
近

に
見
え
た
と
し
て
も
（
実
際
に
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
も
の
で

あ
っ
た
が
）、
丸
山
真
男
の
戦
後
の
歩
み
は
、
軍
国
支
配
者
の
敗
北
と
い
う

事
実
か
ら
逆
算
的
に
切
り
取
ら
れ
た
戦
後
民
主
主
義
の
定
着
の
度
合
い
を
測

り
取
り
な
が
ら
、
事
態
を
憂
慮
し
続
け
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
丸
山
が
敗
戦
の
事
実
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
彼
が
抱
え
た
戦
中
と
戦
後
の
間
に
走
る
断
層
は
、
民
主
か
独
裁
か
と

い
う
選
択
を
常
に
迫
り
な
が
ら
、
丸
山
自
身
を
こ
の
二
分
法
の
思
考
の
中
に

駆
り
立
て
る
も
の
と
し
て
居
座
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

堀
田
善
衛
の
戦
後
の
詩
作
を
読
ん
で
強
く
感
じ
る
の
は
、
戦
争
に
よ
る
死

者
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
罪
障
感
と
深
い
孤
独
感
で
あ

る
。
堀
田
は
敗
戦
に
よ
っ
て
、
生
死
の
臨
界
点
に
ま
で
た
ど
り
着
く
一
人
の

英
雄
的
歴
史
家
の
夢
を
破
棄
し
、
真
正
の
死
者
か
ら
突
き
放
さ
れ
た
孤
独
で

零
落
し
果
て
た
自
分
の
姿
を
自
ら
の
記
憶
と
し
て
刻
み
付
け
た
の
で
あ
る
。

青
年
の
内
側
に
抱
え
込
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
暗
渠
か
ら
地
鳴
り
の
よ
う
に
噴

き
上
が
っ
て
く
る
、
真
正
の
死
者
の
声
と
の
凄
絶
な
格
闘
の
も
た
ら
す
も
の

が
堀
田
の
戦
後
の
詩
作
に
他
な
ら
な
い
。

　

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
そ
の
『
罪
責
論
』
を
、
敗
戦
後
連
合
軍
の
占
領

下
に
お
か
れ
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
巨
大
な
罪
業
が
一
九
四
五
年
十
一
月
に
開
廷

し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
過
程
と
並
行
し
て

草
稿
を
執
筆
し
、ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
翌
四
六
年
に
か
け
て
講
義
し
た
。

そ
の
中
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る（
５
）。

　

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
権
力
の
道
は
望
む
べ
く
も
な
し
、
謀
略
の
道

は
品
位
を
傷
つ
け
、
実
効
を
と
も
な
わ
な
い
。
公
明
正
大
こ
そ
、
無
力

の
う
ち
に
も
あ
り
得
べ
き
わ
れ
わ
れ
の
品
位
の
宿
る
と
こ
ろ
、
し
か
も

わ
れ
わ
れ
自
身
の
好
機
の
宿
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
か
な
る
幻
滅
に
遇

お
う
と
も
、
こ
れ
以
上
の
損
失
を
招
こ
う
と
も
、
強
国
の
た
め
に
い
い

よ
う
に
虐
待
さ
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
公
明
正
大
の
道
を
歩
も
う
と
す
る

の
か
、
そ
れ
と
も
別
な
道
を
歩
も
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、

ド
イ
ツ
人
一
人
一
人
の
問
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答

え
は
こ
う
で
あ
る
。
い
わ
く
、
こ
こ
に
掲
げ
た
道
こ
そ
は
、
わ
れ
わ
れ

の
根
性
が
浮
き
草
生
活
に
お
ち
い
る
の
を
防
ぐ
唯
一
の
道
で
あ
る
、と
。

　

ド
イ
ツ
の
敗
戦
を
敗
戦
国
民
の
側
の
一
人
と
し
て
受
け
止
め
た
知
識
人

の
、
戦
後
の
思
考
の
一
つ
の
典
型
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
丸
山
真
男
と
堀
田
善

衛
の
あ
い
だ
に
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
置
く
と
す
れ
ば
、
堀
田
に
近
く
、
丸
山

か
ら
は
幾
分
遠
い
と
い
う
位
置
取
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い



堀
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―
戦
中
と
戦
後
の
間
―

一
九

う
「
公
明
正
大
」
さ
が
、
堀
田
の
歴
史
を
見
る
視
線
の
根
底
に
は
あ
る
。
丸

山
か
ら
幾
分
遠
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
歴
史
的
探
究
の
対
象
の
中
に
、
自
分

自
身
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
堀
田
善
衛
の

戦
後
の
小
説
群
に
顕
在
す
る
歴
史
へ
の
懐
疑
は
、
自
ら
を
も
対
象
と
す
る
こ

と
で
戦
争
の
真
正
の
死
者
か
ら
の
呪
詛
の
声
へ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
応
答
と
な
り

得
る
で
あ
ろ
う
。

　

加
藤
典
洋
は
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
罪
責
論
』
を
引
き
、
以
下
の
よ
う
に

書
い
て
い
る（
６
）。

　

わ
た
し
は
、
こ
こ
に
、
日
本
の
戦
後
が
も
つ
べ
き
で
も
て
な
か
っ
た

戦
後
的
思
考
の
原
型
が
あ
る
、
と
い
う
感
想
を
抱
く
。
そ
れ
は
、
敗
戦

の
起
点
に
あ
る
自
分
た
ち
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な

く
、
そ
こ
に
あ
る
恥
辱
、
汚
れ
を
直
視
し
、
逆
に
そ
れ
を
足
場
に
す
る

こ
と
で
こ
れ
ま
で
に
な
い
思
考
を
築
こ
う
と
す
る
自
覚
的
な
選
択
を
意

味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
選
択
こ
そ
、
敗
戦
が
わ
た
し
達

に
要
請
し
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
が
、『
罪
責
論
』
を
書
く
ヤ
ス
パ
ー
ス

こ
そ
、
わ
た
し
達
の
戦
後
が
も
っ
て
よ
か
っ
た
戦
後
知
識
人
の
祖
型
な

の
で
あ
る
。

　

加
藤
典
洋
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
考
に
「
戦
後
的
思
考
の
原
型
」
を
み
る
。

敗
戦
の
現
実
を
自
ら
の
暗
渠
と
し
て
抱
え
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
な
し
う
る
最

大
限
を
公
的
領
域
に
お
い
て
公
明
正
大
に
実
践
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
ヤ

ス
パ
ー
ス
の
主
張
は
、
例
え
ば
堀
田
の
長
編
小
説
『
審
判
』
（
７
）に

お
い
て
、
原

爆
投
下
の
当
事
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
倫
理
的
葛
藤
を
極
限
ま

で
追
究
し
、
人
類
の
為
し
う
る
こ
と
、
人
類
が
償
い
う
る
こ
と
の
限
界
を	

は
っ
き
り
と
示
し
、
そ
の
限
界
を
超
え
た
所
業
を
厳
し
く
断
罪
し
た
こ
の
作

家
の
「
公
明
正
大
」
な
歴
史
的
立
場
に
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
堀
田
善
衛
の
戦
中
の
詩
と
文
章
か
ら
読
ん
で
み
た
い
。
戦
争
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
死
に
つ
い
て
懸
命
に
思
索
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
な

お
言
葉
が
虚
空
を
斬
る
そ
の
姿
に
、
戦
中
に
お
け
る
芸
術
派
的
教
養
の
限
界

を
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
だ
が
同
時
に
そ
の
限
界
は
、
敗
戦
の
予
感
に
耐

え
な
が
ら
詩
作
に
打
ち
込
む
堀
田
善
衛
の
言
語
的
構
え
で
あ
り
、
や
が
て
敗

戦
と
い
う
現
実
に
襲
わ
れ
た
後
、
再
起
す
る
堀
田
善
衛
の
文
学
的
原
質
と
し

て
生
き
延
び
る
も
の
で
も
あ
る
。

第
一
章
　
応
召
前

　

小
林
秀
雄
を
堀
田
が
知
っ
た
の
は
一
九
四
二
年
、
吉
田
健
一
に
誘
わ
れ
て

『
批
評
』
の
同
人
に
加
わ
っ
た
と
き
で
あ
る
。『
批
評
』
は
一
九
三
九
年
八
月



二
〇

創
刊
。
創
刊
号
に
小
林
秀
雄
を
囲
む
座
談
会
「
歴
史
と
文
学
」
が
掲
載
さ

れ
て
い
る（
８
）。

堀
田
の
戦
中
の
詩
作
は
全
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
七	

篇
。
そ
の
う
ち
『
批
評
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
五
篇
あ
る
。
堀
田
の
詩
作

の
開
始
は
、
真
珠
湾
へ
の
奇
襲
、
宣
戦
の
詔
書
公
布
に
よ
っ
て
日
本
が
ア
ジ

ア
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
時
期
と
重
な
る
。
か
つ
て
小
林
秀
雄
は
「
心
明

か
す
な
／
夏
よ
去
れ
／
眼
を
閉
ぢ
て
／
目
蓋
は
か
ろ
し
／
蜘
蛛
の
糸
／
雨
に

は
切
れ
ず
／
切
れ
ぎ
れ
に
／
惑
ふ
わ
れ
か
な
」（
一
九
三
七
年
『
文
学
界
』）

と
歌
っ
た
。
こ
こ
に
は
夏
の
光
に
輝
く
海
、
夏
草
、
空
と
、
若
い
肉
体
（「
は

だ
け
た
る
胸
／
汗
ば
め
る
腹
」）
と
の
本
質
論
的
同
一
性
に
落
ち
込
ん
で
い

く
こ
と
を
恐
れ
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
「
心
明
か
す
な
／
夏
よ
去
れ
」

と
い
う
繰
り
返
さ
れ
る
声
と
な
っ
て
い
る
。
小
林
秀
雄
の
こ
の
詩
は
、
自
然

と
身
体
と
の
融
合
の
至
福
感
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
自
然
と
身
体
と
意
志
の
三
者
が
融
合
と

離
反
の
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
詩
と
な
っ
て
成
立
し

て
い
る
。
三
者
が
同
等
の
位
置
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
象
徴
性
の
深
み
を

も
っ
て
一
篇
の
詩
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
詩
は
対
位
法

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
と
り
わ
け
小
林
の
こ
の
詩
は
静
態

的
な
均
斉
と
い
う
よ
り
は
、
対
位
法
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
一
瞬
を
捉
え

た
と
こ
ろ
に
、
主
題
の
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

堀
田
善
衛
の
戦
中
の
詩
に
は
、
こ
れ
と
同
種
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
対
位
法

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
堀
田
は
一
九
四
四
年
二
月
に
召
集
さ
れ
東
部
第
四
八

部
隊
に
入
隊
し
、同
年
五
月
に
胸
部
疾
患
の
た
め
召
集
解
除
と
な
っ
て
い
る
。

『
批
評
』
一
九
四
四
年
二
月
号
の
「
編
集
後
記
」
に
は
、「
堀
田
善
衛
が
応
召

し
た
。
こ
の
若
き
詩
人
批
評
家
に
幸
あ
れ
」
と
記
さ
れ
、同
号
に
詩
「
高
原
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
批
評
』
一
九
四
四
年
四
月
号
に
は
「
水
の
ほ

と
り
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
篇
の
詩
は
応
召
直
前
の
詩
作
と
考
え

ら
る
。

　

短
詩
「
水
の
ほ
と
り
」
は
三
連
か
ら
な
っ
て
お
り
、「
足
元
を
黄
に
染
め

つ
く
し
た
落
葉
」
と
「
ま
だ
緑
つ
や
や
か
に
遺
つ
て
ゐ
る
秋
草
」
と
が
描
か

か
れ
る
第
一
蓮
。
美
し
い
自
然
の
持
続
の
中
で
、
秋
で
も
な
く
冬
で
も
な	

い
、
い
つ
で
も
な
い
時
間
が
さ
り
げ
な
く
設
定
さ
れ
、
近
代
の
時
間
軸
を
垂

直
に
降
下
す
る
深
部
に
お
い
て
「
山
毛
欅
に
凭
つ
て
思
ふ
」「
お
ま
へ
」
が

描
か
れ
る
。

水
の
ほ
と
り
の
／
山
毛
欅
に
凭
つ
て
思
ふ
こ
と
は
／
お
ま
へ
の
歌
の
か

な
し
さ
だ
／
冷
た
い
光
を
浴
び
つ
つ
／
許
せ
許
せ
と
は
云
ひ
つ
づ
け
て

き
た
の
だ
が
…
…
／
／
離
山
に
日
が
落
ち
た
／
夕
暮
れ

―
／
黝
ん
だ

水
の
上
を
わ
た
り
ゆ
く
／
白
い
蝶
の
一
匹
／
ふ
り
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ひ

と
つ
の
か
な
し
み	

（
二
連
、
三
連
）
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「
お
ま
へ
の
歌
の
か
な
し
さ
」
と
は
、
例
え
ば
「
黝
ん
だ
水
の
上
を
わ
た

り
ゆ
く
／
白
い
蝶
の
一
匹
」
と
い
っ
た
黒
と
白
と
の
単
調
な
対
位
法
が
喚
起

す
る
抒
情
、
黒
に
対
し
て
白
が
喚
起
す
る
無
垢
な
詩
人
の
宿
命
の
悲
し
さ
と

い
っ
た
主
題
の
浮
薄
さ
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ふ
り
き
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
ひ
と
つ
の
か
な
し
み
」
で
あ
り
「
許
せ
許
せ
と
は
云
ひ
つ
づ
け
て
き
た
」

堀
田
の
詩
人
と
し
て
の
「
か
な
し
み
」
な
の
で
あ
る
。
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
が
求
め
る
無
垢
な
詩
人
像
へ
の
傾
斜
を
振
り
切
る
と
き
、「
水
の
ほ
と

り
の
／
山
毛
欅
」
の
周
囲
に
訪
れ
た
「
夕
暮
れ

―
」
の
風
景
は
近
代
の
時

間
軸
の
中
に
埋
も
れ
た
季
節
の
抒
情
を
鋭
く
否
定
し
て
、
近
代
を
歌
う
歌
へ

の
別
れ
を
「
白
い
蝶
」
を
消
し
去
る
こ
と
で
表
白
す
る
詩
と
な
る
。
近
代
を

歌
う
歌
へ
の
別
れ
は
、
前
近
代
世
界
へ
の
無
限
の
遡
行
に
よ
る
太
古
の
未
分

へ
の
捨
身
的
忘
我
的
同
一
化
を
意
味
し
な
い
。
事
態
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で

あ
っ
て
、近
代
的
時
間
軸
の
措
定
が
、忘
我
的
同
一
化
の
作
為
的
措
定
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
を
自
覚
す
る
地
点
か
ら
、
堀
田
は
詩
作

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
近
代
的
時
空
と
太
古
的
共
同
性
の
い
ず
れ
も
虚
像
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
人
間
の
生
命
と
生
活
が
置
か
れ
た
時
空
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の	

か
。
三
連
詩
「
水
の
ほ
と
り
」
は
、
近
代
と
前
近
代
の
対
位
法
そ
の
も
の
が

空
無
化
す
る
瞬
間
を
「
ふ
り
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ひ
と
つ
の
か
な
し
み
」
と
言

い
終
え
た
と
こ
ろ
で
結
ば
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
あ
る
人
間
の
生
命
と
生
活

を
、
い
わ
ば
近
代
的
理
性
の
狡
知
に
抗
っ
て
つ
か
み
取
る
た
め
に
は
、
理
性

の
狡
知
そ
の
も
の
を
主
題
に
据
え
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。
応
召
直
前
の
青
年
堀
田
善
衛
は
、
権
力
の
声
を
詩
作
の
内
部
に
導

き
い
れ
、
そ
の
声
を
書
き
と
め
る
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
主
題
を
追
求
し
た
。

『
批
評
』
一
九
四
四
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
高
原
」
は
、「
水
の
ほ
と	

り
」
の
地
点
か
ら
人
間
の
死
生
と
権
力
の
関
係
を
描
き
、
死
と
生
の
接
す
る

先
端
で
発
せ
ら
れ
る
人
間
の
声
を
捉
え
書
き
記
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

「
高
原
」
は
三
つ
の
パ
ー
ト
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
が
さ
ら
に
三

連
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
の
パ
ー
ト
で
は
、「
私
」
が
生
気
に
溢
れ
た
豊

か
な
緑
を
眺
め
、
陽
の
光
を
受
け
な
が
ら
山
腹
を
登
っ
て
い
く
。

頂
き
に
近
い　

尾
根
の
椴
松
は
し
か
し
／
嵐
に
頭
を
折
ら
れ　

裂
か
れ

／
群
叢
を
抜
き
そ
び
え
た
つ
も
の
の
孤
独
と
／
闘
ひ
の
痕
を
の
こ
し
悲

壮
の
姿
で
立
つ
て
ゐ
る
／
立
つ
て
ゐ
る　

そ
の
下
蔭
に
は
／
憐
れ
に
優

し
い
一
人
静
の
花
一
輪　

二
輪
／
（
中
略
）
／

―
私
は
何
を
見
て
ゐ

る
の
か
？

　

「
私
は
何
を
見
て
ゐ
る
の
か
？
」
と
い
う
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
、「
私
」

は
こ
の
山
腹
か
ら
頂
に
か
け
て
展
開
す
る
瑞
々
し
い
光
景
と
、
そ
れ
に
続
く

勇
壮
で
あ
り
悲
壮
な
英
雄
の
よ
う
な
「
闘
ひ
の
痕
を
の
こ
し
悲
壮
の
姿
で
立



二
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つ
て
ゐ
る
」
椴
松
と
、
可
憐
な
「
一
人
静
」
の
一
対
が
織
り
な
す
如
何
に
も

既
視
感
の
あ
る
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
抒
情
を
自
ら
の
内
か
ら
切
断
す
る
。
こ

の
風
景
が
既
視
感
に
満
ち
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
不
審
の
念
は
、
そ
の
後

「
私
」が
不
意
に
た
ど
り
着
い
た「
山
上
の
湖
」の
ほ
と
り
で
明
瞭
に
聞
き
取
っ

た
声
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
す
る
。

雨
は
去
り
霧
の
み
慌
し
い
空
の
下
に
見
出
た
碧
い
湖

―
／
そ
れ
は
ひ

そ
か
に
隠
さ
れ
て
ゐ
た
／
つ
ひ
の
憩
ひ
の
や
う
に
深
く
深
く
湛
え
ら
れ

て
ゐ
る
／
誰
が
囁
き
か
け
る
の
か
…
…
／
『
怖
れ
な
く
湖
を
さ
し
の
ぞ

け
！
』
と
は

　

雨
と
霧
に
遮
ら
れ
「
ひ
そ
か
に
隠
さ
れ
て
ゐ
た
」「
碧
い
湖
」
が
私
の
眼

下
に
突
如
広
が
る
。「
つ
ひ
の
憩
ひ
の
や
う
に
深
く
深
く
湛
え
ら
れ
て
ゐ
る
」

こ
の
「
碧
い
湖
」
を
あ
た
か
も
鏡
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
「
怖
れ
な
く
湖
を

さ
し
の
ぞ
け
！
」
と
「
私
」
に
命
ず
る
こ
の
声
の
ぬ
し
は
、
近
代
を
作
為
的

に
措
定
す
る
権
力
の
狡
知
に
他
な
ら
な
い
。
近
代
の
抒
情
的
風
景
の
最
後
に

見
出
さ
れ
る
近
代
的
自
我
の
内
面
に
向
か
っ
て
投
身
す
る
べ
く
命
じ
ら
れ
た

「
私
」
は
し
か
し
、
そ
の
声
の
ぬ
し
の
存
在
を
見
と
お
し
、
秘
め
ら
れ
た
狡

知
に
気
付
い
て
い
る
。
湖
の
碧
色
が
象
徴
す
る
浪
漫
主
義
は
、
一
方
で
近
代

的
デ
カ
ダ
ン
ス
詩
を
、
他
方
で
太
古
の
壮
大
な
神
話
的
叙
事
詩
を
コ
イ
ン
の

両
面
の
よ
う
に
一
挙
に
措
定
す
る
。

　

戦
時
下
の
堀
田
善
衛
は
、
こ
の
両
面
か
ら
の
挟
撃
を
詩
と
評
論
に
よ
っ
て

か
わ
そ
う
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
堀
田
は
、
前
近
代
、
近
代
、
超
近
代
の

い
ず
れ
で
も
な
い
場
所
か
ら
近
代
文
学
の
視
界
の
限
界
を
撃
ち
、
死
に
近
接

す
る
場
所
を
詩
文
の
拠
点
と
し
て
据
え
た
の
で
あ
る
。堀
田
の
近
代
批
判
は
、

同
時
に
前
近
代
批
判
で
あ
り
超
近
代
批
判
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
特
異
で
あ

る
。
一
九
四
三
年
五
月
の
エ
ッ
セ
イ
「
未
来
に
つ
い
て
」
（
９
）の

な
か
で
堀
田
は

芸
術
特
に
詩
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

死
と
い
ふ
一
限
界
を
前
提
に
し
た
場
合
、
未
来
へ
の
生
を
考
へ
る
に

つ
い
て
、芸
術
ほ
ど
に
確
実
な
土
台
は
あ
り
得
な
い
や
う
に
私
は
思
ふ
。

（
中
略
）
詩
作
の
刹
那
の
あ
の
純
粋
集
中
の
持
続
時
間
に
於
て
は
、
正

し
く
壁
・
限
界
は
ゐ
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
で
「
壁
・
限
界
」
と
い
う
の
は
、
生
と
死
を
仕
切
る
壁
で
あ
り
、
生

の
延
長
の
最
終
末
の
デ
ッ
ド
ラ
イ
ン
を
意
味
し
て
い
る
。
堀
田
に
と
っ
て
詩

作
す
る
こ
と
は
、
生
命
の
最
終
末
に
聳
え
る
壁
の
向
こ
う
側
へ
突
き
抜
け
、

い
ま
だ
死
な
ぬ
生
命
を
文
字
に
託
す
行
為
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
生
命

の
最
先
端
に
お
い
て
死
と
闘
う
行
為
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
堀
田
の
次
の

よ
う
な
歴
史
観
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
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歴
史
に
安
住
す
る
も
の
は
、
盲
目
の
マ
イ
ナ
ス
者
に
過
ぎ
な
い
が
、

歴
史
の
一
番
深
み
に
、
一
等
先
頭
の
無
と
の
限
界
線
・
点
上
に
生
き
る

も
の
は
、
矢
張
り
正
し
い
の
だ
。
先
頭
に
よ
ろ
め
か
ず
た
じ
ろ
が
ず
、

生
き
切
る
た
め
に
は
、
制
作
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
彼
に
は
常
に
前

進
す
る
基
地
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
先
頭
と
は
、
ま
た
常
に
永

遠
の
世
界
へ
の
入
り
口
な
の
で
あ
る
。
時
間
は
、
河
の
や
う
に
前
へ
流

れ
て
ゐ
る
も
の
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
先
頭
と
は
常
に
河
口
な
の
だ
。
そ

の
先
は
永
遠
の
海
で
あ
る
。
河
と
海
と
は
そ
の
自
然
性
を
異
に
し
て
ゐ

る	

（「
未
来
に
つ
い
て
」）

　

「
死
が
、
近
接
し
た
障
壁
で
あ
る
時
」（「
未
来
に
つ
い
て
」）、
そ
こ
に
安

住
し
て
し
ま
う
こ
と
が
た
や
す
い
こ
と
と
は
決
し
て
言
え
ま
い
が
、
近
接
し

た
死
の
到
来
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
と
な
り
海
へ
と

流
れ
込
む
か
、
す
な
わ
ち
死
の
意
味
を
見
極
め
る
こ
と
で
歴
史
を
作
っ
て
い

こ
う
と
す
る
意
志
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
は
、「
盲
目
の
マ
イ
ナ
ス
者
」
と

し
て
死
に
圧
し
潰
さ
れ
る
道
を
行
く
し
か
あ
る
ま
い
。
死
の
意
義
を
雄
弁
に

語
る
時
代
的
作
為
で
は
な
い
。
死
の
意
味
を
知
る
と
は
、
こ
の
自
分
の
死
を

も
た
ら
し
た
も
の
、
そ
し
て
死
の
先
の
未
来
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
堀
田
の

詩
作
は
死
を
媒
介
と
し
て
歴
史
に
近
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
高
原
」第
二
の
パ
ー
ト
の
モ
チ
ー
フ
は「
流
れ
」で
あ
る
。
第
一
の
パ
ー

ト
が
深
度
に
お
い
て
不
可
測
だ
が
、
多
分
に
既
視
感
の
あ
る
「
山
上
の
湖
」

が
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
近
代
の
狡
知
が
理
性
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
し
た

虚
像
（「
私
は
何
を　

見
て
ゐ
る
の
か
？
」）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の	

「
流
れ
」
は
人
知
に
よ
っ
て
は
捉
え
き
れ
な
い
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
が

そ
の
「
流
れ
」
の
な
か
に
「
語
ら
れ
て
ゐ
る
」
も
の
、
そ
の
意
味
で
生
と
死

を
含
み
つ
つ
歴
史
の
河
が
海
へ
と
流
れ
込
む
地
点
の
光
景
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

大
空
に
地
に
老
い
と
若
さ
と
朝
と
夜
と
を
大
き
く
め
ぐ
り
／
め
ぐ
り
ゆ

く
自
然
の
う
ち
に
立
つ
て
ゐ
る
／
ゆ
く
時
の
今
に
立
つ
て
ゐ
る
／
私
の

身
体　

私
の
心

―
／
私
と
は
…
…
な
に

―
？
／
『
ひ
と
り
の
歌
は

　

消
え
て
も
よ
い
？
』
／
／
『
何
故
に
？
』『
何
処
へ
？
』
…
…
／
流

れ
逝
く
渓
流
の
音
を
私
は
き
く
／
そ
こ
に
す
べ
て
は　

語
ら
れ
て
ゐ
る

の
だ
／
激
し
く
も
な
が
れ
来
て　

踏
み
切
つ
た
そ
の
時
の
／
滝
の
落
ち

際
の
安
ら
か
さ
よ
／
飛
沫
は
む
し
ろ
夢
の
や
う
に
お
ち
て
ゆ
く
の
だ

…
…

　

「
老
い
と
若
さ
と
朝
と
夜
と
を
大
き
く
め
ぐ
り
／
め
ぐ
り
ゆ
く
自
然
」
の

な
か
に
あ
っ
て
、詩
人
は
い
ま
「
ゆ
く
時
の
今
に
立
つ
て
ゐ
る
」。「
ゆ
く
時
」



二
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と
は
〈
征
く
時
〉
で
あ
り
、
さ
ら
に
〈
逝
く
時
〉
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
流

れ
逝
く
」
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を
含
む
こ
と
で
、
戦
争
を
も
そ
の
大
き
な

渦
の
中
に
包
み
な
が
ら
飛
沫
を
立
て
て
落
ち
て
ゆ
く
水
の
流
れ
、
す
な
わ
ち

歴
史
の
先
端
を
見
届
け
る
堀
田
の
視
線
を
映
し
て
い
る
。「『
何
故
に
？
』『
何

処
へ
？
』
…
…
」
と
い
う
問
い
の
存
在
は
、「『
ひ
と
り
の
歌
は　

消
え
て
も

よ
い
？
』」
と
い
う
自
問
と
と
も
に
、
こ
の
第
二
パ
ー
ト
の
内
部
で
消
え
る
。

夭
折
の
詩
人
で
あ
り
、「
何
処
へ
？
」
の
詩
を
残
し
た
立
原
道
造
を
論
じ
た

文
章
「「
何
処
へ
？
」
―
立
原
道
造
論
」（『
批
評
』
一
九
四
三
年
五
月
『
批

評
』）
に
、
堀
田
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

そ
れ
は

―
た
と
へ
ば
彼
の
詩
の
一
貫
し
た
流
れ
が
、
流
れ
て
行
つ

て
ゆ
き
つ
く
、
否
、
ゆ
き
つ
く
べ
く
も
な
い
が
ゆ
ゑ
に
私
は
運
命
と
い

ふ
こ
と
を
云
ふ
の
で
あ
る
が
、（
中
略
）
自
ら
も
手
の
と
ど
か
ぬ
や
う

な
存
在
の
深
み
の
心
情
の
流
れ
は
、
恐
ら
く
私
ら
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど

こ
へ
ゆ
く
の
か
を
、
私
ら
に
は
と
ら
へ
が
た
な
い
詩
の
本
質
の
や
う
な

こ
と
ば
で
四
六
時
中
告
げ
て
ゐ
る
、
さ
う
し
た
場
所
。

　

堀
田
は
立
原
道
造
の
詩
に
「
私
ら
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
」

と
い
う
漂
泊
者
の
問
い
を
聴
き
、
ま
た
そ
の
問
い
へ
の
答
え
が
「
ゆ
き
つ
く

べ
く
も
な
い
」
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
詩
の
本
質
の
や
う
な
こ
と
ば
で

四
六
時
中
告
げ
て
ゐ
る
」
の
を
聴
き
と
る
の
だ
と
い
う
。「
ゆ
き
つ
く
べ
く

も
な
い
」
場
所
へ
と
「
彼
の
詩
の
一
貫
し
た
流
れ
が
、
流
れ
て
行
つ
て
ゆ
き

つ
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
」
に

は
「『
何
故
に
？
』『
何
処
へ
？
』」
と
問
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、「
私
」

の
詩
は
「
詩
の
本
質
の
や
う
な
こ
と
ば
」
の
故
に
「
さ
う
し
た
場
所
」
に
「
流

れ
て
行
つ
て
ゆ
き
つ
く
」こ
と
が
で
き
る
。「
私
」に
と
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、

「
流
れ
逝
く
渓
流
の
音
」
の
う
ち
に
「
す
べ
て
は　

語
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
い

う
一
事
で
あ
る
。
こ
の
時
「
私
」
に
「
運
命
」
の
一
語
の
意
味
が
捉
え
ら
れ	

る
。　

そ
し
て
、
若
し
生
を
流
れ
ゆ
く
川
の
や
う
な
も
の
と
し
て
考
へ
て
ゐ

た
の
で
あ
つ
た
ら
、
海
、
永
遠
、
宇
宙
と
い
っ
た
も
の
を
己
が
身
に
理

解
す
る
。
世
界
が
み
る
み
る
変
容
し
更
新
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

自
然
が
、
も
の
が
鮮
か
に
美
し
く
輝
き
で
る
稀
有
の
瞬
間
を
迎
え
へ
る

で
あ
ら
う
。（
中
略
）
か
つ
て
は
生
は
生
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
界
の

む
か
う
を
ひ
と
し
い
領
域
と
し
て
も
つ
て
ゐ
た
こ
と
、
そ
れ
は
生
の
果

て
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
言
葉
が
こ
の
と
き
の
た
め
に
あ

つ
た
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
し
み
じ
み
と
諾
ふ
。
そ
し
て
つ
ひ
に
は

更
に
、
も
は
や
相
対
に
あ
れ
こ
れ
と
は
呼
ば
れ
な
い
、
ま
た
対
立
観
か

ら
責
め
出
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
、
充
実
し
た
凛
然
た
る
歌
を
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聞
く
。
ま
た
豊
か
な
、
歌
は
ね
ば
真
に
存
在
し
な
い
、
何
処
に
も
ゐ
て
、

何
処
に
も
ゐ
な
い
や
う
な
世
界
そ
の
も
の
を
見
な
ほ
す
。
復
活
か
生
誕

の
や
う
に
。	

（「「
何
処
へ
？
」

―
立
原
道
造
論
」）

　

生
と
死
が
界
を
接
し
な
が
ら
「
ひ
と
し
い
領
域
と
し
て
」
か
つ
て
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
。
近
代
の
詩
人
は
、「『
何
故
に
？
』『
何
処
へ
？
』」
と
問
わ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
問
う
詩
の
言
葉
は
「
界
の
む
か
う
」
に
流
れ

つ
い
て
い
る
の
だ
。
詩
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
詩
作
を
通
じ
て
「
界
の
む
か

う
」
に
ゆ
き
つ
く
生
を
獲
得
す
る
が
、
そ
の
時
詩
人
は
生
を
死
と
引
き
換
え

に
し
て
、「
界
の
む
か
う
」
側
で
の
生
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
詩
作

は
し
た
が
っ
て
「
歌
は
ね
ば
」
す
な
わ
ち
死
、
歌
え
ば
「
復
活
か
生
誕
」
の

如
き
転
生
と
し
て
の
生
を
手
に
入
れ
る
行
為
で
あ
る
。「
世
界
が
み
る
み
る

変
容
し
更
新
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
自
然
が
、
も
の
が
鮮
か
に
美
し
く

輝
き
で
る
稀
有
の
瞬
間
を
迎
え
へ
る
」
時
、
詩
人
に
転
生
の
時
が
訪
れ
る
。

近
代
の
相
対
主
義
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
の
狭
間
か
ら
「
責
め
出
さ
れ
た
も

の
で
は
決
し
て
な
い
、
充
実
し
た
凛
然
た
る
歌
」
の
調
べ
と
と
も
に
転
生
の

時
は
や
っ
て
く
る
。

　

「
高
原
」
第
三
の
パ
ー
ト
の
モ
チ
ー
フ
は
遍
歴
の
果
て
に
詩
人
に
訪
れ
る

生
の
更
新
、
転
生
の
瞬
間
の
歓
喜
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
は
遠
く　

山　

河
を
／
人
世
の
遍
歴
の
そ
の
や
が
て
の
日
を

／
私
は　

思
う
た　

燭
火
に
そ
む
き
／
眼
を
あ
げ
て
望
め
ば
／
い
ま
に

な
ほ
夕
陽
は
あ
か
く
／
か
な
た
最
高
の
山
々
に
照
り
映
え
て
ゐ
る
／
そ

の
裡
で
の　

眠
り
の
な
か
に
あ
つ
た
ひ
と
つ
の
答
へ
よ
／

―
ま
た
あ

た
ら
し
く　

生
き
ら
れ
る
！
／
ま
た
あ
た
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
！

　

こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
歌
は
ね
ば
真
に
存
在
し
な
い
、
何
処
に

も
ゐ
て
、
何
処
に
も
ゐ
な
い
や
う
な
世
界
」
で
あ
る
。
応
召
直
前
の
堀
田
は

歌
う
た
め
に
生
き
る
こ
と
で
、
生
と
死
の
「
対
立
観
」
を
超
え
よ
う
と
し
て

い
た
の
だ
。
歌
う
こ
と
は
「
界
の
む
か
う
」
に
ゆ
き
つ
く
生
を
獲
得
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
詩
作
す
る
こ
と
で
生
は
死
を
も
含
み
こ
ん
だ
生
へ
と
転
ず

る
。
詩
作
が
完
成
す
る
と
き
に
詩
人
に
訪
れ
る
歓
喜
の
声
（「
ま
た
あ
た
ら

し
く　

生
き
ら
れ
る
！
／
ま
た
あ
た
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
！
」）
は
そ
の
よ

う
な
生
の
獲
得
の
瞬
間
を
告
げ
る
声
で
も
あ
る
。「
か
つ
て
は
生
は
生
で
あ

り
な
が
ら
同
時
に
界
の
む
か
う
を
ひ
と
し
い
領
域
と
し
て
も
つ
て
ゐ
た
」
と

堀
田
は
書
く
。「
何
処
に
も
ゐ
て
、
何
処
に
も
ゐ
な
い
や
う
な
世
界
」
を
、

人
は
言
葉
に
よ
っ
て
「
も
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

戦
中
の
堀
田
が
こ
う
し
た
死
生
観
と
言
語
観
を
有
し
て
お
り
、
詩
作
を
生

の
中
心
に
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
堀
田
が
み
ず
か
ら
ひ
と
つ
の

大
き
な
危
機
を
抱
え
込
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
現
実
の
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死
が
眼
前
に
累
々
た
る
屍
と
な
っ
て
そ
の
姿
を
現
し
た
と
き
、
堀
田
の
詩
作

を
支
え
る
死
生
観
、
言
語
観
が
単
に
死
へ
の
恐
怖
に
処
す
る
た
め
の
緩
衝
材

で
し
か
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
否
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
現
実
の
死
に
直
面
し
な
が
ら
、
な
お
「
ま
た
あ
た
ら
し
く　

生
き
ら
れ

る
！
／
ま
た
あ
た
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
！
」
と
歓
喜
の
叫
び
を
叫
ぶ
こ
と
な

ど
で
き
は
し
な
い
と
い
う
動
か
し
が
た
い
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
対
決
を
、
堀
田

は
詩
作
に
よ
っ
て
闘
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
復
活
か
生

誕
の
や
う
」
な
「
界
の
む
か
う
」
側
へ
の
転
生
を
歌
う
詩
作
に
よ
っ
て
生
き

る
こ
と
の
危
う
さ
を
、
堀
田
は
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
応
召
し
、
敗
戦
を
迎
え
る

の
で
あ
る
。
堀
田
の
詩
作
が
完
結
し
う
る
た
め
に
は
、
立
原
道
造
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
夭
折
の
詩
人
と
な
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問

い
は
、
戦
中
の
堀
田
の
詩
作
と
生
が
抱
え
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
除
隊
と
敗
戦

　

『
批
評
』
一
九
四
四
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
高
原
」
を
残
し
て
、
堀

田
善
衛
は
東
部
第
四
十
八
部
隊
に
召
集
さ
れ
る
が
、
国
内
（
内
地
）
で
の
訓

練
中
の
怪
我
が
原
因
で
胸
部
疾
患
に
な
り
富
山
陸
軍
病
院
で
三
ヵ
月
の
入
院

加
療
と
な
る
。
そ
の
時
の
こ
と
を
堀
田
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

『
批
評
』
に
『
西
行
論
』
と
い
う
、
戦
乱
の
世
に
生
き
る
詩
人
の
生

態
に
つ
い
て
の
文
章
を
連
載
し
た
の
で
す
が
、
日
本
の
詩
人
、
文
学
者

あ
る
い
は
古
典
を
考
え
る
と
な
る
と
、
究
極
的
に
は
ど
う
し
て
も
天
皇

制
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
宮
廷
文
学
と
い
う

も
の
と
、
天
皇
制
論
と
い
う
も
の
と
が
、
別
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
の

は
当
然
で
す
。
昭
和
十
八
九
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
西
行
論
は
や
め

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
や
め
て
し
ま
う
と
、
な
に
も
か
も

つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
召
集
さ
れ
て
兵
隊
に
な
り
ま
し
た
。

費
用
を
自
分
の
生
命
で
払
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
大
旅
行
に
ゆ
く
つ
も

ろ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
不
器
用
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
私
は
、
兵
営
の

便
所
で
転
ん
で
肋
骨
を
折
り
ま
し
た
。
誰
か
が
新
聞
で
「
演
習
中
に
」

と
書
い
て
く
れ
ま
し
た
が
、
演
習
中
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
便
所
で
転
倒

し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
原
因
で
胸
が
ひ
ど
こ
と
に
な
り
、
病
院
に
三
ヵ

月
い
ま
し
た
。	

（「
暦
日
」『
三
田
文
学
』
一
九
五
二
年
五
月
）

　

応
召
直
前
の
「
高
原
」
に
確
認
で
き
る
死
生
観
、
言
語
観
は
『
批
評
』
に

連
載
さ
れ
た
「
西
行
」（『
批
評
』
一
九
四
三
年
十
二
月
～
四
四
年
十
一
月
）

の
基
本
的
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
近
い
一
節
に
、「
僕

は
歌
を
信
じ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
歌
こ
そ
が
自
然
と
歴
史
を
ひ
ら
き
、
千
年

の
昔
日
と
こ
れ
か
ら
の
日
本
と
を
む
す
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
己
の
生
と
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す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
明
ら
か
で

あ
る
。
だ
が
こ
の
「
西
行
」
の
連
載
は
中
断
し
て
し
ま
う
。
戦
後
に
書
か
れ

た
前
掲
の
「
暦
日
」
に
「
宮
廷
文
学
と
い
う
も
の
と
、
天
皇
制
論
と
い
う
も

の
と
が
、
別
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
西
行
」
論
末
尾

に
近
く
、「
西
行
彷
徨
の
理
由
は
も
と
よ
り
彼
一
身
の
裡
に
」
あ
る
の
で
あ

る
が
、「
彼
の
真
面
目
は
常
に
崇
徳
院
の
御
光
の
下
に
あ
つ
て
現
れ
る
の
で

あ
る
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
あ
と
「
ま
こ
と
女
房
文
学
と
云
ひ
、
隠
者
文
学
と

云
へ
、
共
に
和
歌
は
宮
廷
を
中
心
に
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
こ
そ
残
つ
て
来
た

の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
一
節
を
経
て
、
上
田
秋
成
、
馬
琴
、
幸
田
露
伴
、
泉

鏡
花
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
「
問
題
は
民
族
精
神
の
根
本
の
闇
を
衝
い
て
ゐ
る

の
だ
」
と
書
き
つ
け
た
あ
た
り
で
中
断
と
な
っ
て
い
る
。

　

「
高
原
」
と
「
西
行
」
は
詩
と
和
歌
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、「
千
年
の
昔

日
と
こ
れ
か
ら
の
日
本
」に
一
身
の
生
を
係
留
し
、「
民
族
精
神
の
根
本
の
闇
」

に
お
い
て
生
死
の
境
を
越
え
る
と
い
う
主
題
に
於
い
て
一
致
し
て
お
り
、
そ

の
限
り
で
は
「
西
行
」
の
連
載
は
堀
田
の
詩
論
を
漂
泊
の
歌
人
に
充
当
し
、

か
つ
堀
田
自
身
の
生
の
道
行
き
を
確
認
す
る
内
容
で
一
貫
し
て
い
る
。「
西

行
」
論
が
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
に
は
、
応
召
前
に
書
か
れ
た

「
高
原
」
と
異
な
り
、
応
召
後
三
ヵ
月
の
入
院
を
経
て
一
九
四
四
年
五
月
に

除
隊
す
る
ま
で
の
経
験
、
及
び
そ
の
後
の
予
後
を
養
い
つ
つ
読
ん
だ
と
さ
れ

る
レ
ー
ニ
ン
の
英
訳
本
、
大
魯
迅
全
集
な
ど
の
読
書
が
影
響
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、「
暦
日
」
の
回
想
に
あ
る
と
お
り
、
兵
営
で
の
「
不
器
用
で

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
私
」
が
二
月
入
隊
、
五
月
除
隊
の
三
ヵ
月
を
病
院
で
の
加

療
の
た
め
に
過
ご
し
た
と
い
う
事
実
が
、「
高
原
」「
西
行
」
の
主
題
と
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
を
引
き
起
こ
し
、
堀
田
の
詩
論
の
崩
壊
（「
な
に
も
か
も
つ
ま

ら
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
」）
に
ま
で
至
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
身
一

代
の
命
に
縋
る
た
め
の
入
院
加
療
で
あ
り
、
ま
た
「
費
用
を
自
分
の
生
命
で

払
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
大
旅
行
」
の
途
に
最
も
不
相
応
な
自
分
を
見
出
さ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

戦
後
の
堀
田
の
最
初
の
詩
「
潟
の
風
景
」
に
は
、「
高
原
」「
西
行
」
に
顕

わ
で
あ
っ
た
生
か
ら
死
へ
と
移
行
す
る
漂
泊
の
詩
人
あ
る
い
は
大
旅
行
者
に

に
堀
田
自
ら
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
視
点
の
構
成
が
消
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生

の
向
こ
う
側
に
あ
る
と
さ
れ
る
死
の
世
界
へ
の
移
行
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
否

定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
一
身
一
代
の
命
大
事
と
生
き
残
っ
た
堀
田
吉

衛
の
恥
の
感
覚
で
あ
り
、
生
か
ら
死
へ
移
行
す
る
大
旅
行
者
に
自
ら
を
な
ぞ

ら
え
、「
民
族
精
神
の
根
本
の
闇
」
を
知
る
詩
人
へ
の
憧
憬
を
歌
い
得
た
青

春
の
日
々
の
詩
論
へ
の
決
別
の
調
べ
で
あ
る
。

　

「
潟
の
風
景
」
第
一
連
に
は
、人
の
気
配
の
な
い
傾
い
た
潟
の
砂
浜
に
「
焼

き
は
ら
は
れ
た
手
も
足
も
な
い
木
々
が
」
硬
直
し
た
死
体
の
よ
う
に
突
き

立
っ
て
お
り
、「
黝
ん
で
光
る
潟
を
吹
く
風
」
に
吹
き
晒
さ
れ
る
光
景
が
描

か
れ
、
第
二
連
に
登
場
す
る
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
が
こ
の
殺
伐
と
し
た
死



二
八

の
気
配
に
満
ち
た
光
景
を
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
第
二
連
、「
僕
」
の

傍
ら
に
一
体
の
「
屍
」
が
「
ご
ろ
り
と
転
つ
て
」
い
る
。
第
二
蓮
か
ら
第
三

連
で
「
僕
」
が
こ
の
潟
の
砂
浜
に
立
っ
て
い
る
小
屋
の
中
で
こ
の
「
屍
」
を

「
土
間
に
ね
か
し
」、
砂
浜
で
の
孤
独
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。低

い
空
に
キ
イ
ヴ
イ
ひ
び
く
釣
瓶
を
あ
や
つ
り
／
水
を
汲
み
上
げ
／
砂

浜
に
死
魚
を
あ
さ
り
／
土
を
掘
り
か
え
し
／
喰
ひ
物
を
あ
つ
め
て
は
／

薄
い
落
日
を
と
ば
口
で
眺
め
る　

一
日
／
…
…
屍
よ
／
夜
僕
は
以
前
の

や
う
に
星
々
を
仰
ぐ
／
し
か
し
星
は
以
前
の
や
う
に
そ
の
意
味
を
語
り

は
し
な
い
／
／
星　

夜　

土　

水
／
し
か
し
こ
れ
ら
も
僕
に
は
死
ん
で

ゐ
る	

第
三
・
四
連

　

「
高
原
」
で
歌
わ
れ
た
高
揚
し
た
調
べ
は
こ
こ
に
は
な
い
。「
星　

夜　

土　

水
」
は
自
然
界
と
命
の
秘
密
を
詩
人
に
語
り
、
詩
人
は
そ
の
美
し
い
自

然
の
中
で
死
と
生
と
の
「
対
立
観
」
を
一
気
に
超
越
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

死
へ
の
転
生
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
可
能
に
す
る
詩
作
こ
そ
堀
田
の
喝
仰

す
る
詩
人
の
営
み
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
今
や
詩
人
は
「
黙
つ
て

ね
た
ま
ま
／
僕
を
見
て
ゐ
る
」
意
味
不
明
の
「
屍
」
に
向
か
っ
て
語
り
か
け

る
ほ
か
な
い
。「
星
は
以
前
の
や
う
に
そ
の
意
味
を
語
り
は
し
な
い
」
と
。

そ
れ
に
し
て
も
屍
よ
／
こ
の
静
け
さ
は
何
だ
ら
う
／
僕
は
小
屋
裡
に
火

を
燃
や
し
／
少
年

―
た
し
か
に
僕
は
故
郷
を
出
る
道
筋
に
ゐ
た
／
そ

こ
で
記
憶
が
中
断
す
る
／
火
田
民
が
襲
つ
て
来
て
／
そ
の
ど
さ
く
さ
に

／
機
を
見
て
僕
は
お
前
を
扼
殺
し
た
ら
し
い
／
非
道
い
人
々
が　

一
物

も
残
さ
ず
奪
ひ
合
ひ
か
つ
ぎ
去
つ
た
そ
の
あ
と
に
／
ご
ろ
り
と
／
お
前

が
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
の
だ
／
裸
で　

血
も
流
さ
ず
に	

第
五
連

　

少
年
の
日
、
故
郷
を
あ
と
に
し
出
立
す
る
自
分
。
し
か
し
そ
こ
で
記
憶
が

途
切
れ
る
。
中
断
し
た
時
間
の
空
白
。
記
憶
は
飛
躍
し
、「
火
田
民
」
に
襲

わ
れ
す
べ
て
を
奪
わ
れ
る
シ
ー
ン
が
現
れ
る
。
動
乱
、
非
道
、
略
奪
、
殺
人
。

そ
の
混
乱
の
な
か
で
、「
僕
」
は
「
お
前
を
扼
殺
し
た
ら
し
い
」
と
い
う
。

す
べ
て
が
終
わ
り
、
誰
も
い
な
い
荒
涼
た
る
地
平
に
「
屍
」
が
「
裸
で　

血

も
流
さ
ず
に
」、「
僕
」
の
傍
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
一
九
三
六
年
、二
・

二
六
事
件
の
前
日
に
堀
田
は
慶
応
大
学
法
学
部
政
治
学
科
予
科
受
験
の
た
め

に
上
京
し
て
い
る
。
二
・
二
六
事
件
に
遭
遇
し
、
以
後
敗
戦
に
い
た
る
ま
で

の
約
一
〇
年
、
一
八
歳
か
ら
二
七
歳
ま
で
の
日
々
を
「
非
道
い
人
々
が　

一

物
も
残
さ
ず
奪
ひ
合
ひ
か
つ
ぎ
去
つ
た
」
時
代
と
し
て
堀
田
と
そ
の
世
代
は

潜
り
抜
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
敗
戦
の
年
の
三
月
、
東

京
大
空
襲
に
遭
遇
、
廃
墟
と
化
し
た
深
川
近
辺
に
、
無
数
の
遺
体
が
散
乱
す
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戦
中
と
戦
後
の
間
―

二
九

る
の
を
堀
田
は
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
、
空
路
上
海
へ
。
国
民
政
府

中
央
宣
伝
部
対
日
工
作
委
員
会
に
徴
用
さ
れ
、
日
中
双
方
の
熾
烈
な
政
治
的

駆
け
引
き
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
上
海
で
の
体
験
は
、長
篇
小
説
「
歯
車
」

（
一
九
五
一
年
五
月
『
文
学51

』）
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
に

し
て
も
「
機
を
見
て
僕
は
お
前
を
扼
殺
し
た
ら
し
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意

味
か
。
第
六
連
に
お
い
て
「
屍
」
の
正
体
が
暗
示
さ
れ
る
。

…
…
夜　

真
夜
中
に
／
音　

音
を
聞
き
と
ら
う
と
／
暗
い
し
じ
ま
に
／

眼
を
ひ
ら
き
耳
を
そ
ば
だ
て
／
無　

無
に
疲
れ
安
ら
つ
て
小
屋
の
椅
子

に
帰
つ
て
く
る
と
／
毎
夜　

真
夜
中
に
啜
り
泣
く
の
だ
／
お
前　

恐
ら

く
は
僕
の
青
春
の
屍
よ

―	

第
六
連

　

「
高
原
」
を
『
批
評
』
編
集
部
に
託
し
、「
西
行
」
を
書
き
継
ぐ
つ
も
り

で
応
召
し
た
一
九
四
四
年
二
月
ま
で
の
堀
田
の
詩
論
、
そ
れ
を
支
え
た
死
生

観
、
言
語
観
を
敗
戦
後
の
堀
田
は
「
青
春
の
屍
」
と
し
て
葬
る
ほ
か
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
応
召
後
、
敗
戦
前
後
に
至
る
体
験
は
、
件
の
詩
論
に
欠

落
し
て
い
る
も
の
を
突
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
死
の
哲
学
の
肩

代
わ
り
を
す
る
た
め
の
詩
学
に
は
、
無
数
の
死
を
見
送
っ
た
生
き
残
り
の
感

覚
の
定
着
が
視
界
に
全
く
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
死
は
自
ら
の
避
け
が
た
い

運
命
で
あ
り
、
詩
作
に
よ
っ
て
詩
人
は
死
の
世
界
を
手
中
に
収
め
、
そ
こ
に

お
い
て
転
生
を
果
た
す
は
ず
だ
っ
た
。
運
命
へ
の
抵
抗
は
そ
の
よ
う
な
理
路

を
通
じ
て
可
能
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
そ
う
し
た
詩
論
が
堪
え
う

る
限
界
を
は
る
か
に
超
え
る
他
者
の
死
を
堀
田
は
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
一
方
で
死
は
堀
田
に
到
来
せ
ず
、
戦
い
の
大
義
の
御
旗
は
失
わ
れ
、
屍

だ
け
が
残
っ
た
。
生
き
残
っ
た
堀
田
は
ま
ず
、
こ
の
現
実
を
詩
に
歌
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
か
つ
て
の
自
身
の
詩
論
の

無
効
を
密
か
に
自
覚
し
た
日
の
記
憶
を
、
詩
の
表
現
の
上
に
定
着
さ
せ
る
必

要
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

あ
あ
お
さ
ら
ば
の
夢
／
弾
力
の
あ
る
土
地
の
夢
！
／
空
は
白
む
／
死
魚

を
あ
さ
る
べ
き
朝
が
ま
た
来
る
の
だ
！
／
い
つ
お
前
は
僕
を
殺
す
だ
ろ

う
か	

第
九
連

　

「
僕
」
が
別
れ
を
告
げ
る
夢
と
は
、「
西
行
」
劈
頭
の
一
段
に
明
ら
か
で

あ
る
。

　

唯
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。

―
平
家
物
語
を
ひ
ら
く
と
冒
頭
に
こ

の
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
し
ま
ひ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
一
等
最
初

に
あ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
た
一
等
お
し
ま
ひ
に
人
の
云

ふ
言
葉
で
も
あ
る
。
が
し
か
し
、
平
家
物
語
は
こ
の
言
葉
を
そ
の
冒
頭



三
〇

と
し
て
、
心
も
詞
も
及
ば
れ
ぬ
物
語
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
。	

（「
西
行
」）

　

「
心
も
詞
も
及
ば
れ
ぬ
物
語
」
の
こ
と
を
堀
田
は
「
自
然
と
人
間
の
間
の

無
限
界
」
に
創
ら
れ
た
「
文
芸
」、「
自
然
と
人
間
の
間
の
無
限
無
量
界
」、

す
な
わ
ち
「
人
の
生
そ
の
も
の
」
と
も
書
い
て
い
る
（「
西
行
」）。
す
な
わ

ち
「
春
の
夜
の
夢
」
と
は
生
と
死
の
あ
わ
い
に
あ
る
大
自
然
に
溶
融
し
て
い

く
人
の
見
る
幻
で
あ
る
。「
潟
の
風
景
」
第
九
連
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

文
芸
観
を
取
り
あ
げ
、
詩
人
は
別
れ
を
告
げ
る
。
こ
れ
以
後
「
僕
」
は
、
扼

殺
し
決
別
を
告
げ
た
こ
の
「
屍
」
が
「
僕
を
殺
す
」
日
の
来
る
こ
と
に
怯
え

な
が
ら
、「
死
魚
を
あ
さ
る
」
よ
う
な
日
々
を
送
り
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。

詩
人
の
中
に
根
深
く
残
存
す
る
か
つ
て
の
詩
論
が
、
再
び
地
表
に
芽
を
吹
か

な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
潟
」
と
は
、
再
生
の
可
能
性
を
絶
つ

不
毛
性
の
形
象
な
の
で
あ
る
。

　

敗
戦
後
、『
歴
程
』（
一
九
四
七
年
九
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
朝
」
は

「
二
十
・
四
―
六　

上
海
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
堀
田
善
衛
は
四
五
年
五

月
、
武
田
泰
淳
と
と
も
に
南
京
に
旅
行
し
た
際
、
草
野
新
平
を
介
し
て
『
歴

程
』
同
人
に
加
わ
っ
た（10
）。「

朝
」
の
付
記
を
信
じ
れ
ば
、
国
際
文
化
振
興
会

上
海
資
料
室
勤
務
で
あ
っ
た
こ
の
時
期
の
作
詞
で
あ
る
。
五
連
か
ら
な
る
こ

の
詩
は
、
敗
戦
直
前
の
上
海
で
、
堀
田
善
衛
に
訪
れ
た
あ
る
転
回
が
歌
わ
れ

て
い
る
。

惚
れ
ぼ
れ
と
わ
れ
み
づ
か
ら
に
／
う
つ
と
り
と
し
て
ゐ
る
春
の
柳
の
そ

の
下
で
／
か
な
し
い
柳
絮
の
降
る
中
で
／
人
は
ど
ん
な
夢
を
見
た
ら
よ

い
の
だ
ら
う	

第
三
連

　

前
掲
「
西
行
」
の
劈
頭
の
一
節
が
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
唯

春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。（
中
略
）
平
家
物
語
は
こ
の
言
葉
を
そ
の
冒
頭
と

し
て
、
心
も
詞
も
及
ば
れ
ぬ
物
語
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
。」
と
書
い
た
堀
田
が
、

「
朝
」
で
は
、
同
じ
う
ら
ら
か
な
春
の
柳
の
下
で
見
る
夢
な
ど
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
続
く
第
四
連
で
詩
人
は
、「
心
も
詞
も
及
ば
れ
ぬ
物
語
を
ひ
ら

い
て
ゆ
く
」
の
で
は
な
く
、
人
間
の
命
の
蠢
く
気
配
を
ま
さ
ぐ
る
よ
う
に
、

人
の
方
へ
と
進
ん
で
い
く
。

窓
が
開
か
れ
／
窓
一
杯
に　

空
一
杯
に
／
ド
イ
ツ
教
会
の
鐘
の
音
が

波
々
う
つ
て
襲
つ
て
来
る
そ
の
な
か
に
／
私
は
立
つ
て
／
人
間
の
こ
と

を
考
へ
る
や
う
だ	

第
二
連

　

人
間
の
命
の
リ
ズ
ム
が
、
ド
イ
ツ
教
会
の
鐘
の
「
波
々
う
つ
て
襲
つ
て
来

る
」
大
音
響
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、「
私
」
は
「
人
間
の
こ
と
を
考
へ
る
」
の	

だ
。
上
海
に
蠢
く
人
間
の
命
の
渦
は
、
の
戦
災
に
よ
り
失
わ
れ
た
命
を
も
呑
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戦
中
と
戦
後
の
間
―

三
一

み
込
み
、
悼
み
な
が
ら
、
な
お
生
き
る
こ
と
に
執
着
す
る
。
こ
の
詩
が
堀
田

に
訪
れ
た
あ
る
転
回
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
こ
こ
に
顕
れ
た
人
の

命
の
蠢
き
、
渦
を
な
す
そ
の
中
心
に
向
か
っ
て
歩
み
だ
す
「
私
」
の
姿
が
、

次
に
引
用
す
る
「
西
行
」
の
中
の
一
節
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
の
生
そ
の
も
の
す
ら
、
そ
の
切
な
さ
の
裏
か
ら
思
へ
ば
、
人
間
な
ど

い
ふ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
人
を
「
人
間
」
な
ど
と
呼
び
出
し
た

の
は
全
体
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
他
な
ら
ぬ
人
に
「
人

間
」
な
ど
い
ふ
呼
称
を
つ
け
て
言
ふ
こ
と
は
い
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
つ
て

ゐ
る
。
全
体
な
に
と
そ
ん
な
に
区
別
的
に
考
へ
た
い
の
で
あ
ら
う
か
。

ま
た
人
に
あ
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
一
体
区
別
的
に
知
つ
て

ゐ
る
の
か
。「
人
間
」
と
言
つ
た
呼
称
を
土
台
に
し
た
立
言
は
悉
く
架

空
言
だ
と
さ
へ
云
ひ
た
い
。
そ
の
や
う
な
呼
称
の
中
に
は
何
が
生
き
て

ゐ
る
か
。
簡
言
す
れ
ば
、
不
徹
底
で
あ
る
。
半
分
し
か
生
き
て
居
ら

ぬ
。	

（「
西
行
」）

　

堀
田
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
時
、
人
と
は
自
然
の
「
無
限
無
量
界
」
に
融

解
し
「
心
も
詞
も
及
ば
ぬ
こ
と
を
語
り
だ
さ
う
と
す
る
人
心
の
切
な
さ
」
の

傍
ら
に
、
生
死
の
区
別
も
つ
か
な
い
夢
の
如
き
文
芸
の
世
界
を
置
い
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
「
切
な
さ
」
を
見
ず
、
す
な
わ
ち
死
と
切
り
離
さ
れ
た
無

邪
気
で
幼
稚
な
生
を
生
き
る
こ
と
を
、
堀
田
は
文
芸
の
道
を
大
き
く
逸
脱
し

た
「
人
間
」
の
愚
か
な
所
業
と
し
て
否
定
す
る
の
だ
。
だ
が
、「
朝
」
に
は

そ
の
よ
う
な
「
西
行
」
論
を
書
い
て
上
海
に
渡
っ
た
「
私
」
を
「
零
落
し
た

自
分
」
と
称
し
、「
人
間
の
こ
と
を
考
へ
」
て
、「
人
の
方
へ
と
」
近
づ
い
て

行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
人
間
の
「
死
」
は
、
自
然
を
媒
介
と
し
た
「
無

限
無
量
界
」に
生
き
る「
切
な
さ
」と
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に「
死
」

で
あ
っ
て
「
切
な
さ
」
と
癒
着
し
た
「
半
分
」
だ
け
生
き
ら
れ
た
生
な
の
で

は
な
い
。
死
は
、
人
間
に
よ
っ
て
見
送
ら
れ
、
や
が
て
み
づ
か
ら
受
け
入
れ

て
い
く
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
命
あ
る
者
に
と
っ
て
の
死

な
の
で
あ
る
。
死
は
常
に
人
間
に
と
っ
て
、生
の
側
か
ら
見
え
る
半
面
し
か
、

そ
の
姿
を
現
さ
な
い
の
だ
。

暗
い
午
前
の
心
で
／
昼
に
向
つ
て　

夜
に
向
つ
て
／
人
の
方
へ
と
／
私

が
行
く
と
私
の
心
は
／
は
じ
め
て
柳
の
下
に
落
ち
着
い
て
／
し
づ
か
に

自
然
に
死
の
こ
と
を
／
思
ひ
は
じ
め
て
ゐ
る
や
う
だ	

第
四
連

　

「
私
の
心
」
は
「
人
の
方
へ
と
」
誘
わ
れ
て
ゆ
き
、
生
の
側
か
ら
見
え
る

限
り
の
「
死
の
こ
と
を
／
思
ひ
は
じ
め
て
ゐ
る
」。
そ
れ
は
「
半
分
し
か
生

き
て
居
ら
ぬ
」
よ
う
な
「
不
徹
底
」（「
西
行
」）
な
死
と
の
係
わ
り
で
は
な
く
、

「
自
然
」
な
こ
と
な
の
だ
。
生
き
て
い
る
限
り
に
お
い
て
「
死
」
に
対
し
て



三
二

は
無
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
た
詩
句
に
お
い
て
定
着
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
認
識
の
謙
虚
さ
は
、
同
じ
く
「
二
〇
・
四
―
六　

於
上
海
」
の
付

記
が
あ
る
「
天
の
誘
ひ
」
（
11
）の

基
調
と
な
っ
て
い
る
。

病
人
の
傍
に
ゐ
て
／
五
月
の
風
に
葉
裏
を
か
へ
し
ひ
る
が
へ
し
／
天
の

光
を
浴
び
て
ゐ
る
／
ア
カ
シ
ヤ
の
樹
々
を
見
つ
つ
思
ふ
こ
と
の
一
つ
は

／
／
樹
木
よ
お
前
た
ち
は
／
風
に
ゆ
ら
れ
て
ゐ
な
が
ら
も
／
地
に
は
自

然
に
／
極
め
て
自
然
に
確
実
に
／
根
を
お
ろ
し
／
明
る
い
昼
も
夜
も
ま

た
／
し
づ
か
に
何
気
な
く
立
つ
て
ゐ
る
…
…
…
／
／
月
と
日
の
光
り
の

な
か
を
歩
く
の
も
／
ま
こ
と
束
の
間
の
こ
と
な
の
だ
／
束
の
間
の
生
命

を
生
き
な
が
ら
／

―
私
は
樹
木
が
／

―
私
は
根
を
持
つ
も
の
が
／

羨
し
い
／
地
に
足
を
お
ろ
せ
な
か
つ
た
お
の
れ
は
／
根
を
中
空
に
／
次

第
に
天
に
浮
い
て
ゆ
く
で
は
な
い
か

	

（「
天
の
誘
ひ
」
第
一
、
二
、
三
連
）

　　

「
朝
」
第
四
連
（
前
掲
）
も
「
柳
」
と
「
私
」
と
の
構
図
は
、
こ
こ
で
の

「
樹
木
」
と
「
私
」
と
の
位
置
関
係
と
同
じ
だ
。「
私
」
は
「
束
の
間
の
生
命

を
生
き
な
が
ら
」（「
天
の
誘
ひ
」）、「
自
然
に
死
の
こ
と
を
／
思
ひ
は
じ
め

て
ゐ
る
」（「
朝
」）。
視
界
に
は
い
ず
れ
も
柳
あ
る
い
は
樹
木
が
お
さ
め
ら
れ
、

「
自
然
と
人
間
の
間
の
無
限
無
量
界
」（「
西
行
」）
に
直
接
根
を
差
し
込
み
、

あ
た
か
も
永
遠
の
命
を
生
き
る
「
樹
木
」「
柳
」
に
対
し
て
、「
私
」
は
「
死

の
こ
と
を
／
思
ひ
」
な
が
ら
、「
地
に
足
を
お
ろ
せ
な
か
つ
た
お
の
れ
」
の

こ
と
を
「
天
に
浮
い
て
ゆ
く
で
は
な
い
か
」
と
自
嘲
す
る
。
だ
が
「
お
の
れ
」

の
姿
を
自
嘲
し
つ
つ
も
「
天
の
誘
ひ
」
が
「
中
空
」
に
「
私
」
を
誘
う
の
で

あ
る
の
な
ら
ば
、
根
を
天
に
向
け
て
ぶ
ざ
ま
に
も
浮
か
び
上
が
っ
た
「
お
の

れ
」
に
、「
天
」
が
与
え
た
使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
朝
」
と
「
天
の

誘
ひ
」
の
構
図
上
の
相
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
点
異
な
る
の
は
「
天
の
誘	

ひ
」
に
点
描
さ
れ
る
「
病
人
」
の
影
で
あ
る
。「
私
」
は
「
病
人
の
傍
に
ゐ
て
」	

「
ア
カ
シ
ヤ
の
樹
々
を
見
つ
」
め
て
い
る
。「
病
人
」
の
傍
を
離
れ
な
い
こ
と
、

「
病
人
」
の
や
ま
い
が
癒
え
る
ま
で
傍
に
い
て
、
決
し
て
見
殺
し
に
し
な
い

こ
と
。
死
を
「
病
人
」
に
近
づ
け
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
に
「
私
」
は
「
ア

カ
シ
ヤ
」
の
大
樹
の
根
と
は
逆
向
き
に
、
自
分
の
根
を
「
天
」
に
向
け
た
ま

ま
「
中
空
」
に
浮
か
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
私
」
は
「
無
限
無
量
界
」

に
旅
立
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
に
は
、
堀
田
善
衛
が
発
見
し
た
歴
史
の
影
が
差
し
て
い
る
。「
病
人
」

と
は
歴
史
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
傷
つ
き
疲
れ
た
人
々
で
あ
る
。
戦
時
下
、
そ

う
し
た
無
数
の
人
間
が
呻
き
声
を
あ
げ
な
が
ら
地
を
這
い
横
た
わ
っ
て
い

た
。
日
本
人
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
人
、
朝
鮮
人
、
台
湾
人
、
世
界
大
戦
に

巻
き
込
ま
れ
互
い
に
憎
悪
し
、
傷
つ
け
あ
っ
た
東
方
の
人
間
た
ち
の
す
べ
て

が「
病
人
」な
の
で
あ
っ
た
。
だ
が「
病
者
」と
堀
田
が
表
現
す
る
と
き
、「
私
」



堀
田
善
衛
の
詩
文 

―
戦
中
と
戦
後
の
間
―

三
三

の
傍
ら
に
い
る
病
み
疲
れ
た
人
々
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
傷
つ
き
、
日
常
生
活

の
内
部
に
横
た
わ
る
こ
と
で
癒
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
私
」
は
日
常
生
活
の

内
部
に
戻
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
傍
ら
に
い
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

堀
田
の
詩
作
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
生
き
た
人
間
を
襲
う
数
限
り
な
い
愚
行

の
積
み
重
な
り
を
「
病
人
の
傍
」
か
ら
見
届
け
よ
う
と
す
る
願
い
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
。
堀
田
が
見
出
し
た
歴
史
と
は
、
例
外
状

況
に
置
か
れ
た
人
々
の
痛
み
に
喘
ぐ
声
の
連
な
り
、
憎
し
み
合
い
、
殺
し	

合
っ
た
人
々
の
憎
悪
の
沼
で
す
ら
あ
る
。
だ
が
、
堀
田
は
そ
の
よ
う
な
現
実

の
混
沌
と
し
た
渦
の
外
側
に
、
歴
史
を
見
る
視
座
を
据
え
た
。
そ
の
堀
田
の

姿
勢
は
、
偶
然
の
連
鎖
と
し
て
の
歴
史
か
ら
身
を
引
き
離
す
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
戦
争
と
い
う
極
限
の
例
外
状
況
は
、
日
常
の
論
理
か
ら
は
大
き
く

切
断
さ
れ
た
地
平
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
切
り
離
さ
れ
た
日
常
性
の
地
点
か

ら
は
、
そ
の
断
層
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
飛
び
越
え
、
戦
争
の
論
理
に

絡
め
と
ら
れ
て
ひ
ど
く
傷
つ
き
、
多
く
の
も
の
が
命
を
落
と
し
、
生
き
延
び

た
も
の
は
例
外
な
く
日
常
の
論
理
の
内
部
に
戻
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
事
実

が
、
偶
然
の
連
鎖
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
必
然
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

結
び

―
「
病
者
」
の
視
点
か
ら

　

敗
戦
後
も
上
海
で
国
民
党
宣
伝
部
に
留
用
さ
れ
た
堀
田
は
上
海
の
日
本
語

誌
『
改
造
評
論
』
（
12
）に

「
反
省
と
希
望
」
と
い
う
一
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ

の
中
で
堀
田
は
、
日
本
の
敗
戦
直
後
の
九
月
、
上
海
で
中
国
軍
（
国
民
党
軍
）

が
進
駐
し
て
く
る
隊
列
に
出
く
わ
し
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
う
ち
に
「
奇

妙
な
懐
し
さ
親
し
さ
」「
奇
天
烈
な
懐
し
さ
」
を
感
じ
た
と
述
べ
て
、
続
け

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

こ
れ
は
長
い
戦
争
中
か
つ
て
感
じ
た
こ
と
の
な
い
異
様
な
感
覚
で
あ

る
。
敗
戦
の
感
覚
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ら
う
か
？　

し
か
し

奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
戦
ひ
は
終
つ
た
と
は
云
へ
、
昨
日
ま
で
の

敵
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
同
胞
が
血
を
流
し
さ
へ
し
て
ゐ
る
の
に

…
…
。
人
間
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
何
か
大
き
な
も
の
を
ご

く
り
と
呑
み
込
む
や
う
な
気
持
で
、
天
が
私
に
仕
事
と
し
て
文
学
を
与

へ
た
こ
と
を
そ
の
時
私
は
感
謝
し
た
。

　

し
か
も
長
い
憂
鬱
の
青
春
の
終
り
に
来
て
、
は
じ
め
て
何
か
希
望
と

い
う
ふ
言
葉
に
相
応
し
い
と
思
は
れ
る
、
小
児
の
や
う
に
軟
ら
か
な
も

の
が
胸
底
に
芽
生
え
た
と
実
感
し
た
。	

（「
反
省
と
希
望
」）



三
四

　

日
本
の
敗
戦
直
後
の
九
月
、
国
民
党
軍
の
隊
列
は
戦
争
の
論
理
か
ら
束
の

間
の
日
常
性
へ
の
帰
還
を
果
た
し
た
も
の
と
堀
田
に
は
感
じ
ら
れ
た
。「
戦

ひ
は
終
つ
た
と
は
云
へ
、
昨
日
ま
で
の
敵
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
同
胞

が
血
を
流
し
さ
へ
し
て
ゐ
る
の
に
…
…
。」
と
い
う
理
解
は
、
そ
の
ま
ま
戦

争
の
地
平
に
延
伸
し
て
い
く
。
だ
が
堀
田
は
そ
の
よ
う
な
理
解
を
切
断
し
、

日
常
の
論
理
、「
病
人
」
の
視
点
か
ら
こ
の
隊
列
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
軍
人
た
ち
も
ま
た
日
常
性
の
地
平
か
ら
出
て
行
き
、
戦
禍
の
渦
に
呑
ま

れ
た
の
だ
。
堀
田
は
そ
の
よ
う
に
考
え
、
戦
争
の
論
理
が
日
常
性
の
論
理
を

越
え
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
確
信
し
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
確
信

を
堀
田
は
「
希
望
」
と
呼
び
、「
小
児
の
や
う
に
軟
ら
か
な
も
の
が
胸
底
に

芽
生
え
た
と
実
感
し
た
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

日
常
性
と
例
外
状
況
と
の
間
に
走
る
断
層
を
生
活
者
が
例
外
状
況
に
向
け

て
越
え
て
行
く
と
き
、
彼
等
は
日
常
性
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
負
債
を

背
負
う
こ
と
に
な
る
か
。死
者
は
そ
の
負
債
を
永
久
に
背
負
う
も
の
で
あ
り
、

「
病
人
」
は
返
済
の
た
め
に
日
常
に
戻
っ
て
き
た
も
の
の
こ
と
で
る
。
堀
田

善
衛
は
例
外
状
況
の
中
に
飛
び
込
む
英
雄
で
も
な
け
れ
ば
、
日
常
生
活
に
明

け
暮
れ
す
る
だ
け
の
現
実
主
義
者
で
も
な
い
。
ま
し
て
詩
作
に
よ
っ
て
生
と

死
と
の
融
合
す
る
地
点
に
た
ど
り
着
く
詩
人
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
日
常

性
か
ら
の
負
債
が
人
々
に
強
い
る
困
窮
を
、「
病
人
の
傍
に
ゐ
て
」
眺
め
る

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）	

丸
山
眞
男
『
戦
中
と
戦
後
の
間

―
１
９
３
６
―
１
９
５
７
』（
み
す
ず
書

房　

一
九
七
六
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
昨
年
の
暮
に
亡
く
な
っ
た
ハ
ン	

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
女
史
の
著
作
の
一
つ
に
、『
過
去
と
未
来
の
間
』	

（Betw
een	Past	and	Future

）
と
い
う
の
が
あ
る
。
内
容
は
到
底
比
較

に
な
ら
な
い
が
、
せ
め
て
こ
の
尊
敬
す
る
思
想
史
家
に
、
象
徴
的
な
題
名

な
り
と
も
あ
や
か
り
た
い
と
い
う
気
持
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
で

あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
２
）	「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」（『
東
洋
文
化
講
座　

第
二
巻　

尊
攘

思
想
と
絶
対
主
義
』
所
収　

一
九
四
七
年
）、「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」

（『
潮
流
』
五
月
号　

一
九
四
九
年
）
な
ど
。『
増
補
版　

現
代
政
治
の
思
想

と
行
動
』
の
「
追
記
お
よ
び
補
注
」
に
、「
私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ

れ
（「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」）
と
次
の
論
文
『
軍
国
支
配
者

の
精
神
形
態
』
で
ス
タ
ー
ト
し
て
以
後
、
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
解
明
は
引

続
い
て
も
つ
と
も
大
き
な
研
究
関
心
の
一
つ
」
と
あ
る
。

（
３
）	

丸
山
の
「
古
層
論
」
に
関
し
て
石
田
雄
は
『
丸
山
眞
男
と
の
対
話
』（
み
す

ず
書
房　

二
〇
〇
五
年
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
私
の
感
じ
と
し
て
は
、
六
〇
年
代
の
講
義
録
に
み
ら
れ
る
『
古
層
論
』

は
明
ら
か
に
思
想
史
の
土
俵
の
中
で
の
扱
い
方
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
特
に
書
か
れ
た
も
の
よ
り
も
語
ら
れ
た
も
の
の
中
に

は
文
化
的
決
定
論
に
近
づ
い
た
『
勇
み
足
』
の
危
険
性
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
変
化
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
仮
説
的
な
私
の
考
え
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
丸
山
が

七
〇
年
代
に
近
代
日
本
の
個
人
と
社
会
の
関
係
と
い
う
現
実
的
課
題
へ
の

関
心
を
弱
め
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
文
化
的
決
定
論
に
近
づ
い
て
い
っ

た
こ
と
に
は
、
丸
山
を
病
気
と
退
職
に
追
い
こ
ん
だ
六
〇
年
代
末
の
大
学

に
お
け
る
苦
い
体
験
と
、
丸
山
の
眼
に
は
末
期
的
と
映
じ
た
精
神
状
況
に
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関
す
る
悲
観
的
な
見
方
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。」

（
４
）	
こ
の
問
題
に
関
す
る
丸
山
の
発
言
は
多
い
が
、『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
新

書　

一
九
六
一
年
）
第
Ⅲ
章
は
、
マ
ス
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と

主
体
の
画
一
化
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

　

「
本
来
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
、孤
立
し
た
個
人
、

受
動
的
な
姿
勢
を
取
っ
た
個
人
に
向
っ
て
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
組
織
体
と
組
織
体
と
の
間
の
言
語
普
通
と
い
う
現
象
を
打
開
す
る

力
に
は
本
来
乏
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

要
す
る
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
一
方
で
は
言
語
不
通
か
ら
し
て
共

通
の
広
場
を
持
と
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
盛
ん
に
い
わ
れ
な
が
ら
、
し

か
も
他
方
で
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
驚
く
べ
き
思
考
や

感
情
や
趣
味
の
画
一
化
、
平
均
化
が
進
行
し
て
い
る
。」

（
５
）	

引
用
は
『
わ
れ
わ
れ
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
』（
橋
本
文
雄
訳　

ち
く
ま
学

芸
文
庫　

二
〇
一
五
年
）
に
拠
っ
た
。

（
６
）	

ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
『
わ
れ
わ
れ
の
戦
争
責
任
に
つ
い
』（
注
５
）
巻
末
解

説
「
解
説　

戦
後
的
思
考
の
原
型

―
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
罪
責
論
』
の
新

た
な
復
刊
に
際
し
て

―
」

　

加
藤
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
『
戦
後
的
思
考
』（
講
談
社　

一
九
九
九
年
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

「
こ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
考
え
方
は
、
敗
戦
の
起
点
に
あ
る
自
分
た
ち

の
マ
イ
ナ
ス
要
因
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
恥
辱
、
よ

ご
れ
を
直
視
し
、
そ
れ
を
足
場
に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
思
考

を
築
こ
う
と
す
る
自
覚
的
な
選
択
を
意
味
し
て
い
る
。
無
力
な
者
、
敗
れ

た
者
が
、
死
ぬ
こ
と
が
で
き
ず
に
奴
隷
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

は
「
生
を
樹
立
す
る
真
剣
味
を
帯
び
た
行
為
」
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
あ
る

価
値
評
価
の
転
倒
を
呼
ぶ
人
間
の
再
生
が
生
じ
得
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、

敗
北
に
「
人
間
の
魂
の
こ
の
上
も
な
い
展
開
の
可
能
性
」
を
見
る
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
思
考
な
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
達
は
こ
れ
を
、「
戦
後
的
思
考
」と
呼
ん
で
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。」

（
引
用
は
、
講
談
社
文
芸
文
庫
版
に
拠
っ
た
。）

（
７
）	

堀
田
善
衛
「
審
判
」
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
、『
世
界
』（
岩
波
書
店
）
に

連
載
開
始
。
一
九
六
三
年
三
月
ま
で
。
原
爆
投
下
指
令
機
の
の
搭
乗
員
を

主
人
公
に
、
中
国
戦
線
か
ら
の
帰
還
兵
を
副
主
人
公
と
し
て
人
間
の
倫
理

を
極
限
ま
で
追
求
し
た
長
編
小
説
。
武
田
泰
淳
「
審
判
」
と
の
関
連
性
は

明
ら
か
で
あ
り
、
人
間
が
背
負
い
得
る
倫
理
性
と
、
そ
の
限
界
を
超
え
た

罪
責
へ
の
倫
理
的
責
め
を
対
比
し
な
が
ら
描
い
た
点
に
堀
田
の
独
自
性
が

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

（
８
）	『
批
評
』
は
吉
田
健
一
を
編
集
兼
発
行
人
と
し
て
一
九
三
九
年
八
月
創
刊
さ

れ
た
。
河
上
徹
太
郎
が
創
刊
時
か
ら
か
ら
の
顧
問
的
存
在
で
あ
っ
た
。
小

林
秀
雄
は
同
人
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
参
加
し

た
堀
田
善
衛
は
、
常
に
「
批
評
」
同
人
の
近
く
に
あ
っ
た
小
林
の
知
遇
を

得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
堀
田
は
「
批
評
」
参
加
以
降
、
小
林
秀
雄
の
評
論

か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
戦
中
の
堀
田
の
批
評
に
、
小

林
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

（
９
）	

堀
田
善
衛
「
未
来
に
つ
い
て
」（『
山
河
』
一
九
四
三
年
五
月
）

（
10
）	『
歴
程
』
は
一
九
三
五
年
五
月
創
刊
の
詩
雑
誌
。
戦
前
戦
後
を
通
じ
、
草
野

心
平
の
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
発
行
を
続
け
た
。

（
11
）	「
天
の
誘
い
」
は
『
歴
程
』（
一
九
四
八
年
一
二
月
号
）
に
発
表
さ
れ

た
。
付
記
に
「
二
〇
・
四
―
六　

於
上
海
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
堀
田
は

一
九
四
五
年
三
月
二
十
四
日
に
海
軍
が
徴
用
し
た
飛
行
機
で
羽
田
を
発
ち

上
海
に
向
っ
た
。
国
際
文
化
振
興
会
上
海
資
料
室
に
勤
務
し
な
が
ら
八
月

の
敗
戦
を
迎
え
、
十
一
月
に
国
民
政
府
中
央
宣
伝
部
対
日
工
作
委
員
会
に

徴
用
さ
れ
て
入
る
。「
天
の
誘
い
」
は
、
国
際
文
化
振
興
会
上
海
資
料
室
に
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勤
務
し
て
い
た
当
時
の
詩
作
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）	
堀
田
善
衛
「
反
省
と
希
望
」（『
改
造
評
論
』
一
九
四
六
年
六
月
）。
堀
田

は
一
九
四
六
年
い
っ
ぱ
い
、
国
民
政
府
中
央
宣
伝
部
対
日
工
作
委
員
会
に

徴
用
さ
れ
た
ま
ま
上
海
に
滞
在
し
て
い
た
。
引
揚
船
で
帰
国
し
た
の
は

一
九
四
七
年
一
月
で
あ
っ
た
。

（
や
ま
さ
き　

ま
さ
ず
み
・
本
学
教
授
）


