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(253) 

〈
戦
死
者
報
道
〉
と
し
て
の
『
趣
味
の
遺
伝
』

A、

局

口

徳
光

夏
目
激
石
『
趣
味
の
遺
伝
』
は
、
激
石
の
戦
争
観
、
国
家
観
な
ど
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
従
来
か
ら
何
度
も
論
及
さ

れ
、
引
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
激
石
の
厭
戦
思
想
を
読
み
取
っ
た
駒
尺
喜
美
の
論
文
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
駒
尺
論
を
き
っ
か
け
に
『
趣
味
の
遺
伝
』
は
、
激
石
の
厭
戦
思
想
や
戦
争
批
判
を
め
ぐ
る
問
題
に
援
用
さ
れ
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
駒
尺
論
が
、
そ
の
数
年
前
に
『
展
望
』
誌
上
に
お
い
て
丸
谷
才
一
と
の
間
で
な
さ
れ
た
『
こ
、
ろ
』
解
釈
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と

や
、
「
余
」
(
と
激
石
)
の
姿
に
安
易
に
大
岡
昇
平
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
解
釈
の
歴
史
性
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
登
場
以
降
、
〈
激
石
神
話
〉
と
も
い
え
る
解
釈
に
対
す
る
〈
正
典
〉
批
判
は
、
佐
藤
泉
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
屋
上
に

屋
を
架
し
て
」
い
る
程
に
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
戦
争
批
判
の
有
無
や
強
度
を
問
う
こ
と
よ
り
も
、
「
余
」
の
特
異
な
語
り
に
焦
点
を
合
わ



せ
、
日
露
戦
争
を
時
代
背
景
と
し
て
「
余
」
が
な
ぜ
こ
の
物
語
を
語
り
始
め
た
の
か
を
論
点
と
し
て
、
こ
の
「
趣
味
の
遺
伝
』
が
持
ち
え
る

批
判
性
や
効
力
を
考
察
し
た
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
先
駆
と
し
て
、
日
露
戦
争
下
に
お
け
る
「
文
学
」
「
物
語
」
に
対
し
て
、
「
学
者
(
学
問
)
」
の
優
位
性
を
示
そ
う
と
す

る
「
余
」
を
見
出
す
宮
薗
部
な
ど
が
あ
り
、
近
年
で
は
神
田
祥
子
が
、
「
余
」
の
語
り
の
軽
薄
さ
や
、
論
理
の
破
綻
か
ら
、
「
余
」
が
好
奇
心

の
た
め
に
、
学
問
を
ひ
け
ら
か
す
軽
薄
な
学
者
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
う
し
た
「
余
」
を
造
形
す
る
こ
と
で
日
露
戦
争
下
に
お
い
て
、
自
ら

の
立
場
を
自
己
弁
護
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
「
文
士
」
を
戯
画
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
「
余
」
の
語
り
が
な
ぜ
問
題
化
さ
れ
る
べ
き
か
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
一
篇
の
執
筆
動
機
は
、
ひ
と
ま
ず
「
余
」
自
身
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の
言
葉
に
よ
る
と
、
「
元
来
が
寂
光
院
事
件
の
説
明
が
此
篇
の
骨
子
」
や
「
学
向
上
か
ら
考
へ
て
相
当
の
説
明
が
つ
く
と
云
ふ
道
行
き
が
読
者

の
心
に
合
点
出
来
れ
ば
此
篇
の
主
意
は
済
ん
だ
」
と
語
る
よ
う
に
、
〈
趣
味
の
遺
伝
〉の
論
理
解
明
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
「
余
は

此
時
浩
さ
ん
の
事
も
、
御
母
さ
ん
の
事
も
考
へ
て
居
な
か
っ
た
。
只
あ
の
不
思
議
な
女
の
素
性
と
浩
さ
ん
と
の
関
係
が
知
り
た
い
の
で
頭
の

中
は
一
杯
に
な
っ
て
居
る
」
や
「
「
気
の
毒
で
す
な
」
と
云
っ
た
が
自
分
の
見
込
が
着
々
中
る
の
で
実
に
愉
快
で
堪
ら
ん
。
是
で
見
る
と
朋
友

の
死
ぬ
様
な
兇
事
で
も
、
自
分
の
予
言
が
的
中
す
る
の
は
嬉
し
い
か
も
知
れ
な
い
」
な
ど
と
言
う
言
葉
が
、
「
余
」
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と

か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
「
余
は
文
士
で
は
な
い
。
西
片
町
に
住
む
学
者
で
あ
る
」
や
「
余
は
前
に
も
断
っ
た

通
り
文
士
で
は
な
い
。
文
士
な
ら
是
か
ら
が
大
い
に
腕
前
を
見
せ
る
所
だ
が
、
世
は
学
問
読
書
を
専
一
に
す
る
身
分
だ
か
ら
、
こ
ん
な
小
説

め
い
た
事
を
長
々
し
く
か
い
て
居
る
暇
が
な
い
」
な
ど
と
自
分
が
「
文
士
」
で
は
な
く
、
「
学
者
」
で
あ
る
こ
と
を
「
余
」
は
殊
更
に
強
調
す

(252) 



る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
篇
は
「
余
」
と
い
う
「
学
者
」
に
よ
る
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
論
理
の
解
明
(
の
発
表
)
を
趣
音
山
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
余
」
が
語
る
一
篇
の
物
語
を
見
た
と
き
、
そ
れ
が
「
余
」
が
自
己
規
定
す
る
よ
う
な
物
語
通
り
に
語
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
文
士
」
で
な
い
こ
と
を
断
り
続
け
る
こ
と
は
、
こ
の
一
篇
が
「
文
士
」
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
皮
肉

に
も
表
し
て
お
り
、
ま
た
「
余
」
は
自
ら
も
認
め
る
よ
う
に
「
小
説
め
い
た
事
を
長
々
し
く
か
い
て
」
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に

末
尾
に
お
い
て
、
「
今
迄
の
筆
法
で
こ
れ
か
ら
先
を
描
写
す
る
と
又
五
六
十
枚
も
か
か
ね
ば
な
ら
ん
」
や
「
漸
く
の
事
こ
、
迄
筆
が
運
ん
で
来

て
、
も
う
い
、
と
安
心
し
た
ら
、
急
に
が
っ
か
り
し
て
書
き
続
け
る
元
気
が
な
く
な
っ
た
」
と
語
る
。
「
漸
く
の
事
こ
〉
迄
筆
が
進
ん
で
来

て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
今
迄
の
筆
法
」
が
な
か
な
か
「
此
篇
の
骨
子
」
に
辿
り
着
か
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
実
は
書
き
出
す
時
は
、
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
勢
い
込
ん
で
出
来
る
丈
精
密
に
叙
述
し
て
来
た
が
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
余
」

が
「
読
者
」
に
向
か
っ
て
語
り
(
あ
る
い
は
書
き
)
始
め
た
の
が
、
全
て
の
謎
を
解
き
明
か
し
た
後
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
る
と
、

「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
「
読
者
」
に
向
け
て
語
り
始
め
る

(
書
き
始
め
る
)
時
に
、
な
ぜ
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
論
理
解
明
と
は
関
係
の
薄

い
「
小
説
め
い
た
こ
と
」
を
記
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
矛
盾
点
に
、
こ
の
一
篇
の
「
余
」
の
執
筆
動
機
を
再
考
す
べ
き
根
拠
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
建
前
と
は
裏
腹
に
「
余
」
が
過
剰
に
語
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
「
余
」
が
こ
の
一
篇
を
語
る
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
余
」
自
身
の
言
葉
を
覆
す
よ
う
な
物
語
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
戦
争
の
空
想
や
、
凱
旋

式
の
様
子
、
寂
光
院
で
の
描
写
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
点
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
は
「
学
者
」
の
も
の
で
は
な
く
、
「
文
士
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
「
余
」
は
、
こ
う
し
た
事
を
過
剰
に
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
篇
に
お
け
る
前
述
の
場
面
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
冒
頭
に
お
け
る
凱
旋
式
の
場
面
で
あ
る
が
、
な
ぜ
「
余
」
は
こ
の
戦
場
の
空
想
を
、
わ
ざ
わ
ざ
物
語
の
冒
頭
に
据
え
た
の
で
あ
ろ

(251) -26-



う
か
。

冒
頭
に
お
け
る
戦
争
の
空
想
は
、
「
恐
い
事
だ
と
例
の
通
り
空
想
に
耽
り
な
が
ら
い
つ
し
か
新
橋
へ
来
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
余
の
語
っ
て

い
る
「
現
在
」
か
ら
出
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
新
橋
に
向
か
う
途
中
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
れ
は
、
「
書
斎
以
外
に
知

何
な
る
出
来
事
が
起
こ
る
か
知
ら
ん
で
も
す
む
天
下
の
逸
民
」
で
「
平
生
戦
争
の
事
は
新
聞
で
読
ま
ん
で
も
な
い
」
「
余
」
が
「
其
状
況
は
詩

的
に
想
像
」
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
空
想
で
は
「
日
人
と
露
人
」
が
同
一
視
さ
れ
、
そ
れ
が
「
犬
」
な
る
も
の
に
食
い
殺

さ
れ
る
と
い
う
残
酷
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
詩
的
|
|
「
余
」
自
身
も
認
め
る
と
お
り

l
l

で
抽
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
空
想

で
は
こ
の
戦
争
を
特
定
す
る
も
の
が
、
「
満
州
の
果
」
や
「
朔
北
の
野
」
あ
る
い
は
「
日
人
と
露
人
」
と
い
う
言
葉
で
し
か
な
い
。
こ
の
「
陽

気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
」
と
言
う
一
一
一
日
葉
か
ら
始
ま
る
残
酷
な
戦
争
の
空
想
は
、
こ
れ
ま
で
激
石
の
〈
反
戦
・
厭
戦
〉
思
想
と
し
て
捉

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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え
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
の
空
想
は
、
「
一
こ
に
お
い
て
も
う
一
度
な
さ
れ
る
空
想
と
対
比
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

「
新
橋
事
件
」
を
経
て
な
さ
れ
る
二
日
日
の
戦
争
の
空
想
で
は
、
ま
ず
戦
場
が
十
一
月
二
十
六
日
午
後
一
時
の
松
樹
山
攻
撃
の
も
の
で
あ
る

と
、
か
な
り
具
体
的
に
特
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
余
」
の
視
点
が
「
浩
さ
ん
」

一
人
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
味
方
の
打
ち
出
し

た
大
砲
が
敵
塁
の
左
突
角
に
中
っ
て
:
・
」
や
「
敵
の
弾
丸
は
容
赦
な
く
落
ち
か
、
っ
て
:
・
」
と
言
う
風
に
、
明
確
な
敵
味
方
の
区
別
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
「
露
人
」
に
対
す
る
見
方
が
、
「
浩
さ
ん
」
と
い
う
特
別
な
人
物
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
早
く
平
生
の

浩
さ
ん
に
な
っ
て
一
番
露
助
を
驚
か
し
た
ら
よ
か
ら
う
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
で
は
敵
味
方
無
く
超
越
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
た

「
余
」
が
、
「
浩
さ
ん
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
超
越
的
な
視
点
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
空
想
に
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は
、
あ
る
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
簡
潔
に
言
え
ば
「
浩
さ
ん
」
と
い
う
一
人
の
人
物
に
焦
点
化
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
の



冒
頭
に
な
さ
れ
た
空
想
が
「
恐
い
事
だ
と
例
の
通
り
空
想
に
耽
り
な
が
ら
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
余
」
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
戦

(249) 

争
の
空
想
の
典
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
一
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
空
想
は
、
新
橋
で
の
凱
旋
式
を
見
た
結
果
、
「
余
」
の
意
識
に
変
化
が
起

き
て
な
さ
れ
た
新
た
な
空
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
次
に
凱
旋
式
に
遭
遇
し
た
「
余
」
の
様
子
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
余
」
が
待
ち
合
わ
す
人
に
会
う
た
め
に
新
橋
の
停
車
場
ま
で

来
る
と
、
凱
旋
の
軍
隊
を
迎
え
る
人
々
の
光
景
に
出
く
わ
す
。
し
か
し
「
余
」
は
凱
旋
式
だ
と
気
が
つ
か
ず
、
「
何
だ
ろ
う
?
」
と
問
う
よ

う
に
、
今
日
が
凱
旋
式
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
知
ら
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
余
」
は
「
新
橋
停
車
場
前
の
広
場
の
一
杯
の
人
」

が
「
左
右
に
割
り
込
む
事
も
出
来
な
い
程
行
列
し
て
居
る
」
と
い
う
光
景
を
見
て
、
何
の
集
ま
り
か
分
か
ら
ず
、
「
木
村
六
之
助
君
の
凱
旋
を

28 

祝
す
連
雀
町
有
志
」
と
言
う
旗
を
見
て
、
初
め
て
凱
旋
式
、
だ
と
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
新
橋
の
凱
旋
式
に
気
が
つ
か
な
い
「
余
」
と
は
ど
う

い
っ
た
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
露
戦
争
が
終
わ
り
、
最
初
に
世
間
を
賑
わ
し
た
凱
旋
式
は
、
海
軍
の
東
郷
平
八
郎
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
東
郷
の
海
軍
連
合
艦
隊

に
続
い
て
、
十
一
月
か
ら
陸
軍
の
凱
旋
が
陸
続
と
始
ま
る
。
当
時
の
新
聞
記
事
に
は
、
「
天
皇
陛
下
に
於
か
せ
ら
れ
て
ハ
、
出
征
軍
総
体
に
於

け
る
旅
団
司
令
部
以
上
の
高
等
司
令
部
を
東
京
に
凱
旋
せ
し
め
、
旅
団
長
以
上
の
職
員
並
に
少
将
以
上
の
武
官
へ
ハ
特
に
新
橋
停
車
場
よ
り

儀
伏
兵
を
附
し
て
宮
城
に
参
内
せ
し
め
ら
れ
・
:
」
や
「
高
等
司
令
部
の
数
ハ
総
司
令
部
を
合
は
せ
て
、
四
十
余
、
五
十
に
も
上
る
べ
く
、
こ

れ
だ
け
の
多
数
が
明
年
二
月
頃
ま
で
に
悉
皆
凱
旋
し
来
る
も
の
な
れ
バ
、
東
京
市
ハ
明
年
二
月
ま
で
に
、
五
十
に
近
き
陸
軍
高
等
指
令
部
の

大
歓
迎
を
行
は
ざ
る
べ
か
ら
先
」
と
あ
り
、
当
時
の
新
橋
と
凱
旋
式
の
関
係
が
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
。
こ
れ
を
参
照
に
す
る
と
こ
の
時
期
、



新
橋
で
は
凱
旋
式
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
停
車
場
前
の
広
場
は
そ
の
歓
迎
に
行
く
人
で
溢
れ
て
お
り
、
旅
団
長
及
び
少
将
以
上
は
儀
伏
兵
を
従

え
て
宮
城
へ
の
行
進
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
読
売
新
聞
』
で
は
「
昨
日
の
新
橋
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
記
事
が
続
き
、
そ
の
度
々
の
新
橋

で
の
凱
旋
の
様
子
を
伝
え
て
お
り
、
凱
旋
式
と
新
橋
の
強
い
結
び
つ
き
が
窺
わ
れ
る
。

「
新
橋
」
と
い
う
場
所
が
持
っ
こ
う
し
た
意
味
を
考
え
れ
ば
、
駅
頭
の
群
集
を
見
て
、
即
座
に
凱
旋
式
だ
と
気
が
つ
く
の
が
当
然
で
あ
る
。

確
か
に
「
余
」
は
戦
争
か
ら
距
離
の
あ
る
人
間
で
あ
り
、
「
余
の
様
に
図
書
館
以
外
の
空
気
を
あ
ま
り
吸
っ
た
事
の
な
い
人
聞
は
態
々
歓
迎
の

為
め
に
新
橋
迄
く
る
折
も
あ
る
ま
い
」
と
語
る
も
の
の
、
「
余
」
は
「
平
生
戦
争
の
こ
と
は
新
聞
で
読
ま
ん
で
も
な
い
」
と
語
り
、
そ
の
新

聞
か
ら
の
情
報
な
の
か
、
旅
順
の
攻
撃
を
事
実
に
基
づ
い
て
空
想
が
出
来
る
ほ
ど
戦
争
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ

で
も
気
が
つ
か
な
い
「
余
」
の
存
在
を
一
体
ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
岡
昇
平
は
こ
の
よ
う
な
凱
旋
の
時
期
に
、
「
何
か
と

思
っ
た
ら
凱
旋
だ
っ
た
な
ん
て
、
呑
気
な
こ
と
を
書
く
の
は
、
相
当
の
皮
肉
」
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
佐
藤
泰
正
は
「
今
日
は
凱
旋
の
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将
兵
の
帰
還
の
日
で
あ
る
と
い
う
国
民
周
知
の
日
時
さ
え
も
念
頭
に
な
い
と
い
う
こ
の
〈
う
か
つ
〉
さ
こ
そ
、
作
者
の
た
く
ら
ん
だ
ア
リ
パ

イ
作
り
」
と
し
、
「
「
余
」
の
低
佃
的
、
迂
図
的
鏡
舌
を
ア
リ
バ
イ
に
し
て
、
皮
肉
に
し
て
痛
烈
な
戦
争
批
判
を
展
開
し
て
み
せ
る
」
と
解
釈

す
刻
。
新
橋
の
群
集
を
一
瞥
し
て
凱
旋
式
だ
と
わ
か
ら
な
い
「
余
」
は
、
確
か
に
こ
の
時
点
に
お
い
て
「
傍
観
者
」
で
あ
り
、
「
太
平
の
逸

民
」
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
物
造
型
自
体
が
〈
皮
肉
〉
だ
と
か
〈
国
家
批
判
〉
の
力
を
持
ち
え
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

だ
が
、
凱
旋
式
に
気
が
付
か
な
い
「
余
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
戦
場
を
「
詩
的
」
に
想
像
す
る
「
余
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
新
橋
事
件
」
を

契
機
に
、
そ
の
空
想
の
中
身
に
変
化
が
起
こ
り
、
「
余
」
に
「
趣
味
の
遺
伝
」
と
呼
ば
れ
る
物
語
を
経
験
さ
せ
、
語
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
余
」
は
物
語
を
書
く
動
機
と
な
る
「
新
橋
事
件
」
に
遭
遇
す
る
以
前
の
「
傍
観
者
」
と
し
て
の
「
余
」
の
姿
を
、
こ
の
一
篇
の
冒
頭

(248) 



に
わ
ざ
わ
ざ
配
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
余
」
の
姿
は
「
新
橋
事
件
」
以
後
、
「
余
」
に
よ
っ
て
暗
に
否
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
冒
頭
部
の
空
想
同
様
に
、
「
余
」
の
造
形
の
意
味
は
逆
転
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
こ
う
し
た
契
機
と
な
(247) 

る
「
新
橋
事
件
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四

「
詩
的
」
な
戦
争
の
空
想
を
し
、
凱
旋
式
に
気
づ
か
な
い
「
余
」
が
偶
然
新
橋
で
の
凱
旋
式
に
遭
遇
し
、
「
実
は
万
歳
を
唱
へ
た
事
は
生
ま

れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
迄
一
度
も
な
い
」
が
「
帝
国
臣
民
」
の
「
義
務
」
と
し
て
万
歳
を
唱
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
余
」
は
万
歳
を
唱

え
て
凱
旋
を
迎
え
よ
う
と
し
た
が
、
「
将
軍
の
日
に
焦
げ
た
色
が
見
え
た
。
将
軍
の
詳
の
胡
麻
塩
な
の
が
見
え
た
」
そ
の
一
瞬
間
、
万
歳
は
止

「
万
歳
が
と
ま
る
と
共
に
胸
の
中
に
名
状
し
が
た
い
波
動
が
こ
み
上
げ
て
来
て
、
両
眼
か
ら
二
雫
ば
か
り
涙
が
落
ち
た
」
の
で
あ
る
。
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ま
っ
て
し
ま
う
。
何
故
止
ま
っ
た
の
か
は
「
余
」
は
わ
か
ら
な
い
。
万
歳
は
「
余
」
の
「
支
配
権
以
外
に
超
然
と
し
て
止
ま
」
り
、
そ
し
て

で
あ
る
な
ら
ば
、
「
将
軍
」
の
姿
に
何
か
を
感
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
戦
は
人
を
殺
す
か
左
な
く
ば
人
を
老
い
し
め
る
も
の

で
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
「
将
軍
」
の
容
貌
(
あ
る
い
は
そ
の
変
化
)
に
、
「
戦
争
の
結
果
」
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
聞
な
ど
で
戦

争
の
こ
と
を
知
り
、
「
い
く
ら
戦
争
が
続
い
て
も
戦
争
ら
し
い
感
じ
が
し
な
い
」
と
語
る
「
余
」
が
、
今
ま
で
思
い
も
至
ら
な
か
っ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
こ
の
「
将
軍
」
の
姿
に
「
余
」
の
万
歳
は
止
ま
り
、
「
満
州
の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦
争
の
光
景
が
あ
り
/
\
と
脳
裏
に
描
き
出
せ
れ

ら
た
」
の
で
あ
る
。
「
余
」
は
「
将
軍
」
を
見
て
、
初
め
て
「
大
戦
争
の
光
景
」
を
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
大

戦
争
の
光
景
」
の
一
片
と
し
て
、
「
余
」
が
思
い
至
っ
た
の
は
「
耐
削
減
」
で
あ
る
。
「
余
」
が
「
附
賊
」
に
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
「
ワ
!
と

云
ふ
丈
で
万
歳
の
様
に
意
味
も
何
も
な
い
」
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
出
す
の
は
「
よ
く
せ
き
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
生



死
を
賭
け
た
場
で
出
さ
れ
る
声
は
「
至
誠
の
声
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
至
誠
の
声
」
を
数
万
の
兵
が
一
度
に
唱
え
る
の
を
聴
い
た

時
に
「
玄
境
に
入
る
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
へ
の
反
応
が
「
余
」
の
涙
で
あ
る
。
こ
の
「
玄
境
」
を
「
余
」
は
「
将
軍
」
の
容
貌
を
見
た
時
に

初
め
て
想
像
し
得
た
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
瞬
間
の
想
像
に
よ
り
、
「
余
」
の
万
歳
は
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

五
島
慶
一
は
、
「
将
軍
」
に
「
戦
争
の
結
果
」
を
見
る
「
余
」
の
視
線
を
、
戦
争
の
最
前
線
に
い
る
一
兵
士
と
、
そ
う
し
た
過
酷
な
場
に

立
た
さ
れ
な
い
「
将
軍
」
の
区
別
も
で
き
な
い
と
し
、
そ
れ
は
戦
場
に
立
つ
こ
と
の
な
い
大
衆
と
同
質
の
視
線
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
同
様

に
戦
場
の
空
想
に
も
大
衆
と
変
わ
ら
ぬ
視
線
を
見
、
こ
れ
ら
か
ら
「
余
」
の
戦
争
に
対
す
る
想
像
力
の
欠
如
を
見
て
い
る
。
確
か
に
、
「
余
」

は
戦
争
と
い
う
も
の
を
「
正
確
」
に
捉
え
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
余
」
の
視
線

に
ど
れ
だ
け
の
戦
争
へ
の
想
像
力
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
「
余
」
自
身
が
戦
争
の
現
実
に
衝
撃
を
受
け
て
い
る
こ
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と
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
戦
争
へ
の
視
線
に
変
化
を
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
戦
争
へ
の
想
像
が
欠
如
し
て
い
よ

う
が
、
「
余
」
は
凱
旋
を
迎
え
る
群
集
と
自
ら
を
差
異
化
さ
せ
よ
う
と
記
述
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
、
凱
旋
に
沸

く
群
衆
に
「
余
」
が
積
極
的
な
批
判
を
持
ち
え
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
大
衆
の
姿
を
相
対
化
さ
せ
る
力
は
充
分
に
持

ち
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
同
時
代
に
お
け
る
戦
争
表
象
と
し
て
、
明
治
三
十
九
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
桜
井
忠
温
の
『
肉
弾
』
が
あ
る
。
そ
の
中
で
日
露

戦
争
に
出
征
す
る
兵
士
た
ち
を
描
い
た
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

遠
く
ま
た
近
く
響
き
渡
る
劇
夙
の
声
は
、
即
ち
至
愛
な
る
同
朋
に
対
す
る
暇
乞
い
で
あ
っ
た
。
老
い
た
る
も
若
き
も
、
手
に
手
に
国
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旗
を
振
窮
し
つ
つ
、
天
地
を
轟
か
す
万
歳
の
叫
酬
に
対
し
て
は
、
我
等
は
如
何
に
も
し
て
此
至
誠
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
、



嘗
て
敵
塁
に
向
か
っ
て
、
耳
も
聾
す
る
城
声
を
揚
げ
て
突
撃
し
た
時
に
は
、
背
後
で
国
民
の
万
歳
の
声
が
、
潮
の
如
く
に
湧
き
起
る
や

引
同
劇
叫
剖
似
寸
刻
刻
。
(
傍
線
引
用
者
)

敵
塁
に
「
城
声
」
を
あ
げ
て
突
撃
す
る
際
に
、
そ
の
背
後
に
「
至
誠
」
の
「
由
民
の
万
歳
」
の
姿
を
見
る
、
と
言
う
こ
の
文
章
は
、
『
趣

味
の
遺
伝
』
の
「
然
も
此
戦
争
の
影
と
も
見
る
べ
き
一
片
の
周
囲
を
繰
る
者
は
万
歳
と
云
ふ
歓
呼
の
声
で
あ
る
。
此
声
が
即
ち
満
州
の
野
に

起
っ
た
附
城
の
反
響
で
あ
る
」
と
い
う
語
り
と
酷
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
に
は
決
定
的
な
違
い
が
有
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
余
」
が
語

る
の
は
、
「
よ
く
せ
き
の
こ
と
」
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
「
附
賊
」
の
声
を
出
し
て
戦
っ
た
者
が
凱
旋
し
、
こ
の
「
万
歳
」
を
受
け
て
い
る
、

と
言
う
現
状
で
あ
り
、
決
し
て
「
万
歳
」
と
「
附
城
」
と
を
同
列
に
見
て
は
い
な
い
。
「
余
」
に
よ
れ
ば
、
「
万
歳
の
音
山
義
は
字
の
如
く
読
ん

で
万
歳
に
過
ぎ
ん
が
附
賊
と
な
る
と
大
分
趣
が
違
ふ
」
の
で
あ
り
、
「
万
歳
の
助
け
て
呉
れ
の
殺
す
ぞ
の
と
そ
ん
な
け
ち
な
意
味
を
有
し
て
」

い
な
い
「
至
誠
の
声
」
な
の
で
あ
る
。
決
し
て
『
肉
弾
』
の
よ
う
に
「
国
民
の
万
歳
」
に
「
至
誠
」
を
見
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、

「
余
」
自
身
は
「
附
城
」
の
声
を
上
げ
て
帰
っ
て
来
た
も
の
に
対
し
て
、
万
歳
を
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
「
余
」
の
語
る
物
語
の
中
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
将
軍
」
の
凱
旋
に
際
し
て
「
万
歳
の
一
つ
位
は
義
務
に
も
申
し
て
行
か

う
」
と
語
り
、
大
衆
に
接
近
し
て
行
こ
う
と
試
み
る
「
天
下
の
逸
民
」
た
る
「
余
」
自
身
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
冒
頭
の
自
分
自
身
を
否

定
し
た
後
に
、
「
余
」
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
り
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

五

凱
旋
し
た
「
将
軍
」
や
凱
旋
兵
に
「
戦
争
の
結
果
」
の
一
片
を
垣
間
見
、
「
大
戦
争
の
光
景
」
に
思
い
至
っ
た
「
余
」
は
、
そ
の
後
「
浩
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さ
ん
」
似
の
軍
曹
と
そ
の
母
を
見
て
、
「
昨
日
の
新
橋
事
件
を
思
ひ
出
す
と
、
ど
う
も
浩
さ
ん
の
事
が
気
に
掛
つ
て
な
ら
な
い
」
と
「
浩
さ

ん
」
の
こ
と
に
思
い
至
る
。
「
余
」
が
「
浩
さ
ん
」
に
思
い
が
至
る
の
は
、
「
亡
友
浩
さ
ん
と
兄
弟
と
見
違
へ
る
迄
よ
く
似
て
居
る
」
軍
曹
を

見
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
「
浩
さ
ん
」
の
こ
と
は
忘
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
忘
れ
て
い
た
、
と
言
う
の
は
語
弊
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

「
余
」
と
「
浩
さ
ん
」
と
は
「
余
は
河
上
家
の
内
情
は
相
続
人
た
る
浩
さ
ん
に
劣
ら
ん
位
精
し
く
知
っ
て
居
る
」
と
い
う
程
の
親
密
な
中
で

あ
り
、
「
浩
さ
ん
」
の
死
後
も
何
度
も
「
御
母
さ
ん
」
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
行
く
度
に
泣
か
れ
」
た
り
、
「
頻
り
に
嫁
々
と
繰
り
返

し
」
た
り
、
あ
る
い
は
「
浩
さ
ん
」
の
日
記
を
見
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
り
と
、
今
ま
で
の
「
余
」
の
日
常
に
「
浩
さ
ん
」
は
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
思
い
至
っ
た
の
は
「
浩
さ
ん
」
似
の
「
軍
曹
」
を
見
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
新
橋
事
件
」
を
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
新
橋
事
件
」
に
よ
り
あ
る
種
の
衝
撃
を
受
け
た
「
余
」
は
、
今
ま
で
は
考
え
な
か
っ
た
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
未
だ
に
「
浩
さ
ん
」
が
弔
わ
れ
て
い
な
い
と
言
う
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
余
」
は
「
何
等
か
の
手
段
で
親
友
を

弔
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
と
思
い
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
浩
さ
ん
」
が
戦
死
し
た
の
は
既
に
一
年
以
上
前
で
あ
り
、
「
紀
念
の
遺
髪

は
遥
か
の
海
を
渡
っ
て
駒
込
の
寂
光
院
に
埋
葬
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、
今
で
は
「
先
祖
代
々
の
墓
の
中
」
に
「
祭
り
込
ま
れ
て
い
る
」
。
す
な

わ
ち
「
浩
さ
ん
」
は
社
会
的
に
は
充
分
に
弔
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
旅
順
で
の
戦
死
者
に
は
全
員
叙
勲
が
な
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
軍
部
と
し
て
の
弔
い
も
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
「
余
」
は
初
め
新
橋
で
凱
旋
式
を
見
て
も
全
く
「
浩
さ
ん
」
に
つ
い
て
思
い
が
至

ら
な
い
。

つ
ま
り
、
「
浩
さ
ん
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
「
弔
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
と
思
い
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
さ
に

「
新
橋
事
件
」
を
経
験
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
余
」
は
、
世
間
が
戦
勝
を
迎
え
て
も
「
浩
さ
ん
」
が
弔
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
「
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
が
っ
て
来
な
い
」
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と
言
う
リ
フ
レ
イ
ン
で
表
現
す
る
。
と
り
わ
け
、
「
ス
テ
ツ
セ
ル
は
降
っ
た
。
講
和
は
成
立
し
た
。
将
軍
は
凱
旋
し
た
。
兵
隊
も
歓
迎
さ
れ



た
。
然
し
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
が
っ
て
来
な
い
」
な
ど
の
よ
う
に
、
戦
勝
、
凱
旋
の
よ
う
な
国
民
的
熱
狂
に
際
し
て
も
、
「
坑
か
ら
上
が

っ
て
来
な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
戦
死
後
一
年
余
経
ち
、
こ
れ
ま
で
「
余
」
は
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
発
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
新
橋
事
(243) 

件
」
を
経
て
、
世
間
の
熱
狂
と
は
反
対
に
、
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
が
っ
て
こ
な
い
」
と
い
う
現
実
に
・
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
「
一
こ
以
降
の
「
余
」
の
行
動
は
、
「
浩
さ
ん
」
へ
の
弔
い
と
い
う
音
山
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
「
余
」
自
身

が
「
何
等
か
の
手
段
で
親
友
を
弔
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
と
言
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

無
論
、
従
来
の
論
で
も
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
「
鎮
魂
」
を
見
る
論
は
幾
つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
厭
戦
的
な
「
鎮
魂
」
と
し
て
見

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
「
鎮
魂
」
と
は
、
そ
れ
が
戦
争
へ
の
批
判
的
な
態
度
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
日
露
戦

争
後
に
お
い
て
は
む
し
ろ
|
|
い
や
当
然
の
よ
う
に
|
|
「
鎮
魂
」
と
言
う
こ
と
が
厭
戦
と
は
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
た
の
は
い
う

ま
で
も
無
い
。
そ
れ
は
軍
部
や
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
招
魂
祭
、
慰
霊
祭
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
代
表
格
が
靖
国
神
社
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
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特
に
日
露
戦
争
期
間
や
戦
後
に
お
い
て
は
、
「
鎮
魂
」
が
排
他
的
愛
国
心
と
結
び
つ
く
言
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
「
鎮
魂
」
は

そ
の
よ
う
な
支
配
的
言
説
に
結
合
し
や
す
い
言
説
空
間
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

『
趣
味
の
遺
伝
』
と
い
う
作
品
の
中
で
の
「
弔
う
」
と
い

う
行
為
が
、
単
純
に
大
文
字
の
言
説
空
間
と
共
犯
関
係
を
な
し
て
行
わ
れ
、
語
ら
れ
る
の
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
で
は
、
「
余
」

が
「
浩
さ
ん
」
を
「
弔
う
」
こ
と
は
、
日
露
戦
勝
後
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
「
余
」

が
い
か
に
「
浩
さ
ん
」
を
弔
お
う
と
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
「
余
」
は
行
動
と
し
て
は
墓
参
り
で
「
弔
う
」
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る

が
、
そ
れ
以
前
に
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
弔
い
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
て
い
る
。

何
等
か
の
手
段
で
親
友
を
弔
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
悼
亡
の
句
杯
は
出
来
る
柄
で
は
な
い
。
文
才
が
あ
れ
ば
平
生
の
交
際
を
其
億



記
述
し
て
雑
誌
に
で
も
投
書
す
る
が
此
筆
で
は
夫
も
駄
目
と
。

「
浩
さ
ん
」
の
弔
い
の
一
つ
と
し
て
「
余
」
は
、
「
平
生
の
交
際
」
を
「
雑
誌
に
投
書
す
る
」
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
余
」
の
そ

の
望
み
は
「
文
才
が
あ
れ
ば
」
の
話
で
あ
り
、
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
に
は
、
純
粋
な
「
文
士
」
的
仕
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
墓
参
り
と
い
う
手
段
を
思
い
つ
く
。
だ
が
、
そ
ん
な
折
に
「
余
」
が
遭
遇
し
た
の
が
、
「
寂
光
院
事
件
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
〈
趣
味
の

遺
伝
〉
の
論
理
で
解
明
し
た
、
と
言
う
ま
さ
に
「
学
者
」
と
し
て
の
手
柄
で
あ
っ
た
。
「
余
」
は
こ
れ
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
、
と
考
え

た
で
あ
ろ
う
。
「
余
」
は
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
の
論
理
を
解
明
し
た
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
「
浩
さ
ん
」
の
弔
い
の
た
め
の
文
章
を
書
こ
う
と
考

え
た
(
か
こ
つ
け
て
い
る
の
は
「
小
説
め
い
た
事
」
を
「
長
々
し
く
か
い
て
」
い
る
事
実
か
ら
も
わ
か
る
)
。
「
余
」
が
こ
れ
を
「
読
者
」
に

が
〈
趣
味
の
遺
伝
〉

の
論
理
解
明
と
い
う
体
裁
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
二
面
性
が
、
あ
く
ま
で
「
余
」
が
「
学
者
」
的
に
振
舞
お
う
と
し
な
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向
け
て
語
る
な
ら
ば
、
「
読
者
」
の
自
に
触
れ
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
媒
体
に
掲
載
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
必
要
な
こ
と

が
ら
も
、
こ
の
物
語
を
「
文
士
」
の
「
小
説
め
い
た
も
の
」
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一__L_.

/¥ 

で
は
、
「
余
」
は
こ
の
時
期
に
、
一
体
何
を
語
れ
ば
「
浩
さ
ん
」
を
弔
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
『
趣
味
の
遺
伝
』

の
作
中
時
間
が
、
「
浩
さ
ん
」
の
死
後
「
一
年
余
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
明
治
三
十
八
年
末
か
ら
三
十
九
年
初
と
い
う
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
で
は
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
時
期
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

明
治
三
十
九
年
元
日
の
新
聞
記
事
が
、
「
今
日
は
平
和
の
元
日
な
り
、
又
凱
旋
中
の
元
日
な
り
」
と
言
う
言
葉
で
始
ま
る
よ
う
に
、
明
治

(242) 



三
十
九
年
は
凱
旋
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
年
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
世
の
中
は
凱
旋
に
沸
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
「
浩
さ
ん
」
が
属
し

て
い
た
第
三
軍
の
凱
旋
報
道
は
大
々
的
に
な
さ
れ
て
い
た
。
乃
木
大
将
率
い
る
第
三
軍
の
凱
旋
間
近
の
新
聞
記
事
に
は
、
「
露
国
が
難
攻
不

(241) 

落
と
称
し
た
る
旅
順
の
堅
城
を
包
囲
し
幾
十
回
の
悪
戦
苦
闘
を
為
し
之
を
攻
略
し
て
世
界
戦
史
空
前
の
騒
名
を
轟
か
し
(
中
略
)
国
民
は
此

名
誉
あ
る
将
軍
の
勲
功
を
崇
敬
す
る
の
念
愈
切
な
れ
ば
明
日
の
歓
迎
は
一
層
盛
大
な
る
べ
し
」
と
語
ら
れ
て
い
封
。
そ
し
て
乃
木
の
凱
旋
を

伝
え
る
「
乃
木
大
将
凱
旋
」
に
は
、
「
旅
順
要
塞
の
攻
陥
に
戦
史
に
其
比
を
見
ざ
る
壮
烈
悲
惨
の
攻
城
戦
を
為
し
て
見
事
効
を
奏
し
(
中
略
)

第
一
師
団
は
乃
木
将
軍
の
統
率
の
元
に
あ
り
し
事
と
て
昨
日
の
凱
旋
に
釘
す
る
東
京
市
民
の
歓
迎
は
何
に
警
へ
ん
様
に
な
き
盛
大
を
極
め
た

り
(
中
略
)
其
の
混
雑
到
底
筆
紙
に
霊
く
す
能
は
ず
大
山
、
東
郷
両
大
将
凱
旋
の
盛
況
も
昨
日
に
は
及
ば
ず
と
見
え
た
り
」
と
あ
る
。

こ
う
し
た
凱
旋
記
事
か
ら
、
乃
木
と
第
三
軍
の
凱
旋
が
こ
れ
ま
で
で
最
も
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
の
「
浩
さ
ん
」
も
彼
ら
と
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同
じ
よ
う
に
、
こ
の
戦
場
で
戦
っ
た
兵
士
な
の
で
あ
る
が
、
「
蟻
群
の
一
匹
の
如
く
」
に
、
「
蜘
妹
の
子
の
如
く
」
に
戦
い
、
旗
を
振
っ
て
、

聖
壕
に
飛
び
込
み
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
故
、
「
ス
テ
ツ
セ
ル
が
開
城
し
て
二
十
の
砲
砦
が
悉
く
日
本
の
手
に
帰
し
て
も
」
「
日
露
の
講
和
が

成
就
し
て
乃
木
将
軍
が
目
出
度
凱
旋
し
て
も
」
「
浩
さ
ん
は
依
然
と
し
て
坑
か
ら
上
が
っ
て
来
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
間
は
そ
う
し

た
こ
と
は
忘
れ
て
、
帰
っ
て
来
た
凱
旋
兵
の
歓
迎
に
熱
狂
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
「
誰
も
浩
さ
ん
を
迎
え
に
出
た
も
の
は
い
な
い
。
天

下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
っ
て
い
る
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
計
り
で
あ
ら
う
」
と
「
余
」
が
末
尾
で
語
る
通
り
な
の
で
あ
る
。
「
余
」

に
と
っ
て
見
れ
ば
、
「
偉
大
な
男
」
で
あ
り
、
ま
た
歓
迎
を
受
け
る
資
格
の
あ
る
「
浩
さ
ん
」
が
、
こ
う
し
て
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
、
「
坑

か
ら
上
が
っ
て
来
な
い
」
現
状
に
直
面
し
、
「
浩
さ
ん
」
を
弔
う
必
要
が
あ
る
と
再
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
余
」
は
〈
趣
味
の
遺

伝
〉
の
論
理
を
語
り
な
が
ら
も
、
「
偉
大
な
男
」
で
あ
る
「
浩
さ
ん
」
が
弔
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
ま
た
「
平
生
の
交
際
」
を
記
し
、

戦
地
で
の
日
記
を
公
開
す
る
な
ど
、
「
読
者
」
(
世
間
)
に
対
し
て
、
「
浩
さ
ん
」
の
こ
と
を
語
り
始
め
る
。
そ
れ
は
「
余
」
な
り
の
〈
戦
死
者



報
道
〉
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
「
名
前
」
の
問
題
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
物
語
の
中
で
名
前
が
明
か
さ
れ
る
の
は
死
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
唯
一

例
外
は
「
小
野
田
博
士
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
小
野
田
」
と
い
う
先
祖
の
話
が
あ
る
の
で
、
そ
の
流
れ
で
明
か
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

じ
、
「
余
」
の
名
前
も
結
局
語
ら
れ
な
い
し
、
「
御
母
さ
ん
」
や
「
寂
光
院
の
女
」
の
名
前
も
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
な
い
。
学
校
の
同
僚
の
名

は
老
人
に
よ
り
「
何
の
友
達
で
」
と
ほ
か
さ
れ
、
老
人
の
名
は
な
ぜ
か
「
わ
ざ
と
云
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
人
、
「
余
」
は
同

時
代
に
お
い
て
最
も
有
名
で
あ
る
は
ず
の
人
物
の
う
ち
の
一
人
の
名
前
も
明
か
そ
う
と
し
な
い
。
す
な
わ
ち
「
帝
国
の
運
命
を
決
す
る
活
動

力
の
断
片
」
で
あ
る
「
英
明
赫
々
た
る
偉
人
」
の
「
将
軍
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
が
な
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
物
語
が
戦
勝
の
熱
狂
か
ら

忘
れ
ら
れ
た
「
浩
さ
ん
」
の
〈
戦
死
者
報
道
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
〈
無
名
〉
の
死
者
を
〈
有
名
〉
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
「
浩
さ
ん
」
に
だ
け
「
名
が
有
る
」
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
余
」
は
新
聞
紙
上
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
た
〈
戦
死
者
報
道
〉
を
再
生
産
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
で
は
「
浩

さ
ん
」
を
単
な
る
「
戦
死
者
」
(
あ
る
い
は
「
旅
順
攻
回
戦

戦
死
者
」
)
と
し
て
の
記
号
的
意
味
し
か
持
た
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
日
記
を
見
て
、
「
こ
と
に
俗
人
の
使
用
す
る
壮
士
的
口
吻
が
な
い
の
が
嬉
し
い
。
怒
気
天
を
衝
く
だ

の
、
暴
慢
な
る
露
人
だ
の
、
醜
虜
の
胆
を
寒
か
ら
し
む
だ
の
、
凡
て
え
ら
そ
う
で
安
っ
ぽ
い
辞
句
は
ど
こ
に
も
使
つ
て
な
い
。
文
体
は
甚
だ

気
に
入
っ
た
」
と
感
心
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に
、
「
万
歳
」
を
唱
え
ら
れ
な
い
と
言
う
、
新
橋
で
の

群
集
の
熱
狂
を
相
対
化
さ
せ
る
「
余
」
の
記
述
そ
の
も
の
が
、
「
万
歳
」
に
溢
れ
る
世
上
の
〈
戦
死
者
報
道
〉
と
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
歩
兵
中
尉
で
あ
る
「
浩
さ
ん
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
新
聞
紙
上
で
〈
戦
死
者
報
道
〉
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性

(240) 

も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
一
こ
に
お
い
て
「
余
」
が
浩
さ
ん
の
戦
場
で
の
様
子
を
空
想
す
る
と
き
に
、
そ
の
戦
争
の
情
報
(
「
風
が
強
い
」
と
か



「
時
刻
は
一
時
か
一
時
半
頃
で
あ
る
」
な
ど
)
は
一
般
的
な
情
報
で
あ
る
が
、
「
浩
さ
ん
」
が
「
冷
た
く
な
っ
て
死
ん
で
居
た
さ
う
だ
」
な
ど

(239) 

は
伝
聞
の
情
報
で
あ
る
。
ま
た
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
日
記
を
見
る
前
か
ら
、
「
浩
さ
ん
」
が
旗
持
ち
で
、
旗
を
振
っ
て
戦
死
し
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
し
た
「
浩
さ
ん
」
の
〈
戦
死
者
報
道
〉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
余
」
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
い
や
、
凱
旋
式
に
遭
遇
す
る
前
の
「
余
」
な
ら
ば
、
そ
れ
で
納
得
し
、
「
浩
さ
ん
」
も
弔
わ
れ
た
と
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

凱
旋
式
で
「
新
橋
事
件
」
と
い
う
衝
撃
を
受
け
た
「
余
」
に
と
っ
て
は
、
「
安
っ
ぽ
い
辞
句
」
を
並
べ
て
伝
え
ら
れ
、
国
家
の
物
語
の
中
で
戦

死
者
(
と
そ
の
遺
族
)
を
表
象
し
回
収
し
て
い
く
〈
戦
死
者
報
道
〉
で
は
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

七

〈
戦
死
者
報
道
〉
の
側
面
を
持
つ
こ
の
一
篇
の
中
で
、
戦
死
者
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
語
ら
れ
る
の
が
遺
族
の
問
題
で
あ
る
。
前
掲
五
島
論
文
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で
は
「
余
」
は
「
御
母
さ
ん
」
の
「
慰
問
者
」
と
し
て
役
立
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
余
」
の
興
味
は
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
論

理
(
神
田
論
で
言
え
ば
、
「
浩
さ
ん
」
と
女
の
関
係
)
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
建
前
と
は
言
え
、
こ
の
一
篇
の
「
骨
子
」
が

あ
く
ま
で
「
学
者
」
に
よ
る
〈
趣
味
の
遺
伝
〉

の
論
理
解
明
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
遺
族
救
済
の
問
題
は
「
余
」
が
実
際
に
「
御
母
さ

ん
」
に
何
を
な
し
た
か
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
新
橋
事
件
」
の
翌
日
、
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
戦
場
で
の
様
子
を
空
想
し
、
「
浩
さ
ん
は
何
故
壕
か
ら
上
が
っ
て
来
ん
の
だ
ろ
う

か
」
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
考
え
の
行
き
着
く
先
は
、
「
可
哀
そ
う
な
の
は
坑
を
出
て
来
な
い
浩
さ
ん
よ
り
も
、
浮
世
の
風
に
あ
た
っ
て

居
る
御
母
さ
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
死
者
遺
族
と
し
て
の
「
御
母
さ
ん
」
に
悲
し
み
を
見
出
す
。
無
論
、
こ
の
種
の
言
説
を
成
立
さ
せ

て
い
る
の
は
、
戦
死
者
約
八
万
四
千
人
と
言
わ
れ
る
被
害
を
出
し
た
日
露
戦
争
中
の
同
時
代
状
況
に
他
な
ら
な
い
。
日
露
戦
争
終
結
と
と
も



に
、
遺
族
を
い
か
に
慰
霜
す
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
国
家
的
な
も
の
か
ら
各
組
織
に
よ
る
も
の
ま
で
、
様
々
な
遺
族
へ
の
対
応
が
実
施
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
遺
族
が
い
か
に
国
家
に
「
救
済
」
さ
れ
て
い
く
の
か
と
言
う
物
語
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
当
時
の
新
聞

記
事
に
は
凱
旋
途
中
の
乃
木
希
典
が
旅
順
攻
略
戦
で
戦
死
し
た
歩
兵
中
尉
の
母
ー
ー
ま
さ
に
「
御
母
さ
ん
」
そ
の
も
の
で
あ
る
ー
ー
を
わ
ざ

わ
ざ
慰
め
、
母
が
「
大
将
の
厚
意
に
感
泣
し
て
立
ち
去
り
た
り
」
と
言
う
よ
う
な
記
事
も
見
え
話
。

で
は
、
「
新
橋
事
件
」
を
経
験
し
た
後
に
、
「
余
」
は
い
か
に
軍
人
遺
族
で
あ
る
「
御
母
さ
ん
」
を
「
救
済
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
御
母
さ
ん
」
が
「
浩
さ
ん
」
の
戦
死
後
、
し
ば
し
ば
口
に
す
る
愚
痴
は
「
せ
が
れ
に
娠
で
も
貰
っ
て
置
い
た
ら
、
こ

ん
な
時
に
は
撫
心
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
ひ
ま
す
」
や
「
そ
ら
娠
が
出
た
。
く
る
度
に
よ
め
が
出
な
い
事
は
な
い
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
「
娠
」

で
あ
っ
た
。
以
前
に
も
「
せ
め
て
気
立
て
の
優
し
い
嫁
で
も
居
り
ま
し
た
ら
、
こ
ん
な
時
に
は
力
に
な
り
ま
す
の
に
」
と
「
頻
り
に
嫁
々
と

-39 

繰
り
返
し
て
」
い
た
の
で
あ
る
。
「
御
母
さ
ん
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
日
記
か
ら
「
郵
便
局
で
逢
っ
た
女
」
を
「
浩
さ
ん
」
が
生
前
「
好
い
て
い

た
」
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
そ
の
真
偽
確
認
を
「
余
」
に
依
頼
す
る
。
こ
う
し
た
「
御
母
」
さ
ん
の
頼
み
に
対
し
て
、
「
余
」
は
日
記

を
借
り
る
。
確
か
に
、
「
余
」
に
と
っ
て
そ
の
目
的
は
、
「
寂
光
院
の
女
」
が
一
体
誰
な
の
か
、
と
言
う
こ
と
の
手
が
か
り
と
し
て
で
あ
り
、

「
余
」
の
語
り
を
額
面
ど
お
り
に
信
じ
る
な
ら
ば
、
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
の
論
理
さ
え
証
明
で
き
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
余
」
は
そ

こ
で
仕
事
ー
ー
あ
る
い
は
語
り
ー
ー
を
終
え
る
の
で
は
な
く
、
「
御
母
さ
ん
は
女
丈
に
底
の
底
ま
で
知
り
た
い
の
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
、

「
と
ダ
の
つ
ま
り
事
情
を
逐
一
打
ち
明
け
て
御
母
さ
ん
に
相
談
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
御
母
さ
ん
」
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
「
余
」
は
二

人
を
会
見
さ
せ
る
こ
と
に
尽
力
す
る
。
そ
し
て
結
末
は
「
御
母
さ
ん
と
御
嬢
さ
ん
と
は
時
々
会
見
す
る
。
会
見
す
る
度
に
仲
が
よ
く
な
る
。

一
所
に
散
歩
す
る
、
御
僕
を
た
べ
る
、
丸
で
御
嫁
さ
ん
の
様
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
遺
族
と
な
っ
た
時
の
「
御
母
さ
ん
」
の
念

(238) 

願
で
あ
っ
た
「
こ
ん
な
婆
さ
ん
を
態
々
連
れ
て
あ
る
い
て
呉
れ
る
も
の
」
を
、
ま
た
、
ま
る
で
「
気
立
て
の
優
し
い
嫁
」
の
よ
う
な
存
在
を



手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
「
余
」
は
「
御
母
さ
ん
」
の
慰
霜
に
成
功
し
て
い
る
と
晋
早
え
る
。

(237) 

結

「
余
」
に
よ
る
こ
の
一
篇
の
物
語
は
、
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
の
論
理
解
明
の
発
表
と
並
行
し
、
「
御
母
さ
ん
」
の
慰
霜
と
い
う
内
容
を
含
め
な

が
ら
、
「
浩
さ
ん
」
の
弔
い
を
な
し
て
い
る
。
「
新
橋
事
件
」
以
後
、
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
が
っ
て
こ
な
い
」
事
に
気
づ
き
、

弔
い
が
必
要
だ
と
考
え
、
こ
の
一
篇
を
語
り
始
め
た
。
確
か
に
、
末
尾
に
お
い
て
も
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
は
聖
壕
へ
飛
び
込
ん
だ
ぎ
り
上
が

っ
て
来
な
い
」
と
再
び
繰
り
返
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
「
天
下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
っ
て
い
る
も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ

ん
ば
か
り
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
と
併
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
余
」
は
こ
の
一
篇
を
「
読
者
」
に
発
表
し
得
た
の
で

40 

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
天
下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
っ
て
い
る
も
の
」
は
、
す
で
に
「
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
ば
か
り
」
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
「
余
」
は
「
浩
さ
ん
」
の
弔
い
を
、
こ
の
一
篇
を
発
表
す
る
こ
と
で
成
し
得
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
一
篇
を
日
露
の
戦
勝
後
の
言
説
空
間
に
布
置
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
批
判
性
を
も
ち
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
戦
死
者
の
弔
い

や
遺
族
の
慰
霜
と
い
う
問
題
は
、
日
露
戦
争
後
の
同
時
代
の
大
文
字
の
言
説
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
「
余
」
の
物
語
は
そ

の
範
時
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
ら
と
共
犯
関
係
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
「
天
下

の
逸
民
」
で
あ
り
、
安
易
に
大
衆
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
自
己
を
、
「
余
」
は
否
定
し
て
い
く
。
ま
た
同
時
代
の
支
配
的
言
説
、
新
聞
紙
上
に

溢
れ
る
〈
国
家
の
物
語
〉
、
そ
う
し
た
中
で
、
「
軍
人
H

浩
さ
ん
」
、
「
戦
死
者
H

浩
さ
ん
」
、
「
銃
後
の
人
々
リ
余
」
に
与
え
ら
れ
た
役
回
り
を
、

彼
ら
に
容
易
に
演
じ
さ
せ
な
か
っ
た
と
言
う
点
で
は
、
「
余
」
の
語
る
一
篇
は
、
当
時
の
支
配
的
言
説
を
相
対
化
す
る
力
を
持
ち
え
て
い
た
。

こ
う
し
た
「
余
」
の
姿
は
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
苦
沙
弥
が
、
「
一
大
凱
旋
祝
賀
会
を
開
催
し
兼
て
軍
人
遺
族
を
慰
霜
せ
ん
が
為



め
」
の
義
損
金
募
集
の
勧
誘
状
を
冷
淡
に
読
み
捨
て
る
姿
と
一
見
相
反
し
て
い
る
よ
う
で
、
通
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
趣
味
の

遺
伝
」
を
超
え
て
、
「
激
石
」
と
い
う
〈
国
民
作
家
〉
と
戦
争
、
国
家
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
解
釈
し
続
け
る
研
究
場
の
問
題
で
あ

り
、
今
後
間
い
直
さ
れ
る
べ
き
|
|
「
清
算
」
す
べ
き
|
|
問
題
領
域
で
あ
る
。

、
工
ム

(
l
)
駒
尺
喜
美
「
激
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学
」
『
日
本
文
学
』
右
、
芯
-
a

(
2
)丸
谷
才
一
「
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
夏
目
激
石
」
(
『
展
望
』
筑
摩
書
房
3
S
-
a
)
及
び
駒
尺
喜
美
「
丸
谷
さ
ん
へ
の
手
紙
」
(
『
展
望
』
筑

摩
書
房
3
S

・
∞
)
を
指
す
。

(
3
)
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
厭
戦
・
反
戦
思
想
を
読
み
取
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
論
者
修
士
論
文
(
慶
鷹
義
塾
大
学
院N
C
C斗
)
に
お
い
て
考
察
し
た
。

そ
も
そ
も
前
掲
駒
尺
論
文
は
、
大
岡
昇
平
の
芸
術
院
会
員
辞
退
を
契
機
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
解
釈
で
は
、

戦
中
に
捕
虜
と
な
っ
た
大
岡
が
、
身
代
わ
り
に
戦
死
し
た
兵
士
へ
の
鎮
魂
の
た
め
、
戦
後
に
軍
部
批
判
を
行
う
姿
と
、
丸
谷
と
の
応
答
で
生

ま
れ
た
徴
兵
忌
避
を
し
た
激
石
の
姿
、
そ
し
て
、
親
友
が
戦
死
し
た
が
自
ら
は
戦
場
に
行
か
な
か
っ
た
「
余
」
の
姿
が
暗
に
重
ね
あ
わ
さ
れ

て
い
る
。

(
4
)
佐
藤
泉
「
「
こ
こ
ろ
」
の
時
代
の
特
異
な
正
典
」
『
園
文
学
』
皐
燈
社
N
c
c
a・
凶

(
5
)宮
薗
美
佳
「
夏
目
激
石
『
趣
味
の
遺
伝
』
小
論
」
『
日
本
文
塞
研
究
』
日
本
文
学
会

3
ヨ
・
。

(
6
)
神
田
祥
子
「
趣
味
は
遺
伝
す
る
の
か
」
『
日
本
近
代
文
学
』
日
本
近
代
文
学
会

N
O
S
-
u

(
7
)
『
読
売
新
聞
』
明
治
=
一
十
八
年
十
月
三
十
一
日

(
8〕
東
郷
、
大
将
の
凱
旋
時
期
な
ど
、
早
い
時
期
の
凱
旋
に
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
例
で
は
、
明
治
三
十
八
年
十
月
二
十
三

日
の
『
読
売
新
聞
』
に
お
い
て
、
「
昨
日
の
新
橋
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
東
郷
大
将
の
凱
旋
の
模
様
や
群
集
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)大
岡
昇
平
「
激
石
と
国
家
意
識
」
『
世
界
』
岩
波
書
店

3
3

・

H

(
叩
)
佐
藤
泰
正
「
戦
争
文
学
と
し
て
の
『
趣
味
の
遺
伝
』
」
『
戦
争
と
文
学
』

-41-

笠
間
書
院

N
o
c
-
-
H
H
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(
日
)
五
島
慶
一
「
表
現
・
構
造
か
ら
考
え
る
「
趣
味
の
遺
伝
」
」
『
三
田
国
文
』

(
ロ
)
棲
井
忠
温
『
肉
弾
』
明
元
社

M
O宏

-
a

(
日
)
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
八
年
十
月
八
日

(
は
)
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
十
九
年
一
月
十
三
日

(
日
)
「
余
」
の
こ
う
し
た
「
壮
士
的
口
吻
」
や
「
安
っ
ぽ
い
辞
句
」
へ
の
批
判
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
苦
沙
弥
の
「
大
和
魂
」
の
詩

や
広
瀬
中
佐
の
詩
を
批
判
し
た
の
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
と
き
批
判
さ
れ
る
の
は
、
広
瀬
で
は
な
く
そ
の
文
章
で
あ
り
、
ま
た
大

和
魂
で
は
な
く
、
そ
の
流
行
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
凶
)
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
十
九
年
一
月
十
七
日

(
口
)
駒
尺
喜
美
は
「
丸
谷
さ
ん
へ
の
手
紙
」
(
『
展
望
』
筑
摩
書
房S
S

・
∞
)
の
中
で
、
こ
の
苦
沙
弥
の
姿
に
、
戦
争
批
判
を
読
取
っ
て
い
る
。
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