
序

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
の
比
島
に
補
充
兵
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
米
軍
の

俘
虜
と
な
り
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
帰
還
し
た
大
岡
昇
平
は
、
そ
の
実
体

験
に
即
し
て
『
俘
虜
記
』
を
著
し
た
。

『
俘
虜
記
』（
初
出
昭
和
二
十
三
年
二
月
〜
昭
和
二
十
六
年
一
月
）
は
、
一

般
に
、『
俘
虜
記
』（
創
元
社
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
）、『
続
俘
虜
記
』

（
創
元
社
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
）、『
新
し
き
俘
虜
と
古
き
俘
虜
』（
創
元

社
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
）
の
三
書
に
収
録
さ
れ
た
作
品
群
を
、
改
稿
を
施

し
た
上
で
ま
と
め
た
、
い
わ
ゆ
る
合
本
『
俘
虜
記
』（
創
元
社
、
昭
和
二
十

七
年
十
二
月
）〔
以
下
、
合
本
〕
を
基
礎
に
し
た
連
作
の
総
称
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
〔
以
下
、
十
三
篇
の
総
称
を
〈『
俘
虜
記
』〉
と
記
す
〕。

し
か
し
、
大
岡
は
、
生
前
最
後
に
自
ら
編
集
を
行
っ
た
岩
波
書
店
版
『
大

岡
昇
平
集
１
』（
昭
和
五
十
八
年
一
月
）
に
お
い
て
、〈『
俘
虜
記
』〉
の
本
文

を
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
を
除
い
て
、
初
版
（
前
掲
三
書
）
時
の
本
文
に
戻

（
�
）

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
初
版
を
考
察
す
る
意
義
は
大
き
い
と
い
え
る
。
さ

ら
に
論
者
は
、「「
占
領
下
の
社
会
の
諷
刺
」
と
い
う
意
図
が
出
て
く
る
」

（
�
）

「
生
き
て
い
る
俘
虜
」（
初
出
昭
和
二
十
四
年
三
月
）
よ
り
前
の
段
階
の
『
俘

虜
記
』
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
考
究
し
た
い
と
考
え
た
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
版
の
『
俘
虜
記
』〔
以

（
�
）

下
、
初
版
〕
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
考
究
す
る
。
こ
の
初
版
に
は
、「
俘
虜
記
」

（『
文
学
界
』
第
二
巻
第
二
号
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
）、「
サ
ン
ホ
セ
野
戦
病

院
」（『
中
央
公
論
』
第
六
十
三
年
第
四
号
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
）、「
レ
イ

テ
の
雨
」（『
作
品
』
第
一
号
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
）、「
西
矢
隊
始
末
記
」

（『
芸
術
』
第
三
巻
第
六
号
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
）
の
四
篇
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
論
者
は
、
次
の
文
章
に
注
目
す
る
。

虚
栄
心
の
制
約
を
持
つ
日
本
の
俘
虜
は
、
一
体
い
か
に
し
て
自
分
が
捕

へ
ら
れ
た
か
を
精
密
に
は
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。〔「
レ
イ
テ
の

雨
」〕

大
岡
昇
平
・
初
版
『
俘
虜
記
』

│
│
〈
い
か
に
し
て
自
分
が
捕
へ
ら
れ
た
か
〉
を
〈
精
密
に
〉
語
る
│
│

谷

川

直
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九



大
岡
が
「
書
く
こ
と
で
忘
却
し
つ
つ
あ
っ
た
体
験
を
再
獲
得
し
て
ゆ
く

（
�
）

（
と
い
う
こ
と
を
書
く
）」
点
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
論
者
は
、
語
り
手
の
「
私
」（
作
中
「
大
岡
」
と
呼

ば
れ
る
）
お
よ
び
作
者
大
岡
が
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
い
か
に
し
て
自

分
が
捕
へ
ら
れ
た
か
〉
を
〈
精
密
に
〉
語
る
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
過

程
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
考
究
す
る
。

さ
ら
に
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
が
、〈『
俘
虜
記
』〉
全
体
の
「
末
尾
に
置
い（�）

た
構
成
か
ら
」「
死
ん
で
行
っ
た
戦
友
た
ち
へ
の
限
り
な
い
思
い
」
を
示
す

以
前
に
、
何
を
語
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、「
私
」
お

よ
び
大
岡
の
僚
友
へ
の
思
い
を
重
視
し
つ
つ
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
を
含
む

〈『
俘
虜
記
』〉
の
原
点
と
し
て
の
初
版
の
意
義
を
示
し
た
い
。

第
一
章
「
俘
虜
記
」
│
「
私
」
が
〈
い
か
に
し
て
自
分
が
捕
へ

ら
れ
た
か
〉
を
語
る
│

本
章
で
は
、「
自
殺
し
損
つ
た
」
事
情
を
中
心
に
、「
私
」
の
語
り
方
の
特

徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
も
そ
も
「
私
」
が
戦
場
で
自
殺
を
意
図
し
た
の
は
、
マ
ラ
リ
ヤ
に
罹
っ

た
身
体
で
部
隊
か
ら
孤
立
し
、
手
榴
弾
で
「
苦
痛
な
く
」
死
に
た
い
と
考
え

た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
私
」
は
、「
末
期
の
水
」
を
求
め
て

彷
徨
し
た
当
時
を
省
察
す
る
の
だ
が
、
水
を
飲
み
次
第
「
自
殺
す
る
筈
で
あ

つ
た
」
こ
と
、「
手
榴
弾
は
し
つ
か
り
腰
に
つ
け
」
て
い
た
こ
と
を
、
書
き

込
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
入
念
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、「
私
」
は
、

米
兵
を
射
た
な
か
っ
た
こ
と
で
「
僚
友
の
負
担
を
増
し
た
」
と
気
づ
い
た
当

時
に
考
え
た
「
私
も
永�

く�

生�

き�

て�

は�

ゐ�

な�

い�

で�

あ�

ら�

う�

」
と
い
う
「
口
実
」

を
自
殺
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
事
実
に
、
拘
泥
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
の
死
へ
の
意
思
の
入
念
な
記
述
は
、

既
に
生
還
し
た
語
り
手
の
「
私
」
自
身
の
僚
友
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
私
」
は
、
遂
に
水
を
諦
め
て
死
の
う
と
し
た
が
「
自
殺
し
損
つ

た
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
詳
し
く
は
語
ら
な
い
つ
も
り
」
と
断
る
。
そ
の
上

で
「
私
」
は
、「
私
」
が
「
ま
る
で
い
や
い
や
自
殺
を
図
る
人
の
様
に
振
舞

つ
た
」
こ
と
を
、「
人
の
様
に
」
と
直
接
表
現
を
避
け
、
そ
の
生
へ
の
執
着

の
語
り
づ
ら
さ
を
示
唆
し
な
が
ら
、
な
お
語
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
手
榴

弾
を
発
火
さ
せ
る
別
の
方
法
に
想
到
し
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
、「
或
る

自
殺
の
手
段
が
流
行
し
得
る
所
以
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
の
後
に
、
注
意
す

べ
き
改
稿
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
初
出
で
は
「
彼
は
直
ち
に
こ
れ
に
替
る
べ

き
手
段
を
考
案
す
る
力
を
残
し
て
ゐ
な
い
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
部
分

が
、
初
版
よ
り
「
私
は
そ
れ
に
最
初
の
ひ
と
打
ち
に
私
の
意
志
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
大
半
を
費
消
し
て
ゐ
た
」
な
ど
「
私
」
を
主
語
と
す
る
文
章
に
改
め
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
初
出
で
「
自
殺
者
の
習
性
に
従
つ
た
も
の
と
思
は
れ

る
」
と
書
か
れ
た
部
分
も
、
初
版
よ
り
「
狼
狽
と
虚
脱
の
結
果
で
あ
つ
た
と

思
は
れ
る
」
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
岡
は
、
初
版
の
「
俘
虜

記
」
よ
り
、「
私
」
個
人
の
責
任
に
お
い
て
「
私
」
の
意
思
の
う
し
ろ
め
た

い
あ
り
よ
う
を
語
る
意
向
を
強
化
し
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
「
私
」
は
、「
自
殺
し
損
つ
た
」
後
、
米
兵
に
捕
え
ら
れ
た
。

五
〇



「
私
」
は
、
収
容
所
で
米
兵
か
ら
「
降
服
し
た
の
か
、
捉
つ
た
の
か
」
と
訊

か
れ
た
時
に
は
「
捉
つ
た
」
と
答
え
、「〔
米
軍
が
俘
虜
を
殺
す
と
い
う
〕
軍

部
の
宣
伝
を
信
じ
る
ほ
ど
馬
鹿
で
は
な
い
」
が
「
敵
の
前
に
屈
す
る
の
は
、

私
の
個
人
的
プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
い
」
と
話
し
た
と
い
う
。
し
か
し
「
私
」

は
、「
よ
く
考
へ
て
見
れ
ば
」「
進
ん
で
抵
抗
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
「
降
服
」
し
て
ゐ
た
」
と
続
け
る
。「「
私
の
プ
ラ
イ
ド
」
の
問
題
が

き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
」
た
め
「「
降
服
」
だ
と
い
う
こ
と
は
「
よ
く
考

へ
て
み
れ
ば
」
と
、「
私
」
を
冷
静
に
説
得
さ
せ
る
フ
レ
ー
ズ
の
の
ち
に
し

か
出
現
さ
せ
得
な
」
か
っ
た
こ
と
は
、
花
﨑
育
代
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い

（
�
）る。
そ
の
上
で
「
私
」
は
、
抵
抗
を
放
棄
し
た
こ
と
を
、「
進
ん
で
」
と
、

あ
え
て
鮮
明
に
し
て
も
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
私
」
の
語
り
方
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。
ま

ず
、「
自
殺
す
る
筈
で
あ
つ
た
」
事
実
へ
の
拘
泥
な
ど
生
へ
の
意
思
の
語
り

づ
ら
さ
の
表
出
が
、
僚
友
へ
の
想
い
と
「
個
人
的
プ
ラ
イ
ド
」
に
よ
っ
て
、

生
き
て
捕
え
ら
れ
た
こ
と
に
自
責
を
感
じ
る
「
私
」
の
姿
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
私
」
は
、「
私
」
の
意
思
の
う
し
ろ
め
た
い
あ
り
よ
う
を
あ
え

て
追
究
す
る
。
こ
こ
に
、
自
分
が
捕
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
「
私
」
を
通

し
て
個
人
的
責
任
を
負
お
う
と
す
る
、
大
岡
の
意
向
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ

る
。

第
二
章
「
サ
ン
ホ
セ
野
戦
病
院
」
│
「
私
」
の
生
還
を
認
め
る

表
現
方
法
│

さ
て
、「
私
」
は
、
自
身
が
遂
に
生
き
残
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
是
認

し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
は
、
野
戦
病
院
に
向
か
う
船
上
で
「
戦
ひ
つ
ゝ
あ
る
」
僚
友
を
想

え
ば
「
敵
中
に
生
を
貪
る
の
は
、
い
か
に
も
奇
怪
な
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と

思
は
れ
た
」、
と
語
り
、
左
の
よ
う
に
続
け
る
。

私
は
ふ
と
こ
の
ま
ゝ
海
に
飛
び
込
ん
で
死
に
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
偽
り
の
衝
動
で
あ
つ
た
。〔
中
略
〕
私
の
存
在
の

真
実
に
根
拠
を
持
た
な
い
贋
の
衝
動
で
あ
つ
た
。〔
中
略
〕／
衝
動
は
過

ぎ
、
た
だ
深
い
悲
し
み
を
残
し
た
。
私
は
さ
う
し
た
偽
り
の
衝
動
を
感

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
を
憐
ん
だ
。

右
の
「
偽
り
の
衝
動
」
の
記
述
は
、
先
行
研
究
で
大
岡
の
「
自
己
省
察
の

（
�
）

厳
し
さ
の
代
表
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
」。
し
か
し
、
大
岡
は
、
単
に
「
私
」

の
僚
友
へ
の
想
い
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
僚
友
の
死
が
「
私
」
の
人

間
と
し
て
の
生
へ
の
意
思
を
認
め
難
く
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

む
し
ろ
「
私
」
の
「
深
い
悲
し
み
」
の
実
態
を
表
記
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
大
岡
は
、「
私
」
の
生
を
称
揚
は
し
な
い
形
で
是
認
す
る
と

同
時
に
、
実
態
に
迫
っ
た
反
戦
を
記
す
た
め
の
基
礎
を
固
め
て
い
っ
た
。

大
岡
昇
平
・
初
版
『
俘
虜
記
』

五
一



第
三
章
「
レ
イ
テ
の
雨
」│
捕
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
〈
精

密
に
〉
語
る
こ
と
を
把
握
す
る
│

亀
井
秀
雄
氏
は
、
大
岡
に
と
っ
て
、
自
分
の
「
経
験
を
伝
え
る
方
法
の
厳

密
化
」
と
、
収
容
所
で
の
同
胞
俘
虜
の
語
り
の
「
批
評
的
な
訊
き
取
り
」
と

（
�
）

が
、「
一
対
の
、
同
時
的
な
行
為
だ
っ
た
」、
と
論
じ
て
い
る
。
亀
井
氏
の
指

摘
は
重
要
で
あ
る
が
、「
レ
イ
テ
の
雨
」
を
読
む
と
、「
私
」
│
そ
し
て
大
岡

は
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
俘
虜
の
同
僚
の
語
り
方
を
注
視
し
把
握
し
て
い

っ
た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
篇
で
、「
私
」
は
、
俘
虜
の
同
僚
が
「
特
攻
精
神
の
如
く

教
へ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
」「
真
実
の
感
情
」
と
し
て
の
「
恥
」
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
「
尊
敬
」
す
る
と
述
べ
、「
俘
虜
」
の
「
人
権
」
擁
護
を
唱

え
る
「
赤
十
字
の
精
神
」
に
は
「
原
因
を
除
か
ず
し
て
結
果
を
改
め
る
と
い

ふ
矛
盾
」
が
あ
る
と
語
る
。「
人
権
」
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
戦
争
が

実
行
さ
れ
、
人
が
囚
わ
れ
る
と
い
う
事
態
が
肯
定
さ
れ
る
の
か
。
花
﨑
氏

は
、〈『
俘
虜
記
』〉
に
お
い
て
「
人
間
と
し
て
の
現
実
を
凝
視
す
る
一
視
点

の
「
恥
」
の
提
出
」
が
「
よ
く
戦
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
や
反
戦
の
源
泉
」
と

（
�
）

な
っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。

既
述
し
た
「
私
」
に
よ
る
「
恥
」
に
つ
い
て
の
自
覚
の
意
義
を
ふ
ま
え
、

「
私
」
が
志
向
す
る
〈
精
密
〉
な
語
り
の
意
味
、
そ
し
て
〈
精
密
に
〉
語
る

こ
と
が
可
能
に
す
る
も
の
と
は
何
か
を
考
究
し
て
い
き
た
い
。

最
初
「
私
」
は
、
病
院
に
着
い
て
間
も
な
く
第
八
師
団
の
伍
長
と
「
互
ひ

に
兵
歴
を
語
り
合
」
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
平
凡
な
会
話
」
と
書
き
、
そ

の
語
り
方
の
詳
細
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
を
示
し
て
い
た
。

し
か
し
、「
私
」
は
、「
全
滅
し
た
も
の
と
想
像
し
て
ゐ
た
」
僚
友
の
一
人

・
北
多
摩
の
兵
士
と
の
再
会
を
想
起
し
た
時
か
ら
、
回
想
さ
れ
る
僚
友
の
態

度
に
「「
命
が
助
か
つ
た
」
喜
び
」
を
見
出
し
て
書
き
込
み
、「
彼
」
ら
が
そ

も
そ
も
い
か
に
し
て
俘
虜
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
記
し
て

い
く
。

例
と
し
て
、
大
阪
人
の
衛
生
兵
の
場
合
を
考
え
た
い
。
ま
ず
、「
彼
」
の

語
り
方
を
見
る
前
に
、
初
出
で
は
「
彼
は
山
で
我
々
の
部
隊
に
ま
ぎ
れ
込
ん

だ
漂
着
部
隊
の
衛
生
兵
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
初
版
か
ら
「
彼

は
サ
ン
ホ
セ
駐
屯
中
ゲ
リ
ラ
に
襲
撃
さ
れ
て
戦
死
し
た
衛
生
兵
の
補
充
に
来

た
衛
生
兵
」
と
改
稿
さ
れ
た
点
を
押
さ
え
て
お
く
。
実
は
、「
戦
死
し
た
衛

生
兵
」
と
は
「
西
矢
隊
始
末
記
」
で
特
記
さ
れ
る
小
林
衛
生
兵
（
第
四
章
で

詳
述
す
る
）
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
岡
は
、「
西
矢
隊
始
末

記
」
を
書
く
こ
と
で
、
戦
死
者
の
あ
り
よ
う
と
対
比
す
る
形
で
俘
虜
た
ち
の

〈
あ
る
ま
じ
き
〉
あ
り
よ
う
を
一
層
意
識
し
て
書
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ

れ
で
は
、
大
阪
人
の
「
彼
」
の
語
り
を
検
討
し
て
み
る
。

最
後
に
つ
か
ま
る
時
か
て
、
あ
い
つ
〔
分
隊
長
〕
が
下
痢
で
動
け
ん

さ
か
い
つ
か
ま
つ
た
ん
や
。
あ
い
つ
手
榴
弾
持
つ
て
た
癖
に
出
し
や
が

ら
へ
ん
。（
も
つ
と
も
か
う
い
ふ
時
彼
の
顔
は
ち
よ
つ
と
微
妙
な
表
情

を
浮
べ
た
。
善
か
れ
悪
し
か
れ
こ
の
時
わ
が
分
隊
長
が
手
榴
弾
を
投
げ

な
か
つ
た
た
め
、
今
彼
の
命
が
無
事
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
） 五
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こ
の
よ
う
に
大
岡
は
、「
私
」
に
同
胞
が
「
命
が
無
事
な
の
」
を
喜
ん
で

い
た
様
子
を
示
さ
せ
、
あ
ま
り
抵
抗
せ
ず
に
俘
虜
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

自
己
の
責
任
に
つ
い
て
と
り
つ
く
ろ
う
、〈
虚
栄
心
の
制
約
〉
が
あ
る
語
り

を
、
相
対
的
に
受
容
で
き
な
い
語
り
と
し
て
把
握
し
提
示
し
始
め
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
大
岡
は
、「
私
」
に
、「
貴
重
な
詳
細
」
を
語
っ
て
く
れ
た
気
象
隊

の
兵
士
に
つ
い
て
想
起
さ
せ
特
記
さ
せ
て
い
く
。「
私
」
が
「
彼
」
の
よ
う

に
〈
精
密
に
〉
語
る
こ
と
を
志
向
し
た
意
義
と
は
何
か
。

気
象
隊
の
「
彼
」
は
、
撃
た
れ
て
比
島
人
の
小
屋
に
運
ば
れ
た
時
、「
死

な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
」「
胸
の
傷
を
悪
く
す
る
た
め
に
」「
大
き
く
息
を
す

る
こ
と
に
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
話
の
後
、「
私
」
は
、「（
し
か
し
こ
の
時

の
彼
の
呼
吸
は
彼
が
故
意
に
し
な
く
と
も
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た

ら
う
と
私
は
思
ふ
）」
と
書
く
。
こ
こ
で
「
私
」
は
、「
彼
」
が
俘
虜
と
な
っ

た
「
恥
」
を
意
識
し
て
自
分
が
は
じ
め
は
死
の
う
と
し
た
事
実
を
「
私
」
に

語
る
つ
も
り
で
い
た
の
を
、
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
私
」

は
、「
と
私
は
思
ふ
」
と
、
あ
く
ま
で
「
私
」
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
断
り
、

「
彼
」
の
話
を
尊
重
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
中
で
「
実
は
母
の
こ
と
ば
か

り
」
考
え
て
い
た
と
い
う
「
彼
」
は
、
比
島
人
か
ら
父
母
の
た
め
に
生
き
る

よ
う
諭
さ
れ
て
「
な
る
や
う
に
な
る
ほ
か
は
な
い
と
諦
め
た
」
こ
と
を

「
私
」
に
話
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
「
私
」
は
、
自
ら
の
意
見
を
何
も
書
き

添
え
ず
に
「
彼
」
の
話
を
受
容
す
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
が
志
向
し
た
〈
精

密
〉
な
語
り
と
は
、
俘
虜
に
な
る
こ
と
は
〈
あ
る
ま
じ
き
こ
と
〉
で
あ
る
と

自
覚
し
な
が
ら
、
自
分
の
根
源
に
生
へ
の
意
思
が
は
た
ら
い
て
い
た
事
実
を

と
り
つ
く
ろ
わ
な
い
語
り
で
あ
る
と
わ
か
る
。

さ
ら
に
「
私
」
は
、
気
象
隊
の
「
彼
」
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
分
隊
長
に

報
告
し
た
時
「
涙
が
眼
か
ら
溢
れ
て
来
た
」、
と
語
る
。
論
者
が
読
む
限
り
、

〈『
俘
虜
記
』〉
で
「
私
」
が
僚
友
の
死
に
「
涙
」
を
流
し
た
と
書
か
れ
る
の

は
、「
レ
イ
テ
の
雨
」
の
み
で
あ
る
。「
感
傷
」
に
浸
る
こ
と
を
慎
重
に
避
け

る
大
岡
が
、「
彼
」
の
死
に
対
し
て
「
私
」
の
「
涙
」
を
表
記
し
た
こ
と
に

は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
私
」
は
〈
精
密
に
〉

語
り
得
た
「
彼
」
に
対
し
て
は
個
人
的
に
格
別
の
「
感
銘
」
を
受
け
て
い

た
、
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、「
漸
く
私
の
心
を
満
た
し
始
め

て
ゐ
た
人
間
」
が
「
再
び
私
か
ら
奪
ひ
去
ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
語

り
手
の
「
私
」
の
意
識
は
生
き
て
母
に
会
い
た
か
っ
た
は
ず
の
僚
友
を
喪
失

し
て
間
も
な
い
頃
の
「
私
」
の
意
識
に
同
期
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、「
私
」
│
ま
た
大
岡
は
、
自
分
の
生
へ
の
意
思
を
と
り
つ
く
ろ
わ
ず

に
語
る
〈
精
密
〉
な
語
り
を
志
向
し
た
こ
と
で
、
本
来
生
き
た
か
っ
た
は
ず

の
、
よ
く
戦
っ
た
兵
士
や
戦
死
し
た
僚
友
へ
の
鎮
魂
的
感
情
を
、
想
い
示
し

得
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
「
西
矢
隊
始
末
記
」
│
大
岡
と
遺
族
と
死
者
と
│

「
西
矢
隊
始
末
記
」
は
、
西
矢
隊
の
編
成
か
ら
部
隊
行
動
の
最
後
ま
で
が

（

）

漢
字
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
語
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
本
篇
は
、
堀
井

正
子
氏
が
「
客
観
的
語
り
に
限
定
す
る
こ
と
で
記
録
的
印
象
を
与
え
て
い

（

）

る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
主
に
そ
の
文
体
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し

大
岡
昇
平
・
初
版
『
俘
虜
記
』

五
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か
し
論
者
は
、
本
篇
に
つ
い
て
、
堀
井
氏
の
い
う
よ
う
な
「
内
面
的
心
理
に

は
一
切
立
ち
入
ら
ず
」
に
語
る
作
品
と
見
る
の
は
正
確
で
あ
る
か
と
問
い
つ

つ
、
そ
の
内
容
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
い
。

は
じ
め
に
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
が
、
大
岡
が
僚
友
の
遺
族
に
宛
て
た
文

書
「
齊
藤
君
の
思
い
出
」（
昭
和
二
十
二
年
五
月
）
や
「
真
藤
君
の
思
ひ
出
」

（

）

（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
）
か
ら
、
分
化
・
成
立
し
た
過
程
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
。
大
岡
か
ら
「
真
藤
君
の
思
ひ
出
」
の
下
書
き
を
借
り
受
け
た
石

（

）

崎
由
三
郎
は
「「
西
矢
隊
始
末
記
」
な
ど
の
メ
モ
と
な
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
、
両
文
の
部
隊
行
動
に
関
す
る
記
述
が
酷
似
し
て
い
る
事
実
に
言
及

し
て
い
る
。
一
方
、
相
違
点
も
あ
る
。
例
と
し
て
比
島
の
自
然
に
関
す
る
描

写
を
見
た
い
。「
真
藤
君
の
思
ひ
出
」（
ま
た
「
齊
藤
君
の
思
い
出
」）
に
は
、

「
か
う
し
た
自
然
の
美
し
さ
は
〔
中
略
〕
我
々
の
心
を
慰
め
、
気
持
を
鎮
め

た
様
で
あ
る
」
と
い
っ
た
大
岡
の
解
釈
と
い
え
る
も
の
が
、「
あ
ま
り
に
も

個
人
的
で
」
死
者
と
「
何
の
関
係
も
な
い
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と

い
う
断
り
と
と
も
に
、
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
西
矢
隊
始
末
記
」
で

は
、
当
該
の
「
個
人
的
」
解
釈
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
西
矢

隊
始
末
記
」
で
は
、
遺
族
へ
の
配
慮
と
し
て
、
語
り
手
の
個
人
的
解
釈
を
控

え
る
こ
と
で
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
極
力
排
除
し
、
記
述
の
対
象
が

尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
し
か
し
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う

な
事
実
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
端
的
な

例
と
し
て
、
小
林
衛
生
兵
の
戦
死
が
特
記
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え
た
い
。

「
齊
藤
君
の
思
い
出
」（
ま
た
「
真
藤
君
の
思
ひ
出
」）
に
は
、「
サ
ン
ホ
セ
カ

ミ
ナ
ウ
エ
間
で
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
が
ゲ
リ
ラ
に
襲
わ
れ
、
衛
生
兵
一
名
が
戦
死

し
た
」
と
一
行
だ
け
書
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
西
矢
隊
始
末
記
」
で

は
、「
小
林
ト
イ
フ
」
名
前
の
衛
生
兵
が
、「「
俺
ハ
駄
目
ダ
。
コ
レ
カ
ラ
天

皇
陛
下
万
歳
ヲ
イ
フ
カ
ラ
、
ソ
コ
デ
聞
イ
テ
ヰ
テ
ク
レ
」
ト
イ
ヒ
、
三
回
唱

ヘ
テ
息
絶
エ
タ
」
こ
と
ま
で
記
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
大
岡
は
小
林
の
戦
死
の

あ
り
よ
う
を
重
要
な
事
実
と
し
て
選
び
直
し
た
の
で
あ
る
。
小
林
の
最
期
は

「
襲
撃
」（『
新
小
説
』、
昭
和
二
十
五
年
五
月
）
で
さ
ら
に
詳
述
さ
れ
、「
天

皇
陛
下
万
歳
」
は
「
御
真
影
教
育
の
結
果
で
あ
ろ
う
」
が
「
小
林
衛
生
兵
の

中
で
政
治
の
欺
瞞
が
真
実
と
な
っ
た
」
の
は
「
こ
の
若
者
は
別
に
孝
行
と
か

勤
勉
と
か
い
う
道
徳
律
が
あ
っ
」
た
か
ら
だ
、
と
書
か
れ
る
。
大
岡
は
、
彼

に
犠
牲
を
強
い
た
「
政
治
」
を
「
欺
瞞
」
と
し
て
批
判
す
る
ば
か
り
で
な

く
、「
小
林
」
と
い
う
「
こ
の
若
者
」
が
彼
個
人
の
素
質
に
基
づ
い
て
最
期

の
務
め
を
果
た
そ
う
と
し
た
事
実
を
、
重
く
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
小
林
の
傍
で
「
応
射
シ
タ
」
兵
が
「
憤
懣
ヤ
ル
方
ナ
ク
、
線
路
上

ニ
踊
リ
上
ツ
テ
怒
鳴
ツ
タ
」
と
い
う
記
述
も
、
先
述
し
た
小
林
の
最
期
と
同

様
、
合
本
以
後
（
事
実
上
の
）
定
稿
ま
で
存
続
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
は
、
僚
友
た
ち
の
、
行
動
と
、
最
期

を
見
届
け
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
や
「
憤
懣
」
な
ど
の
内
面
の
事
実
を
語
っ

た
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
戦
死
者
の
軌
跡
を
、
語
り
手

の
個
人
的
解
釈
を
控
え
る
形
で
、
よ
く
戦
っ
た
僚
友
の
姿
を
特
筆
し
つ
つ
、

記
し
て
い
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
戦
死
者
個
々
人
や
遺
族
に
対
す
る

大
岡
の
敬
意
と
配
慮
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
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結
論

本
稿
で
は
、
初
版
『
俘
虜
記
』
が
提
示
し
た
、〈
い
か
に
し
て
自
分
が
捕

へ
ら
れ
た
か
〉
を
〈
精
密
に
〉
語
る
こ
と
の
意
義
を
考
究
し
て
き
た
。
こ
の

〈
精
密
〉
な
語
り
に
は
、
戦
場
で
自
分
が
死
ぬ
つ
も
り
で
い
た
事
実
へ
の
拘

泥
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
生
へ
の
意
思
に
つ
い
て
の
語
り
づ
ら
さ
の

表
出
は
、
語
り
手
が
俘
虜
と
な
っ
た
こ
と
を
〈
あ
る
ま
じ
き
こ
と
〉
で
あ
る

と
自
覚
し
て
い
る
証
で
あ
る
。
し
か
し
大
岡
は
、「
私
」
に
、
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
気
づ
い
た
点
を
活
か
し
つ
つ
、
自
分
自
身
の
根
源
に
生
へ
の
意
思
が

は
た
ら
い
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
〈
精

密
に
〉
語
る
こ
と
を
志
向
し
た
結
果
、
大
岡
は
、「
私
」
個
人
の
生
を
称
揚

は
し
な
い
で
是
認
す
る
と
同
時
に
、
本
来
は
生
き
た
い
け
れ
ど
も
よ
く
戦
っ

た
兵
士
や
死
ん
だ
僚
友
が
い
る
と
い
う
事
実
を
想
い
、
よ
り
矛
盾
な
く
反
戦

・
鎮
魂
の
意
を
表
し
得
た
。

ま
た
、「
西
矢
隊
始
末
記
」
は
、
遺
族
の
想
い
に
配
慮
し
て
僚
友
の
行
動

と
内
面
の
軌
跡
を
書
く
度
に
、
俘
虜
と
な
っ
た
者
の
あ
り
よ
う
を
一
層
自
覚

し
て
〈
精
密
に
〉
語
る
、
大
岡
の
営
み
の
支
点
と
な
っ
た
。

大
岡
は
、
最
先
に
「
私
」
が
〈
い
か
に
し
て
自
分
が
捕
へ
ら
れ
た
か
〉
を

〈
精
密
に
〉
語
る
初
版
『
俘
虜
記
』
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
で
、
以
後
の
〈『
俘

虜
記
』〉
に
お
い
て
、「
嘘
」
や
「
捏
造
」
に
よ
っ
て
事
の
本
質
を
見
え
な
く

す
る
と
い
う
問
題
を
、
説
得
力
を
持
っ
て
「
諷
刺
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
は

ず
で
あ
る
。

注（
�
）「
西
矢
隊
始
末
記
」
の
み
、
そ
の
改
稿
が
事
実
調
査
の
進
行
に
伴
う

訂
正
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
十
四
年
の
『
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た

た
び
』（
中
央
公
論
社
）
以
後
の
本
文
が
事
実
上
の
定
稿
と
な
っ
た
。

（
�
）「『
生
き
て
い
る
俘
虜
』
と
い
う
の
を
書
く
頃
か
ら
、「
占
領
下
の
社

会
の
諷
刺
」
と
い
う
意
図
が
出
て
く
る
ん
で
す
」（
大
岡
『
戦
争
』

〔
大
光
社
、
昭
和
四
十
五
年
〕、
復
刊
九
藝
出
版
、
昭
和
五
十
三
年
十

月
）

（
�
）
本
稿
で
は
、
テ
キ
ス
ト
以
外
の
大
岡
昇
平
の
著
作
の
引
用
は
、
断

り
が
な
い
限
り
筑
摩
書
房
版
『
大
岡
昇
平
全
集
』
１
〜

（
平
成
六

年
十
月
〜
十
五
年
八
月
）
に
よ
る
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
引
用
し

た
。
ま
た
〔

〕
内
に
は
論
者
の
注
を
記
し
た
。
引
用
文
中
の
改
行

は
／
で
示
す
。
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。

（
�
）
野
上
元
『
戦
争
体
験
の
社
会
学
│
「
兵
士
」
と
い
う
文
体
』（
弘
文

堂
、
平
成
十
八
年
二
月
）

（
�
）
堀
井
正
子
「
作
品
の
小
説
性
と
記
録
性
に
つ
い
て
│
「
俘
虜
記
」

の
場
合
│
」（『
国
文
学

言
語
と
文
芸
』
九
五
号
、
大
塚
国
語
国
文

学
会
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
）

（
�
）
花
﨑
育
代
「
大
岡
昇
平
手
稿
「
俘
虜
記
」
の
考
察
│
僚
友
・「
私
の

プ
ラ
イ
ド
」・
俘
虜
の
〈
恥
〉
│
」（『
論
究
日
本
文
学
』
第
九
六
号
、

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
、
平
成
二
十
四
年
五
月
）

（
�
）
高
田
知
波
「『
俘
虜
記
』
と
『
な
が
い
旅
』
を
つ
な
ぐ
も
の
│
大
岡

昇
平
ノ
ー
ト
│
」（『
日
本
文
学
』
第
三
四
巻
第
一
号
、
日
本
文
学
協

大
岡
昇
平
・
初
版
『
俘
虜
記
』

五
五



会
、
昭
和
六
十
年
一
月
）

（
�
）
亀
井
秀
雄
『
個
我
の
集
合
性
│
大
岡
昇
平
論
』（
講
談
社
、
昭
和
五

十
二
年
五
月
）

（
�
）
花
﨑
育
代
『
大
岡
昇
平
研
究
』（
双
文
社
出
版
、
平
成
十
五
年
十

月
）

（

）
本
篇
の
初
出
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
一
日
）
は
初
版
（
同
年
同

月
二
十
日
）
と
発
表
時
期
が
非
常
に
近
い
。
ま
た
、
初
出
は
漢
字
ひ

ら
が
な
表
記
で
あ
っ
た
他
、
内
容
に
大
き
く
関
わ
る
異
同
は
な
い
。

以
上
を
ふ
ま
え
、
論
者
は
、
初
版
を
軸
に
そ
の
生
成
過
程
を
視
野
に

入
れ
て
考
究
す
る
の
で
、
了
承
を
願
う
。

（

）
堀
井
氏
の
論
は
同
注
（
�
）。
な
お
、
尹
慶
一
「
生
還
者
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル

大
岡
昇
平
「
西
矢
隊
始
末
記
」
と
『
サ
ン
ホ
セ
の
聖

母
』
の
文
体
分
析
」（『
言
語
態
』
第
一
〇
号
、
言
語
態
研
究
会
、
平

成
二
十
二
年
八
月
）
は
、
文
体
を
重
視
し
つ
つ
も
、「
西
矢
隊
始
末

記
」
が
「
部
隊
の
組
織
と
部
隊
行
動
、
壊
滅
の
始
末
を
ク
ロ
ノ
ロ
ジ

カ
ル
に
書
く
」「
自
己
完
結
的
な
」
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

（

）
大
岡
が
遺
族
に
文
書
を
送
付
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
『
大
岡
昇
平

全
集

』
の
吉
田
熈
生
・
大
岡
昇
平
全
集
編
集
部
「
伝
記
年
譜
」
参

照
、
文
書
の
本
文
は
『
大
岡
昇
平
全
集
２
』
を
参
照
し
た
。

（

）
石
崎
由
三
郎
『
一
朗
記

南
溟
に
果
て
し
わ
が
子
の
記
録
』（
春
歩

堂
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
）

（
た
に
が
わ
・
な
お
み

二
〇
一
五
年
度
本
学
卒
業
生
）

五
六


