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歴
史
認
識
を
歪
ま
せ
る
も
の
は
何
か

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
欺
瞞
性
を
暴
く

東
ア
ジ
ア
の
相
互
理
解
を
阻
む
も
の

最
近
、
中
国
・
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
し
て
ア
ジ
ア
諸
国
・
地
域
の

経
済
的
発
展
は
目
覚
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
経
済
の
動

向
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
比
重
を
持
つ
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
な

か
で
も
中
国
は
、
国
民
総
生
産
で
日
本
を
追
い
抜
き
、
世
界
第
二
位

の
座
を
確
実
に
し
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
日
本
の
国
際
社
会
に
お

け
る
相
対
的
地
位
の
低
下
を
招
く
と
同
時
に
、
ア
ジ
ア
と
く
に
中

国
・
韓
国
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
る

こ
と
に
な
る
。「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
と
い
う
構
想
の
提
起
も
、
そ
う

い
う
状
況
へ
の
対
応
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
を
具
体
的
に
構
想
す
る
に
は
、
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
も
あ
る
。「
東
ア
ジ
ア
」
と
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念
の
毒

●「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
を
克
服
す
る
た
め
に

「
東
京
裁
判
史
観
批
判
」
と
い
い
、「
自
虐
史
観
批
判
」
と
い
い
、
次
々
に
出
て
く
る
帝
国
日
本
の
弁
護
論
は
、
す
べ
て
「
大
東
亜
戦
争
肯

定
論
」
に
淵
源
を
持
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
認
識
は
、
今
も
手
を
変
え
品
を
変
え
て
日
本
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
に

訴
え
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
の
相
互
理
解
の
大
き
な
壁
と
な
り
、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
和
解
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

何
度
で
も
現
れ
る
亡
霊
は
、
何
度
で
も
叩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
ア
ジ
ア
共
同
体
形
成
へ
の
動
き
が
出
て
き
た
今
こ
そ
、「
大
東
亜

戦
争
肯
定
論
」
の
発
想
の
根
元
を
徹
底
的
に
絶
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

特
集
●
日
本
の
近
現
代
史
を
問
う—

—

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
和
解
は
可
能
か
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は
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
指
す
の
か
明
確
で
は
な
い
し
、
そ
の
枠
組

み
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
の
か
の
道
筋
も
は
っ
き
り
し
な

い
。「
共
同
体
」
を
形
成
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
も
の
が
何
か
も

は
っ
き
り
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
・

中
国
・
韓
国
の
三
ヵ
国
が
軸
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
自
明
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
三
ヵ

国
が
連
携
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
信
頼
関
係
が
存
在
し
て
い
る
か

と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
く
に
日
本
を
真
ん
中
に
置
い
た
関
係

を
考
え
る
と
き
、
日
中
、
日
韓
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
に
克
服
す
べ
き
問

題
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
の
問
題
が
、歴
史
認
識
問
題
で
あ
る
。

一
九
世
紀
、
資
本
主
義
の
原
理
が
世
界
を
席
巻
す
る
な
か
で
、
こ

の
三
国
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
道
を
歩
ん
だ
。
そ
の
道
は
、
複
雑
に
絡

み
合
い
、
時
に
は
激
し
く
衝
突
し
、
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
犠
牲
を

生
み
出
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
最
も
能
動
的
に
動
き
、
他
の
二
国
の

民
衆
に
多
大
な
犠
牲
を
強
い
た
の
は
、
日
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
本

が
、
こ
う
し
た
歴
史
過
程
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

に
つ
い
て
、
日
本
政
府
が
と
っ
て
き
た
従
来
の
態
度
は
、
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
か
っ
た
。

特
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け
入
れ
て
終
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

戦
争
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ

て
東
京
裁
判
の
結
果
を
承
認
し
た
と
い
う
形
で
態
度
表
明
さ
れ
て
以

降
は
、
日
韓
条
約
、
日
中
平
和
条
約
と
そ
の
際
の
共
同
宣
言
、
時
折

の
首
相
談
話
、
官
房
長
官
談
話
な
ど
の
形
で
政
府
の
立
場
は
示
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
態
度
表
明
は
、
そ
の
と
き
の
状
況
に

応
じ
た
性
格
が
強
く
、
必
ず
し
も
主
体
的
・
積
極
的
に
な
さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
見
解
を
国
民
全
体
の
も

の
に
す
る
努
力
も
十
分
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め

か
、
政
府
の
公
式
見
解
に
反
す
る
政
治
家
の
発
言
が
た
び
た
び
「
妄

言
」「
暴
言
」
と
し
て
批
判
さ
れ
、
教
科
書
の
記
述
が
問
題
と
さ
れ
、

三
国
間
に
緊
張
が
走
る
と
い
う
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
事
態
を
生
み
出
す
根
元
に
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う

一
九
四
一
年
に
当
時
の
日
本
政
府
が
命
名
し
た
戦
争
の
評
価
が
、
依

然
と
し
て
日
本
で
は
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
中
で

も
、「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
と
い
う
議
論
が
い
ま
だ
影
響
力
を
失
っ

て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
重
大
で
あ
る
。
韓
国
併
合
百
年
を
迎
え

て
発
表
さ
れ
た
菅
総
理
大
臣
の
談
話
に
対
し
て
、「
い
つ
ま
で
謝
り

続
け
る
の
か
」
と
い
っ
た
声
が
お
こ
り
、
有
力
な
政
治
家
が
「
こ
れ

は
国
家
の
将
来
を
誤
る
も
の
だ
」
と
発
言
し
た
の
も
、「
大
東
亜
戦
争

肯
定
論
」
の
亡
霊
が
な
せ
る
わ
ざ
に
ち
が
い
な
い
。

も
う
す
で
に
何
度
も
批
判
さ
れ
、
古
び
た
右
翼
の
論
理
と
し
て
葬

ら
れ
た
歴
史
認
識
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
ま
り
気
の
進
ま
な
い
作

業
で
は
あ
る
が
、
そ
の
発
想
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
批
判
す
る
の
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は
、
歴
史
認
識
問
題
の
深
化
の
た
め
に
は
不
可
欠
の
作
業
で
あ
ろ

う
。
こ
の
小
論
で
は
、「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
論
理
の
根
底
に
あ

る
発
想
様
式
を
え
ぐ
り
だ
し
、
批
判
の
俎
上
に
乗
せ
た
い
。

「
詔
書
」
の
論
理
と
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
詔
書
」
は
、
八
月
一
四
日
に
決
定
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
「
終
戦
の
詔
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論

理
は
、
実
は
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
論
理
と
多
く
の
点
で
共
通

し
て
い
る
。「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」は
こ
の「
詔
書
」が
前
提
に
な
っ

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
意
外
な
こ
と
に
戦
後
も
っ
と
も
有
名
で
あ
る
と
い
っ

て
も
い
い
こ
の
文
書
は
、
そ
の
論
理
を
あ
ま
り
厳
密
に
検
討
さ
れ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
論
理
が
生
き
延
び
続
け
て
き
た
と
は
い
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
戦
後
の
日
本
の
出
発
点
と

な
っ
た
文
書
の
内
容
は
き
ち
ん
と
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、「
詔
書
」は
、天
皇
が
国
民（
当
時
は
臣
民
と
い
っ
た
）に「
米

英
支
蘇
四
国
ニ
対
シ
、
其
ノ
共
同
宣
言
ヲ
受
諾
ス
ル
」
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
発
し
た
こ
と
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て

戦
争
の
目
的
は
、「
帝
国
臣
民
ノ
康
寧
ヲ
図
リ
、
万
邦
ノ
共
栄
ノ
楽
ヲ

偕
ニ
ス
ル
」
と
い
う
「
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
範
」
を
守
り
、「
帝
国
ノ
自
存

ト
東
亜
ノ
安
定
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
、
侵
略
の
意
図

は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
共
同
宣
言
」
を
受
諾
す
る
理
由

と
し
て
、
軍
隊
・
官
僚
・
国
民
が
そ
れ
ぞ
れ
最
善
を
尽
く
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
戦
局
必
ス
シ
モ
好
転
セ
ス
、
世
界
ノ
大
勢
亦
我
ニ
利

ア
ラ
ス
」、さ
ら
に
敵
が
「
新
ニ
残
虐
ナ
ル
爆
弾
ヲ
使
用
シ
」
た
こ
と
、

そ
の
結
果
、戦
争
を
継
続
す
れ
ば
、民
族
の
滅
亡
だ
け
で
は
な
く
、「
人

類
ノ
文
明
」
を
破
壊
す
る
に
至
る
危
険
が
生
じ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。

続
い
て
、
天
皇
は
、「
帝
国
ト
共
ニ
終
始
東
亜
ノ
解
放
ニ
協
力
セ
ル

諸
盟
邦
ニ
対
シ
、
遺
憾
の
意
」
を
表
明
す
る
。
こ
こ
に
は
、
ア
ジ
ア
の

民
衆
の
犠
牲
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
国

民
の
犠
牲
に
対
し
て
は
「
五
内
為
ニ
裂
ク
」
と
か
「
深
ク
軫
念
ス
ル
」

と
か
、
最
大
級
の
同
情
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
、「
時
運
ノ
趨
ク
所
、
堪

ヘ
難
キ
ヲ
堪
ヘ
、
忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ
」
と
個
人
的
心
境
を
吐
露
す
る
。

さ
ら
に
、
天
皇
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
「
国
体
護
持
」
と
い
う
戦
争

末
期
に
掲
げ
た
戦
争
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
宣
言
し
、
国
民
に
対
し

て
、
軽
挙
妄
動
を
戒
め
、
将
来
へ
の
努
力
を
要
求
す
る
。
そ
こ
に
並

べ
ら
れ
る
言
葉
は
、「
挙
国
一
家
」「
神
州
ノ
不
滅
」「
国
体
ノ
精
華
」

と
戦
争
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
世
界
ノ
進
運
」
に
遅

れ
な
い
よ
う
に
、
我
が
「
意
ヲ
体
セ
ヨ
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
る
。

こ
の
「
終
戦
の
詔
書
」
の
論
理
は
、
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
に

発
せ
ら
れ
た
「
開
戦
の
詔
書
」
に
対
応
し
、
戦
争
そ
の
も
の
に
対
す

る
認
識
は
、
現
実
の
戦
闘
状
況
の
悪
化
へ
の
認
識
を
除
け
ば
、
開
戦

当
時
と
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
受
諾
し
た
と
す
る
「
ポ
ツ
ダ
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ム
宣
言
」
の
内
容
に
も
、一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」

の
戦
争
に
対
す
る
認
識
は
、
日
本
は
軍
国
主
義
者
の
勢
力
に
掌
握
さ

れ
、
か
れ
ら
の
世
界
征
服
の
野
望
を
実
現
す
る
た
め
に
侵
略
戦
争
を

企
て
実
行
し
て
き
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
認
識
に
基

づ
い
て
、
日
本
の
降
伏
と
軍
国
主
義
の
解
体
・
国
内
の
民
主
化
を
要

求
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
「
詔
書
」
が
、「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』（
一
九
七

〇
年
、
番
町
書
房
刊
）
の
著
者
林
房
雄
が
、「
御
詔
勅
に
よ
っ
て
、
私

共
は
助
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
陛
下
は
『
億
兆
ノ
赤
子
ヲ
保
シ
』
と

仰
せ
ら
れ
た
。
私
共
は
陛
下
の
赤
子
の
一
人
と
し
て
、
死
す
べ
き
命

を
助
け
て
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
行
く
上

の
魂
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て

い
る
の
を
み
れ
ば
説
明
の
必
要
も
な
い
ほ
ど
明
瞭
で
あ
る
。
林
は
、

「
終
戦
の
詔
書
」
に
「
大
詔
の
哲
学
」
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
敷
衍
す

る
た
め
に
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
が
、「
詔
書
」
を
ど
の
よ
う
に

敷
衍
し
、
弁
護
し
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。

林
は
、
日
中
戦
争
か
ら
対
米
英
戦
争
へ
の
拡
大
過
程
を
次
の
よ
う

に
総
括
す
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
軍
の
上
海
占
領
、
北
京
入
城
、
南

京
攻
略
の
こ
ろ
か
ら
、『
日
中
戦
争
』
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
重
慶

政
府
と
毛
沢
東
の
八
路
軍
を
媒
介
と
す
る
、
日
英
、
日
米
、
日
ソ
戦

争
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
変
質
を
大
東
亜
戦
争
の
帝
国
主
義

性
、
植
民
地
再
分
割
戦
争
と
見
る
進
歩
人
学
者
の
見
解
は
早
計
で
あ

る
。『
東
亜
百
年
戦
争
』
は
終
始
東
亜
解
放
戦
争
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

終
末
に
お
い
て
欧
米
列
強
の
術
中
に
お
ち
い
り
、『
日
中
戦
争
』
の
泥

沼
に
誘
い
こ
ま
れ
、
敗
戦
を
招
い
た
と
見
る
の
が
正
当
な
解
釈
で
あ

る
」
と
。

ま
ず
、
こ
の
文
章
で
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
九
四
一
年
か

ら
始
ま
る
戦
争
は
、
日
本
に
と
っ
て
幕
末
の
西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
侵

略
に
対
抗
す
る
解
放
戦
争
の
最
後
の
そ
し
て
敗
北
し
た
戦
争
で
あ
っ

て
、
そ
れ
も
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
「
追
い
こ
ま
れ
、
誘
い
こ
ま
れ
た
」

結
果
、「
全
世
界
の
少
な
く
と
も
五
分
の
四
を
敵
と
し
て
敢
え
て
立

上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」戦
争
で
あ
っ
た
。
林
の
主
張
は
、

自
ら
が
意
図
的
に
企
て
た
戦
争
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。

さ
ら
に
林
は
い
う
。「『
も
し
日
本
が
大
東
亜
戦
争
に
勝
利
し
た

ら
、
植
民
地
主
義
は
終
止
符
を
打
た
れ
た
で
あ
ろ
う
』
な
ど
と
、
そ

ん
な
こ
と
は
私
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
傷
は
深
い
の
だ
。
三
世
紀
が

与
え
た
深
手
は
一
世
紀
の
闘
病
で
は
回
復
し
な
い
。
私
が
い
い
た
い

の
は
、日
本
が
実
行
し
た
『
東
亜
百
年
戦
争
』
は
、こ
の
植
民
地
主
義
、

征
服
主
義
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
り
、
奮
闘
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
。

幕
末
の
馬
関
戦
争
、
薩
英
戦
争
か
ら
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
韓
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国
併
合
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、
さ
ら
に
対
米
英
戦
争
ま
で
、「
東

亜
百
年
戦
争
」
と
い
う
歴
史
性
を
無
視
し
た
概
念
の
中
に
括
り
こ

み
、
西
洋
列
強
対
「
ア
ジ
ア
の
抵
抗
者
・
解
放
者
」
日
本
と
い
う
対

立
図
式
の
中
に
は
め
込
も
う
と
す
る
論
理
は
、
ア
ジ
ア
の
民
衆
に
対

し
て
西
洋
列
強
と
同
じ
植
民
地
主
義
者
・
征
服
者
と
し
て
振
舞
っ
た

日
本
の
実
像
を
無
視
し
た
乱
暴
極
ま
る
論
理
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま

さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
論
理
は
、
林
以
後
も
繰
り
返
し
現
れ
て
く
る
。
た

と
え
ば
、
瀬
島
隆
三
は
、
も
っ
と
露
骨
に
「
大
東
亜
戦
争
」
の
「
影
響

と
意
義
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。「
世
界
史
的

に
み
る
大
東
亜
戦
争
の
影
響
と
意
義
の
中
で
、
最
も
大
き
な
こ
と

は
、
戦
前
植
民
地
で
あ
っ
た
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
、
民
族
自
立
の
精
神

に
目
覚
め
、
独
立
を
達
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
大
東
亜
戦
争

中
に
日
本
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
を
独
立
さ
せ
た
ほ
か
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
に
準
備
出
来
次
第
独
立
を
許
容
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

ま
た
イ
ン
ド
人
に
対
し
て
は
、
自
由
印
度
仮
政
府
の
樹
立
を
認
め

た
」（「
大
東
亜
戦
争
の
歴
史
的
考
察
」、
同
台
経
済
懇
話
会
『
大
東
亜

戦
争
の
本
質
』
一
九
九
六
年
所
収
）
と
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
等
と
て
も
、
日
本
の
植
民
地
支
配
、
占
領
地
支
配

が
ア
ジ
ア
の
民
衆
に
多
大
な
犠
牲
を
強
い
、
日
本
国
内
で
も
圧
制
支

配
を
行
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
事
態
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
弁
明
す
る
。「
敵
の
反

攻
の
成
功
に
よ
っ
て
、
輸
送
路
を
絶
た
れ
て
、
戦
争
物
資
の
現
地
調

達
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
軍
隊
が
、
原
住
民
の
反
抗
と
敵
の
ゲ
リ
ラ
戦

術
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
戦
争
の
末
期
症
状
と
し
て
の
『
憲
兵
政

治
』
が
出
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
じ
憲
兵
政
治
は
、
日
本
内
地
に

於
い
て
も
強
行
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
日
本
国
民
は
歯
を
く
い
し

ば
っ
て
我
慢
し
た
。
不
満
は
鬱
積
し
、
士
気
は
低
下
し
た
が
、
少
な

く
と
も
通
敵
行
為
（
二
、
三
の
ス
パ
イ
事
件
を
の
ぞ
く
）
や
反
乱
は

起
さ
な
か
っ
た
」
と
。
つ
ま
り
、
残
虐
な
加
害
行
為
や
圧
制
は
、
戦

争
に
不
可
避
に
伴
う
「
逸
脱
」
現
象
で
あ
っ
て
、
日
本
国
民
の
よ
う

に「
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
我
慢
」す
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
己
に
都
合
の
悪
い
部
分
は
本
質
か
ら
の
不
可
避
的
な

「
逸
脱
」
あ
る
い
は
「
変
質
」
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
、「
大
東
亜
戦
争

肯
定
論
」
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
論
法
で
あ
る
。「
満
州
建
国
に
お
い

て
も
、
そ
の
『
独
立
』
と
『
五
族
協
和
』
を
本
心
か
ら
理
想
し
た
多
く

の
日
本
人
が
い
た
。（
中
略
）彼
ら
の
理
想
と
行
動
が『
保
境
安
民
派
』

を
動
か
し
た
。
だ
が
満
州
国
も
ま
た
『
日
韓
合
邦
』
が
『
朝
鮮
併
合
』

に
変
質
し
た
よ
う
に
変
質
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
論
法

は
、「
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
の
事
態
を
許
容

し
ろ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
自
己
に
都
合
の
よ
い
「
不
可
避
性
」
と
い
う
論
理
は
、

問
題
を
「
東
亜
百
年
戦
争
」
と
い
う
長
い
時
間
の
経
過
の
中
で
相
対

化
す
る
と
い
う
カ
ラ
ク
リ
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
宿
命
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論
的
認
識
と
が
結
び
つ
い
た
と
き
に
出
て
く
る
。
林
は
、「
ど
う
し

た
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
牙
を
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
か
？
」
と
い

う
問
に
対
し
て
、「
そ
れ
は
不
可
能
だ
、
と
私
は
ま
ず
答
え
よ
う
。
地

球
上
に
多
数
の
民
族
国
家
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
道
を
歩
き

つ
づ
け
て
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
』
を
追
求
す
る
か
ぎ
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
存
在
し
、
そ
の
国
の
力
が
充
実
し
上
昇
す
る
に

つ
れ
て
、
牙
を
は
や
し
、
爪
の
鋭
さ
を
増
す
」
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、

日
本
で
は
、
幕
末
に
西
洋
列
強
に
対
抗
す
べ
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

勃
興
し
、
そ
の
後
の
百
年
の
間
に
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
れ

自
身
の
「
宿
命
」
に
し
た
が
っ
て
征
服
主
義
・
膨
張
主
義
を
不
可
避

に
と
も
な
い
つ
つ
、
戦
争
へ
の
道
を
突
き
進
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、「
大
東
亜
戦
争
」
を
肯
定
し
よ
う
と
い

う
議
論
を
成
り
立
た
せ
る
キ
ー
概
念
は
、「
東
亜
百
年
戦
争
」
と
「
民

族
」
の
二
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
歴
史
認
識
を
歪
ま
せ
る
発
想
の
問
題

が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

貧
困
な
る
歴
史
主
義
の
罠

「
東
亜
百
年
戦
争
」
と
い
う
概
念
を
林
が
提
起
し
た
の
は
、
日
本
の

民
族
と
し
て
の
物
語
を
作
り
上
げ
る
の
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
中
で

「
大
東
亜
戦
争
」
を
救
い
出
す
と
い
う
動
機
が
働
い
て
い
た
と
み
て

ま
ち
が
い
は
な
い
が
、
問
題
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
し

て
「
大
東
亜
戦
争
」
を
救
い
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
点

に
あ
る
。
そ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
の
鍵
は
、「
歴
史
」
な
い
し
「
歴

史
的
必
然
」
と
い
う
観
念
の
中
に
、
そ
し
て
そ
の
「
必
然
」
の
と
ら
え

方
の
中
に
あ
る
。

歴
史
と
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
は
お
い
て
、
普
通
に
理
解
さ
れ

て
い
る
そ
れ
は
、
過
去
の
出
来
事
の
連
鎖
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の

を
指
す
、
と
し
て
お
こ
う
。
そ
の
場
合
、
出
来
事
の
連
鎖
は
、
因
果

関
係
に
よ
っ
て
関
連
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
出
来
事
は
、
そ

の
前
に
起
き
た
出
来
事
を
原
因
と
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
出
来
事
に
関
し
て
与
え
ら
れ
る
選
択

肢
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

歴
史
理
解
に
立
て
ば
、
歴
史
は
ど
こ
ま
で
も
遡
り
う
る
こ
と
に
な

る
。
歴
史
は
、
必
然
的
な
起
こ
り
う
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
出
来
事
の

連
鎖
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
必
然
を
明
確
に
規
定
す

る
理
論
が
な
い
限
り
、
連
鎖
の
記
述
は
任
意
に
選
ば
れ
た
時
間
の
幅

に
切
り
取
ら
れ
る
。
そ
の
任
意
の
幅
と
し
て
、
林
は
百
年
を
切
り

取
っ
た
。

そ
の
百
年
の
歴
史
を
、
林
は
「『
東
亜
百
年
戦
争
』
は
外
か
ら
つ
け

ら
れ
た
大
火
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
の
周
到
な
計
画
の
も
と
に
、
多
少

の
間
隔
を
お
き
つ
つ
、
適
当
な
機
会
を
狙
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
放

火
さ
れ
た
火
災
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
火
災
予
防
の
余
裕
を
あ
た
え
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ら
れ
ず
、
不
断
に
燃
え
あ
が
る
火
災
の
中
で
、
火
災
そ
の
も
の
と
戦

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
総
括
す
る
。「
欧
米
諸
国
の
周

到
な
計
画
」
の
実
在
は
、
一
五
年
に
わ
た
る
戦
争
を
実
行
し
た
「
日

本
帝
国
主
義
の
周
到
な
計
画
」
の
実
在
を
実
証
す
る
の
と
同
程
度
の

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
困
難
な
作
業
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
は
お

く
と
し
て
、
日
本
に
と
っ
て
そ
の
行
動
の
必
然
性
は
、
常
に
外
か
ら

加
え
ら
れ
た
強
制
と
し
て
し
か
示
さ
れ
な
い
。

そ
の
上
、
こ
う
も
い
う
。「
歴
史
は
人
々
の
意
見
と
行
動
を
超
え
て

進
展
し
た
。『
東
亜
百
年
戦
争
』
は
満
州
事
変
に
よ
っ
て
最
後
の
活
動

期
に
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
戦
争
な
の
だ
。
戦
争
は
一
人
相
撲
で
は

な
い
。
相
手
が
い
る
。
漢
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
強
敵
の

背
後
に
は
、
米
英
露
と
い
う
、
さ
ら
に
強
大
な
敵
が
ひ
か
え
て
い
た
。

ひ
と
た
び
『
独
走
』
し
は
じ
め
た
関
東
軍
は
日
本
政
府
の
不
拡
大
方

針
を
無
視
し
、
政
府
を
ひ
き
ず
っ
て
『
暴
走
』
を
つ
づ
け
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
誰
の
罪
で
も
な
い
。
犯
人
を
見
つ
け
た
い
な
ら
、『
歴
史
』

を
逮
捕
す
る
が
よ
い
」
と
。「
歴
史
」
を
「
犯
人
」
に
す
る
こ
と
は
、
人

間
の
主
体
的
責
任
を
放
棄
す
る
論
理
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
便
利
な
こ

と
は
な
い
。

で
は
、「
人
々
の
意
見
と
行
動
を
超
え
て
進
展
」
す
る
歴
史
と
は
何

か
。
歴
史
と
い
う
言
葉
は
、「
歴
史
の
祭
壇
へ
の
献
身
」
と
か
「
歴
史

の
呼
び
声
」
と
か
「
歴
史
の
宿
命
」
と
か
重
要
な
概
念
と
し
て
た
び

た
び
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
林
の
明
確
な
定
義
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
歴
史
の
概
念
の
内
容
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、「
時
の

勢
」す
な
わ
ち
「
時
勢
」と
か
「
宿
命
」と
い
う
、個
人
の
意
志
に
よ
っ

て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
た
だ
従
う
し
か
な
い
何
も
の
か
を
指
す
不

明
瞭
な
言
葉
ば
か
り
で
あ
る
。

林
が
「
哲
学
」
を
発
見
し
た
「
終
戦
の
詔
書
」
に
も
、「
大
勢
」
と
か

「
時
運
」「
進
運
」
と
い
う
言
葉
が
、
重
要
な
決
定
を
下
す
前
提
と
し

て
の
現
状
認
識
を
示
す
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。「
時
勢
」「
大

勢
」「
時
運
」「
進
運
」
ど
れ
も
み
な
、
内
容
不
明
、
理
解
不
可
能
な
、

あ
る
い
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
な
個
人
の
側
か
ら
は
「
宿
命
」
と
受

け
止
め
ざ
る
を
え
な
い
事
態
を
漠
然
と
指
す
言
葉
で
し
か
な
い
。「
詔

書
」
も
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
も
、
そ
ん
な
漠
然
と
し
た
歴
史
が
、

個
人
だ
け
で
は
な
く
、
民
族
も
国
家
も
動
か
し
て
い
た
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
貧
困
な
る
歴
史
主
義
」
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

そ
の
「
貧
困
な
る
歴
史
主
義
」
が
、日
本
と
い
う
国
家
が
お
こ
な
っ

た
戦
争
と
い
う
重
大
な
行
為
の
自
己
弁
明
に
使
わ
れ
て
い
る
。
歴
史

に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
貧
困
な
発
想
が
、
ど
う
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

こ
で
は
、
歴
史
は
、
様
々
な
可
能
性
の
中
か
ら
、
そ
の
時
代
を
生
き

た
人
間
が
一
定
の
制
約
が
あ
る
に
せ
よ
、
主
体
的
に
選
択
し
た
結
果

の
積
み
重
ね
で
あ
り
、
選
択
で
あ
る
以
上
は
責
任
が
伴
う
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
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「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
「
民
族
」
と
い
う
概
念
が
歴
史
の
主
体
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。「
東
亜
百
年
戦
争
」
と
い
う
歴
史
の
く
く
り
方

は
、
日
本
に
お
い
て
「
民
族
」
が
政
治
的
に
「
覚
醒
」
し
、「
民
族
」
と

い
う
単
位
で
状
況
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
い
う
認
識
が
根

底
に
あ
る
。

呪
い
言
葉
と
し
て
の
民
族
概
念
の
毒

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
中
で
、
民
族
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
林
は
、日
本
民
族
に
つ
い
て「
こ

の
狭
い
島
国
に
二
千
年
以
上
の
長
い
あ
い
だ
住
み
つ
づ
け
て
ほ
と
ん

ど
完
全
な
融
合
同
化
を
と
げ
て
『
一
人
種
・
一
国
語
・
一
歴
史
・
一

習
慣
』
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
民
族
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

二
つ
の
重
大
な
誤
り
が
あ
る
。
第
一
に
、
民
族
を
、
人
種
・
言
語
・

歴
史
・
習
慣
の
同
一
性
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
が
、
民
族
の
概
念

を
そ
う
定
義
す
る
こ
と
自
体
が
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
日
本
が
単
一
民
族
か

ら
な
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

民
族
を
区
別
す
る
標
識
と
し
て
人
種
と
い
う
生
物
学
的
概
念
を
持

ち
出
し
た
場
合
、
一
つ
の
人
種
と
他
の
人
種
の
間
に
明
確
な
境
界
線

が
引
け
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
人
類

は
共
通
の
祖
先
か
ら
広
が
り
、
そ
れ
が
異
な
る
環
境
の
中
で
多
様
な

人
種
に
分
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど

多
様
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
の
多
様
な
人
類
を
並
べ
た
場
合
、
色
直

線
の
よ
う
に
境
目
が
な
く
、
次
第
に
色
合
が
変
化
す
る
よ
う
な
状
態

に
な
る
。
白
も
黒
も
黄
も
色
と
し
て
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
色
合
い

は
極
め
て
多
様
で
あ
り
境
目
は
な
だ
ら
か
に
連
続
し
た
状
態
に
な
っ

て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
色
の
違
い
は
、
定
義
に
よ
っ
て
生
じ
る

の
で
あ
る
。
人
種
概
念
の
場
合
も
、
自
然
に
明
確
な
区
別
が
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
定
義
に
よ
っ
て
区
別
が
人
為
的
に
持
ち
込
ま
れ
て

成
立
す
る
概
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
民
族
の
概
念
は
、
一
九
世
紀
の
東
欧
に
お
い
て
、
政
治

的
に
形
成
さ
れ
た
。
西
欧
か
ら
の
普
遍
主
義
の
圧
力
に
抵
抗
す
る
政

治
理
論
の
中
で
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

言
語
も
、
歴
史
も
、
習
慣
も
、
民
族
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
創
出

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
民
族
も
、
多
か
れ
少
な

か
れ
、
そ
う
い
う
創
出
さ
れ
た
民
族
と
い
う
性
格
を
含
み
こ
ん
で
い

る
。
そ
の
点
、
日
本
も
例
外
で
は
な
い
。
日
本
の
民
族
主
義
者
が
強

調
す
る
天
皇
制
に
し
て
も
、
歴
史
的
に
は
変
体
を
繰
り
返
し
、
と
く

に
明
治
維
新
以
後
新
し
い
装
い
を
身
に
ま
と
う
に
至
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
形
は
、
二
千
年
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
姿
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
言
語
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
津
軽
弁
と
薩
摩
弁
と

の
相
違
の
距
離
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の
相
違
の
距
離
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と
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
の
み
を
と
る

な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
（
方
言
と
い
わ
れ
て
い
る
が
）
に
よ
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
登
場
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
民
族
と
い
う
概
念
が
、
政
治
的
に
創
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
念
を
歴
史
に
持
ち
込
む
場
合
、
少
な

く
と
も
極
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
に
創
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
概
念
の
使
用
に
は
政
治
的
意
図
が
潜

む
。
人
々
を
結
集
さ
せ
、
他
と
対
抗
さ
せ
る
「
呪ま
じ
な

い
言
葉
」
と
し
て

こ
れ
ほ
ど
有
効
な
概
念
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民
族
は
、
自
ら
を

自
然
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
に
み
せ
か
け
よ
う
と
す
る
。
そ
う

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
効
果
が
上
が
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
そ
う
い
う
み
せ
か
け
が
成
功
し
や
す
い
条
件
が

整
っ
て
い
た
。
島
国
で
孤
立
性
が
高
く
、
近
世
に
は
本
州
、
四
国
、

九
州
に
お
い
て
そ
の
規
模
で
の
交
流
関
係
が
成
立
し
、
一
つ
の
政
治

世
界
を
形
成
し
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
う
ら
や
む
ほ
ど
、
近
代
の
出

発
点
に
お
い
て
民
族
国
家
の
形
成
に
有
利
な
条
件
を
備
え
て
い
た
。

し
か
し
、
明
治
維
新
以
後
、
蝦
夷
地
を
北
海
道
と
し
て
領
土
に
編
入

し
、
蝦
夷
地
の
住
民
を
日
本
人
化
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
ま
た
琉
球

王
国
を
併
合
し
、
琉
球
の
政
治
的
独
立
性
を
奪
い
取
っ
た
。
そ
の
段

階
の
民
族
状
態
は
、「
単
一
民
族
」
概
念
に
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
民
族
主
義
者
に
は
自

覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
日
本
に
お
い
て
民
族
概
念

が
呪
い
言
葉
と
し
て
猛
威
を
振
る
う
根
拠
が
あ
る
。

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
は
、
そ
う
い
う
危
う
い
概
念
の
上
に
組
み

立
て
ら
れ
た
砂
上
の
楼
閣
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
を
克
服
す
る
た
め
に

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
が
公
然
と
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
四
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
。
そ
れ
は
登
場
し
た
当
時
厳
し
い

批
判
を
浴
び
、
批
判
し
つ
く
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
し

か
し
、
最
近
一
〇
年
間
、
そ
れ
は
密
か
に
復
活
を
と
げ
、
む
し
ろ
潜

在
意
識
下
で
は
影
響
力
を
増
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
い
つ
ま
で
謝
罪
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
思
い

が
、
と
く
に
若
者
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
の
発
想
と
共
通
し
て
い
る
感
情
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
状
況
が
生
じ
た
の
は
、
戦
争
が
終
っ
て
か
ら
六
五
年
も

過
ぎ
、
戦
争
体
験
の
風
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
も
よ
る
。
日
本
が
高
度

成
長
を
達
成
し
、
経
済
大
国
に
な
り
、
国
家
的
自
信
を
回
復
し
た
い

と
い
う
欲
求
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
現
代
史
の
研
究
が
進
み
、
か
つ
て
連
合
国
が
裁
い
た
東
京
裁
判

の
論
理
、
つ
ま
り
「
用
意
周
到
な
計
画
」
に
基
づ
い
た
一
五
年
に
わ

た
る
侵
略
戦
争
と
い
う
構
図
が
、
必
ず
し
も
な
り
た
た
な
い
こ
と
、

東
京
裁
判
自
身
が
純
粋
に
法
学
的
に
考
え
て
多
く
の
問
題
を
抱
え
た
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裁
判
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
東
京
裁
判

へ
の
批
判
を「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」と
連
動
さ
せ
る
動
き
が
強
ま
っ

た
こ
と
な
ど
も
、そ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。そ
う
い
う
傾
向
は
、「
新

し
い
歴
史
教
科
書
を
作
る
会
」
と
い
う
形
で
、
現
実
の
運
動
に
ま
で

な
っ
た
。
も
っ
と
も
、そ
の
運
動
は
、醜
い
分
裂
劇
を
演
じ
て
し
ま
っ

て
は
い
る
が
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
う
し
た
動
き
が
、
現
実
に
姿
形
を
明
ら
か

に
し
た
の
が「
東
京
裁
判
史
観
批
判
」や「
自
虐
史
観
批
判
」で
あ
る
。

し
か
し
、
新
し
げ
な
装
い
の
も
と
に
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
そ
の
論

理
の
骨
格
は
、
林
の
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
。
そ
こ
で
も
み
ら
れ
る
の
は
、「
貧
困
な
歴
史
主
義
」
に
よ
る
出

来
事
の
連
鎖
の
説
明
で
あ
り
、「
民
族
」
や
「
国
家
」
を
主
体
と
し
て

歴
史
を
叙
述
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、東
京
裁
判
の
問
題
と
、

戦
争
責
任
を
日
本
が
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
別
レ
ベ
ル
の

問
題
で
あ
る
。
東
京
裁
判
が
不
当
な
勝
者
の
裁
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
日
本
の
戦
争
責
任
の
問
題
が
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
責
任
は
、
自
ら
主
体
的
に
と
っ
た
時
に
本
当
の
責
任
を
と
っ
た

こ
と
と
な
る
。「
東
京
裁
判
史
観
批
判
」
は
、
ま
さ
に
論
点
の
す
り
替

え
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

一
般
に
、
歴
史
や
民
族
の
概
念
を
使
っ
た
出
来
事
の
説
明
は
、
因

果
関
係
の
も
っ
と
も
ら
し
い
解
説
や
物
事
の
単
純
化
に
よ
っ
て
分
か

り
や
す
い
性
格
を
持
つ
。
そ
こ
に
、
英
雄
史
観
や
謀
略
史
観
が
加
わ

れ
ば
、
も
っ
と
も
俗
耳
に
は
い
り
や
す
い
叙
述
と
な
る
。
林
も
「
自

虐
史
観
」
論
者
た
ち
も
、
そ
の
点
で
は
相
当
の
力
量
を
持
つ
と
い
え

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
耳
を
貸
す
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、「
貧
困
な
歴
史
主
義
の
罠
」
に
陥
り
、「
民
族
概
念
の
毒
」
に
犯
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
を
人
々
の
主
体
的
選
択
の
累
積
で
あ
る
と
み
る
こ
と
、
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
失
敗
も
誤
り
も
反
省
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
現
在
に
お
い
て
自
分
た
ち
が

自
立
し
た
主
体
と
し
て
選
択
し
、
決
定
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
す
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
そ
う
い
う
自
立
し
た
自

覚
的
主
体
性
の
欠
如
こ
そ
が
戦
争
と
い
う
悲
惨
な
事
態
を
招
い
て
し

ま
っ
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
べ
て
を
「
時
勢
」
や
「
大
勢
」

に
委
ね
、
責
任
を
放
棄
す
る
態
度
こ
そ
、
事
大
主
義
で
あ
り
、
克
服

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

歴
史
認
識
の
問
題
は
、「
国
家
」
や
「
民
族
」
と
い
う
概
念
を
超
え

て
、
自
覚
し
た
人
間
、
自
立
し
た
個
人
と
し
て
歴
史
に
ど
う
対
す
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
に
も
っ
と
も
欠
け

て
い
る
の
は
、
そ
の
視
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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