
第
一
次
大
戦
後
に
お
け
る
」
年
現
役
兵
教
育
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ノ
瀬
俊
也

τ
O⑩〔
≦
「
≦
「
＝
≦
≡
宮
「
＜
而
△
C
O
O
工
O
コ
P
≒
剛
コ
O
O
＜
Φ
O
「
O
噛
＞
O
±
く
Φ
O
＝
吟
く

は
じ
め
に

0
軍
隊
教
育
に
お
け
る
日
記
の
機
能

②
国
際
情
勢
・
未
来
の
総
力
戦
へ
の
即
応

③

一年
現
役
兵
の
使
命
と
は
何
か

④
「植
民
地
」
朝
鮮
の
教
育
と
し
て
の
意
識

⑤

軍隊
経
験
の
意
義
深
さ

Φ
一
般
社
会
に
お
け
る
「
背
広
の
軍
人
」

お
わ
り
に

［論文
要
旨
］

　本
論
は
、
京
城
師
範
学
校
卒
業
生
四
五
名
が
一
九
二
四
年
四
月
、
朝
鮮
龍
山
歩
兵
第
七
九
連
隊
に
　
　
　
　
と
っ
て
意
義
深
い
体
験
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
の
語
り
の
内
容
は
、
当
該
期
の
軍
が
自
己
の

一年
現
役
兵
と
し
て
入
営
し
た
際
、
各
人
が
教
育
の
一
環
と
し
て
日
々
書
か
さ
れ
た
日
記
よ
り
主
要
　
　
　
　
存
在
意
義
を
ど
こ
に
求
め
、
国
民
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
強
制
さ
れ
た

な
部
分
を
抜
き
出
し
て
一
年
三
六
五
日
分
の
「
軍
隊
日
記
」
に
編
集
、
除
隊
後
の
二
五
年
公
刊
し
た
　
　
　
　
「
日
記
」
は
、
教
育
の
内
容
を
日
々
咀
噌
し
、
自
ら
の
言
葉
と
し
て
発
話
さ
せ
る
た
め
の
装
置
に
他
な

「
凝
視
の

一年
』
の
内
容
分
析
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
、
ま
さ
に
反
戦
反
軍
思
想
が
最
も
昂
揚
し
た
　
　
　
　
ら
な
か
っ
た
。

時
期
の
兵
営
内
で
、
未
来
の
小
学
校
教
師
と
し
て
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
者
た
る
こ
　
　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
軍
の
論
理
が
一
年
現
役
兵
た
ち
に
お
い
て
完
全
に
内
面
化
さ
れ
て
い
た

と
を
期
待
さ
れ
た
兵
士
た
ち
は
、
軍
隊
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
い
か
な
る
説
明
を
受
け
、
ど
の
よ
う
　
　
　
　
と
即
断
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
『
凝
視
の
一
年
』
の
刊
行
自
体
、
彼
ら
が
教
え
ら
れ
た
軍
の
論
理
を

に

理
解し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
体
的
に
一
般
社
会
に
向
け
て
伝
達
し
よ
う
と
す
る
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
の
思
考
の
枠

　
分析
の
結
果
、
一
年
現
役
兵
た
ち
は
単
に
「
忠
君
愛
国
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
題
目
だ
け
で
な
く
、
　
　
　
組
み
と
実
践
は
、
通
常
反
軍
平
和
思
想
の
高
揚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

国
際
連
盟
の
無
力
、
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
と
い
う
具
体
的
な
国
際
情
勢
と
の
関
連
か
ら
軍
隊
の
存
在
意
　
　
　
　
大
正
期
と
、
後
年
の
戦
時
動
員
体
制
期
と
の
「
連
続
性
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
、
き
わ
め
て

義を
教
え
ら
れ
、
か
つ
日
常
生
活
に
お
い
て
も
そ
れ
を
兵
営
外
部
、
一
般
社
会
に
対
し
て
語
っ
て
い
　
　
　
　
示
唆
的
な
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
彼
ら
は
軍
隊
生
活
を
「
国
民
学
校
」
と
称
す
る
に
足
る
、
以
後
の
人
生
に

2
7
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
京
城
師
範
学
校
卒
業
生
四
五
名
が
一
九
二
四
年
四
月
、
朝
鮮
龍
山
歩
兵

第
七
九
連
隊
に
一
年
現
役
兵
と
し
て
入
営
し
た
際
、
各
人
が
軍
隊
教
育
の
一
環
と
し

て

日
々
書
か
さ
れ
た
日
記
よ
り
主
要
な
部
分
を
抜
き
出
し
て
一
年
三
六
五
日
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

「
軍
隊
日
記
」
に
編
集
、
除
隊
後
の
二
五
年
公
刊
し
た
『
凝
視
の
一
年
』
の
内
容
を
分

析

し
、
兵
士
に
し
て
教
師
と
い
う
彼
ら
の
意
識
、
ひ
い
て
は
当
該
期
に
お
け
る
軍
隊

教
育
の
特
質
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
一
年
現
役
兵
と
は
、
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
を
は
か
る
た
め
、
師
範

学
校
卒
業
者
・
在
校
者
の
現
役
服
役
期
間
を
特
に
一
年
（
一
般
徴
兵
は
歩
兵
実
質
二

年
、
他
兵
科
三
年
）
と
し
、
退
営
時
軍
曹
に
ま
で
昇
進
さ
せ
た
優
遇
策
的
制
度
で
あ

る
。
同
じ
一
年
現
役
兵
と
し
て
一
九
二
六
年
四
月
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
（
静
岡
）
に

入
営
し
た
戸
塚
廉
は
、
在
営
中
私
的
に
書
い
て
い
た
日
記
よ
り
、
「
軍
隊
教
育
が
、
ど

ん

な
に
私
を
変
化
さ
せ
た
か
、
私
は
明
瞭
に
指
示
す
る
こ
と
は
よ
く
し
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
生
活
が
か
な
り
無
形
の
も
の
を
与
え
た
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
事
実
だ
。
ご

と
ご
と
に
軍
隊
を
悪
く
い
う
も
の
は
自
己
を
い
つ
わ
る
も
の
だ
。
軍
隊
と
い
う
も
の

に

対
す

る
先
入
主
を
改
め
る
こ
と
だ
」
と
の
一
節
を
引
用
し
、
「
軍
隊
は
こ
こ
に
、
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

全

な
支
持
者
を
作
り
出
し
て
い
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。

　
逸
見
勝
亮
氏
は
戸
塚
の
こ
の
回
想
か
ら
、
「
さ
し
た
る
つ
ら
さ
を
味
わ
う
こ
と
な
し

に

軍
隊
を
垣
間
見
る
こ
と
が
〔
師
範
学
校
卒
業
者
を
〕
「
背
広
の
軍
人
」
に
仕
立
て
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ザ

げ
る
う
え
で
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
氏
が
こ
の

よ
う
に
述
べ
た
の
は
、
「
教
育
勅
語
中
ノ
人
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
軍
人
勅
諭
中
ノ
人
」

で

あ
る
師
範
学
校
卒
業
者
が
、
「
侵
略
戦
争
と
教
化
運
動
に
終
始
し
た
一
九
三
〇
年
代

以

降
」
の
国
民
教
化
政
策
中
に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
強
調
せ
ん
と
し
た
か
ら

で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
未
来
の
国
民
教
育
の
担
い
手
た
る
彼
ら
師
範
学
校
卒
業
者
が
、

大
正
末
期
の
軍
隊
教
育
の
中
で
具
体
的
に
い
か
に
し
て
軍
隊
の
「
完
全
な
支
持
者
」

と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
お
け
る
軍
隊
教
育
の
特

質
の
み
な
ら
ず
、
後
年
の
戦
時
動
員
体
制
を
支
え
た
社
会
的
基
盤
（
丸
山
真
男
い
う
と

こ
ろ
の
「
亜
イ
ン
テ
リ
」
）
の
形
成
過
程
を
考
え
る
上
で
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問

題
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
時
期
書
か
れ
た
軍
隊
日
記
と
い
わ
れ
て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
反
戦
作

家
の
黒
島
伝
治
が
一
九
一
九
～
二
二
年
ま
で
、
一
兵
卒
と
し
て
上
官
の
目
を
盗
み
私

的
に
日
々
書
き
綴
っ
た
日
記
『
軍
隊
日
記
』
（
理
論
社
、
一
九
五
五
年
）
で
あ
る
。
そ
の

内
容
を
一
言
で
言
え
ば
軍
隊
生
活
へ
の
呪
誼
で
あ
る
。
「
解
説
」
を
執
筆
し
た
壺
井
繁

治

は
こ
う
し
た
「
軍
隊
生
活
の
重
圧
に
た
い
す
る
一
つ
の
抵
抗
を
動
機
と
す
る
軍
隊

日
記
」
（
一
八
七
頁
）
が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
、
「
労
働
者
階
級
の
運
動
の
波
の
高
ま

り
に
さ
さ
え
ら
れ
、
幸
徳
事
件
以
来
封
鎖
的
で
あ
っ
た
日
本
社
会
に
自
覚
的
な
社
会

主
義
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
」
こ
と
を
自
己
の
経
験
も
ふ
ま
え
指
摘
し
て
い
る
。

　
一
方
、
同
時
期
の
軍
隊
教
育
に
お
い
て
は
、
兵
士
た
ち
に
日
記
を
強
制
的
に
書
か

せ

る
と
い
う
行
為
も
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
二
五
年
歩
兵
第
一
八
連

隊
に
入
営
し
た
兵
士
た
ち
の
軍
隊
生
活
回
想
集
に
は
、
「
当
時
日
誌
を
記
し
て
居
っ
た

か

ら
、
そ
の
中
か
ら
〔
記
事
を
〕
抜
粋
し
た
。
但
し
初
年
兵
時
の
は
班
長
に
提
出
を

求
め

ら
れ
る
事
が
あ
る
の
で
、
用
心
深
く
記
さ
れ
て
居
て
無
味
乾
燥
だ
」
、
と
い
っ
た

　
　
　
　
⌒
5
）

記
述
が

あ
る
。
や
や
後
の
満
州
事
変
期
に
も
、
一
年
現
役
兵
制
度
の
直
接
の
後
身
で

　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
短
期
現
役
兵
と
し
て
一
九
三
一
年
四
～
八
月
ま
で
歩
兵
第
四
二
連
隊
（
山
口
）

に

服
役

し
た
小
学
教
員
藤
野
幸
平
（
山
口
県
師
範
学
校
卒
）
は
、
毎
日
日
記
を
付
け
、

班
長

に
提
出
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。
「
短
現
に
対
す
る
す
る
ど
い
眼
は

特
に

日
誌
に
注
が
れ
」
た
た
め
、
藤
野
は
「
「
わ
が
皇
軍
の
真
髄
を
少
し
で
も
身
に
つ

け
て
、
鴻
恩
の
万
分
の
一
に
む
く
い
る
べ
く
、
退
営
後
は
教
職
に
挺
身
す
る
覚
悟
で

あ
る
。
五
カ
月
と
い
う
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
」
と
い
っ
た
調
子
の
い
い
作
文
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
シ

（文
字
通
り
の
作
り
文
）
毎
日
の
反
省
を
う
め
て
行
っ
た
」
。
し
か
し
同
年
兵
二
名
は

「
日
誌
の
文
句
が
不
穏
当
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
一
日
間
の
（
軽
）
営
倉
と
い
う

処
罰
を
受
け
た
」
と
い
う
。
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・一 ノ瀬俊也［第一次大戦後における一年現役兵教育］

　

こ
れ
ら
の
回
想
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
兵
士
に
軍
隊
生
活
の
「
所
感
」
や
「
日
記
」

を
書
か
せ
る
こ
と
は
彼
ら
の
思
想
を
監
視
し
て
逸
脱
者
を
発
見
、
懲
罰
す
る
方
策
に

他

な
ら
な
か
っ
た
。
「
日
記
」
の
強
制
と
上
官
に
よ
る
点
検
と
い
う
兵
士
監
視
策
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
次
戦
後
の
社
会
状
況
に
対
す
る
軍
の
危
機
意
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
研
究
は
、
こ
の
時
期
の
軍
隊
の
動
向
を
左
翼
反
軍
運
動
へ
の
対
抗
の
過
程
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ね

し
て
描
い
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
時
、
黒
島
の
『
軍
隊
日
記
』
は
当
該
期
の
「
兵
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の

間
に
お
け
る
思
想
的
動
揺
」
、
「
懐
疑
と
批
判
」
の
具
体
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き

た
。　

だ

が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
戸
塚
の
回
想
を
読
め
ば
、
上
記
の
黒
島
日
記
を
も
っ
て

当
該
期
の
兵
士
意
識
の
特
質
を
説
明
し
つ
く
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
藤
野
の
記
述

か

ら
強
制
さ
れ
た
軍
隊
日
記
は
全
て
「
文
字
通
り
の
作
り
文
」
で
あ
る
と
片
づ
け
て

よ
い
の
か
、
軍
隊
の
「
支
持
者
」
を
造
り
出
す
要
素
は
皆
無
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う

疑

問
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
戸
塚
は
「
教
師
の
タ
マ
ゴ
を
収
容
す
る
た

め

に

は
、
軍
隊
を
き
ら
い
に
な
ら
な
い
程
度
に
、
注
意
深
く
、
そ
の
扱
い
が
研
究
さ

れ
た
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
戸
塚
前
掲
書
六
三
頁
）
と
軍
隊
生
活
を
回
想
す
る
が
、

だ

と
す
れ
ば
当
時
の
軍
は
ど
の
よ
う
に
彼
ら
「
教
師
の
タ
マ
ゴ
」
を
「
軍
隊
を
き
ら

い

に

な
ら
な
い
程
度
に
」
扱
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
の
分
析
対
象
で
あ
る
『
凝
視
の
一
年
』
は
、
約
七
五
〇
頁
と
大
部
に
わ
た
る

書
籍
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
一
言
で
い
え
ば
、
軍
隊
賛
美
論
で
あ
る
。
「
日
記
」
と

は
、
な
ぜ
軍
隊
が
「
賛
美
」
に
値
す
る
の
か
を
彼
ら
に
繰
り
返
し
思
考
さ
せ
る
装
置

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
上
官
に
対
す
る
阿
諌
の
産
物
、
特
権
的
身
分
ゆ
え
の

も
の
で
、
軍
隊
の
過
酷
な
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
と
片
づ
け
る
の
は
簡
単
な

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
話
を
終
え
た
の
で
は
、
な
ぜ
彼
ら
が
退
営
し
て
軍
隊
の

監
視
下
を
離
れ
た
後
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
軍
隊
賛
美
論
を
公
刊
し
た
の
か
と
い

う
問
題
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
な
に
が
し
か
の

軍
隊
に
対
す
る
支
持
、
共
感
を
見
て
取
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
同
書
に
書
か
れ
た
軍
隊
「
賛
美
」
論
の
内
実
、
一
年
現
役
兵
た
ち
が
そ
れ
を
身
に

つ

け
て
い
く
過
程
を
他
連
隊
の
事
例
や
当
時
軍
隊
教
育
に
あ
た
っ
た
陸
軍
将
校
の
記

述
．
発
言
と
併
せ
、
「
植
民
地
」
の
小
学
教
員
と
い
う
特
質
に
も
留
意
し
つ
つ
検
証
す

る
こ
と
は
、
彼
ら
が
い
か
な
る
文
脈
に
よ
り
軍
隊
は
「
賛
美
」
に
値
す
る
と
理
解
し

て

い

た
の
か
を
探
る
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
彼
ら
の
未
来
の
小
学
校
教
師
と
い
う
立

場

を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
の
軍
隊
賛
美
論
の
内
実
を
探
る
こ
と
は
、
第
一
次
大
戦
後
と

い

う
最
も
反
軍
平
和
思
想
が
昂
揚
し
た
時
期
の
軍
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
と
に

自
ら
の
存
在
を
兵
士
た
ち
、
そ
し
て
社
会
に
向
か
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
た

の

か

と
い
う
問
題
に
も
深
く
か
か
わ
る
と
考
え
る
。

⑦
軍
隊
教
育
に
お
け
る
日
記
の
機
能

　

『
凝
視
の

一
年
』
に
収
録
さ
れ
た
一
年
現
役
兵
た
ち
の
日
記
の
内
容
は
常
に
教
官

に

よ
り
点
検
さ
れ
て
、
適
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
指
導
が
加
え
ら
れ
た
。
あ
る

一
年
現
役
兵
は
「
軍
隊
に
ゐ
る
と
石
頭
旅
頭
に
な
つ
て
了
ふ
。
こ
の
石
頭
旅
頭
に
教

へ

ら
れ
る
子
供
こ
そ
実
に
あ
わ
れ
な
も
の
だ
」
と
書
い
た
ば
か
り
に
教
官
に
呼
び
出

さ
れ
、
京
城
神
社
に
参
拝
し
て
「
神
前
で
一
年
現
役
兵
教
育
の
目
的
を
よ
ん
で
こ
い
」

と
の
指
導
を
与
え
ら
れ
た
。
彼
は
参
拝
の
途
中
「
入
営
し
て
今
日
に
至
る
迄
の
道
程

を
考
へ
、
今
更
乍
ら
自
分
の
誤
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
ど
ん
な
に
悔
い
た
事
だ
ら
う
」
二

二
月
一
日
、
熊
谷
鉄
之
）
と
反
省
し
た
旨
日
記
に
記
し
て
い
る
。

　
日
記
は
そ
う
し
た
B
々
の
思
想
調
査
だ
け
で
な
く
、
「
国
民
教
育
」
者
た
る
一
年
現

役
兵
た
ち
に
、

　
　
今

日
も
亦
日
誌
充
実
の
話
、
そ
れ
に
つ
い
て
昨
日
教
官
殿
か
ら
読
ん
で
聴
か
さ

　
　
れ
た

平
野
国
臣
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
い
た
日
誌
二
三
を
読
ま
さ
れ
た
。
そ
の

　
　
一
方
は
、
非
常
に
善
い
方
で
、
一
方
は
、
拙
い
方
で
あ
る
。
同
じ
未
来
の
教
員

　
　
様

で
、
生
徒
と
先
生
と
の
差
が
あ
る
。
」
（
＝
月
一
一
日
、
井
下
田
繁
雄
）

　
な
ど
と
、
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
教
育
内
容
を
逐
次
回
想
・
筆
記
さ
せ

る
と
と
も
に
、
「
頭
の
善
し
悪
し
」
を
本
人
た
ち
の
面
前
で
あ
か
ら
さ
ま
に
比
較
し
て
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確
実

に
記
憶
す
る
よ
う
努
力
さ
せ
る
と
い
う
機
能
も
有
し
て
い
た
。
た
だ
し
『
凝
視

の

一
年
』
の
公
刊
自
体
は
、
一
年
現
役
兵
た
ち
が
教
官
と
の
会
話
の
中
で
「
か
ね
て

我
々
が
計
画
し
て
ゐ
た
日
誌
刊
行
の
事
に
付
い
て
色
々
と
御
意
見
を
話
さ
れ
た
」
、

「
充
実

し
た
上
品
な
も
の
を
作
つ
て
以
て
自
分
等
の
在
営
を
永
く
紀
念
す
べ
く
又
よ
り

以
上
我
等
の
生
活
を
向
上
せ
し
む
べ
く
務
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
凝
視
の
一
年
」
此
の
本

に

し
て
此
の
名
を
付
く
可
き
ふ
さ
わ
し
い
名
で
あ
る
と
思
つ
た
」
（
五
月
三
一
日
、
桑

畑

文
雄
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
側
で
も
「
日

記
」
を
軍
隊
体
験
で
得
た
経
験
を
記
録
し
「
生
活
を
向
上
」
さ
せ
る
糧
と
位
置
づ
け

て

い

た

し
、
「
心
が
淋
し
い
か
ら
日
誌
も
淋
し
い
」
（
八
月
二
四
日
、
上
野
寛
）
と
あ

る
一
年
現
役
兵
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
心
を
映
す
鏡
」
と
し
て
も
意
識

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
「
日
記
」
を
単
に
強
制
さ
れ
た
空

虚

な
日
課
と
し
て
、
何
の
意
義
も
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
は
一
概
に
言
え
な
い
だ
ろ

う
。②

国
際
情
勢
・
未
来
の
総
力
戦
へ
の
即
応

　
一
年
現
役
兵
た
ち
は
教
育
の
中
で
、
当
該
期
に
お
け
る
国
際
情
勢
と
の
関
連
上
、

軍
隊
の
存
在
は
必
要
で
あ
る
と
の
説
明
を
繰
り
返
し
受
け
て
い
た
。
よ
り
具
体
的
に

言
え

ば
、
国
際
連
盟
は
所
詮
無
力
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
戦
争
は
再
び
遠
か
ら
ず
や
っ

て

来
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　
　
国
際
連
盟
は
成
り
相
当
の
有
識
者
間
に
も
「
世
界
に
永
久
の
平
和
は
実
現
さ
れ

　
　
た
」
「
斯
く
な
れ
る
以
上
は
軍
隊
等
は
無
用
の
長
物
だ
。
」
と
言
は
れ
た
併
し
連

　
　
盟

を
施
行
す
る
上
の
絶
対
の
監
督
者
は
な
い
の
だ
、
よ
し
国
際
連
盟
な
る
も
の

　
　
は
絶
対
の
権
力
者
で
あ
つ
て
国
と
国
と
の
戦
争
を
防
止
し
得
た
と
し
て
も
、
〔
中

　
　
略
〕
現
在
の
世
界
に
於
て
は
人
類
の
心
根
を
改
善
せ
ぬ
限
り
、
永
久
の
平
和
は

　
　
決
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
（
三
月
三
日
、
上
野
寛
）

　
あ
る
い
は
、

　
　
現
連
盟
の

組
織
を
以
て
し
て
其
の
制
裁
を
連
盟
国
相
互
の
武
力
協
同
に
託
し
之

　
　
に

威
力
を
期
待
す
る
が
如
き
は
水
に
映
ず
る
月
影
を
捕
へ
得
る
も
の
と
信
ず
る

　
　
に

等
し
く
其
愚
や
誠
に
欄
む
に
堪
へ
た
り
。
彼
の
軍
縮
会
議
を
見
よ
米
国
は
日

　
　
英

同
盟
を
止
め
さ
せ
て
太
平
洋
を
安
全
に
し
支
那
の
豊
原
に
手
を
延
ば
さ
ん
と

　
　

し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
口
に
は
盛
に
軍
縮
を
唱
へ
て
国
際
連
盟
の
発

　
　
起
人

た
る
米
国
は
大
統
領
が
変
る
と
同
時
に
国
際
連
盟
か
ら
分
離
し
て
ゐ
る
で

　
　

は
な
い
か
。
（
三
月
一
二
日
、
塩
井
武
芳
）

　

「
永
久
平
和
論
」
す
ら
唱
え
ら
れ
軍
縮
論
・
反
軍
思
想
の
著
し
か
っ
た
当
時
に
あ
っ

て
、
一
年
現
役
兵
た
ち
は
国
際
連
盟
の
無
力
さ
を
予
見
、
強
調
し
、
「
平
和
の
実
現
は

不
可
能
な
ら
ば
国
家
の
安
泰
の
た
め
に
是
非
国
家
の
保
護
を
な
す
兵
を
養
は
ね
ば
な

ら
な
い
」
（
前
掲
上
野
）
と
主
張
す
る
。
そ
の
と
き
具
体
的
な
仮
想
敵
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た

の

が
、
塩
井
現
役
兵
の
記
述
に
出
て
き
た
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
な
ぜ
日
本
は
ア

メ
リ
カ
に
対
抗
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　

ま
ず
第
一
の
理
由
と
し
て
「
近
頃
の
新
聞
は
言
う
迄
も
な
く
米
国
の
移
民
法
案
で

持
切
つ
て
居
る
。
こ
れ
に
伴
つ
て
対
米
感
情
は
日
に
日
に
激
昂
し
て
来
る
」
、
「
こ
の

米
国
の
狂
暴
に
対
抗
し
て
行
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
黄
色
人
種
の
提
携
だ
。

満
鮮
一
体
と
な
り
其
処
に
力
強
い
根
を
張
つ
て
狡
猜
な
る
白
人
の
仕
打
に
対
抗
し
て

行
か
ね

ば
な
ら
な
い
」
（
六
月
九
日
、
真
栄
城
朝
康
）
と
、
ア
メ
リ
カ
で
の
排
日
が
挙

げ
ら
れ
る
。
真
栄
城
現
役
兵
は
そ
れ
を
「
第
六
中
隊
の
中
隊
長
室
で
教
官
殿
か
ら
今

朝
の
新
聞
を
読
ん
で
聴
か
さ
れ
た
」
と
記
し
て
お
り
、
軍
が
こ
う
し
た
文
脈
で
日
々

反
米
意
識
を
喚
起
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
第
二
の
理
由
と
し
て
、
「
口
に
は
正
義
人
道
を
と
な
へ
つ
、
率
先
し
て
、
国
際
連
盟

の

締
結
を
し
な
が
ら
自
分
は
そ
の
盟
に
加
入
せ
ず
盛
に
タ
ン
ク
を
作
つ
て
ゐ
る
軍
隊

を
ふ
や
し
て
ゐ
る
毒
瓦
斯
連
隊
ま
で
設
置
し
将
来
戦
に
於
て
大
い
に
之
を
使
用
す
る

と
公
言
し
て
平
時
は
肥
料
に
使
用
す
る
頭
が
い
、
と
云
ふ
か
、
ず
る
い
と
い
ふ
か
、

実
際
思
ふ
だ
け
で
そ
つ
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
（
三
月
三
一
日
、
吉
尾
勲
）

と
ア
メ
リ
カ
の
積
極
的
な
軍
拡
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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当
時
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
た
「
国
家
総
動
員
」
論
も
、
「
軍
隊
は
国
防
の
第
一
線
に
立

つ

も
の
に
し
て
軍
隊
の
み
が
国
防
に
当
た
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
国
防
は
挙
国

一
致
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
青
少
年
訓
練
は
国
民
に
基
礎
的
精
神
訓
練
を
施
し

一
朝
有
事
に
際
し
狼
狽
せ
ず
任
に
当
る
事
の
出
来
得
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
国
防
は

国
民
全
体
の
負
担
で
あ
る
故
に
少
年
の
時
よ
り
此
の
精
神
を
養
ふ
必
要
あ
り
。
か
、

る
状
態
に
在
れ
ば
我
等
教
育
の
任
に
当
る
も
の
は
勤
勉
奮
闘
し
国
家
社
会
の
為
め
献

身
的
努
力
を
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
（
三
月
一
二
日
、
塩
井
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
彼

ら
は
「
青
少
年
訓
練
」
の
担
い
手
と
い
う
自
己
の
任
務
の
必
然
性
を
、
「
国
家
総
動
員
」

体
制
構
築
と
い
う
国
家
的
課
題
と
の
関
連
の
も
と
に
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
忠
君
愛
国
」
な
ど
と
い
っ
た
単
純
・
抽
象
的
な
題
目
ば
か
り
で
な

く
、
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
情
勢
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
の
仮
想
敵
・
ア
メ
リ
カ
を
具

体
的
に
示
し
て
み
せ
た
こ
と
が
、
一
年
現
役
兵
た
ち
に
軍
隊
・
国
防
の
必
然
性
、
自

己
の

使
命
を
論
理
的
に
理
解
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。
「
日
記
」
の
強
制
は
、
兵
士
と
し

て

の

自
己
と
国
家
の
関
係
を
、
論
理
的
・
主
体
的
に
日
々
思
考
さ
せ
て
い
く
訓
練
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
時
期
他
の
連
隊
で
も
、
同
様
の
論
理
の
も
と
軍
隊
の
存
在
意
義
を
語
ろ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
野
砲
兵
第
一
七
連
隊
（
千
葉
県
国
府
台
）
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

六

中
隊
が
作
成
し
た
「
大
正
十
一
年
度
各
年
兵
精
神
訓
話
予
定
表
」
が
あ
る
。
同
表

よ
り
第
一
次
大
戦
・
国
家
総
動
員
関
係
の
講
話
予
定
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
「
（
イ
）

国
家
総
動
員
ノ
意
義
（
精
神
的
動
員
　
人
員
的
動
員
　
物
質
的
動
員
）
（
ロ
）
平
時
ノ

準
備
（
ハ
）
国
家
主
義
二
就
テ
」
（
四
月
）
、
「
（
イ
）
世
界
大
戦
ノ
追
懐
（
同
盟
軍
四

国
二
対
シ
対
抗
ノ
地
位
二
立
チ
シ
モ
ノ
ニ
十
八
箇
国
激
戦
四
年
四
箇
月
、
参
加
兵
力

六
千
八
百
万
、
損
耗
兵
力
千
百
万
、
財
ヲ
費
ス
コ
ト
三
千
有
億
円
）
（
ロ
）
新
鋭
兵
器

ノ
発
明
ト
交
戦
法
ノ
一
変
（
ハ
）
持
久
耐
戦
率
ノ
優
劣
（
二
）
尽
忠
報
国
ノ
至
誠

（
ホ
）
攻
撃
精
神
ノ
滴
養
」
（
五
月
）
、
「
国
二
実
力
ナ
ケ
レ
ハ
条
約
等
ハ
頼
ム
ニ
足
ラ

ス
」
（
六
月
）
、
「
（
イ
）
国
際
連
盟
、
太
平
洋
会
議
ノ
由
来
（
ロ
）
歴
史
ハ
繰
リ
返
ス

（
ハ
）
宇
内
ノ
大
勢
ト
極
東
二
於
ケ
ル
帝
国
ノ
地
位
（
二
）
国
防
ト
軍
備
（
ホ
）
世
界

永
久
平
和
説
二
誤
ラ
ル
ル
勿
レ
」
（
九
月
）
な
ど
の
文
言
が
並
ん
で
い
る
。
同
表
は
あ

く
ま
で
予
定
で
あ
り
、
こ
の
通
り
実
施
さ
れ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
第
一
次
大

戦
後
の
軍
が
同
時
代
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
、
平
和
論
批
判
、
「
総
力
戦
」
へ
の
対
応

と
い
う
論
理
の
も
と
、
自
己
の
存
在
意
義
を
兵
士
た
ち
に
繰
り
返
し
語
ろ
う
と
し
た

姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
の
存
在
理
由
を
論
理
的
に
語

ろ
う
と
し
た
軍
の
態
度
は
、
前
出
戸
塚
廉
短
期
現
役
兵
の
「
国
務
遂
行
の
た
め
に
軍

隊
は
必
要
な
の
だ
。
何
も
戦
争
の
用
の
み
に
止
ま
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
教
官
の
大

尉
の
発
言
に
、
「
こ
う
し
た
理
解
を
本
意
と
し
た
教
育
法
で
あ
り
た
い
」
と
「
感
服
」

　
　
　
　
（
1
2
）

し
た
旨
の
回
想
か
ら
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
や
や
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
短
期
現
役
兵
と
し
て
一
九
三
〇
年
四
月
高
田

歩
兵
第
三
〇
連
隊
に
入
営
し
た
寒
川
道
夫
は
、
自
称
「
反
軍
闘
争
の
短
期
現
役
兵
」

と
し
て
、
満
蒙
問
題
に
関
し
土
肥
原
〔
賢
二
〕
連
隊
長
に
直
接
意
見
具
申
し
た
い
と

申
し
出
た
。
す
る
と
「
破
天
荒
な
こ
と
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
「
「
満
蒙
問
題
」

解
決
の
た
め
に
日
本
が
武
力
を
使
う
こ
と
は
「
皇
化
に
浴
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
と

矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
」
し
た
。
す
る
と
土
肥
原
は
「
「
皇
軍
は
武
力
を

使
っ
て
満
蒙
を
植
民
地
に
す
る
の
で
は
な
い
」
と
ハ
ッ
キ
リ
い
い
」
、
「
と
に
か
く
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

○
分
ほ

ど
で
し
た
が
、
若
造
の
熱
弁
を
じ
っ
と
聞
い
て
く
れ
た
」
と
い
う
。
こ
う
し

た
土
肥
原
の
対
応
は
、
寒
川
の
短
期
現
役
兵
と
い
う
身
分
故
の
こ
と
だ
っ
た
の
は
想

像
に

難

く
な
い
が
、
暴
力
で
は
な
く
あ
る
一
定
の
論
理
を
用
い
て
彼
ら
の
支
持
・
合

意
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
軍
の
姿
勢
を
み
て
と
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

で
は

こ
の
よ
う
な
軍
の
論
理
的
説
明
を
受
け
た
一
年
現
役
兵
た
ち
は
、
未
来
の
教

育
者
に
し
て
兵
士
と
い
う
自
己
の
立
場
・
使
命
に
つ
い
て
、
日
々
い
か
に
思
考
し
実

践

し
て
い
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
観
察
し
て
い
き
た
い
。

③
一
年
現
役
兵
の
使
命
と
は
何
か

あ
る
一
年
現
役
兵
は
、
教
育
者
と
し
て
の
自
己
の
使
命
に
つ
い
て
、
日
記
中
次
の
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
軍
隊
と
社
会
の
接
触
を
計
る
も
の
は
教
育
家
で
な
く
て
誰
が
あ
ら
う
、
人
心
は

　
　
漸

く
浮
華
放
縦
に
流
れ
護
国
の
念
は
軽
薄
と
な
り
国
家
の
要
路
に
立
て
る
人
を

　
　
別
人
の
如
く
軽
視
し
国
難
襲
ひ
来
た
つ
て
初
め
て
そ
の
力
を
軍
隊
に
求
め
、
救

　
　
援

を
さ
け
び
一
旦
世
の
中
が
静
ま
つ
て
事
が
な
く
な
れ
ば
や
れ
軍
備
が
不
必
要

　
　
だ

何
だ

の

と
軍
人
を
邪
魔
物
使
ひ
す
る
様
な
な
げ
か
わ
し
い
、
現
代
の
風
潮
と

　
　
な
つ
て
来
た
。
国
防
の
な
い
国
は
滅
び
る
。
〔
中
略
〕
根
拠
の
な
い
軍
備
縮
小
を

　
　
説

き
廻
つ
た
代
議
士
の
大
馬
鹿
も
ゐ
る
こ
と
を
我
等
は
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
腐

　
　
敗
せ

る
現
代
人
を
我
が
国
民
性
に
立
ち
帰
ら
せ
る
の
は
教
育
家
で
は
な
い
だ
ら

　
　
う
か
。
（
四
月
二
八
日
、
柴
田
精
二

　
同
時
代
の
「
反
軍
」
的
な
社
会
状
況
に
危
機
感
を
持
ち
、
「
軍
隊
と
社
会
の
接
触
を

計

る
」
す
な
わ
ち
軍
隊
の
存
在
意
義
を
社
会
に
向
け
て
説
く
こ
と
こ
そ
我
が
使
命
と

力
説
す
る
。
史
料
中
の
「
馬
鹿
代
議
士
」
と
は
、
お
そ
ら
く
尾
崎
行
雄
あ
た
り
を
指

す
の

で

あ
ろ
う
。
そ
の
尾
崎
の
軍
縮
論
に
関
し
て
、
別
の
一
年
現
役
兵
は
、
休
日
に

友
人
の
家
へ
行
き
、
そ
こ
の
父
親
と
交
わ
し
た
問
答
を
日
記
に
記
録
す
る
。

　
　

「
お
前
達
は
ど
う
か
、
俺
は
尾
崎
さ
ん
の
説
の
様
に
も
つ
と
師
団
を
減
じ
て
産

　
　
業
の
発
達
を
促
し
た
方
が
よ
い
、
そ
の
代
り
学
校
で
一
通
り
の
訓
練
を
や
れ
ば

　
　
充
分
だ
と
思
ふ
〔
中
略
〕
」
我
等
も
負
け
ぬ
気
に
な
つ
て
一
つ
一
つ
反
対
し
て
行

　
　
く
「
学
校
の
訓
練
な
ん
か
で
戦
争
の
役
に
立
つ
様
だ
つ
た
ら
文
句
無
し
で
す
よ
、

　
　
精
神
の
鍛
へ
ら
れ
て
な
い
兵
隊
は
駄
目
で
す
、
砲
煙
弾
雨
の
中
を
物
と
も
せ
ず

　
　
戦
う
兵
隊
は
学
校
の
畑
で
は
出
来
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
」
（
二
月
一
日
、
古
賀
勇
）

　
他
愛

な
い
議
論
の
よ
う
だ
が
、
一
年
現
役
兵
た
ち
が
当
時
の
一
般
社
会
に
お
け
る

反
戦
軍
縮
思
想
の

是
正
善
導
、
「
軍
隊
と
社
会
の
接
触
」
と
い
う
使
命
感
か
ら
、
そ
の

軍
事
観
・
知
識
を
社
会
に
向
け
積
極
的
に
語
っ
た
ひ
と
つ
の
事
例
と
読
め
な
い
だ
ろ

う
か
。
引
用
文
中
の
「
学
校
の
訓
練
」
、
す
な
わ
ち
同
時
期
に
反
対
運
動
が
盛
ん
に
展

　
　
　
（
1
4
）

開
さ
れ
た
学
校
教
練
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
別
の
一
年
現
役
兵
は
日
記
に
各
大
学
、

専
門
学
校
で
の
軍
事
教
練
反
対
運
動
は
「
現
代
青
年
の
あ
ま
り
に
考
の
浅
い
の
に
な

さ
け
な
く
感
ぜ
ら
る
」
る
、
「
近
来
学
校
や
社
会
に
於
て
科
学
研
究
の
下
に
、
盛
に
社

会
主
義
が
論
議
さ
れ
る
事
は
是
非
な
い
こ
と
と
し
て
こ
れ
が
為
に
彼
等
が
次
第
く

に

其
の
主
義
的
色
彩
を
帯
び
て
く
る
の
は
嘆
げ
か
は
し
い
」
と
批
判
し
、
「
教
育
！
そ

れ

は
国
家
あ
つ
て
の
教
育
な
の
で
、
君
国
を
忘
れ
て
我
国
の
教
育
を
ど
う
し
よ
う
と

す

る
の
か
、
帝
国
の
危
機
と
は
只
口
先
に
な
ら
べ
立
て
る
語
で
は
な
い
そ
、
愛
す
る

国
家
の
為
、
吾
ら
は
も
つ
と
く
切
実
に
考
へ
る
必
要
が
あ
る
〔
中
略
〕
よ
く
目
を

み

開
い
て
我
帝
国
の
現
状
と
、
世
界
の
大
勢
と
を
み
よ
、
戦
後
に
於
け
る
、
各
国
の

国
家
主
義
に
よ
つ
て
の
堅
実
な
歩
み
を
知
ら
ざ
る
か
」
（
＝
月
六
日
、
石
井
貞
勝
）

と
自
己
の
使
命
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
上
記
の

記
述

以
外
に
も
、
彼
ら
一
年
現
役
兵
が
「
教
育
家
」
と
し
て
の
自
己
意
識

に

基
づ

き
、
軍
隊
で
習
得
し
た
軍
隊
の
存
在
理
由
を
、
一
般
社
会
に
向
け
語
り
か
け

た

事
例
は
観
察
さ
れ
る
。
三
月
二
一
日
、
一
年
現
役
兵
た
ち
は
「
京
城
師
範
学
校
々

校
友
総
会
」
に
出
席
し
た
。
当
日
の
様
子
を
日
記
に
書
い
た
吉
野
好
雄
は
、
一
年
現

役
兵
代
表
者
中
尾
勲
が
「
会
員
談
話
」
に
お
い
て
、

　
　
世
界
永
久
の
平
和
の
理
想
は
絶
対
に
有
り
得
な
い
筈
。
世
界
の
平
和
は
武
装
的

　
　
平
和
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
而
し
て
完
全
な
教
育
は
完
全
な
国
防

　
　
が

あ
つ
て
後
完
成
さ
れ
る
。
平
和
の
理
想
策
で
あ
る
べ
き
国
際
連
盟
を
提
唱
し

　
　
た
米
国
、
そ
の
米
国
に
し
て
、
之
に
加
入
せ
な
い
と
言
ふ
滑
稽
を
呈
し
て
ゐ
る

　
　
様
は

何

だ
。
一
方
に
軍
備
制
限
を
高
唱
し
乍
ら
、
無
制
限
の
空
軍
の
大
拡
張
を

　
　
行
ひ
毒
が
す
連
隊
ま
で
を
設
け
て
ゐ
る
。
今
度
の
太
平
洋
を
股
に
か
け
て
行
ふ

　
　
海
軍
大
演
習
の
想
定
た
る
や
、
「
米
国
は
某
国
（
？
）
と
の
国
交
断
絶
し
て
布
畦

　
　
及
米

国
西
海
岸
は
敵
襲
を
被
ら
ん
と
す
」
と
、
如
何
に
傍
若
無
人
な
彼
国
が
敢

　
　
行
す

る
も
の
と
し
て
も
、
又
如
何
に
日
本
人
が
西
洋
崇
拝
者
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
忍
従

な
国
民
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
共
は
何
と
か
之
に
手
筈
が
な
く
て
は
な
る

　
　
ま
い
。

　
と
、
「
傍
若
無
人
な
」
ア
メ
リ
カ
へ
の
対
抗
上
国
防
力
の
整
備
拡
充
は
必
要
で
、
そ

の
た

め
尽
力
す
る
こ
と
が
自
身
の
使
命
で
あ
る
と
の
論
理
を
展
開
し
、
「
若
き
巣
立
ち
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の

教
育
者
諸
君
に
一
大
雄
弁
を
振
ひ
、
大
警
告
を
与
へ
深
く
銘
感
さ
せ
た
」
旨
述
べ

て

い

る
。
前
掲
『
凝
視
の
一
年
』
中
の
米
国
批
判
に
関
す
る
記
述
と
全
く
同
一
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

理
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
時
藤
田
一
義
現
役
兵
も
「
〔
関
東
大
震
災
時
に
〕
同
胞
を
逆
殺

し
て
お
い
た
大
和
の
人
が
、
毛
色
の
違
ふ
米
国
人
が
一
隻
の
救
皿
船
を
寄
越
し
た
こ

と
を
神
様
の
様
に
伏
拝
し
て
狂
喜
し
た
。
そ
し
て
日
米
親
善
は
成
れ
り
と
寝
言
を
言

つ
て

い

た
。
登
計
ら
ん
や
、
米
国
の
救
皿
船
は
軍
事
の
計
画
の
下
に
太
平
洋
の
波
を

横
切
つ
て
来
た
に
過
な
い
の
で
あ
つ
た
」
と
、
反
米
論
を
演
説
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
年
現
役
兵
の
側
も
、
「
未
来
の
国
民
教
育
者
」
と
し
て
の
自
己
意
識

に

基
づ

き
、
軍
隊
教
育
の
中
で
身
に
つ
け
た
軍
隊
擁
護
の
論
理
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ

カ
の
脅
威
と
対
抗
策
と
し
て
の
総
力
戦
体
制
構
築
の
必
要
性
を
、
在
営
中
か
ら
一
般

社
会
に

向
け
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ

連
携
」
者
と
い
う
退
営
後
の
彼
ら
の
立
場
を
考
え
る
時
、
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

④
「
植
民
地
」
朝
鮮
の
教
育
者
と
し
て
の
意
識

　

『
凝

視
の
一
年
』
の
一
年
現
役
兵
た
ち
は
京
城
師
範
学
校
の
卒
業
生
で
あ
り
、
後

世
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
「
植
民
地
支
配
の
尖
兵
」
と
い
え
な
く
も
な
い
。
一
年
現
役

兵

た
ち
は
退
営
後
の
自
身
が
「
植
民
地
」
朝
鮮
で
国
民
教
育
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

い

か

な
る
意
識
を
有
し
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
所
感
を
数
点
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

朝
鮮
民
族
の
“
服
従
”
調
達
こ
そ
我
が
使
命
と
述
べ
る
者
が
あ
る
。

　
　
我
国
防
方
針
が
五
五
三
の
関
係
と
な
つ
た
故
自
然
に
こ
れ
を
変
へ
ね
ば
な
ら
な

　
　
く
な
つ
た
。
即
攻
撃
を
主
と
し
て
ゐ
た
の
を
防
御
を
主
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
斯
う
な
る
と
国
民
の
量
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
。
勿
論
満
鮮
で
あ
る
。
然
か
ら
ば

　
　
だ
、
満
鮮
民
を
如
何
に
遇
す
べ
き
か
。
彼
等
を
し
て
好
く
感
ぜ
し
む
る
は
国
民

　
　
の
努
力
の
如
何
に
あ
り
と
謂
ふ
も
我
々
教
育
者
の
責
任
少
し
と
せ
ず
、
と
い
ふ

　
　
わ
け
に
な
る
。
日
満
鮮
の
融
合
。
吾
々
の
使
命
は
、
之
だ
。
権
利
は
日
本
に
属

　
　
し
土
地
は
日
本
の
有
と
な
り
日
本
の
威
光
四
海
を
照
す
と
云
ふ
も
只
一
つ
彼
等

　
　
の
心
を
己
が
有
と
せ
ず
ん
ば
何
の
用
に
立
と
う
か
。
其
が
た
め
に
、
吾
々
は
日

　
　
常
の
覚
悟
が
肝
要
に
な
つ
て
く
る
。
（
六
月
八
日
、
上
野
寛
）

　
こ
の
よ
う
に
「
日
満
鮮
の
融
合
」
「
仁
に
依
り
て
彼
等
の
心
を
捕
へ
彼
等
を
し
て
だ
、

我
国
民
の
為
に
は
如
何
な
る
犠
牲
も
喜
ん
で
払
ふ
と
心
に
誓
は
す
る
」
こ
と
が
肝
要

と
い
う
“
模
範
解
答
”
を
述
べ
る
現
役
兵
が
い
る
一
方
、
意
識
的
で
あ
る
か
否
か
は

別
と
し
て
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
な
に
が
し
か
の
差
別
感
・
距
離
感
を
「
日
記
」
に
表

明
し
て
い
る
現
役
兵
が
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
あ
る
現
役
兵
は
外
出
の
際
、
教
生

時
代
の
朝
鮮
人
の
教
え
子
に
声
を
か
け
ら
れ
、
彼
が
自
分
を
覚
え
て
い
た
こ
と
自
体

に

は
感
動
し
つ
つ
も
「
朝
鮮
人
で
も
内
地
人
で
も
決
し
て
教
へ
子
に
対
す
る
愛
に
於

て

変
つ
た
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
ら
汚
い
朝
鮮
人
で
も
其
愛
た
る
や
神
聖
な
も

の

で

あ
る
。
〔
中
略
〕
自
分
は
有
り
難
い
教
官
殿
を
戴
い
て
居
り
な
が
ら
自
分
は
、
只

一
つ

と
し
て
教
官
殿
を
喜
ば
せ
た
事
は
な
い
。
つ
ま
ら
ぬ
朝
鮮
人
の
子
供
で
も
非
常

に

可
愛

ら
し
い
所
が
あ
る
の
に
。
今
後
の
努
力
を
誓
ふ
」
（
六
月
一
日
、
田
淵
重
雄
）

と
言
う
。
建
前
と
し
て
「
日
満
鮮
の
融
合
」
を
謳
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
汚
い
」

「
つ

ま
ら
ぬ
」
と
差
別
感
を
隠
そ
う
と
し
な
い
態
度
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
朝
鮮
在
住

の

日
本
人
一
般
の
態
度
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
も
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か

か

る
記
述
が
上
官
に
提
出
す
る
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た

差

別
意
識
が
軍
隊
教
育
の
「
建
前
」
レ
ベ
ル
に
お
い
て
す
ら
、
さ
ほ
ど
問
題
と
さ
れ

て

い

な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

「
全
州

第
一
公
立
普
通
学
校
」
へ
の
赴
任
が
決
ま
っ
て
い
た
別
の
現
役
兵
は
、
同

僚

と
な
る
朝
鮮
人
教
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
自
分
の
上
席
に
は
内
地
の
先
生
四
人

と
鮮
人
教
師
一
人
、
朝
鮮
の
先
生
が
大
部
分
で
あ
る
。
学
校
教
育
に
経
験
の
浅
い
自

分
が

赴
任

し
て
こ
の
人
達
に
も
ま
れ
も
ま
れ
る
か
と
思
ふ
と
心
配
だ
。
鮮
人
教
師
は

自
分
等
を
ど
ん
な
に
思
つ
て
居
る
だ
ら
う
か
嘗
て
教
生
時
代
陳
瑞
林
訓
導
か
ら
鮮
人

教
師
に
は
十
分
注
意
さ
れ
る
様
に
と
言
つ
て
下
す
つ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
た
」
（
九
月

一
四
日
、
鈴
木
金
次
）
と
、
本
来
融
和
す
べ
き
朝
鮮
人
教
師
に
警
戒
感
、
不
安
感
を

隠
さ
な
い
。
ま
た
別
の
現
役
兵
は
「
内
鮮
融
和
」
な
る
題
目
に
関
し
て
、
京
城
師
範
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学
校
付
属
小
学
校
の
学
芸
会
を
見
学
し
た
所
感
と
し
て
、

　
　
僅
か

二
年
の

勉
学
で
日
本
語
に
あ
れ
程
の
上
達
さ
が
あ
る
な
ら
ば
み
ん
な
の
朝

　
　
鮮
の
童
が
児
校
に
通
ふ
事
が
出
来
た
な
ら
ば
内
鮮
融
和
な
る
も
の
も
い
と
易
い

　
　

こ
と
だ
〔
中
略
、
し
か
し
〕
劇
的
教
育
の
可
否
、
朝
鮮
児
童
が
真
に
乃
木
将
軍

　
　
な
り
そ
の
感
じ
に
触
れ
る
事
が
出
来
る
か
ど
う
か
。
更
ら
に
又
つ
め
こ
み
主
義

　
　
の

忠
君
愛
国
の
適
否
に
至
っ
て
は
国
民
教
育
特
に
鮮
童
教
育
と
言
ふ
事
に
は
我
々

　
　
将
来
に
於
て
深
重
な
る
考
慮
が
要
る
事
だ
ら
う
（
＝
月
九
日
、
南
摩
茂
）

　
と
、
「
内
鮮
融
和
」
実
現
に
否
定
的
と
も
と
れ
る
認
識
を
示
し
て
い
る
。
先
に
「
京

城
師
範
学
校
々
友
会
」
で
藤
田
一
義
現
役
兵
が
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
「
逆
殺
」

に

関
す
る
演
説
を
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
時
そ
の
場
の
「
同
胞
の
朝
鮮
人

が

感
激

し
」
、
「
半
島
の
色
を
青
く
さ
せ
る
の
は
、
諸
君
の
力
に
待
た
な
く
て
は
外
に

何
物
も
な
い
」
と
発
言
し
た
と
い
う
。
吉
野
は
「
彼
が
朝
鮮
人
で
あ
ら
う
と
は
、
私

は

思

は
な
か
つ
た
。
彼
は
朝
鮮
人
と
は
思
は
れ
ぬ
位
、
国
語
が
旨
か
つ
た
」
と
述
べ

て

い

る
。
本
来
「
内
鮮
融
和
」
を
説
く
べ
き
一
年
現
役
兵
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ

「
同
胞
の
」
と
冠
を
つ
け
た
り
、
「
朝
鮮
人
と
は
思
は
れ
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
逆

に
、
朝
鮮
人
と
は
所
詮
“
他
者
”
以
上
の
存
在
で
は
な
く
、
「
融
和
」
な
ど
困
難
と
い

う
意
識
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
方
軍
の
側
も
、
一
年
現
役
兵
た
ち
が
退
営
す
る
と
き
教
官
の
大
尉
が
贈
っ
た
最

後
の
言
葉
が
、

　
　
軍
備
は

他

を
侵
略
せ
ん
と
す
る
戦
前
の
独
逸
の
如
く
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
軍
備

　
　
は
他
か
ら
侵
害
さ
れ
ん
と
す
る
時
こ
れ
に
克
ち
得
る
丈
け
で
良
い
の
で
あ
り
ま

　
　
す
。
併
し
国
を
守
ら
ん
と
す
る
時
に
は
受
動
的
に
侵
さ
れ
る
迄
黙
し
て
居
つ
て

　
　
は
い
け
ま
せ
ん
。
機
先
を
制
し
て
攻
勢
に
転
ず
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
り

　
　
ま
す
。
こ
れ
は
即
ち
国
防
の
一
手
段
で
あ
る
が
、
世
間
は
暗
く
し
て
往
々
こ
れ

　
　
を
侵
略
主
義
と
言
ひ
ま
す
。
吾
々
は
常
に
泥
棒
を
捕
へ
て
縄
を
絢
ふ
様
な
こ
と

　
　
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
諸
君
が
こ
れ
が
初
等
教
育
に
た
つ
さ
は
つ
た
な
ら
ば
、
子

　
　
供
等
に
良
く
そ
の
理
を
諒
解
せ
し
め
て
、
立
派
な
第
二
の
国
を
築
き
得
る
様
教

　
　
育
し
て
貰
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
三
月
三
〇
日
、
佐
藤
道
義
が
筆
記
）

　

と
い
う
程
度
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
児
童
に
軍
隊
・
国
防
の

意
義
を
教
え
る
こ
と
は
期
待
し
て
も
、
「
植
民
地
支
配
の
尖
兵
」
と
し
て
の
役
割
ま
で

は
さ
ほ
ど
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
教
育
の
あ
り
方
が

三
・
一
運
動
終
息
後
す
で
に
数
年
を
経
過
し
た
一
九
二
五
年
と
い
う
時
期
に
由
来
す

る
も
の
か
否
か
は
今
後
の
分
析
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
教
官
た

る
将
校
が
必
ず
し
も
朝
鮮
で
の
み
勤
務
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
内
地
で
行
う
の
と
同

じ
教
育
方
針
し
か
採
ら
な
か
っ
た
（
知
ら
な
か
っ
た
）
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に

植
民
地
支
配
の

「
担
い
手
」
意
識
ま
で
は
明
確
に
観
察
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ

は
彼
ら
一
年
現
役
兵
が
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
と
い
う
自
ら
の
使
命

に

対
す

る
自
覚
ま
で
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
も
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が
わ
ざ
わ
ざ
退
営
後
『
凝
視
の
一
年
』
を
公
刊
し
た
こ
と
の
説

明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
章
で
は
一
年
現
役
兵
た
ち
が
同
書
を
公
刊
し
た
意

図
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
す
る
。

⑤
軍
隊
経
験
の
意
義
深
さ

　
一
年
現
役
兵
た
ち
は
単
に
折
々
兵
営
生
活
を
懐
古
す
る
た
め
だ
け
に
『
凝
視
の
一

年
』
を
公
刊
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
年
間
の
軍
隊
生
活
で
得
た
“
意
義
深

い
”
体
験
を
、
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
者
と
い
う
自
己
規
定
に
基
づ
き

一
般
社
会
に
伝
達
し
た
い
と
い
う
積
極
的
な
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
。
で
は
軍
隊
体

験
の
い
か
な
る
点
が
意
義
深
い
体
験
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
軍
隊
は

一
個
の

「
修
養
場
」
で
あ
り
、
人
生
訓
練
の
場
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
一

年
現
役
兵
代
表
者
の
吉
尾
勲
は
二
六
年
三
月
付
け
『
凝
視
の
一
年
』
「
緒
言
」
中
、
以

下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
私

も
勿
論
入
隊
前
は
人
な
み
に
軍
隊
を
こ
わ
が
つ
て
ゐ
た
青
年
の
一
人
で
あ
つ

　
　
た
。
そ
し
て
多
く
の
学
生
が
考
へ
て
ゐ
る
様
に
軍
隊
に
這
入
る
と
も
う
中
学
校
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や
師
範
学
校
で
学
ん
だ
、
色
々
な
知
識
が
常
識
に
う
と
い
、
将
校
や
下
士
の
た

　
　
め
に
す
つ
か
り
根
底
か
ら
ぶ
ち
壊
さ
れ
て
し
ま
ひ
、
幾
ら
も
が
い
た
つ
て
狂
つ

　
　
た
つ
て
、
頭
は
か
た
く
な
つ
て
し
ま
ひ
人
間
一
生
の
運
も
定
ま
る
の
で
あ
ら
う
。

　
　
人

間
味
の
な
い
唯
冷
か
な
石
の
様
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
頭
は
融
通
の
利

　
　
か

な
い
石
あ
た
ま
に
な
つ
て
、
し
ま
ふ
の
だ
ら
う
と
の
み
思
ひ
こ
ん
で
い
た
。

　
　
〔
中
略
〕
し
か
し
時
日
を
経
る
に
つ
れ
て
貴
い
毎
日
の
体
験
に
よ
り
、
そ
の
都
度

　
　
あ
た
へ
ら
れ
た
懇
切
な
る
指
導
訓
戒
に
よ
つ
て
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
徹
し
た
、

　
　
視
つ
め
た
内
心
の
さ
、
や
き
で
は
な
く
単
に
青
年
の
血
気
か
ら
来
る
情
の
産
物

　
　
で

あ
る
こ
と
を
覚
つ
て
自
ら
悔
ゆ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
吉
尾
は
そ
の
他
の
軍
隊
経
験
の
利
点
と
し
て
、
体
力
の
増
進
、
薄
情
で
あ
っ
た
者

が

多
情
多
感
な
人
間
に
変
り
、
利
己
的
で
あ
っ
た
者
も
「
協
同
一
致
の
誠
心
に
燃
え

て

来
」
た
こ
と
、
貧
弱
で
あ
っ
た
国
防
、
軍
隊
、
一
般
社
会
、
人
情
な
ど
に
関
す
る

知
識
が

漸
次
深
め

ら
れ
豊
富
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
、
軍
隊
生
活
を
「
処
世
上

の

須
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
階
段
」
、
「
宣
な
り
軍
隊
即
国
民
学
校
と
称
せ
ら
る
、
は
」

と
総
括
、
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
陸
軍
歩
兵
大
佐
赤
松
寛
美
は
『
軍
隊
生
活
の
解
剖
』
（
僧
行

社
、
一
九
二
五
年
）
の
中
で
、
「
軍
隊
は
実
に
良
兵
良
民
の
教
育
を
以
て
、
其
最
高
の

目
標
と
し
て
居
る
の
だ
」
、
「
兎
に
角
我
国
民
を
し
て
世
界
の
競
走
場
裡
上
に
立
た
し

め
ん
と
欲
せ
ば
、
規
律
節
制
あ
り
て
協
同
動
作
を
楽
み
、
剛
健
な
る
体
力
と
意
志
と

を
有
す
る
者
た
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
瑞
土
国
民
が
徴
兵
制
度
存
置
の
必
要
を
認

め
、
〔
独
仏
戦
争
後
の
〕
独
逸
国
民
が
過
重
な
る
軍
備
存
続
を
認
め
た
る
は
、
軍
隊
教

育
の
真
価
を
認
め
た
か
ら
だ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
同
書
は
第
一
次
大
戦
終
結
後

の

平
和
・
反
戦
思
想
へ
の
反
論
、
一
般
国
民
の
啓
蒙
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
軍
隊
・
兵
役
の
存
在
意
義
が
「
規
律
節
制
あ
り
て
協
同
動
作
を
楽
み
、
剛
健
な

る
体
力
と
意
志
を
有
す
る
」
国
民
育
成
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
確
か

に

「
良
兵
良
民
主
義
」
と
は
日
露
戦
後
以
来
陸
軍
が
唱
道
し
続
け
て
来
た
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
自
体
は
特
に
目
新
し
い
概
念
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
強
調
し
て
お

き
た
い
の
は
、
現
場
で
軍
隊
教
育
を
担
っ
て
い
た
陸
軍
将
校
か
ら
「
軍
隊
が
今
日
迄

良
兵
良
民
主
義
を
標
榜
し
て
来
た
こ
と
や
、
国
民
学
校
を
自
称
し
て
来
た
こ
と
は
、

軍
隊
が
一
般
的
国
民
教
育
機
関
で
も
あ
る
か
の
如
き
誤
解
を
生
ぜ
し
む
る
に
至
つ
た

の

で

あ
る
。
〔
中
略
〕
軍
隊
は
決
し
て
一
般
的
国
民
教
育
の
機
関
で
な
く
、
戦
争
に
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

要

な
る
こ
と
を
教
育
す
る
専
門
教
育
機
関
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
考
え
て
み
れ

ば
ご
く
当
た
り
前
の
批
判
が
出
る
ほ
ど
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
陸
軍
は
自
ら
の
存
在

意
義

を
戦
争
の
専
門
家
育
成
よ
り
も
「
規
律
節
制
」
あ
る
国
民
養
成
に
求
め
る
度
合

い

を
強
め
、
そ
れ
を
兵
士
や
一
般
国
民
に
も
直
接
語
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
軍
隊

体
験
を
経
た
一
年
現
役
兵
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
軍
の
論
理
は
、
あ
る
実
感
を

も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
足
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
年
現
役
兵
た
ち
に
と
っ
て
、
「
国
民
学
校
」
と
称
す
る
に
足
る
軍
隊
生

活
の
良
さ
を
一
般
社
会
に
も
紹
介
す
べ
き
市
販
の
書
籍
と
い
え
ば
、
「
予
備
将
校
や
原

稿
生
活
者
な
ど
が
も
の
し
た
も
の
等
で
頗
る
つ
き
の
偏
見
や
肩
の
凝
る
様
な
文
句
を

な
ら
べ
た
も
の
と
か
、
色
眼
鏡
を
通
し
て
の
観
察
」
（
前
掲
赤
松
大
佐
の
著
書
も
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
）
ば
か
り
で
、
一
般
社
会
に
「
軍
隊
と
は
か
た
く
る
し
い
融
通
の
き

か

な
い
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
先
入
観
を
植
え
付
け
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
。
吉
尾
が

「緒
言
」
中
、

　
　

こ
の
書
は
決
し
て
そ
ん
な
自
己
拡
張
又
は
我
田
引
水
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は

　
　

作
者
が

軍

隊
と
全
く
自
利
的
な
立
場
か
ら
懸
隔
し
て
を
り
即
ち
軍
隊
と
地
方
と

　
　

の

中
立
地
帯
に
あ
る
と
も
云
へ
よ
う
、
一
年
現
役
兵
が
四
十
幾
人
で
各
人
各
様

　
　
の

筆
法
で
毎

日
の
兵
営
生
活
に
於
け
る
感
想
そ
の
ま
、
を
書
き
つ
s
つ
た
、
一

　
　
種
の

随
筆
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
軍
隊
生
活
一
年
間
の
思
想
の
流
れ
変
化
が
立

　
　
派
に

う
な
つ
か
れ
る
こ
と
、
信
ず
る
、
〔
中
略
〕
世
人
に
は
軍
隊
が
単
に
軍
事
知

　
　

識
の
養
成
や
軍
事
能
力
の
増
進
を
計
る
場
所
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
の
み
が
知
ら

　
　
れ

て

ゐ
て
、
一
方
軍
人
精
神
即
大
和
魂
の
錬
磨
を
主
と
し
た
青
年
修
養
の
為
あ

　
　

唯
一
無
二
の
道
場
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
多
く
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
　

と
こ
ろ
が
私
達
が
体
験
し
て
痛
烈
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
こ

235



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第108集2003年10月

　
　
の
軍
人
精
神
の
錬
磨
と
い
ふ
こ
と
は
少
な
く
と
も
一
年
間
は
軍
隊
に
ゐ
て
兵
営

　
　
の
生
活
を
せ
な
け
れ
ば
決
し
て
成
し
と
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ

　
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
年
現
役
兵
た
ち
は
、
軍
隊

国
防
に
対
す
る
十
分
な
理
解
を
欠
く
一
般
社
会
に
向
け
て
「
処
世
上
の
須
要
欠
く
べ

か

ら
ざ
る
階
段
」
と
い
う
軍
隊
生
活
の
意
義
深
さ
を
語
れ
る
の
は
、
実
際
の
軍
隊
体

験
者
た
る
自
分
た
ち
を
お
い
て
い
な
い
、
と
い
う
強
い
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
。
ま

さ
に
『
凝
視
の
一
年
』
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
軍
隊
経
験
の
尊
さ
を
一
般
社
会
に
語

り
、
そ
の
理
解
・
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼

ら
の
実
践
は
、
小
学
校
教
員
と
し
て
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
つ
ま
り

兵
役
の
尊
さ
を
児
童
た
ち
に
語
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
、
退
営
後
の
社
会
的
立
場
を

考
え

れ

ば
、
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

⑥
一
般
社
会
に
お
け
る
「
背
広
の
軍
人
」

　

『
凝
視
の
一
年
』
の
一
年
現
役
兵
四
五
名
が
軍
曹
に
任
官
し
て
退
営
後
、
「
国
民
教

育

ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
の
た
め
ど
の
よ
う
な
教
職
人
生
を
歩
ん
だ
か
、
ま
た

『
凝
視
の

一
年
』
が
社
会
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
か
を
詳
細
に
明
ら
か
に
に
す
る
こ

と
は
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
に
お
い
て
彼
ら
が
全
員
死
去
し
て
お
り
、
証
言
を
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
と
も
で
き
な
い
た
め
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
師
範
学
校
出
と
い
う
“
つ
ぶ

し
の
き
か
な
い
”
身
分
で
あ
り
、
ま
た
代
表
者
吉
尾
勲
が
序
文
末
尾
に
「
京
城
孝
昌

普
通
学
校

宿
直
室
に
於
い
て
」
と
記
す
な
ど
、
そ
の
大
多
数
は
教
職
の
道
を
歩
ん
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
太
平
洋
戦
争
勃
発
時
に
は
三
〇
代
半
ば
を
迎
え
た
世
代
の
彼
ら
は

「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
者
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
歩
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
京
城
師
範
を
卒
業
、
軍
隊
教
育
を
経
験
し

た
者
の
回
想
録
と
し
て
、
池
中
義
幸
『
道
　
教
職
に
生
き
た
「
半
島
の
日
本
人
」
三

八
年
の
歩
み
』
（
光
陽
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
を
掲
げ
よ
う
。
池
中
は
『
凝
視
の
一

年
』
刊
行
の
二
年
後
、
一
九
二
八
年
に
京
城
師
範
を
卒
業
、
普
通
学
校
在
職
中
の
一

九
二
九
年
、
歩
兵
第
七
四
連
隊
（
朝
鮮
威
興
）
に
短
期
現
役
兵
と
し
て
入
営
し
て
い

る
。　

七

四
連
隊
に
は
少
数
の
一
年
現
役
兵
（
同
年
兵
は
四
人
だ
け
）
し
か
配
属
さ
れ
な

か

っ

た
た
め
単
独
の
分
隊
も
組
め
ず
、
「
内
務
班
で
起
居
を
共
に
し
た
上
等
兵
と
一
等

兵
に
は
は
じ
め
の
頃
随
分
い
じ
め
ら
れ
」
、
体
罰
も
し
ば
し
ば
受
け
て
い
た
と
い
う
。

入
営
後
二
か
月
に
し
て
上
等
兵
に
昇
進
、
よ
う
や
く
短
期
現
役
兵
だ
け
の
一
室
に
入

れ
ら
れ
た
が
「
暇
さ
え
あ
れ
ば
勉
強
に
は
無
関
係
の
雑
談
や
寝
台
に
ね
こ
ろ
ん
で
除

隊
後
の
こ
と
な
ど
を
話
し
合
っ
た
」
と
い
う
。
『
凝
視
の
一
年
』
に
描
か
れ
た
一
年
現

役
兵
た
ち
と
は
か
な
り
異
な
る
生
活
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
教
育
期
間
の
短
縮
の
た

め

な
の
か
、
あ
る
い
は
一
年
現
役
兵
た
ち
が
本
音
と
建
前
を
上
手
く
使
い
分
け
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
訓
練
自
体
は
同
じ
よ
う
に
厳
格
で
あ
っ
た
。

未
来
の
国
民
教
育
の
担
い
手
と
し
て
「
一
般
兵
が
二
年
か
か
る
の
を
五
ヶ
月
で
、
し

か

も
下
士
官
に
ま
で
仕
上
げ
〔
中
略
〕
軍
隊
の
こ
と
は
何
で
も
ひ
と
と
お
り
知
っ
て

お
」
く
ま
で
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
退
営
し
て
教
職
現
場
に

復
帰
す
る
と
、
青
年
訓
練
所
指
導
員
を
務
め
た
。
こ
の
間
、
同
じ
短
期
現
役
兵
出
身

の

同
級
生
に
も
教
師
を
や
め
、
満
州
国
軍
の
中
尉
や
大
尉
に
な
っ
て
い
っ
た
者
が
あ
っ

た

と
い
う
。

　
池
中
は
一
九
三
九
年
に
は
小
学
校
校
長
に
昇
進
し
、
四
〇
年
に
は
同
じ
兵
役
経
験

の

あ
る
部
下
の
教
師
が
朝
鮮
北
部
の
「
反
日
の
巣
」
、
「
思
想
地
帯
と
し
て
道
内
に
知

ら
れ
て
い
る
明
川
郡
内
」
へ
転
出
さ
せ
ら
れ
た
。
「
国
内
の
戦
時
体
制
を
強
化
す
る
た

め

に

青
年
訓
練
所
を
増
設
、
そ
れ
を
各
小
学
校
に
併
置
し
て
、
兵
役
経
験
の
あ
る
教

師
に
教
練
指
導
員
を
兼
務
さ
せ
」
る
た
め
で
あ
っ
た
。
池
中
自
身
四
一
年
同
じ
明
川

郡
内
の
国
民
学
校
に
転
勤
、
新
設
の
青
年
訓
練
所
主
事
を
兼
務
し
て
指
導
に
あ
た
っ

て

い

る
。
四
二
年
＝
月
、
朝
鮮
へ
の
徴
兵
制
導
入
に
備
え
「
日
本
語
の
分
か
ら
な

い

不
就
学
の
青
年
に
簡
単
な
会
話
の
で
き
る
最
低
国
民
学
校
二
年
生
く
ら
い
の
日
本

語

を
教
え
込
む
」
べ
く
公
立
青
年
特
別
錬
成
所
が
同
地
に
設
立
さ
れ
る
と
、
そ
の
所

長
を
も
兼
務
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
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・一 ノ瀬俊也［第一次大戦後における一年現役兵教育］

　
池
中
の
筆
は
家
族
や
同
僚
な
ど
周
辺
の
人
々
の
状
況
を
淡
々
と
描
く
こ
と
に
多
く

が

費
や
さ
れ
、
上
記
の
訓
練
の
実
相
や
当
時
の
所
感
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。

戦
時
期
教
職
に
在
っ
た
教
師
の
回
想
の
特
徴
の
一
つ
が
、
　
“
自
分
抜
き
”
つ
ま
り
児

童
の

皇

民
化
過
程
に
対
す
る
、
自
己
の
主
体
的
関
与
と
い
う
視
点
の
欠
落
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
は
、
長
浜
功
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
池
中
の
歩
み
は
地
域
社
会
に
お
け

る
“
皇
民
化
政
策
”
の
展
開
過
程
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
し
た
も
の
だ
が
、
果
た
し
て

彼
ら
は
軍
隊
の
存
在
意
義
に
対
す
る
一
定
の
理
解
と
知
識
、
「
軍
隊
教
育
ト
国
民
教
育

ノ
連
携
」
者
と
い
う
自
己
意
識
を
全
く
欠
い
た
ま
ま
、
そ
う
し
た
多
様
な
軍
事
教
育

関
連
の
職
務
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
池
中
や

荻
野
、
そ
し
て
『
凝
視
の
一
年
』
の
一
年
現
役
兵
た
ち
は
退
営
後
、
戦
時
期
の
教
育

現
場
で
軍
隊
・
兵
役
の
価
値
や
必
然
性
を
、
軍
隊
教
育
の
中
で
身
に
つ
け
た
論
理
を

も
っ
て
語
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
『
凝
視
の
一
年
』
中
、

あ
る
一
年
現
役
兵
が
退
営
間
際
、

　
　
果

し
て
永
遠
に
こ
の
平
和
が
保
た
れ
る
と
思
ふ
か
、
よ
し
や
十
年
間
続
い
た
と

　
　

し
て
も
そ
れ
か
ら
以
後
の
事
は
恐
ら
く
神
様
で
も
御
存
じ
あ
る
ま
い
十
年
後
に

　
　

な
り
て
初
め
て
覚
る
事
で
は
も
う
時
期
が
遅
い
、
許
さ
ぬ
。
も
少
し
広
い
目
で

　
　
国
家
と
い
ふ
事
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
の
発
生
を
永
遠
に
絶
滅
さ
せ

　
　

る
事
は
一
つ
の
夢
想
に
過
ぎ
な
い
だ
ら
う
、
か
く
の
如
き
時
機
に
ま
で
世
界
の

　
　
理
想
が

達

し
て
居
ら
ぬ
事
を
自
覚
さ
れ
た
い
。
多
く
の
人
間
の
曲
解
し
つ
、
あ

　
　

る
軍
隊
な
る
も
の
も
、
も
つ
と
く
慎
重
に
大
き
な
目
で
凝
視
さ
れ
た
い
、
今

　
　
や

吾
々
も
此
の
機
に
於
て
軍
隊
を
出
で
教
育
界
に
身
を
投
ぜ
ん
と
し
て
居
る
。

　
　
如
何
に
吾
々
の
責
任
や
重
且
大
で
あ
る
か
？
（
三
月
二
二
日
、
熊
谷
鉄
之
）

　

と
述
べ
、
「
中
年
は
須
奥
に
し
て
来
る
で
あ
ら
う
」
の
決
意
を
披
漉
し
て
い
る
こ
と

は
、
彼
ら
が
実
際
に
「
中
年
」
を
迎
え
た
時
の
社
会
的
立
場
を
考
え
れ
ば
き
わ
め
て

印
象
的
・
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
点
、
か
つ
て
『
凝
視
の
一
年
』
中
「
昔
の
武
士
、

そ

れ
は
今
の
軍
人
で
あ
る
。
自
分
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
吾
々
は
此
れ
を
思
う
と
一
層

自
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
〔
中
略
〕
私
の
故
郷
そ
れ
は
朝
鮮
で
あ
る
。
家
庭
は
歩

兵
第
七
十
九
連
隊
だ
」
（
五
月
五
日
）
、
「
腐
敗
せ
る
現
代
思
想
、
此
れ
を
ど
う
し
て
善

導

し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
そ
を
美
化
す
る
作
業
は
私
等
の
責
務
で
あ
る
。
吾
人
先

づ

愛
に
燃
え
つ
、
純
な
児
童
を
教
育
し
、
そ
し
て
、
光
輝
あ
る
社
会
を
造
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」
二
一
月
＝
日
）
な
ど
と
述
べ
て
い
た
井
下
田
繁
雄
は
、
後
の
一
九
四
〇
年

三
月
、
朝
鮮
教
育
会
機
関
誌
『
文
教
の
朝
鮮
』
に
黄
海
道
沙
里
院
公
立
高
等
女
学
校

教
諭
の
肩
書
き
で
「
輔
翼
の
本
質
」
と
題
す
る
文
章
を
発
表
、
「
戦
時
、
平
時
を
問
は

ず
、
自
己
の
職
責
を
果
す
事
が
忠
義
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
愛
国
の
至
誠
、
輔
翼
の
本
質

は
、
戦
場
に
於
て
も
、
銃
後
に
於
て
も
、
将
又
戦
時
、
平
時
を
問
わ
ず
、
異
な
る
所

は
無
い
」
と
戦
時
下
臣
民
の
責
務
を
強
調
し
て
い
る
。
『
凝
視
の
一
年
』
の
一
年
現
役

兵
た

ち
が
う
け
た
軍
隊
教
育
は
、
少
な
く
と
も
彼
ら
を
し
て
社
会
に
向
か
い
戦
争
、

国
家
の
尊
さ
を
語
る
姿
勢
を
持
た
せ
続
け
る
一
要
因
と
し
て
機
能
し
た
と
想
像
す
る

こ
と
は
、
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
第
一
次
大
戦
後
、
ま
さ
に
反
戦
反
軍
思
想
が
最
も
昂
揚
し
た
時
期
の
兵

営
内
で
、
一
年
現
役
兵
と
い
う
「
国
民
教
育
ト
軍
隊
教
育
ト
ノ
連
携
」
者
た
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
た
兵
士
た
ち
が
、
軍
隊
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
い
か
な
る
説
明
を
受
け
、

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
っ
た
の
か
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
単
に
「
忠

君
愛
国
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
題
目
だ
け
で
な
く
、
国
際
連
盟
の
無
力
、
ア
メ
リ
カ

の

脅
威
と
い
う
具
体
的
な
国
際
情
勢
と
の
関
連
か
ら
軍
隊
の
存
在
意
義
を
教
え
ら
れ
、

か

つ

日
常
生
活
に
お
い
て
も
そ
れ
を
兵
営
外
部
、
一
般
社
会
に
対
し
て
語
っ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

ま
た
一
年
現
役
兵
た
ち
は
軍
隊
生
活
を
「
国
民
学
校
」
と
称
す
る
に
足
る
、
以
後

の

人
生
に

と
っ
て
意
義
深
い
体
験
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
の
語
り
の
内
容
は
、

当
該
期
の
軍
が
自
己
の
存
在
意
義
を
ど
こ
に
求
め
、
国
民
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
て

い

た

か

を
示
唆
し
て
い
る
。
強
制
さ
れ
た
「
日
記
」
は
、
教
育
の
内
容
を
日
々
咀
咽
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し
、
自
ら
の
言
葉
と
し
て
発
話
さ
せ
る
た
め
の
装
置
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
軍
の
論
理
が
一
年
現
役
兵
た
ち
に
お
い
て
完
全
に
内
面

化

さ
れ
て
い
た
と
即
断
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
『
凝
視
の
一
年
』
刊
行
自
体
、

彼

ら
が
教
え
ら
れ
た
軍
の
論
理
を
主
体
的
に
一
般
社
会
に
向
け
て
伝
達
し
よ
う
と
す

る
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
の
思
考
の
枠
組
み
と
実
践
は
、
通
常
反
軍
平
和

思
想
の

高
揚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
大
正
期
と
、
後
年

の

戦
時
動
員
体
制
期
と
の
「
連
続
性
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
、
き
わ
め
て
示

唆
的
な
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。

註（
1
）
　
近
沢
出
版
部
発
行
、
定
価
三
円
五
〇
銭
。

（
2
）
　
軍
隊
教
育
令
（
一
九
一
九
年
一
一
月
二
六
日
改
定
）
第
四
編
の
文
言
。

（
3
）
　
戸
塚
『
い
た
ず
ら
の
発
見
』
（
双
柿
舎
、
一
九
七
八
年
）
六
二
・
六
三
頁
。

（
4
）
逸
見
『
師
範
学
校
制
度
史
研
究
　
1
5
年
戦
争
下
の
教
師
教
育
』
（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
一
九

　
　
九
一
年
）
二
三
、
三
五
・
三
六
頁
。
な
お
戸
塚
、
逸
見
氏
と
も
こ
の
服
役
を
「
短
期
現
役
兵
」

　
　
と
し
て
い
る
が
、
二
六
年
時
点
で
の
呼
称
は
コ
年
現
役
兵
」
で
あ
る
。

（
5
）
歩
兵
第
一
八
連
隊
第
五
中
隊
　
大
正
一
四
年
兵
五
友
会
編
『
思
い
出
の
手
記
　
刺
夙
の
響
き
誰

　
　
が
知
る
』
。
同
書
は
一
九
二
九
年
同
連
隊
（
名
古
屋
）
に
入
営
し
た
兵
士
一
七
名
が
約
五
〇
年
後

　
　
の
一
九
七
七
年
、
軍
隊
生
活
の
思
い
出
を
綴
っ
た
書
で
あ
る
。

（
6
）
　
中
等
学
校
以
上
の
各
学
校
に
お
け
る
軍
事
教
練
実
施
に
伴
い
、
一
九
二
七
年
の
徴
兵
令
改
正

　
　
（
兵
役
法
）
に
よ
っ
て
一
年
現
役
兵
は
短
期
現
役
兵
に
制
度
が
改
め
ら
れ
た
。
両
制
度
の
概
要
、

　
　
改
正
の

経
緯
に

関
し
て
は
遠
藤
芳
信
「
近
代
日
本
軍
隊
教
育
史
研
究
』
（
青
木
書
店
、
一
九
九
四

　
　
年
）
四
一
七
～
四
五
三
頁
、
加
藤
陽
子
『
徴
兵
制
と
近
代
日
本
』
⌒
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

　
　
一
六
八
・
一
九
六
頁
を
参
照
。
両
制
度
と
も
、
現
役
終
了
後
は
直
ち
に
第
一
国
民
兵
役
に
編
入

　
　
さ
れ
、
戦
時
に
召
集
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぽ
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
「
合
法
的
徴
兵
忌

　
　
避
」
と
の
批
判
が
常
に
存
在
し
た
。
こ
の
点
は
菊
池
邦
作
『
徴
兵
忌
避
の
研
究
』
（
立
風
書
房
、

　
　
一
九
七
七
年
）
、
藤
野
幸
平
『
謎
の
兵
隊
　
天
皇
制
下
の
教
師
と
兵
役
』
（
総
和
社
、
一
九
九
四

　
　
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
7
）
　
前
掲
藤
野
『
謎
の
兵
隊
　
天
皇
制
下
の
教
師
と
兵
役
』
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。

（
8
）
　
た
だ
し
兵
士
に
対
す
る
日
記
の
強
制
は
、
一
九
＝
年
、
軍
隊
教
育
実
験
会
な
る
団
体
が
発

　
　
行
し
た
『
新
兵
教
育
ノ
実
験
』
（
兵
事
雑
誌
社
）
な
る
著
作
中
、
「
二
年
現
役
帰
休
制
ノ
今
日
二

　
　
於
テ
ハ
第
一
年
度
ノ
教
育
特
二
新
兵
期
間
ノ
教
育
完
全
ナ
ル
ニ
非
ズ
ン
バ
成
功
得
テ
期
シ
難
」

　
　
い

の

で
、
「
新
兵
ニ
ハ
手
簿
ヲ
備
ヘ
シ
」
め
て
「
日
々
修
得
セ
ル
学
術
科
ノ
大
要
及
所
感
等
ヲ
筆

　
　
記
セ

シ

メ
後
日
ノ
参
考
二
資
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
是
レ
其
ノ
記
憶
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
メ
且
兼
ネ
テ
習

　
　
字
ヲ
行
ハ
シ
」
め
る
の
が
よ
い
、
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
露
戦
後
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
兵
卒
監
視
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
点
、
拙
稿
「
兵
営
の
〈
秩
序
〉
と
軍
隊
教
育
」
（
「
九

　
　
州
史

学
』
＝
八
・
＝
九
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
9
）
　
浅
野
和
生
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
陸
軍
』
（
慶
応
通
信
、
一
九
九
四
年
）
、
遠
藤
芳
信
『
近

　
　
代
日
本
軍
隊
教
育
史
研
究
』
（
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
）
第
一
部
第
六
章
二
九
二
一
年
軍
隊

　
　
内
務
書
改
正
を
め
ぐ
る
思
想
対
策
」
、
黒
沢
文
貴
『
大
戦
間
期
の
日
本
陸
軍
』
（
み
す
ず
書
房
、

　
　
二
〇
〇
〇
年
）
特
に
第
三
章
「
日
本
陸
軍
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
認
識
」
、
吉
田
裕
「
日
本
゜

　
　
帝
国
主
義
の
シ
ベ
リ
ア
干
渉
戦
争
ー
前
線
と
国
内
状
況
へ
の
関
連
で
ー
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四

　
　
九

〇
、
一
九
八
一
年
三
月
）
な
ど
。
い
ず
れ
も
軍
上
層
部
に
お
け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
分
析
・

　
　
理
解
と
そ
れ
へ
の
対
応
策
（
例
え
ば
一
九
二
一
年
軍
隊
内
務
書
改
正
な
ど
）
に
議
論
が
集
中
し

　
　
て

お
り
、
軍
が
反
軍
平
和
思
想
の
昂
揚
下
、
自
己
の
存
在
を
個
々
の
国
民
、
兵
士
た
ち
に
ど
の

　
　

よ
う
な
論
理
で
説
明
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
は
さ
ほ
ど
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う

　
　
に

思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
　
藤
原
彰
『
天
皇
制
と
軍
隊
』
（
新
装
版
、
青
木
書
店
、
一
九
九
八
年
）
六
頁
、
同
『
日
本
軍
事

　
　
史
上
巻
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
七
年
）
一
五
八
頁
。

（
1
1
）
　
『
借
行
社
記
事
』
五
七
四
、
一
九
二
二
年
六
月
、
所
収
。

（
1
2
）
　
戸
塚
前
掲
書
六
〇
・
六
一
頁
。
ち
な
み
に
戸
塚
は
「
国
務
遂
行
」
の
例
と
し
て
、
教
官
は
米

　
　
騒
動
時
の
軍
隊
出
動
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
付
度
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
寒
川
「
新
潟
の
生
活
教
育
運
動
」
（
『
昭
和
教
育
史
へ
の
証
言
』
三
省
堂
、
一
九
七
一
年
、
一

　
　
七
六

～
一
七
八
頁
）
。
彼
は
「
お
か
げ
て
〔
退
営
時
〕
伍
長
を
す
べ
り
ま
し
た
」
と
い
う
が
、
軍

　
　
に
し
て
み
れ
ば
こ
う
し
た
対
応
に
よ
っ
て
と
も
か
く
も
無
事
に
服
役
さ
せ
終
え
た
と
も
言
え
、

　
　
そ
の
意
味
で
は
う
ま
く
丸
め
込
ま
れ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

（
1
4
）
　
一
九
二
四
年
一
一
月
一
二
日
、
全
国
の
大
学
・
高
校
・
高
専
の
社
会
科
学
研
究
会
の
連
合
体
・

　
　
学
生

社
会
科
学
連
合
会
を
中
心
に
「
全
国
学
生
軍
事
教
練
反
対
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
翌
二

　
　
五
年
一
〇
月
に
は
小
樽
高
商
の
軍
事
教
練
で
朝
鮮
人
暴
動
の
想
定
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
を
契

　
　
機
に
全
国
で
軍
事
教
育
反
対
運
動
が
再
燃
し
た
。
こ
の
点
、
夏
堀
正
元
『
小
樽
の
反
逆
　
小
樽

　
　
高
商
軍
事
教
練
事
件
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
や
『
国
史
大
辞
典
』
「
学
生
社
会
科
学
連

　
　
合
会
」
の
項
を
参
照
。

（
1
5
）
　
佐
野
通
夫
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
教
育
政
策
」
（
「
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二

　
　
一
、
一
九
八
一
年
）
は
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
教
員
へ
の
処
遇
を
植
民
地
支
配
期
全
体
を
対
象

　
　
に
検
証
し
、
「
朝
鮮
内
に
お
け
る
教
員
養
成
の
内
、
日
本
人
の
そ
れ
は
、
日
本
国
内
の
制
度
に
準

　
　
拠
し
、
互
に
、
通
用
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
」
し
、
彼
ら
自
身
に
も
「
”
朝
鮮
に
お
け

　
　
る
’
　
「
教
育
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
⌒
二
三
〇
頁
）
と
結
論

　
　
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
同
論
文
中
、
一
年
現
役
兵
・
短
期
現
役
兵
教
育
に
関
す
る
言
及
は
み
ら
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れ
な
い
。

（
1
6
）
　
陸
軍
歩
兵
中
尉
堀
木
祐
三
『
近
代
思
想
と
軍
隊
教
育
』
（
成
武
堂
、
一
九
二
三
年
）
一
〇
七
頁
。

（
1
7
）
　
京
城
師
範
学
校
同
窓
会
長
小
松
実
氏
の
二
〇
〇
一
年
六
月
の
ご
教
示
に
よ
る
。
ま
た
、
京
城

　
　
師
範
学
校
史
『
大
愛
至
醇
』
（
一
九
八
七
年
）
に
は
数
名
の
一
九
二
四
年
卒
業
生
が
回
想
を
寄
せ

　
　
て
い
る
が
、
戦
後
の
同
窓
会
活
動
に
関
す
る
回
想
が
ほ
と
ん
ど
で
軍
隊
経
験
や
戦
中
の
教
育

　
　

“

実
践
”
に
関
す
る
回
想
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
1
8
）
　
例
え
ば
一
九
二
六
年
三
月
埼
玉
県
師
範
学
校
を
卒
業
、
短
期
現
役
兵
と
し
て
歩
兵
第
五
七
連

　
　
隊
に
入
営
し
た
荻
野
末
も
、
在
営
中
着
任
予
定
校
の
校
長
に
「
青
年
訓
練
所
の
指
導
も
し
て
も

　
　
ら
う
」
旨
言
い
渡
さ
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
（
荻
野
『
あ
る
教
師
の
昭
和
史
』
一
ツ
橋
書
房
、

　
　
一
九
七
〇
年
、
一
一
頁
）
が
、
そ
う
し
た
「
背
広
の
軍
人
」
と
し
て
の
自
己
の
実
践
、
意
識
に

　
　
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。
同
書
に
対
す
る
長
浜
氏
の
批
判
は
、
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
教
師
論
』

　
　
（
明
石
書
店
、
一
九
八
四
年
）
二
一
六
・
二
一
七
頁
。（国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
審
査
終
了
）
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Post－WWI　Military　Education　During　a　Year　of　Active　Duty

IcHINosE，　Toshiya

In　April　of　1924，　forty－five　graduates　of　the　Keilo　Normal　School　enlisted　for　one　year　of

active　service　in　the　79th　infalltry　regiment　in　Yongsan，　Korea．　Following　their　discharge

in　1925，　they　published　a”military　diarジentitledのo功匡ηo　ic励θη（Watchful　Year）which

comprised　edited　selections　of　the　daily　journals　they　kept　illdividually　as　part　of

their　education．　At　a　time　when　anti－war　anti－military　ideology　was　reaching　its　peak　in

post－WWI　Japan，　these　soldiers　were　expected　to　act　as”bridges　between　national　and

military　education”in　their　future　roles　as　primary　school　teachers．　This　study　examines

the　published　diary　to　understand　the　ways　that　the　militarプs　existence　was　explained　to

and　understood　by　these　teachers－to－be　inside　the　barracks．

During　their　year　of　active　duty，　the　soldiers　were　instructed　on　more　than　abstract

themes　of”loyalty　to　the　sovereign「’（c加肋η）and“love　of　nation”（α」元oψ）．　They　were

instructed　on　the　value　of　the　military’s　existence　in　connection　with　concrete　internation－

al　circumstances　such　as　the　League　of　Nationls　impotency　and　American　intimidation：

additionally，　they　clearly　addressed　general　society　outside　the　barracks　when　they　spoke

on　such　matters　in　daily　life．　They　regarded　life　in　the　military　as　an　experience　of　great

significance　for　their　future　lives，　likening　it　to　a”national　schoo1”（kokumin　gakko）．　In

the　stories　they　te11，　we　begin　to　understand　how　the　military　defined　the　value　of　its

own　existellce　and　sought　to　legitimate　itself　to　the　nation．　The”diary”was　but　a　mechan－

ism　designed　to　have　the　soldiers　digest　the　substance　of　their　education　and　express　it　in

their　own　words．

There　is　no　reason　to　collclude　that　these　soldiers　fully　internalized　the　military’s　logic　in

the　one　year　of　active　duty　they　served．　Nonetheless，　the　publication　of　qγ05乃∫ηoた加ηθη

represents　an　attempt　to　communicate　with　society　at　large　as　the　agents　of　a　logic

taught　them　by　the　military．　Their　intellectual　framework　and　practices　are　illuminating

when　considering　the　continuities　between　the　Taisho　period，　whose　image　is　one　of

strong　anti－war　and　peace　ideology，　and　the　subsequent　institutions　of　wartime　mobilizat－

ion．
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