
1 戦争期の日記を読む 

五
十
六 

戦
争
期
の
日
記
を
読
む 

 

世
の
中
が
お
か
し
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
う
何
年
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
時
代
に
も
未
熟

な
人
間
の
つ
く
る
社
会
は
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
の
四
半
世
紀
の
状
態
が

前
の
時
代
よ
り
も
悪
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
少
な
い
。
最
近
状
態
は
ま
す
ま
す
お
か
し
く

な
っ
て
、
こ
の
国
の
社
会
全
般
が
疲
労
し
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
早
か
れ

遅
か
れ
建
て
直
し
の
必
要
な
事
態
に
至
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
数
枚
の
瓦
が
実
際
に
落
ち

始
め
る
と
き
に
遭
遇
す
る
だ
ろ
う
混
乱
を
見
通
せ
な
い
こ
と
が
不
安
を
大
き
く
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ

け
で
、
社
会
が
大
き
く
変
動
し
た
と
き
ど
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
、
人
間
は
ど
う
い
う
生
き
方
が
で
き
た

か
が
、
今
の
わ
た
し
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
。 

  

そ
う
い
う
中
で
、
清
沢
洌
と
い
う
人
の
『
暗
黒
日
記
』
が
目
に
と
ま
っ
た
。
リ
ベ
ラ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
が
、
一
九
四
二
年
か
ら
死
去
す
る
一
九
四
五
年
五
月
ま
で
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
を
、
世
を
覆
っ

て
い
た
戦
争
熱
に
侵
さ
れ
ず
に
的
確
に
見
つ
め
て
書
い
た
日
記
と
い
う
。
わ
た
し
が
も
っ
と
知
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
直
近
の
変
動
の
た
だ
な
か
の
時
期
で
あ
る
。
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
手
に
し
た
の
は
、
約
三
分
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の
一
に
縮
約
し
て
収
録
し
た
岩
波
文
庫
版
で
あ
る
。 

 

こ
の
日
記
は
、
も
と
も
と
「
戦
争
日
記
」
と
題
さ
れ
て
つ
づ
ら
れ
た
の
だ
そ
う
だ
。
出
版
の
際
に
採
用

さ
れ
た
『
暗
黒
日
記
』
と
い
う
書
名
が
、
初
め
か
ら
勝
て
な
い
戦
争
と
分
か
っ
て
い
た
著
者
が
暗
い
気
分

で
悔
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
つ
づ
っ
た
日
記
に
そ
ぐ
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
清
沢
洌
は
、
「
現
代

史
を
後
日
書
く
た
め
に
記
録
を
止
め
置
か
ん
と
す
る
」
意
図
で
こ
の
日
記
を
書
い
た
。
「
暗
黒
日
記
」
と

い
う
気
分
よ
り
も
し
っ
か
り
し
た
意
識
を
も
っ
て
、
戦
争
期
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
社

会
に
稀
な
こ
う
い
う
強
靭
な
精
神
を
大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
思
う
。 

 

日
記
は
日
米
開
戦
か
ら
一
年
目
に
書
き
始
め
ら
れ
た
。
大
局
の
見
え
て
い
た
鋭
敏
な
知
性
は
、
現
代
の

日
本
人
に
も
身
に
覚
え
の
あ
る
多
く
の
欠
点
を
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
開
戦
一
周
年
目
の
大
蔵
大
臣
の

放
送
は
ま
る
で
感
情
的
阿
鼻
吸
喚
で
あ
っ
た
、
米
国
を
鬼
畜
、
英
国
を
悪
魔
と
呼
ぶ
夕
方
の
放
送
（
ま
ぎ

れ
も
な
い
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
）
に
家
人
も
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
き
っ
た
、
と
。
こ
の
批
判
は
現
代
の
日
本
を

撃
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ニ
ュ
ー
ス
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
各
社
の
見
出
し
を
掲
げ
て
い
る
が
、
比
較
に
よ
っ
て
、
今
で
は
近
隣
二
国
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
に
じ
ん

で
い
る
も
の
が
半
数
近
く
を
占
め
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
世
論
に
影
響
を
与
え
て
い
て
、
東
ア
ジ
ア

に
友
好
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
動
き
を
妨
げ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
清
沢
が
右
翼
や
国
粋
主
義
者
を
ゴ

ロ
ツ
キ
と
呼
ぶ
の
は
、
敗
戦
の
確
実
な
こ
と
を
知
る
口
惜
し
さ
の
表
現
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
失
敗
の
原



3 戦争期の日記を読む 

因
と
し
て
、
「
極
端
な
る
議
論
の
持
主
の
み
が
中
枢
を
占
有
し
、
一
般
識
者
に
責
任
感
を
分
担
せ
し
め
ぬ

こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
も
、
現
在
の
主
流
派
が
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
撃
つ
。
清
沢
は
、
「
考
え
方
が
違
っ
て
も
愛
国
者
で
あ
り
得
、
ま
た
意
見
が
相
違
し
て
も
団
結
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
我
が
国
の
〈
愛
国
者
〉
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」
と
言
う
。
痛
切
な
こ
と
は
、

今
も
主
流
派
の
中
枢
を
占
め
る
こ
と
に
熱
心
な
人
た
ち
が
、
こ
の
ま
っ
と
う
な
嘆
き
を
真
摯
に
受
け
と
め

よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
経
験
に
よ
っ
て
改
め
る
こ
と
は
難
し
」
と
い

う
経
験
則
の
な
ん
と
に
が
い
こ
と
か
。 

 

ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
書
い
て
あ
る
。
そ
の
警
句
の
一
端
を
ラ
ン
ダ
ム
に
拾
う
と
、
―
―
日
本
人
ほ
ど
自

家
宣
伝
す
る
国
民
は
他
に
な
い
、
（
そ
れ
で
い
て
）
宣
伝
下
手
で
あ
り
、
嘘
を
つ
く
と
こ
ろ
に
そ
の
道
徳

的
弱
み
が
あ
る
、
政
治
家
に
必
要
な
の
は
心
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
、
今
は
第
五
等
程
度
の
頭
脳

が
憲
法
や
法
律
を
蹂
躙
し
て
や
っ
て
い
る
、
世
界
に
お
い
て
か
く
の
ご
と
き
幼
稚
愚
昧
な
指
導
者
が
国
家

の
重
大
時
期
に
国
家
を
率
い
た
る
こ
と
あ
り
や
、
…
…
。
毎
日
こ
う
し
た
嘆
声
を
洩
ら
す
の
を
常
と
す
る
、

と
清
沢
は
嘆
く
。
こ
の
日
記
を
読
み
進
む
と
、
指
摘
が
い
ち
い
ち
現
在
の
危
う
い
状
況
に
当
て
は
ま
る
こ

と
に
気
づ
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。
た
い
へ
ん
身
に
応
え
る
。 

  

批
判
は
深
く
文
化
に
ま
で
及
ぶ
。
「
名
前
を
変
え
る
こ
と
が
一
番
楽
な
自
己
満
足
だ
」
と
い
う
文
は
、
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今
も
言
い
換
え
や
美
辞
麗
句
で
真
相
を
見
え
な
く
す
る
日
本
政
府
の
、
品
性
の
な
い
手
法
を
気
づ
か
せ
る
。

「
精
神
主
義
の
限
界
は
あ
る
。
…
具
体
的
方
法
が
な
く
て
は
何
に
も
な
ら
ぬ
」
の
だ
。
筆
法
は
、
い
わ
ゆ

る
言
論
人
に
対
し
て
も
、
「
客
観
性
が
な
い
、
昨
今
は
知
識
と
い
う
も
の
を
全
く
侮
辱
し
て
い
る
」
な
ど

と
鋭
い
。
結
局
問
題
は
教
育
に
あ
る
、
と
清
沢
は
考
え
る
。
「
こ
の
戦
争
に
お
い
て
現
れ
た
最
も
大
き
な

事
実
は
、
日
本
の
教
育
の
欠
陥
だ
。
信
じ
得
ざ
る
ま
で
の
観
念
主
義
、
形
式
主
義
で
あ
る
」
、
「
教
育
の

失
敗
だ
。
理
想
と
、
教
養
な
く
、
た
だ
〈
技
術
〉
だ
け
を
習
得
し
た
結
果
だ
」
…
…
、
と
。
「
困
難
な
こ

と
は
、
日
本
は
断
じ
て
過
去
の
失
敗
を
認
め
な
い
こ
と
に
あ
る
」
、
ま
た
、
「
日
本
に
は
自
分
の
立
場
し

か
な
い
。
こ
の
心
的
態
度
を
か
え
る
教
育
を
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
は
重
い
。
「
（
敗
戦
後
）
当
分

は
戦
争
を
嫌
う
気
持
ち
が
起
こ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
間
に
正
し
い
教
育
を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
か
ら

婦
人
の
地
位
を
あ
げ
る
こ
と
も
必
要
だ
」
と
い
う
よ
う
な
聡
明
さ
が
現
わ
れ
た
文
も
あ
る
。
し
か
し
、
現

在
の
状
況
は
、
こ
れ
ら
の
教
訓
を
生
か
す
教
育
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。 

 

清
沢
洌
の
独
立
心
は
、
一
九
〇
六
年
末
に
十
六
歳
で
米
国
に
留
学
し
た
こ
と
で
培
わ
れ
た
ら
し
い
。
雑

役
を
し
な
が
ら
カ
レ
ッ
ジ
で
政
治
・
経
済
学
を
学
び
、
さ
ら
に
一
九
一
八
年
ま
で
、
邦
字
新
聞
の
記
者
・

寄
稿
家
と
し
て
米
国
社
会
で
活
動
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
広
く
て
高
い
見
識
を
養
っ
た
と
い
う
。

興
隆
す
る
時
代
の
米
国
で
、
教
育
は
充
実
し
て
い
て
社
会
も
活
力
に
満
ち
て
い
た
だ
ろ
う
。
現
在
の
留
学

生
よ
り
も
よ
い
時
代
に
遭
遇
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
人
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
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帰
国
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
坂
の
上
で
停
滞
し
道
を
そ
ら
し
て
い
っ
た
日
本
は
、
こ
の
よ
う
に
貴
重
な

人
材
の
活
動
を
む
し
ろ
抑
圧
し
た
。
そ
し
て
、
敗
戦
直
前
の
五
月
に
亡
く
な
り
、
で
き
た
は
ず
の
戦
後
社

会
へ
の
貢
献
は
果
た
せ
ぬ
ま
ま
と
な
っ
た
。
日
本
と
い
う
国
は
、
最
澄
の
い
う
「
国
の
宝
」
を
大
切
に
し

な
い
の
だ
。 

 

敗
戦
を
見
通
し
て
い
た
こ
の
人
は
、
戦
後
の
構
想
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
中
心
は
、
言
論
の
自
由
な
ど

人
類
の
到
達
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
の
尊
重
に
あ
っ
た
。
戦
後
七
十
年
経
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
価
値
が
ま
た

む
し
ば
ま
れ
て
き
た
と
見
る
の
は
杞
憂
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
の
覚
醒
を
願
い
た
い
も
の
だ
。
他
方
で
、
清

沢
は
、
欧
米
人
の
書
い
た
書
物
か
ら
「
日
清
、
日
露
―
―
少
な
く
と
も
日
露
戦
争
を
し
な
い
で
、
バ
ラ
ン

ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
を
握
っ
て
、
英
国
的
海
洋
政
策
に
乗
り
出
し
た
ら
ば
如
何
」
と
い
う
よ
う
な
大
局
観

を
引
き
出
し
え
る
人
で
あ
る
。
世
界
経
済
が
展
望
を
見
失
っ
て
諸
国
の
体
制
が
揺
ら
い
で
い
る
現
在
、
こ

の
よ
う
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
構
想
を
模
索
す
べ
き
時
だ
と
思
う
。
戦
争
中
の
人
命
の
粗
末
な
扱
い
に
対
し

て
憤
っ
た
清
沢
は
、「
官
吏
は
そ
の
責
任
を
民
衆
に
負
う
の
で
な
く
て
は
行
政
は
改
善
出
来
ぬ
」
と
言
う
。

決
定
に
参
画
し
て
い
る
政
治
家
・
官
僚
た
ち
の
責
任
感
は
、
江
戸
時
代
の
幕
府
・
各
藩
の
重
役
に
く
ら
べ

て
も
、
二
十
世
紀
以
後
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
精
神
の
な
い
専
門
人
、
心
情
の
な
い
人
間
が
大
手
を
ふ
っ

て
い
る
の
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。 
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＊ 

 
『
暗
黒
日
記
』
を
読
ん
で
触
発
さ
れ
、
書
棚
に
あ
っ
た
渡
辺
一
夫
の
『
敗
戦
日
記
』(

博
文
館
新
書)

を
取

り
出
し
た
。
そ
れ
は
一
九
四
五
年
三
月
十
一
日
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
十
万
人
を

数
え
た
前
日
の
東
京
大
空
襲
の
惨
劇
が
、
学
究
肌
の
仏
文
学
者
に
衝
撃
を
与
え
て
ペ
ン
を
と
ら
せ
た
の
で

あ
る
。
六
月
六
日
、
妻
を
疎
開
さ
せ
自
分
は
「
死
ぬ
た
め
に
」
東
京
に
残
る
覚
悟
を
し
た
人
は
、
次
の
よ

う
に
書
い
た
。
―
―
こ
の
小
さ
な
ノ
ー
ト
を
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
日
本
人
に
読
ん
で
も
ら
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
と
人
間
を
愛
し
、
こ
の
国
の
あ
り
か
た
を
恥
じ
る
一
人
の
若
い
男
が
、
こ
の
危

機
に
あ
っ
て
ど
ん
な
気
持
ち
で
生
き
た
か
が
、
こ
れ
を
読
め
ば
わ
か
る
か
ら
だ
―
―
。 

 

そ
の
日
記
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
ラ
ブ
レ
ー
研
究
の
た
め
の
書
誌
を
作
成
し
た
ノ
ー
ト
に
、
天
地
を

逆
に
し
て
裏
表
紙
側
の
ペ
ー
ジ
か
ら
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
見
つ
け
に
く
い
と
こ
ろ
に
大
部
分

フ
ラ
ン
ス
語
で
小
さ
く
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
摘
発
さ
れ
に
く
く
す
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
七
月
二

十
四
日
に
、
自
身
の
属
す
る
文
学
部
の
こ
と
と
し
て
、
あ
る
教
授
が
敗
北
す
る
だ
ろ
う
と
発
言
し
た
元
教

授
を
憲
兵
隊
に
密
告
し
た
と
い
う
話
を
置
き
、
続
け
て
、
「
小
生
の
言
動
が
部
長
に
問
題
に
な
っ
て
い
る

ら
し
い
」
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
捜
索
を
受
け
る
危
険
は
あ
り
え
た
の
で
あ
る
）
。
ま
こ
と
に
不
幸
な
時

代
に
遭
遇
し
た
も
の
だ
。
亡
く
な
っ
た
一
九
七
五
年
に
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
お
か
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げ
で
、
思
慮
深
い
人
が
遭
遇
し
た
戦
争
期
を
ど
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
記
の
形
式
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
書
き
直
す
こ
と
な
く
時
系
列
で
書
き
継
ぐ
よ
う
に
さ
せ
る
。
そ
こ

に
は
、
出
来
事
に
対
す
る
感
想
や
、
さ
ら
に
筆
者
の
内
面
ま
で
顔
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
尊
敬

で
き
る
人
が
書
い
た
そ
の
よ
う
な
日
記
を
読
む
者
は
教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

渡
辺
の
日
記
に
も
、
清
沢
の
日
記
の
よ
う
に
、
社
会
批
評
が
あ
り
世
の
あ
り
さ
ま
を
嘆
く
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
清
沢
ほ
ど
政
治
・
歴
史
の
大
局
や
状
況
を
実
際
的
に
把
握
し
た
も
の
で
は

な
い
。
け
れ
ど
も
、
本
物
の
知
識
人
で
あ
る
渡
辺
は
、
一
般
の
大
学
人
よ
り
も
社
会
に
つ
い
て
の
基
礎
的

な
知
識
を
も
っ
て
い
た
と
見
え
る
。
図
式
を
描
い
て
政
治
構
造
を
分
析
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
を

し
て
い
る
。
事
態
を
そ
こ
ま
で
悪
く
さ
せ
た
原
因
と
し
て
、
日
本
の
社
会
や
文
化
や
精
神
の
あ
り
よ
う
の

欠
点
も
見
つ
め
て
い
る
。
清
沢
の
指
摘
に
重
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
だ
が
知
性
豊
か
な
渡
辺
に
は
、

そ
れ
を
深
く
時
代
と
人
間
の
問
題
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
毎
日
で
は
な

い
が
、
そ
の
知
性
が
と
ら
え
た
問
題
を
短
く
メ
モ
す
る
こ
と
で
こ
の
日
記
が
で
き
た
の
だ
。
つ
け
加
え
れ

ば
、
絶
望
の
理
由
に
「
国
外
脱
出
、
亡
命
の
不
可
能
な
る
こ
と
」
が
挙
げ
て
あ
る
。
こ
の
点
に
、
国
内
に

と
ど
ま
っ
て
敗
戦
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
日
本
人
の
「
戦
争
日
記
」
が
亡
命
し
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
日
記

と
異
な
る
響
き
を
も
つ
理
由
が
あ
る
。 
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人
文
学
者
ラ
ブ
レ
ー
の
研
究
者
は
自
身
も
立
派
な
人
文
学
者
で
あ
っ
た
。
戦
争
を
身
に
引
き
受
け
て
、

死
を
考
え
、
竹
槍
を
と
ら
さ
れ
て
も
「
決
し
て
ア
メ
リ
カ
人
は
殺
さ
ぬ
。
進
ん
で
捕
虜
に
な
ろ
う
」
と
思

っ
た
り
す
る
（
当
時
の
日
本
に
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
が
も
っ
と
い
た
な
ら
）
。
そ
し

て
、
ア
ラ
ン
を
思
い
出
し
て
、
「
眺
め
て
い
て
や
ろ
う
」
と
考
え
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
読
ん
で
、
「
生
か
す

べ
き
青
年
た
ち
を
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
外
道
だ
」
と
思
う
。
し
か
し
、
敗
戦
へ
と
向

か
う
戦
争
と
世
の
退
廃
を
眺
め
れ
ば
、
絶
望
が
頭
を
も
た
げ
、
希
望
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
、
書
き
つ
け

る
メ
モ
は
曲
折
す
る
。「
こ
ん
な
薄
っ
ぺ
ら
な
文
化
国
は
燃
え
て
も
か
ま
ひ
は
せ
ぬ
」
と
嘆
き
は
高
ま
り
、

「
知
識
人
の
弱
さ
、
あ
る
い
は
卑
劣
さ
は
致
命
的
で
あ
っ
た
。
日
本
に
真
の
知
識
人
は
存
在
し
な
い
と
思

わ
せ
る
。
知
識
人
は
、
考
え
る
自
由
と
思
想
の
完
全
性
を
守
る
た
め
に
、
強
く
、
か
つ
勇
敢
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
反
省
を
す
る
。
と
こ
ろ
で
渡
辺
は
、
絶
望
を
感
じ
て
書
き
始
め
た
最
初
の
日
に
、
そ
の
記

録
が
「
わ
が
第
二
の
人
生
に
お
い
て
確
実
に
役
立
っ
て
く
れ
よ
う
」
と
書
き
つ
け
て
い
る
。
実
際
、
戦
争

期
の
経
験
は
そ
の
人
格
を
鍛
え
、
戦
後
の
仕
事
に
生
か
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
不
幸
に
も
、

人
は
「
い
さ
さ
か
の
希
望
を
見
出
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

再
読
し
て
考
え
る
こ
と
は
尽
き
な
い
。
し
か
し
、
ほ
か
の
人
の
日
記
と
の
比
較
が
こ
の
思
索
の
ね
ら
い

な
の
で
、
こ
の
日
記
か
ら
汲
み
と
る
べ
き
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
次
に
移
ろ
う
。
た
だ
、
渡
辺
一

夫
が
多
く
の
知
識
人
よ
り
も
高
い
見
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
理
由
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
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う
。
日
記
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
渡
辺
の
読
書
が
普
通
の
文
学
者
よ
り
も
広
い
こ
と
が
分
か
る
。
人
文
主
義

者
を
研
究
し
た
人
は
、
広
く
人
文
学
の
領
域
の
書
物
に
関
心
を
向
け
る
習
慣
を
養
っ
た
の
だ
ろ
う
。
社
会

の
変
動
が
個
人
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
人
は
、
そ
の
社
会
と
人
間
の
こ
と
を
知
る
必
要
が

あ
る
の
だ
。 

  

戦
争
期
の
日
記
で
読
ん
だ
も
の
に
、
も
う
一
つ
永
井
荷
風
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
が
あ
る
。
変
調
し
た
世

の
中
を
見
放
し
て
偏
奇
館
に
住
む
作
家
が
独
特
の
筆
法
で
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ

ン
ス
に
遊
学
し
て
和
洋
の
文
化
に
通
じ
た
人
の
戯
作
者
流
の
ス
タ
イ
ル
は
、
一
九
一
〇
年
の
大
逆
事
件
の

際
に
、「
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
個
人
尊
重
も
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
遵
守
も
な
し
に
上
辺
の
西
欧
化
に
専
心
し
、

体
制
派
は
、
逆
ら
う
市
民
を
迫
害
し
て
い
る
。
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
糾
弾
し
た
ゾ
ラ
の
勇
気
が
な
け
れ
ば
、

戯
作
者
に
身
を
お
と
す
し
か
な
い
」
と
考
え
て
、
始
ま
っ
た
も
の
ら
し
い
。
洋
風
の
モ
ダ
ン
な
自
宅
を
偏

奇
館
と
呼
ん
だ
人
は
、
世
界
基
準
で
見
れ
ば
偏
奇
な
の
は
日
本
の
社
会
の
方
だ
と
思
っ
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。
結
局
、
〝
個
人
主
義
〟
に
徹
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
断
腸
の
思
い
を
秘
め
て
身
を
貶
め

た
戯
作
者
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
は
た
し
か
に
お
も
し
ろ
い
。
け
れ
ど
も
、
批
判
は
〝
紙
背
〟
に
隠
さ
れ
、

園
丁
の
お
手
本
に
で
き
る
生
き
方
で
も
な
い
か
ら
、
今
回
の
思
索
の
材
料
に
は
な
り
に
く
い
。 
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じ
つ
は
、
書
棚
に
も
う
一
つ
大
佛
次
郎
の
『
敗
戦
日
記
』(

草
思
社)

が
あ
っ
た
。
一
九
四
四
年
九
月
、

自
由
日
記
帳
に
表
題
も
な
し
に
突
然
書
き
始
め
ら
れ
た
日
記
で
、
死
後
の
一
九
七
七
年
、
三
万
五
千
冊
の

単
行
本
と
二
万
冊
の
雑
誌
の
ほ
か
に
あ
っ
た
大
量
の
資
料
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
経
緯
は

渡
辺
一
夫
の
日
記
の
場
合
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
敗
戦
日
記
』
と
い
う
書
名
も
、
同
じ
く
刊
行
の
と

き
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
以
前
の
わ
た
し
は
、
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
に
、
名
を
知
ら
れ
た
作
家
の

鎌
倉
で
の
戦
争
期
に
し
て
は
ま
だ
ゆ
と
り
の
あ
る
日
常
生
活
を
見
て
、
緊
迫
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

時
間
に
ゆ
と
り
の
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
読
む
の
を
中
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
回
、『
暗
黒
日
記
』

を
読
ん
で
、
大
佛
次
郎
の
日
記
も
読
み
通
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。 

 

そ
の
気
に
な
っ
て
読
ん
で
み
れ
ば
、
こ
の
書
物
の
値
打
ち
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
日
記
に
は
筆
者
の
考
え

た
こ
と
や
感
情
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
作
家
大
佛
次
郎
の
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
。
す
で
に

敗
戦
必
至
の
情
勢
が
見
え
て
き
た
時
期
に
書
き
始
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
る
種
の
構
想
が
芽
生
え
た
か
ら
だ

ろ
う
。
日
記
に
は
、
作
家
仲
間
や
新
聞
・
雑
誌
記
者
と
の
交
際
と
戦
時
下
で
の
日
常
生
活
や
、
ニ
ュ
ー
ス

に
耳
を
傾
け
て
い
る
よ
う
す
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
主
眼
は
、
単
に
戦
局
で
は
な
く
、
物
価
の
実
勢
価
格

な
ど
生
活
に
関
係
す
る
こ
と
が
ら
、
世
相
と
人
々
の
動
き
、
記
者
か
ら
得
た
情
報
や
う
わ
さ
話
な
ど
、
戦

争
が
も
た
ら
す
尋
常
で
な
い
総
体
を
、
で
き
る
だ
け
記
録
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
日
記
に

は
清
沢
洌
の
よ
う
な
鋭
い
社
会
時
評
は
な
い
。
日
記
自
体
と
し
て
『
断
腸
亭
日
乗
』
ほ
ど
文
学
的
な
魅
力
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は
強
く
な
く
、
ま
た
、
渡
辺
一
夫
の
日
記
ほ
ど
心
に
訴
え
る
力
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
佛

次
郎
の
『
敗
戦
日
記
』
は
、
自
分
で
可
能
な
か
ぎ
り
戦
争
期
の
社
会
と
人
間
の
あ
り
さ
ま
を
記
録
し
た
そ

の
資
料
と
し
て
の
価
値
に
加
え
て
、
戦
後
に
小
説
の
枠
を
越
え
て
実
っ
た
大
作
の
作
付
け
が
ど
の
よ
う
で

あ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
作
品
の
背
後
に
あ
る
そ
の
人
と
な
り
も
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
。 

 

読
書
好
き
が
嵩
じ
て
作
家
に
な
っ
た
人
は
、
東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科
で
学
ん
だ
。
『
鞍
馬
天
狗
』

を
書
く
小
説
家
の
胸
の
う
ち
に
は
開
明
的
な
自
由
主
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
勉
強
」
と
呼
ぶ
読
書
は
、

主
と
し
て
文
学
作
品
だ
が
「
コ
ン
ミ
ュ
ン
史
」
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。
す
で
に
『
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
』
に

関
心
を
抱
き
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
手
が
け
て
い
た
が
、
こ
の
戦
争
期
に
、
革
命
的
フ
ラ
ン
ス
最
後

の
民
衆
蜂
起
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
記
述
し
た
『
パ
リ
燃
ゆ
』
の
下
準
備
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
同
時
期
の
日
本
の
幕
末
・
維
新
の
変
動
期
へ
の
関
心
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
（
渡
辺
一
夫
も
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
日
記
を
読
ん
で
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
部
分
に
興

味
を
示
し
て
い
る
。
両
者
が
敗
戦
必
至
の
戦
争
下
で
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
動
乱
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、

た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
。
大
佛
に
は
、
直
面
し
て
い
る
無
謀
な
戦
争
が
日
本
の
前
回
の
変
動
と

無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
の
ち
に
、
大
作
『
天
皇
の
世

紀
』
が
結
実
し
た
の
だ
。 
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『
天
皇
の
世
紀
』
を
「
蝶
の
雑
記
帳
五
十
一
」
で
取
り
あ
げ
た
の
は
、
同
じ
幕
末
・
維
新
の
変
動
期
を

描
い
た
小
説
『
夜
明
け
前
』
と
対
照
さ
せ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
『
夜
明
け
前
』
を
優
れ
た
文
学
だ
と
考
え

る
わ
た
し
は
、
一
九
四
三
年
八
月
に
亡
く
な
っ
た
島
崎
藤
村
が
、
同
時
代
の
戦
争
を
ど
う
見
て
い
た
か
知

り
た
い
と
思
う
。
だ
が
、
少
し
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
出
版
さ
れ
た
日
記
は
な
い
よ
う
だ
し
、
中
断

絶
筆
と
な
っ
た
『
東
方
の
門
』
は
ど
う
も
ぜ
ひ
読
む
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
（
大
佛
は
島
崎
家
か

ら
こ
の
本
を
送
っ
て
き
た
と
記
し
た
が
、
感
想
は
書
い
て
い
な
い
）
。 

  

そ
れ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
変
動
期
を
日
本
の
外
の
人
は
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
、
そ
れ
が

次
の
問
い
で
あ
っ
た
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

わ
た
し
は
、
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
日
記
』
の
「1

9
4
4
-
1
9
4
6

」
を
選
ん
だ
。
日
本

と
様
態
の
差
は
あ
れ
全
体
主
義
に
苦
し
め
ら
れ
、
同
じ
く
徹
底
的
な
敗
北
を
こ
う
む
っ
た
ド
イ
ツ
人
だ
し
、

そ
の
小
説
を
二
、
三
読
ん
で
い
て
、
同
世
代
の
島
崎
藤
村
と
の
対
比
も
念
頭
に
あ
っ
た
。
県
立
図
書
館
に

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
市
立
図
書
館
を
通
し
て
借
り
受
け
た
。
分
厚
い
本
だ
。
読
み
始
め
て
、
日
記
の
記
述
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が
わ
た
し
の
期
待
と
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
一
九
二
九
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
作
家

は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
対
決
姿
勢
を
示
し
て
い
て
妻
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
権
に
就
い
た
ヒ
ト

ラ
ー
が
強
権
を
発
動
し
た
一
九
三
三
年
に
す
で
に
国
外
へ
脱
出
し
て
お
り
、
一
九
三
八
年
か
ら
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
居
を
構
え
、
一
九
四
四
年
に
は
米
国
市
民
に
な
っ
て
い
た
。 

 

『
日
記1

9
4
4
-
1
9
4
6

』
に
は
、
当
然
、
戦
争
が
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
熱

心
に
新
聞
や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
耳
を
傾
け
て
戦
況
と
情
勢
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
、
そ
れ
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
戦
況
を
知
る
の
に
有
利
な
合
衆
国
に
住
ん
で
い
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

ほ
ど
の
人
で
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
だ
け
で
は
遠
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
の
大
局
を
よ
く
見
通
せ

ず
、
一
喜
一
憂
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
も
祖
国
の
行
く
末
に
冷
静
で
は
お
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
教
訓
を
得
る
と
す
れ
ば
、
日
常
生
活
に
追
わ
れ
が
ち
な
人
間
が
国
家
を
挙
げ
て
の
長
い

戦
争
（
ゆ
っ
く
り
と
進
展
す
る
歴
史
）
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
日
記
は
本
人
に
自
明
な
立
場
や
考
え
方
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
て
、
評
言
は
断
片
的
で
あ
る
。
戦
争
に

関
連
し
て
マ
ン
の
考
え
た
こ
と
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
で
自
分
の
声
で
ド
イ
ツ
人
へ
呼
び
か
け
た
文
章
や
ほ
か

の
文
章
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
精
確
に
は
判
ら
な
い
。
註
の
中
の
わ
ず
か
に
マ
ン
の
立
場
と
考
え
を
示
す
断

片
と
、
日
本
語
編
者
の
序
文
・
あ
と
が
き
が
お
お
よ
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
わ
た
し

の
目
に
つ
い
た
の
は
、
小
説
の
創
作
活
動
や
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
な
ど
の
知
識
人
・
音
楽
家
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な
ど
と
高
名
な
大
作
家
と
の
接
触
を
求
め
る
人
た
ち
と
の
交
流
・
文
通
の
こ
と
、
音
楽
や
映
画
を
楽
し
み
、

毎
日
の
よ
う
に
散
歩
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
日
々
の
と
て
も
文
化
的
な
生
活
の
方
だ
っ
た
。 

  

初
め
て
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
は
古
い
ド
イ
ツ
精
神

を
擁
護
し
て
い
た
の
が
、
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
反
対
を
通
し
て
民
主
主
義
の
立
場
に
到
達
し
た
も
の
ら
し
い
。

一
九
四
四
年
に
は
、
「
今
日
、
自
由
と
平
等
の
関
係
で
は
、
重
心
が
平
等
と
経
済
正
義
の
側
に
傾
き
、
個

人
の
正
義
を
離
れ
、
社
会
の
正
義
へ
移
っ
て
き
た
こ
と
を
だ
れ
も
が
感
じ
て
い
る
。
今
や
社
会
的
民
主
主

義
は
時
代
の
要
請
で
あ
る
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
原
則
的
立
場
に
わ
た
し
も
賛
同
す
る
。

し
か
し
、
一
人
の
人
間
は
そ
の
基
本
的
思
想
で
は
表
現
し
尽
く
せ
な
い
言
動
を
す
る
。
日
記
は
、
戦
争
の

情
勢
や
う
わ
さ
に
動
揺
し
て
い
る
さ
ま
を
示
し
、
自
分
へ
の
賛
同
と
敵
対
へ
の
好
悪
を
も
ら
し
て
、
人
間

の
主
観
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
を
明
る
み
に
出
す
。
そ
れ
に
対
し
て
編
者
は
、
偉
大
な
小
説
家
へ
の
尊
敬

の
念
か
ら
、
「
矛
盾
の
か
た
ま
り
だ
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
そ
の
優
柔
不
断
、
狐
疑
逡
巡
と
そ
の
再

反
省
と
い
っ
た
態
度
こ
そ
が
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
を
弁
護
す
る
」
と
考
え
る
。
そ
の
と
お
り
な
の
だ
ろ
う
。 

 

マ
ン
は
ド
イ
ツ
市
民
と
し
て
帰
国
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
国
民
社
会
主
義
の
行
為
を
否
定
し
、

断
罪
す
る
」
あ
ま
り
、
「
十
数
年
に
わ
た
っ
て
国
民
社
会
主
義
政
権
の
支
配
に
追
随
し
続
け
た
ド
イ
ツ
国

民
に
対
す
る
不
信
の
念
が
、
圧
政
に
苦
し
め
ら
れ
た
国
民
に
対
す
る
理
解
同
情
よ
り
も
強
か
っ
た
」
の
で
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あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
日
本
を
脱
出
で
き
ず
苦
境
を
味
わ
っ
た
人
の
日
記
を
読
ん
だ
あ
と
で
は
、
し
っ
く

り
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
日
本
人
が
欧
米
人
の
白
黒
を
は
っ
き
り
割
り
切
る
態
度
に
な
じ
め
な
い
せ
い

だ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
人
の
あ
い
だ
で
も
、
敵
国
で
安
全
に
暮
ら
し
な
が
ら
国
内
に
と
ど
ま
っ
た
人
々

へ
放
送
し
、
戦
後
ド
イ
ツ
国
民
へ
の
同
情
が
足
り
な
い
と
見
え
た
マ
ン
の
態
度
に
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
ら

し
い
。
同
じ
く
米
国
に
亡
命
し
て
い
て
会
う
こ
と
も
あ
っ
た
ブ
レ
ヒ
ト
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
異
な
る
せ

い
で
対
立
し
た
よ
う
だ
（
日
記
に
ブ
レ
ヒ
ト
の
書
い
た
文
に
同
意
す
る
記
述
も
あ
る
の
に
）
。
ブ
レ
ヒ
ト

は
、
米
国
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
っ
た
が
、
生
地
の
あ
る
西
ド
イ
ツ
に
入
れ

ず
東
ド
イ
ツ
に
活
動
の
場
を
求
め
た
の
だ
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
早
く
一
九

四
〇
年
に
ナ
チ
ス
の
手
を
逃
れ
て
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
命
を
落
と
し
た
、
…

…
。
巨
大
化
し
た
悪
が
歪
め
た
社
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
こ
う
む
っ
た
被
害
は
運
命
と
呼
ぶ
ほ
か
は
な

い
。
わ
た
し
が
わ
ず
か
に
著
作
か
ら
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
、
全
体
主
義
の
戦
争
と
い
う

異
常
な
事
態
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
立
ち
向
か
っ
た
か
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。
「
第
二

次
世
界
大
戦
の
変
動
期
を
日
本
の
外
の
人
は
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
」
と
い
う
わ
た
し
の
問
い
は
宿

題
と
し
て
残
る
。 

  
 

 
 

 

＊ 
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と
も
あ
れ
、
戦
争
と
い
う
大
き
な
変
動
に
遭
遇
し
た
文
筆
家
の
日
記
を
い
く
つ
か
読
ん
で
き
た
。
政

治
・
社
会
学
の
素
養
を
も
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
清
沢
洌
の
日
記
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
小
説
家

の
社
会
の
動
向
へ
の
見
方
が
弱
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
二
十
世
紀
前
半
の
人
々
は
、
時
代
に
制

約
さ
れ
て
、
政
治
・
社
会
的
な
関
心
が
薄
か
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
。
悲
惨
な
戦
争
を
経
験
し
た
あ
と
、
そ
れ

は
改
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
。
楽
観
で
き
な
い
状
態
の
よ
う
に
見
え
る
。
社
会
を
お
お
よ
そ
正
し
く
と
ら
え
る

に
は
、
社
会
科
学
的
な
知
識
と
方
法
を
一
定
程
度
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ

れ
が
不
十
分
だ
と
し
て
も
、
運
命
に
正
対
す
れ
ば
人
は
大
き
な
過
ち
を
犯
さ
ず
に
す
む
は
ず
だ
。 

 

最
後
に
、
銃
後
で
日
記
を
書
い
た
人
で
は
な
く
、
銃
を
持
っ
て
戦
場
に
行
か
さ
れ
た
人
の
こ
と
を
考
え

て
み
よ
う
。
す
で
に
「
蝶
の
雑
記
帳
二
十
三
」
で
取
り
あ
げ
た
大
岡
昇
平
は
、
戦
後
に
作
家
に
な
っ
た
の

で
、
比
較
の
上
か
ら
も
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
大
岡
が
補
充
兵
と
し
て
徴
兵
さ
れ
た
の
は
三
十
五
歳
の
と

き
で
あ
る
。
運
命
に
正
対
で
き
る
ほ
ど
の
人
格
を
形
成
し
て
い
た
人
は
、
過
酷
な
体
験
を
消
化
し
て
文
学

に
昇
華
す
る
作
家
に
な
っ
た
。
変
動
期
を
よ
く
見
つ
め
た
渡
辺
一
夫
や
大
佛
次
郎
も
戦
後
の
活
動
を
高
め

た
の
だ
け
れ
ど
も
、
戦
争
を
骨
身
に
し
み
て
味
わ
っ
た
大
岡
昇
平
は
、
身
心
の
傷
を
癒
し
が
た
く
引
き
受

け
て
戦
後
を
生
き
た
の
だ
と
思
う
。
『
証
言
そ
の
時
々
』
は
「
続
敗
戦
日
記
」
な
の
だ
。 

  

わ
た
し
の
問
い
は
日
本
の
現
在
に
向
か
う
。
日
本
人
の
大
勢
順
応
・
集
団
主
義
の
行
動
様
式
が
至
っ
た
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全
体
主
義
の
悪
が
決
し
て
小
さ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
作
家
や
大
学
教
授
な
ど
い
わ
ゆ
る
文
化
人
で

軍
国
主
義
に
と
り
こ
ま
れ
戦
争
熱
を
煽
っ
た
人
た
ち
が
い
た
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
基
準
に
照
ら
す
と
断

罪
さ
れ
る
べ
き
人
た
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
協
力
者
た
ち
が
指
導
的
地
位
か
ら

追
わ
れ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、
政
府
を
は
じ
め
旧
来
の
体
制
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
た
。

現
在
、
ド
イ
ツ
で
は
ネ
オ
・
ナ
チ
ス
ト
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、
旧
来
の
思
考
法
か
ら
脱
出
で
き
ず
に
古
い

言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
う
日
本
の
よ
う
に
現
代
世
界
の
状
況
に
無
知
だ
ろ
う
か
。
白
日
の
下
で
も
っ
と
意
見

を
表
明
し
相
互
の
見
解
の
優
劣
を
競
え
る
社
会
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。 

 

わ
た
し
は
、
今
、
こ
れ
ら
の
「
戦
争
日
記
」
に
記
さ
れ
た
言
葉
を
と
て
も
痛
切
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
、

戦
後
七
十
年
を
経
て
日
本
が
か
つ
て
の
よ
う
な
状
態
に
近
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
ど
う
か
同
胞

が
ふ
た
た
び
苦
し
い
体
験
を
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
十
五
年
の
戦
争
期

の
社
会
と
人
間
の
動
き
を
よ
く
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
知
っ
た
こ
と
を
、

こ
れ
か
ら
転
換
期
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
孫
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
老
人
の
役
目
だ
と
思
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
六
月
尽 
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