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小
泉
純
一
郎
首
相
は
、
今
年
も
（
平
成
一
八
年
）
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
。

首
相
に
就
任
し
て
五
年
有
余
、
内
外
の
激
し
い
反
発
の
中
で
、
毎
年
一
回
の
靖

国
神
社
参
拝
を
敢
行
し
た
。

　
今
年
は
首
相
の
任
期
の
最
後
の
年
で
も
あ
り
、
公
約
の
八
月
一
五
日
の
参
拝

が
予
想
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
早
く
か
ら
靖
国
問
題
が
話
題

に
な
っ
た
が
、
新
聞
の
社
説
や
テ
レ
ビ
で
の
発
言
者
の
多
く
は
、
首
相
の
靖
国

参
拝
に
強
く
反
対
し
、
与
党
の
政
治
家
や
財
界
の
一
部
か
ら
も
、
批
判
の
声
が

あ
が
り
、
例
年
に
も
ま
し
て
反
対
ム
ー
ド
が
マ
ス
コ
ミ
で
高
ま
っ
た
。

　
元
宮
内
庁
長
官
の
「
昭
和
天
皇
の
発
言
メ
モ
」
が
時
を
は
か
っ
て
新
聞
の
ス

ク
ー
プ
と
い
う
形
で
公
表
さ
れ
る
と
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
が
一
斉
に
ほ
ぼ
同
じ
見

出
し
で
大
き
く
報
道
し
、
新
聞
の
社
説
や
言
論
人
は
反
対
の
た
め
に
こ
れ
を
利

用
し
た
。
天
皇
の
政
治
利
用
を
批
判
す
る
マ
ス
コ
ミ
が
、
こ
の
あ
り
さ
ま
で

は
、
ま
さ
に
彼
等
の
正
体
見
た
り
の
感
が
し
た
。

　
こ
う
し
た
、
マ
ス
コ
ミ
や
言
論
人
の
ご
都
合
主
義
に
比
べ
て
、
特
攻
隊
の
基

地
で
あ
っ
た
鹿
児
島
県
知
覧
町
の
記
念
館
を
訪
れ
た
際
、
彼
ら
の
遺
影
や
遺
書

の
前
に
停
み
、
号
泣
し
た
小
泉
首
相
は
〈
天
皇
陛
下
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
お
思
い

が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
わ
た
し
の
心
の
問
題
で
す
か
ら
、
影
響
は
受
け
ま
せ
ん
〉

と
記
者
の
質
問
に
答
え
た
の
は
、
立
派
だ
。

　
〈
今
日
の
日
本
の
繁
栄
と
平
和
を
築
い
た
の
は
、
現
在
、
生
き
て
い
る
者
の

努
力
だ
け
で
な
く
、
祖
国
の
為
、
家
族
の
為
に
戦
場
へ
行
き
、
心
な
ら
ず
も
命

を
か
け
た
人
た
ち
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
犠
牲
者
に
対
し
て
、
心
か
ら

敬
意
と
感
謝
の
念
を
以
っ
て
靖
国
神
社
に
参
拝
し
て
い
る
〉
と
い
う
主
旨
の
言

葉
を
一
貫
し
て
言
い
、
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
非
難
に
も
屈
せ
ず
、
「
心
」
の
信
念
を

貫
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
と
言
動
に
は
真
実
味
が
誰
に
も
感
じ
ら
れ
た
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
今
年
も
あ
れ
ほ
ど
マ
ス
コ
ミ
が
反
対
の
世
論
を
喚
起
し
て

も
、
「
八
月
一
五
日
」
の
参
拝
後
の
メ
デ
ィ
ア
の
多
く
の
世
論
調
査
で
は
、
参
拝
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支
持
派
の
方
が
反
対
派
を
上
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
調
査
で
は
支
持
す
る

一
番
の
理
由
が
〈
国
の
為
に
殉
じ
た
者
に
、
国
を
代
表
し
て
首
相
が
参
拝
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
〉
と
い
う
回
答
だ
っ
た
の
は
、
庶
民
・
大
衆
の
素
直
な
実
感

で
あ
り
、
特
に
若
い
人
の
参
拝
支
持
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
が
興
味
深
い
で
あ

ろ
う
。

　
逆
に
い
え
ば
、
マ
ス
コ
ミ
で
参
拝
反
対
を
述
べ
る
言
論
人
・
知
識
人
の
言
説

が
、
い
か
に
庶
民
・
大
衆
の
素
直
な
実
感
と
乖
離
し
た
空
疎
な
観
念
論
で
あ

り
、
一
部
の
政
治
家
や
財
界
人
の
反
対
論
が
、
所
詮
は
自
身
の
思
惑
か
ら
発
せ

ら
れ
た
損
得
論
に
す
ぎ
な
い
か
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
今
回
、
マ
ス
コ
ミ
で
か
ま
び
し
く
論
ぜ
ら
れ
た
「
靖
国
問
題
」
と
は
畢
寛
、

昭
和
の
戦
争
に
対
す
る
認
識
と
責
任
問
題
で
あ
る
が
、
参
拝
反
対
派
の
論
法
や

発
言
は
い
か
に
も
「
正
義
感
」
に
溢
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
我
が
身
に
責
任

追
及
の
火
の
粉
の
か
か
ら
ぬ
机
上
の
空
論
や
損
得
論
だ
か
ら
、
リ
ア
リ
テ
ィ
も

切
迫
感
も
伝
わ
ら
ず
、
世
論
を
動
か
さ
な
か
っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
。

　
そ
れ
に
比
べ
て
、
六
〇
年
前
の
敗
戦
直
後
に
行
わ
れ
た
戦
争
の
責
任
の
追
及

は
占
領
軍
か
ら
は
も
と
よ
り
日
本
人
の
間
か
ら
も
厳
し
く
指
弾
さ
れ
、
そ
こ
に

真
実
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
全
て
の
国
民
が
戦
争
を
生
身
で
体
験
し
た
当
事

者
で
あ
っ
た
か
ら
、
文
字
通
り
命
を
か
け
て
、
あ
る
い
は
地
位
や
名
誉
や
職
を

か
け
た
真
剣
な
議
論
が
行
わ
れ
た
だ
け
に
、
切
迫
感
と
迫
力
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

本
稿
で
は
昭
和
一
〇
年
と
い
う
、
ま
さ
に
戦
争
の
時
代
が
本
格
化
し
始
あ
た

時
に
、
第
一
回
芥
川
賞
作
家
と
し
て
登
場
し
た
石
川
達
三
の
戦
中
、
戦
後
の
言

三
四

動
を
追
い
、
生
身
の
戦
争
体
験
者
、
と
り
わ
け
文
学
者
・
知
識
人
の
戦
争
へ
の

対
処
と
戦
後
の
戦
争
責
任
論
の
追
及
へ
の
対
応
を
論
じ
そ
の
実
像
を
検
証
し
て

み
た
い
と
思
う
。

（一

j

　
石
川
達
三
は
昭
和
一
〇
年
九
月
号
『
文
芸
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
た
最
初
の
芥

川
賞
の
受
賞
作
家
と
し
て
、
華
々
し
く
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
波
乱
の
少
年

時
代
を
送
り
、
文
学
を
志
し
て
彷
裡
し
た
末
の
受
賞
で
あ
り
、
三
〇
歳
に
し
て

念
願
の
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
太
宰
治
、
高
見
順
、
外
村
繁
ら
を
押
さ
え
て
の

受
賞
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
受
賞
作
の
「
蒼
眠
」
は
、
か
つ
て
放
浪
時
代
に
挫
折
し
て
一
年
で
帰
国
し
た

ブ
ラ
ジ
ル
移
民
の
経
験
を
生
か
し
、
神
戸
か
ら
移
民
船
に
乗
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
に

向
か
う
移
民
集
団
の
こ
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
壊

滅
し
、
転
向
文
学
や
伝
統
的
な
私
小
説
が
文
壇
の
主
流
を
占
め
る
中
で
、
手
法

も
題
材
も
新
鮮
で
眼
を
引
い
た
。

　
続
い
て
彼
が
注
目
さ
れ
た
の
は
芥
川
賞
受
賞
か
ら
二
年
後
に
発
表
し
た
「
日

陰
の
村
」
（
『
新
潮
』
昭
1
2
・
9
）
で
あ
る
。
東
京
奥
多
摩
の
小
河
内
村
が
、

貯
水
池
建
設
を
め
ぐ
っ
て
当
局
と
長
く
抗
争
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
現
地
に

何
度
も
足
を
運
び
、
丹
念
に
取
材
を
し
て
書
い
た
、
今
日
風
に
い
え
ば
記
録
文

学
だ
。
彼
は
後
年
〈
私
に
作
家
と
し
て
の
安
定
し
た
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
た
の

は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
ら
し
い
〉
（
『
出
世
作
の
こ
ろ
』
　
読
売
新
聞
社
昭
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必
・
3
）
と
回
想
し
て
い
る
。

　
折
し
も
「
日
陰
の
村
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
「
支
那
事
変
」
が
勃
発
（
七
月

七
日
）
し
た
直
後
で
あ
り
、
日
本
が
総
力
を
あ
げ
て
戦
争
体
制
に
向
か
っ
て
い

た
時
期
で
あ
り
、
ま
さ
に
世
相
は
戦
争
一
色
に
染
ま
り
始
め
て
い
た
。
新
聞
も

雑
誌
も
そ
の
動
向
に
応
え
て
積
極
的
に
政
府
の
要
請
に
応
え
て
協
力
し
た
。

　
雑
誌
や
新
聞
の
戦
争
協
力
は
、
文
学
者
を
戦
地
に
派
遣
し
、
現
地
報
告
や
従

軍
記
を
書
か
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
総
合
雑
誌
で
は
『
中
央
公
論
』
が
ま
っ
先

に
、
尾
崎
士
郎
と
林
房
雄
を
特
派
し
、
同
誌
一
〇
月
号
に
は
尾
崎
士
郎
の
「
悲

風
千
里
」
と
林
房
雄
の
「
上
海
戦
線
」
が
載
り
、
現
地
報
告
の
口
火
を
切
っ
た
。

続
い
て
『
改
造
』
、
『
文
芸
春
秋
』
、
『
日
本
評
論
』
か
ら
も
文
学
者
が
派
遣
さ
れ
、

や
が
て
現
地
報
告
や
従
軍
記
が
文
壇
の
話
題
を
独
占
し
、
雑
誌
は
戦
地
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
の
花
盛
り
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
第
一
回
芥
川
賞
作
家
の
栄
誉
と
「
日
陰
の
村
」
で
新
境
地
を
開
い

て
話
題
と
な
っ
た
石
川
達
三
に
は
、
ど
こ
か
ら
も
特
派
員
の
要
請
が
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
自
ら
『
中
央
公
論
』
に
乗
り
込
み
、
同
誌
の
特
派
員
と
し
て
、
戦

地
に
出
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
生
活
を
私
小
説
風
に
描
い
た
『
結
婚
の
生
態
』
（
新
潮
社
　
昭
1
3
・

9
、
以
下
引
用
文
は
新
潮
文
庫
　
昭
2
5
・
1
1
）
に
よ
れ
ば
、
彼
が
南
京
に
向
け

て
出
発
し
た
の
は
一
二
月
二
九
日
、
日
本
が
南
京
を
占
領
し
て
、
二
週
間
後
の

こ
と
で
あ
る
。
上
海
で
二
泊
、
蘇
州
に
も
一
泊
し
て
、
南
京
に
は
八
日
間
滞
在

し
た
と
い
う
。
そ
の
間
に
占
領
後
の
南
京
を
見
聞
し
た
り
、
何
人
か
の
将
校
や

兵
士
か
ら
取
材
し
、
急
ぎ
帰
国
し
て
書
き
上
げ
た
の
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

石
川
達
三
の
戦
中
・
戦
後
（
都
築
久
義
）

で
、
十
三
年
三
月
号
に
載
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
同
誌
は
発
売
日
の
前
日
（
二
月
一
八
日
）
に
内
務
省
か
ら
発
売
禁

止
の
通
告
を
受
け
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
が
削
除
さ
れ
た
〈
改
訂
版
〉
が
後
に

発
売
さ
れ
る
と
い
う
思
わ
ぬ
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
（
白
石
喜
彦
『
石
川
達

三
の
戦
争
小
説
』
翰
林
書
房
　
平
成
1
5
・
3
）
。
た
だ
し
、
白
石
氏
に
よ
れ
ば
、

〈
改
訂
版
〉
の
表
紙
や
目
次
、
「
編
輯
後
記
」
は
無
修
正
の
ま
ま
で
、
目
次
に

〈
長
編
小
説
　
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
〉
の
文
字
が
残
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
新
聞
紙
法
で
は
、
〈
安
寧
秩
序
を
素
シ
又
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
事
項
V
を
掲
載
し

た
り
、
発
行
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
う
し
た
事
項
を
掲
載
し
た
り
、
発
行
し
た

者
を
処
罰
す
る
規
程
で
あ
り
な
が
ら
、
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
で
は
、
編
集
人
や

発
行
者
の
み
な
ら
ず
、
執
筆
者
ま
で
準
用
さ
れ
、
作
者
も
起
訴
さ
れ
る
羽
目
に

な
っ
た
と
い
う
。

　
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
で
石
川
達
三
ら
関
係
者
が
起
訴
さ
れ
た
の
は
八
月
四

日
、
第
一
審
の
判
決
は
、
一
ヵ
月
後
の
九
月
五
日
に
出
た
。
石
川
達
三
に
は
禁

鋼
四
月
、
執
行
猶
予
三
年
の
判
決
が
下
っ
た
。
公
判
記
録
は
つ
と
に
昭
和
＝
二

年
九
月
号
『
新
潮
』
に
ほ
ぼ
全
文
が
掲
載
さ
れ
、
久
保
田
正
文
の
『
石
川
達
三

論
」
（
永
田
圭
旦
房
　
昭
4
0
・
3
）
な
ど
に
も
裁
判
の
様
子
も
含
め
て
書
か
れ
て
い

る
。　

そ
れ
を
見
る
と
〈
皇
軍
兵
士
ノ
非
戦
闘
員
ノ
殺
獄
、
掠
奪
、
軍
規
弛
緩
ノ
状

況
〉
を
描
写
し
た
四
ヵ
所
が
、
〈
安
寧
秩
序
ヲ
棄
乱
ス
ル
事
項
〉
と
見
な
さ
れ
、
新

聞
紙
法
違
反
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
表
向
き
の
理
由
だ
が
、
〈
殊
に
外
国
で
翻

訳
さ
れ
悪
用
さ
れ
た
責
任
は
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
判
事
に
言
わ
れ
た
〉

三
五
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と
『
結
婚
の
生
態
』
で
書
い
て
い
る
。

　
「
生
き
て
ゐ
る
丘
ハ
隊
」
は
原
文
が
戦
後
公
刊
（
河
出
書
房
　
昭
2
0
・
1
2
）
さ

れ
た
が
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
、
日
本
軍
の
将
兵
が
中
国
民
衆
に
対
し
て
、
強

姦
、
略
奪
、
放
火
な
ど
の
蛮
行
を
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
公
判
で
作
者

は
、
そ
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

戦
争
卜
謂
フ
モ
ノ
ノ
真
実
ヲ
国
民
二
知
ラ
セ
ル
事
ガ
真
二
国
民
ヲ
シ
テ
非

常
時
ヲ
認
識
セ
シ
メ
、
此
ノ
時
局
二
対
シ
テ
確
乎
タ
ル
態
度
ヲ
採
ラ
シ
メ

ル
為
二
本
当
二
必
要
タ
ト
信
ジ
テ
居
リ
シ
タ

　
白
石
氏
は
戦
後
の
公
刊
本
（
前
出
）
の
「
誌
」
（
ま
え
が
き
）
で
も
、
〈
あ
る

が
ま
＼
の
戦
争
の
姿
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
勝
利
に
傲
つ
た
銃
後
の

人
々
に
大
き
な
反
省
を
求
め
よ
う
と
い
ふ
つ
も
り
で
あ
つ
た
〉
と
書
い
て
い
る

こ
と
な
ど
を
例
示
し
て
、
裁
判
で
発
言
し
た
こ
の
作
品
の
意
図
は
く
必
ず
し
も

言
い
訳
V
で
は
な
い
と
白
石
氏
は
前
出
の
著
書
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
見
解

に
は
わ
た
し
は
賛
成
し
が
た
い
。

　
原
文
の
〈
附
記
〉
に
は
〈
本
稿
は
実
践
の
忠
実
な
記
録
で
は
な
く
、
作
者
は

か
な
り
自
由
な
創
作
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
〉
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
お
り
、

白
石
氏
に
よ
れ
ば
、
発
禁
に
な
っ
た
『
中
央
公
論
』
の
「
編
輯
後
記
」
に
は
、

〈
小
説
は
特
に
南
京
ま
で
石
川
氏
を
特
派
し
て
成
る
二
百
五
十
枚
の
大
力
作
。

群
小
ル
ポ
ル
タ
ー
ヂ
ュ
を
圧
せ
る
文
学
的
な
一
大
問
題
作
た
る
こ
と
を
自
負
す

る
〉
と
書
い
て
い
る
。

三
六

　
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
彼
の
作
品
の
意
図
と
雑
誌
の
期
待
は
当
時
、

雑
誌
に
氾
濫
し
て
い
た
実
戦
の
忠
実
の
記
録
の
ご
と
き
〈
群
小
ル
ポ
ル
タ
ー

ヂ
ュ
を
圧
せ
る
文
学
的
一
大
問
題
作
〉
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
民
に
非
常

時
の
認
識
を
持
た
せ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
だ
ろ
う
。

　
「
群
小
ル
ポ
ル
タ
ー
ヂ
ュ
」
が
書
か
な
か
っ
た
「
皇
軍
」
の
蛮
行
を
将
兵
の

自
慢
話
や
流
言
飛
語
を
交
え
て
創
作
し
、
コ
大
問
題
作
」
と
し
て
文
壇
の
注
目

を
集
め
た
い
と
い
う
功
名
心
と
野
望
こ
そ
が
こ
の
作
品
を
書
か
せ
た
と
思
う
。

　
発
林
示
の
『
中
央
公
論
』
を
い
か
に
し
て
入
手
し
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
す

で
に
戦
時
中
に
宮
本
百
合
子
は
こ
の
小
説
に
詳
し
く
ふ
れ
、
そ
の
意
図
を
〈
文

壇
的
野
望
〉
と
見
抜
い
て
い
た
の
は
さ
す
が
だ
。
「
昭
和
の
十
四
年
間
」
（
『
日
本

文
学
入
門
』
日
本
評
論
社
　
昭
1
5
・
8
）
の
中
で
、
こ
う
批
評
し
て
い
る
。

「
蒼
眠
」
を
も
つ
て
現
わ
れ
た
こ
の
作
者
は
、
そ
の
小
説
で
ま
だ
何
人
も

試
み
な
か
っ
た
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
を
描
き
出
さ
う
と
し
た
の
で
あ
ら

う
が
、
作
品
の
現
実
は
そ
れ
と
は
逆
に
如
何
に
も
文
壇
的
野
望
と
い
ふ
う

や
う
な
も
の
の
横
溢
し
た
も
の
と
な
つ
て
ゐ
た
。
（
略
）
人
間
の
問
題
を

生
活
の
現
実
の
中
か
ら
捉
へ
ず
、
観
念
の
中
に
み
て
、
そ
れ
で
人
間
を
支

配
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
昭
和
初
期
後
の
文
学
に
共
通
な
一
性
格
で
あ

る
が
こ
の
作
品
に
は
実
に
色
濃
く
そ
の
特
徴
が
滲
み
出
て
ゐ
て
作
者
が
自

身
の
内
面
的
モ
チ
ー
フ
な
し
に
意
図
の
上
で
だ
け
作
品
の
世
界
を
支
配
し

て
い
く
創
作
態
度
が
目
立
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
文
は
『
宮
本
百
合
子
全
集
』
河
出
書
房
昭
2
6
）

一91一



（
二
）

　
執
行
猶
予
が
つ
い
て
い
た
と
は
い
え
、
禁
鋼
四
月
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ

と
は
彼
に
と
っ
て
大
誤
算
だ
っ
た
。
文
壇
的
野
望
の
達
成
ど
こ
ろ
か
、
文
壇
的

地
位
の
失
墜
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
当
時
の
心
境
を
『
結
婚
の
生
態
』
で
こ
う
語
っ

て
い
る
。私

は
謹
ん
で
こ
の
判
決
を
う
け
、
弁
護
士
か
ら
控
訴
し
て
は
と
の
す
す
あ

も
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
も
う
謙
虚
な
る
心
に
な
っ
て
服
罪
し
よ
う
と
思
っ

た
。
あ
あ
三
年
の
永
い
年
月
、
自
戒
の
重
い
石
を
心
の
上
に
の
せ
て
、
と

も
か
く
無
事
に
こ
の
内
憂
外
患
の
時
代
を
す
ご
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
彼
が
裁
判
の
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
る
さ
な
か
に
、
火
野
葦
平

が
「
麦
と
兵
隊
」
（
『
改
造
』
　
昭
1
3
・
8
）
を
発
表
し
、
事
変
一
周
年
に
合
わ
せ

た
タ
イ
ム
リ
ー
な
発
売
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
爆
発
的
な
人
気
を
博
し

人
々
の
戦
地
の
報
告
や
従
軍
記
へ
の
関
心
が
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
。

　
火
野
葦
平
は
応
召
し
て
中
国
の
戦
地
に
い
て
、
出
征
前
に
書
い
た
「
糞
尿
謳
」

が
第
六
回
芥
川
賞
（
｝
二
年
後
期
）
を
受
け
、
小
林
秀
雄
が
現
地
に
赴
い
て
渡

し
た
こ
と
で
話
題
を
呼
ん
だ
。
「
麦
と
兵
隊
」
は
兵
隊
の
身
分
の
ま
ま
書
か
れ

た
芥
川
賞
第
一
作
で
、
徐
州
会
戦
の
た
め
徐
州
へ
向
か
っ
て
黙
々
と
行
軍
す
る

兵
隊
た
ち
の
日
常
生
活
を
淡
々
と
書
い
た
日
記
だ
。
武
勇
談
も
な
け
れ
ば
、
戦

石
川
達
三
の
戦
中
・
戦
後
（
都
築
久
義
）

闘
描
写
も
な
い
の
が
特
色
で
も
あ
れ
ば
魅
力
に
も
な
っ
て
い
る
。
戦
場
に
家
族

を
送
っ
た
銃
後
の
人
々
は
彼
ら
の
日
常
が
知
り
た
か
っ
た
の
だ
。

　
板
垣
直
子
が
戦
時
中
に
執
筆
し
た
『
現
代
日
本
の
戦
争
文
学
』
（
六
興
商
会
出

版
部
　
昭
1
8
・
5
）
に
よ
れ
ば
〈
戦
争
文
学
に
対
す
る
か
、
る
社
会
的
反
応
と
、

火
野
の
第
一
作
が
大
き
な
成
功
を
と
げ
た
こ
と
は
、
当
局
に
新
し
く
作
家
達
を

従
軍
さ
せ
る
計
画
を
思
ひ
た
＼
せ
〉
た
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
計
画
が
、
漢

口
攻
略
・
武
漢
作
戦
に
文
学
者
を
「
ペ
ン
部
隊
」
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
計
画
は
一
三
年
八
月
二
四
日
に
新
聞
で
発
表
さ
れ
、
「
ペ
ン
部
隊
」
の
人

選
は
文
芸
家
協
会
の
菊
池
寛
や
親
友
の
久
米
正
雄
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、

参
加
希
望
者
が
殺
到
し
た
と
い
う
。

　
さ
す
が
に
公
判
中
の
石
川
達
三
は
、
ペ
ン
部
隊
の
外
に
い
た
が
、
こ
の
機
に

乗
じ
て
石
川
達
三
と
は
共
同
被
告
で
も
あ
る
中
央
公
論
社
が
、
独
自
で
武
漢
作

戦
へ
の
従
軍
を
勧
め
、
便
宜
を
は
か
っ
て
く
れ
た
。
も
し
、
「
麦
と
兵
隊
」
の
国

民
的
な
人
気
が
な
く
、
文
学
者
の
従
軍
に
人
々
の
関
心
が
集
ま
ら
な
い
と
な
れ

ば
、
政
府
も
「
ペ
ン
部
隊
」
の
派
遣
に
踏
み
き
ら
ず
石
川
達
三
の
再
度
の
従
軍

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
皮
肉
に
も
、
石
川
達
三
は
平
凡
な
小
説
「
麦
と
兵

隊
」
に
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
心
境
を
「
結
婚
の
生
態
」
で
こ
う
述
べ

て
い
る
。こ

の
と
き
に
当
た
っ
て
C
雑
誌
社
は
前
の
失
敗
を
と
り
か
え
し
過
ち
を

償
う
意
味
か
ら
再
び
私
に
従
軍
を
す
す
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
即

三
七
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
－
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
1
　
第
三
十
二
号

座
に
こ
の
計
画
に
応
じ
た
。
是
非
行
き
た
い
、
何
と
し
て
も
行
き
た
い
、

こ
れ
こ
そ
に
私
が
名
誉
回
復
の
唯
一
の
好
機
で
あ
る
と
思
っ
た
。
私
は
す

ぐ
に
特
派
記
者
と
し
て
行
く
こ
と
を
C
社
と
約
束
し
、
裁
判
事
件
の
結

果
と
し
て
従
軍
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
す
ぐ
に
出
発
し
よ
う
と
決
心
し

た
。
「
お
い
、
漢
口
へ
行
く
そ
漢
口
へ
…
…
」

私
は
再
び
日
の
目
を
見
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
叫
ん
だ
。

　
か
く
し
て
石
川
達
三
は
〈
漢
口
戦
線
へ
の
従
軍
は
男
子
一
生
の
大
事
業
〉
（
同

前
）
と
の
思
い
で
、
妻
の
心
配
を
振
り
切
っ
て
、
「
ペ
ン
部
隊
」
よ
り
一
足
さ
き

の
九
月
一
二
日
に
羽
田
を
出
発
し
た
。
名
誉
回
復
へ
の
彼
の
必
死
の
姿
が
目
に

浮
か
ぶ
で
は
な
い
か
。
そ
の
成
果
は
さ
っ
そ
く
一
四
年
一
月
号
の
『
中
央
公
論
』

に
「
武
漢
作
戦
　
　
戦
史
の
一
部
と
し
て
」
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
。

　
板
垣
直
子
は
『
現
代
日
本
の
戦
争
文
学
』
）
（
前
出
）
の
中
で
、
丹
羽
文
雄
の

「
還
ら
ぬ
中
隊
」
（
『
中
央
公
論
』
昭
1
4
・
1
）
と
石
川
達
三
の
「
武
漢
作
戦
」

を
、
今
回
の
従
軍
の
収
穫
作
品
だ
と
し
て
特
に
取
り
あ
げ
、
内
容
も
引
用
し
て

紹
介
し
、
「
武
漢
作
戦
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

「
武
漢
作
戦
」
は
報
告
体
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ス
ケ
ー
ル
が
総
合
的
で
あ
つ

て
、
形
式
が
整
つ
て
を
り
、
世
の
常
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
は
種
類
を
異

に
し
、
逞
し
く
勇
渾
な
構
成
振
り
で
あ
る
。
軍
の
作
戦
上
の
知
識
を
与
へ

え
て
く
れ
る
こ
と
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

三
八

　
こ
う
し
て
彼
は
「
武
漢
作
戦
」
に
よ
っ
て
文
壇
的
地
位
を
回
復
し
た
こ
と
に

と
ど
ま
ら
ず
、
次
第
に
戦
時
体
制
へ
の
協
力
と
推
進
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ

た
。　

「
武
漢
作
戦
」
を
発
表
し
た
翌
月
の
一
四
年
二
月
、
大
陸
従
軍
経
験
者
を
中

心
に
「
文
芸
興
亜
会
」
が
旗
上
げ
す
る
と
、
編
集
委
員
に
選
ば
れ
、
一
五
年
に

な
っ
て
、
近
衛
文
麿
が
「
新
体
制
運
動
」
を
提
唱
す
る
と
、
文
壇
で
も
こ
の
機

運
に
即
応
し
、
石
川
達
三
は
二
〇
名
の
新
体
制
準
備
委
員
に
選
ば
れ
た
。
続
い

て
、
全
文
壇
人
を
網
羅
し
た
日
本
文
学
報
国
会
が
結
成
（
一
七
年
六
月
）
さ
れ

る
に
及
ん
で
、
小
説
部
会
の
幹
事
に
ま
で
出
世
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
大
東
亜
戦
争
」
を
前
に
し
て
、
陸
・
海
軍
か
ら
大
勢
の
文
学
者
が
宣
伝
班

員
と
し
て
徴
用
さ
れ
た
際
に
は
、
彼
は
海
軍
報
道
班
員
と
し
て
、
一
七
年
一
月

か
ら
半
年
ほ
ど
、
戦
地
を
巡
っ
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
日
本
の
敗
戦
が
色
濃
く

な
っ
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
激
を
飛
ば
し
て
憂
国
の
士
と
な
っ
て
行
っ
た
。

極
端
に
言
ふ
な
ら
ば
私
は
、
小
説
と
い
ふ
も
の
が
す
べ
て
国
家
の
宣
伝
…
機

関
と
な
り
政
府
の
お
先
棒
を
か
つ
ぐ
こ
と
に
な
つ
て
も
構
わ
な
い
と
思

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
文
芸
」
昭
1
8
・
1
2
1
「
，
実
践
の
場
合
」
）

言
論
の
取
締
ま
り
と
指
導
と
は
戦
時
に
於
い
て
は
特
に
必
要
で
あ
る
。
指

導
の
目
標
は
国
論
の
統
一
強
化
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
文
芸
春
秋
』
昭
1
9
・
1
2
ー
コ
三
口
論
暢
達
の
道
」
）
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さ
ら
に
敗
戦
を
目
前
に
し
た
二
〇
年
一
月
に
な
る
と
、

実
戦
部
長
に
就
任
し
て
大
役
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）

彼
は
文
学
報
国
会
の

　
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
天
皇
が
「
玉
音
放
送
」
で
、
戦
争
の
終

結
を
国
民
に
知
ら
せ
た
の
は
、
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
で
あ
る
。
昭
和
六
年

の
満
州
事
変
に
端
を
発
し
た
昭
和
の
戦
争
の
時
代
は
、
こ
こ
に
終
幕
し
た
の
で

あ
る
。

　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
＝
二
項
か
ら
な
り
、
戦
争
犯
罪
人
の
懲
罰
や
連
合
国
に
よ

る
占
領
、
軍
国
主
義
の
払
拭
と
解
体
、
民
主
化
の
徹
底
な
ど
を
宣
言
し
て
い
る

が
、
第
六
項
で
述
べ
て
い
る
こ
と
が
面
白
い
。

吾
等
は
無
責
任
な
る
軍
国
主
義
者
が
世
界
よ
り
駆
遂
せ
ら
る
～
に
至
る
迄

は
、
平
和
、
安
全
及
び
正
義
の
新
秩
序
を
生
じ
得
ざ
る
こ
と
を
主
張
す
る

も
の
な
る
を
以
て
日
本
国
民
を
欺
隔
し
之
を
し
て
世
界
征
服
の
挙
に
出
つ

る
の
過
誤
を
犯
さ
し
め
た
る
者
の
権
力
及
勢
力
は
永
久
に
除
去
せ
ら
れ
ざ

る
べ
か
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
日
新
聞
　
昭
2
0
・
8
・
1
5
）

　
西
欧
の
列
強
が
帝
国
主
義
を
振
り
か
ざ
し
、
領
土
の
拡
大
を
は
か
り
、
世
界

各
地
を
植
民
地
支
配
し
て
き
た
こ
と
を
棚
に
上
げ
、
日
本
の
く
無
責
任
な
軍
国

石
川
達
三
の
戦
中
・
戦
後
（
都
築
久
義
）

主
義
者
〉
が
〈
日
本
国
民
を
欺
臓
〉
し
て
、
〈
世
界
征
服
の
挙
に
出
つ
る
の
過

誤
〉
を
犯
し
た
と
い
う
の
は
、
笑
止
千
万
だ
が
、
歴
史
認
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
都
合
よ
く
解
釈
す
る
の
が
世
の
常
で
あ
り
、
勝
て
ば
官
軍
だ
か
ら
、
勝
者

の
論
理
が
「
正
義
」
に
な
る
の
は
や
む
を
え
ま
い
。

　
戦
争
の
論
理
に
従
っ
て
日
本
が
降
伏
す
る
と
、
戦
勝
し
た
連
合
軍
総
司
令
部

（
G
H
Q
）
が
東
京
に
置
か
れ
、
八
月
三
〇
日
に
は
総
司
令
官
と
し
て
ア
メ
リ

カ
の
マ
ッ
カ
ー
サ
⊥
兀
帥
が
や
っ
て
来
た
。
彼
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
も
と
つ
く

占
領
政
策
を
矢
継
ぎ
早
に
実
行
し
た
が
、
ま
っ
さ
き
に
手
を
つ
け
た
の
が
日
本

の
武
装
解
除
・
軍
隊
と
関
連
組
織
の
解
散
、
戦
争
犯
罪
人
の
摘
発
で
あ
っ
た
。

　
九
月
一
一
日
に
は
東
条
英
機
ら
三
九
人
の
戦
争
犯
罪
人
の
逮
捕
命
令
が
発
令

さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
年
内
に
ほ
ぼ
国
内
の
戦
犯
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
。

年
が
明
け
る
と
二
一
年
一
月
か
ら
は
、
軍
国
主
義
者
の
公
職
追
放
や
超
国
家
主

義
団
体
の
解
散
指
令
が
だ
さ
れ
、
各
界
の
指
導
層
が
つ
ぎ
つ
ぎ
「
戦
犯
」
の
名

で
地
位
や
立
場
を
追
わ
れ
た
。
軍
人
や
政
治
家
ば
か
り
か
、
財
界
、
言
論
界
か

ら
地
方
の
「
有
力
者
」
ま
で
「
戦
犯
」
を
理
由
に
し
た
公
職
追
放
者
は
拡
大
し

て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
国
民
を
鼓
舞
し
、
戦
意
昂
揚
と
い
う
意
味
で
は
少
な
か
ら
ぬ
影
響

を
与
え
た
報
道
・
言
論
・
文
筆
関
係
者
へ
の
公
職
追
放
指
令
は
、
一
連
の
戦
犯

処
分
の
最
後
に
行
わ
れ
た
。
本
多
秋
五
の
『
物
語
　
戦
後
文
学
史
（
全
）
』
（
新

潮
社
　
昭
4
1
・
3
）
に
よ
れ
ば
、
終
戦
後
三
年
目
の
昭
和
二
三
年
三
月
に
発
表

さ
れ
、
小
説
家
の
名
前
も
こ
こ
に
出
て
来
る
。
三
月
二
一
日
の
新
聞
に
、
浅
野

晃
、
林
房
雄
、
北
村
小
松
、
上
田
広
、
山
中
峯
太
郎
、
中
河
与
一
の
名
前
が
出

三
九
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て
お
り
、
つ
づ
い
て
三
月
三
〇
日
に
は
、
火
野
葦
平
、
岩
田
曲
豆
雄
、
石
川
達
三
、

丹
羽
文
雄
、
尾
崎
士
郎
、
山
岡
壮
八
の
名
前
が
載
っ
て
い
る
。

　
石
川
達
三
の
名
前
も
載
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
確
に
は
「
仮
指
定
」
で
あ
っ

た
た
め
、
三
〇
日
以
内
に
異
議
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
彼
が
異
議

申
立
を
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ど
う
い
う
理
屈
や
言
い
訳
を
申
し
立
て

た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
石
川
達
三
の
異
議
申
立
は
成
功
し
戦
犯
指
定
の
「
非

該
当
」
と
な
っ
た
。

　
彼
が
「
非
該
当
」
に
な
っ
た
こ
と
と
そ
の
理
由
が
、
二
三
年
五
月
一
五
日
の

読
売
新
聞
に
次
の
よ
う
に
小
さ
く
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
は
軍
部
の
怒
り
に
ふ
れ
て
発
禁
処
分
と
な
っ
た
。

該
当
書
『
武
漢
作
戦
』
も
当
局
の
厳
し
い
監
視
と
弾
圧
の
下
に
執
筆
つ
づ

け
た
も
の
で
、
軍
国
主
義
を
謳
歌
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
G
H
Q
の
占
領
方
針
の
も
う
一
つ
の
重
要
項
目
は
民
主
主
義
の
徹
底
、
言

論
や
表
現
の
自
由
の
保
障
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
治
安
維
持
法
は
じ
あ
各
種
の
言

論
弾
圧
的
取
締
法
な
ど
を
撤
廃
し
、
政
治
犯
な
ど
を
釈
放
し
た
た
め
、
共
産
党

が
合
法
化
さ
れ
、
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
政
党
や
団
体
が
乱
立
し
た
。
ま
た
、

言
論
や
表
現
の
自
由
を
謳
歌
し
て
時
局
雑
誌
や
カ
ス
ト
リ
雑
誌
が
続
々
と
発
行

さ
れ
た
り
、
休
刊
中
の
雑
誌
が
次
々
に
復
刊
し
た
。

　
こ
う
し
た
時
流
を
察
知
し
、
機
を
見
る
に
敏
な
石
川
達
三
は
、
は
や
く
も
一

〇
月
一
日
付
の
毎
日
新
聞
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。

四
〇

私
は
マ
ッ
カ
ー
サ
1
司
令
官
が
日
本
改
造
の
た
め
に
最
も
厳
し
い
手
段
を

採
ら
れ
ん
こ
と
を
願
ふ
。
明
年
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
総
選
挙
が
、
も
し
も

旧
態
依
然
た
る
代
議
士
を
選
出
す
る
に
止
ま
る
や
う
な
場
合
に
は
、
直
ち

に
選
挙
の
や
り
直
し
を
厳
命
し
て
貰
ひ
た
い
。
（
略
）
私
の
所
論
は
日
本

人
に
対
す
る
痛
切
な
憎
悪
と
不
信
と
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
日
本
再
建
の
為
に
」
）

　
戦
時
中
に
発
禁
処
分
を
受
け
た
「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
を
す
ぐ
さ
ま
公
刊
し

た
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
今
は
時
流
と
な
っ
た
平
和
と
民
主
主
義
を
愛
す
る
者

で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
こ
と
に
も
抜
け
目
が
な
か
っ
た
。
福
島
鋳
郎
編
著

『
戦
後
雑
誌
発
掘
』
（
日
本
エ
デ
イ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
　
昭
4
7
・
8
）
や
紅

野
敏
郎
他
編
の
『
展
望
　
戦
後
雑
誌
』
（
河
出
書
房
新
社
　
昭
5
2
・
6
）
を
一
瞥

す
る
と
、
昭
和
二
〇
年
一
二
月
か
ら
二
一
年
始
め
に
か
け
て
創
刊
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
民
主
主
義
」
雑
誌
な
ど
に
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
寄
稿
し
て
い
る
こ

こ
と
が
、
『
時
局
情
報
』
、
『
文
化
』
、
『
太
平
』
、
『
潮
流
』
、
『
新
風
』
、
『
女
性
』
、

『
自
由
懇
話
会
』
な
ど
の
目
次
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
『
自
由
懇

話
会
』
は
、
同
名
の
政
治
団
体
の
機
関
誌
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
も
顔
を
出
し

て
い
た
よ
う
だ
。

　
戦
争
末
期
と
敗
戦
直
後
の
彼
の
言
動
の
落
差
に
は
驚
く
ば
か
り
だ
が
、
世
相

の
方
も
「
鬼
畜
米
英
」
が
、
一
夜
に
し
て
民
主
主
義
・
自
由
主
義
の
模
範
国
家

に
一
変
し
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
単
に
世
相
に
従
っ
た
だ
け
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　
G
H
Q
に
よ
る
戦
争
犯
罪
人
の
摘
発
と
断
罪
が
、
す
ば
や
く
か
つ
厳
し
く
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行
わ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
国
民
の
間
か
ら
も
一
部
に
あ
っ
た
一
億

総
俄
悔
論
を
一
蹴
し
て
戦
争
責
任
の
追
及
指
弾
が
が
厳
し
く
行
わ
れ
た
。
G
H

Q
の
苛
烈
な
断
罪
を
眼
の
当
た
り
に
し
て
、
国
民
同
士
の
罪
の
擦
り
合
い
や

他
人
の
「
犯
罪
」
の
告
発
合
戦
が
激
し
か
っ
た
こ
と
は
、
新
聞
の
投
稿
欄
や
作

家
の
日
記
な
ど
に
散
見
す
る
。
そ
れ
だ
け
日
本
の
敗
戦
の
与
え
た
衝
撃
が
大
き

く
、
全
て
の
国
民
に
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
文
学
関
係
に
限
っ
て
い
え
ば
、
〈
最
初
に
こ
れ
を
大
き
く
と
り
上
げ
た
の
は

『
近
代
文
学
』
同
人
の
座
談
会
『
文
学
者
の
責
務
』
（
『
人
間
』
（
昭
2
1
・
4
）
）
〉

で
、
は
や
く
か
ら
〈
戦
争
責
任
の
追
及
を
着
々
と
実
行
し
て
い
た
〉
の
は
『
文

学
時
評
』
（
昭
2
1
・
1
創
刊
）
で
あ
る
。
月
二
回
発
行
の
小
新
聞
だ
が
、
「
文
学

検
察
」
欄
で
名
指
し
で
痛
烈
な
筆
諌
を
加
え
、
小
説
家
や
批
評
家
だ
け
で
な
く
、

歌
人
俳
人
か
ら
国
文
学
者
ま
で
告
発
し
た
と
前
出
の
『
物
語
　
戦
後
文
学
史

（
全
）
』
は
書
い
て
い
る
。

　
し
か
し
〈
文
学
者
の
戦
争
責
任
〉
を
組
織
的
に
追
及
し
、
大
き
な
波
紋
を
呼

ん
だ
の
は
新
日
本
文
学
会
で
あ
る
。
同
会
は
〈
帝
国
主
義
戦
争
に
協
力
せ
ず
に

こ
れ
に
抵
抗
し
た
文
学
者
の
み
〉
を
発
起
人
た
る
資
格
と
し
、
二
〇
年
一
二
月

三
〇
日
に
創
立
大
会
を
開
い
た
。
参
加
者
は
旧
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
や
若
き

日
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
者
や
、
に
わ
か
共
産
主
義
者
ら
が
ほ
と

ん
ど
だ
っ
た
。
同
会
は
機
関
誌
『
新
日
本
文
学
』
を
二
一
年
三
月
に
〈
民
主
主

義
文
学
の
旗
の
下
に
、
さ
あ
、
友
よ
、
握
手
し
よ
う
！
〉
（
創
刊
の
こ
と
ば
）
と

呼
び
か
け
て
創
刊
し
、
六
月
号
で
、
文
学
者
の
戦
争
責
任
者
の
リ
ス
ト
を
載
せ

た
。

石
川
達
三
の
戦
中
・
戦
後
（
都
築
久
義
）

　
〈
文
学
及
び
文
学
者
の
反
動
的
組
織
化
に
直
接
の
責
任
を
有
す
る
者
〉
、
〈
組

織
上
そ
う
で
な
く
と
も
従
来
の
そ
の
人
物
の
文
壇
的
な
地
位
の
重
さ
の
故
に
そ

の
人
物
が
侵
略
讃
美
の
メ
ガ
フ
オ
ン
と
し
て
恥
じ
な
か
つ
た
こ
と
が
広
汎
な
文

学
者
及
び
人
民
に
深
刻
に
し
て
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
者
〉
と
し
て
、
二
五

名
を
公
表
し
た
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
石
川
達
三
の
名
前
は
、
こ
の
リ

ス
ト
に
は
載
っ
て
い
な
い
。

（
四
）

　
新
日
本
文
学
会
に
よ
る
く
文
学
者
の
戦
争
責
任
V
の
弾
劾
は
、
一
〇
年
後
、

吉
本
隆
明
に
よ
っ
て
粉
砕
さ
れ
た
。
本
多
秋
五
の
言
を
借
り
れ
ば
〈
戦
争
責
任

追
及
問
題
に
つ
い
て
急
所
を
つ
い
た
〉
の
で
あ
る
。

　
吉
本
隆
明
は
「
『
民
主
主
義
文
学
』
批
判
　
　
二
段
階
転
向
論
」
（
『
荒
地
詩
集

一
九
五
六
』
　
荒
地
出
版
社
　
昭
3
1
・
4
）
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

か
れ
ら
（
「
民
主
主
義
」
者
）
が
大
衆
の
こ
こ
ろ
を
見
透
し
得
ず
、
架
空
の

情
勢
を
デ
ッ
チ
上
げ
て
自
慰
す
る
習
慣
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
名
分
の

な
い
戦
争
と
い
え
ど
、
日
本
の
人
民
は
多
く
の
人
名
を
損
し
た
。
虚
脱

も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
う
し
ろ
め
た
そ
う
に
、

ま
た
積
極
的
に
戦
争
を
お
う
歌
し
た
か
れ
ら
（
「
民
主
主
義
」
者
）
は
、
開

放
の
幻
影
に
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
、
自
己
の
戦
争
責
任
を
含
ま
ぬ
リ
ス
ト
な
ど

を
、
と
く
と
く
と
作
つ
て
踊
つ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

四
一

一86一



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
－
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
三
十
二
号

（
引
用
文
は
吉
本
隆
明
著
作
全
集
　
勤
草
書
房
　
昭
必
）

　
自
ら
の
労
働
運
動
や
六
〇
年
安
保
闘
争
を
通
じ
、
「
革
新
」
政
党
や
「
進
歩
」

派
知
識
人
の
偽
善
に
失
望
し
、
終
戦
直
後
の
共
産
党
主
導
の
政
治
と
文
学
や

「
進
歩
的
」
知
識
人
の
欺
隔
を
指
摘
し
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
い
ち
や
く
脚
光

を
あ
び
、
六
〇
年
安
保
闘
争
世
代
に
と
っ
て
は
、
カ
リ
ス
マ
的
存
在
で
あ
っ
た
。

「
安
保
闘
争
」
に
本
気
で
戦
か
っ
て
い
た
当
時
の
彼
の
姿
は
わ
た
し
は
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
最
近
は
娘
の
吉
本
ば
な
な
の
方
が
マ
ス
コ
ミ
で
、
見
か

け
る
こ
と
が
多
い
が
、
久
々
に
吉
本
隆
明
の
名
前
を
週
刊
誌
で
見
た
。

　
小
泉
首
相
が
八
月
一
五
日
に
靖
国
神
社
に
参
拝
し
た
直
後
に
発
売
さ
れ
た

『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
九
月
三
日
号
で
あ
る
。
特
集
の
題
名
は
〈
「
八
・
一
五
」
靖

国
参
拝
強
行
を
糺
す
〉
。
四
人
が
登
場
し
て
い
る
が
、
三
人
は
題
名
に
そ
っ
た

発
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
本
隆
明
の
発
言
の
見
出
し
は
「
靖
国
論
争
に

と
ら
わ
れ
て
は
日
本
は
変
わ
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
誌
か
ら
彼
の
発
言

を
引
用
さ
せ
て
貰
う
。

僕
は
小
泉
首
相
が
ど
う
い
う
資
格
で
参
拝
し
た
か
と
い
う
問
い
の
答
え
を

よ
く
聞
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
内
閣
総
理
大
臣
、
個
人
と
し
て
お
参

り
し
た
」
と
理
解
し
ま
し
た
。
日
本
人
は
一
〇
〇
万
人
単
位
で
犠
牲
者
を

出
し
た
の
だ
か
ら
、
歴
史
の
痛
ま
し
さ
と
い
う
こ
と
で
参
拝
し
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
な
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
総
理
大
臣
が
一
人
の
政
治

家
と
し
て
戦
没
者
を
悼
む
た
め
に
参
拝
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

こ
れ
は
一
人
の
文
芸
批
評
家
、
吉
本
隆
明
が
参
拝
し
た
の
と
同
じ
で
問
題

に
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
首
相
の
答
弁
は
）
政
治
家
の
答
え
と
し
て
は
完
ぺ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
靖
国
問
題
と
い
う
の
は
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
が
指
摘
し
て
い

る
（
政
教
分
離
、
外
交
問
題
な
ど
の
）
意
味
で
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な

い
か
。
小
泉
純
一
郎
が
個
人
と
し
て
参
拝
し
た
と
な
れ
ば
、
何
も
言
う
こ

と
ね
え
や
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　
も
と
も
と
死
者
に
対
し
て
、
生
き
て
い
る
者
が
ど
う
向
き
合
う
か
は
、
個
人

の
死
生
観
で
あ
り
、
心
の
問
題
で
あ
る
。

　
本
当
の
宗
教
信
者
で
あ
れ
ば
、
死
者
へ
の
尊
宗
と
い
う
一
点
で
頭
を
た
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
靖
国
問
題
を
外
交
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
中
国
や
韓

国
の
政
権
党
の
ご
都
合
主
義
で
あ
り
、
国
内
で
反
対
し
て
い
る
の
は
政
治
的
思

惑
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
経
済
的
損
得
論
か
ら
で
あ
る
。
政
教
分
離
の
観
点
で
、

首
相
の
参
拝
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
今
や
恒
例
と
な
っ
て
い
る
伊
勢
神
宮
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
神
社
仏
閣
に
つ
い
て
も
反
対
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
泉
首
相
が
ウ
ソ
を
言
っ
て
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
し
ね
、
無
色
透
明
な

政
治
的
異
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
国
民
が
小
泉
首
相
の
参
拝
を
ど
う
思

う
か
、
国
民
投
票
を
し
て
み
た
ら
い
い
と
思
う
。
賛
成
票
が
や
や
多
い

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
の
が
僕
の
推
測
で
す
。
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事
実
、
八
月
一
五
日
参
拝
後
の
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
の
世
論
調
査
は
、
「
賛
成
票

が
や
や
多
い
」
結
果
が
で
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
。
戦
前
の
共
産
党
員
の
転

向
を
権
力
か
ら
の
弾
圧
で
は
な
く
「
大
衆
か
ら
の
孤
立
」
と
看
破
し
た
吉
本
ら

し
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
や
偽
善
だ
ら
け
の
知
識
人
の
言
動
よ
り
も
、
「
無
色
透

明
」
な
大
衆
の
心
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
日
、
昭
和
天
皇
が
A
級
戦
犯
合
祀
に
不
快
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

元
宮
内
庁
長
官
の
メ
モ
が
出
ま
し
た
が
、
天
皇
の
御
名
、
御
璽
が
な
け
れ

ば
戦
争
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
。
統
帥
権
だ
け
は
内
閣
の
承
認
を
得
ず
に
、

天
皇
が
直
接
持
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
本
当
を
言
え
ば
、
天
皇
は
最
大
の

”
超
A
級
戦
犯
”
な
ん
で
す
。
そ
の
天
皇
が
、
A
級
戦
犯
が
合
祀
さ
れ
た

か
ら
（
参
拝
）
や
め
た
と
い
う
の
は
通
ら
ん
で
し
ょ
う
。
加
え
て
天
皇
が

ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
関
係
な
い
こ
と
だ
。
（
象
徴
天
皇
）

が
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
ね

　
そ
も
そ
も
元
宮
内
庁
長
官
の
メ
モ
な
る
も
の
に
疑
義
が
あ
る
し
、
天
皇
の
真

意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
形
式
的
に
言
え
ば
旧
憲
法
下
で
の

天
皇
の
立
場
は
吉
本
隆
明
の
指
摘
す
る
通
り
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
承
知
し
な
が

ら
「
超
A
級
戦
犯
」
に
ふ
れ
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
で
の

保
身
の
た
め
に
反
対
派
も
ほ
と
ん
ど
口
に
し
な
い
。
「
戦
犯
」
の
定
義
も
基
準
も

あ
い
ま
い
の
ま
ま
「
A
級
戦
犯
」
の
合
祀
反
対
論
に
す
り
替
え
て
い
る
の
が
、

今
日
の
靖
国
論
争
の
現
実
だ
。

石
川
達
三
の
戦
中
・
戦
後
（
都
築
久
義
）

戦
争
当
時
を
振
り
返
え
る
と
、
僕
ら
は
戦
争
に
反
対
し
た
わ
け
で
は
な
か

つ
た
。
青
春
時
代
、
大
学
在
学
中
に
一
生
懸
命
、
政
府
の
言
う
通
り
、
勤

労
奉
仕
に
動
員
さ
れ
て
い
た
。
僕
は
第
二
次
大
戦
の
当
事
者
で
す
。
大
ま

じ
め
に
、
戦
争
に
協
力
し
た
人
間
で
す
よ
。
東
条
（
英
樹
）
、
元
首
相
ら
を
、

「
あ
い
つ
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
な
ど
思
っ
た
こ
と
は
一

度
も
な
い
。
僕
ら
見
た
い
な
戦
中
派
で
今
ど
き
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
み
た
い
な

こ
と
を
言
っ
た
奴
な
ん
か
一
人
も
い
な
い
。
み
ん
な
戦
争
賛
成
、
国
民
も

み
ん
な
賛
成
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
情
勢
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
戦
争
と

は
、
日
本
に
と
っ
て
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
日
本
の
軍
国
主
義
の
終
わ

り
で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
史
の
終
わ
り
な
の
で
す
。

　
戦
争
は
一
部
の
軍
国
主
義
者
、
指
導
層
に
よ
っ
て
興
こ
さ
れ
、
国
民
、
民
衆

も
そ
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
中
国
や
日
本
の
反
対
派
の
言
い
分
だ

が
、
少
な
く
と
も
当
初
は
日
本
人
の
圧
倒
的
多
数
が
、
日
本
と
日
本
民
族
の
興

亡
を
か
け
支
持
し
て
い
た
こ
と
は
吉
本
の
言
う
通
り
だ
ろ
う
。

　
今
、
戦
争
責
任
に
つ
い
て
、
マ
ス
コ
ミ
で
発
言
し
て
い
る
世
代
は
、
ほ
と
ん

ど
生
身
で
戦
争
を
体
験
し
て
い
な
い
。
戦
争
の
当
事
者
で
は
な
い
か
ら
、
自
分

が
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
故
、
気
安
く
他
人
の
戦
争
責
任
を

追
及
し
た
り
、
正
義
感
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
い
。
吉
本
は
日
本
の

敗
戦
は
〈
軍
国
主
義
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
史
の
終
わ
り
〉
で
あ

り
、
戦
後
と
は
新
た
な
日
本
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
こ
そ
必
要
だ
と

い
う
。
そ
の
転
換
点
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
く
敗
戦
と
そ
の
犠
牲
者
の
問
題

四
三
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
－
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
－
　
第
三
十
二
号

は
非
常
に
重
大
〉
だ
と
吉
本
は
強
調
す
る
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
確
信
を
持
っ
て
こ
う
思
い
ま
す
。
「
首
相
の
靖
国
参
拝
に
中

国
、
韓
国
、
北
朝
鮮
が
文
句
を
言
っ
て
い
る
。
外
交
的
に
損
を
す
る
か
も

知
れ
な
い
。
そ
れ
を
お
し
て
参
拝
す
る
こ
と
は
な
い
」
な
ど
の
批
判
は
、

い
い
加
減
な
イ
ン
テ
リ
の
言
う
こ
と
だ
、
と
。
本
来
、
（
戦
没
者
の
慰
霊

は
）
他
国
が
と
や
か
く
言
う
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。
（
左
翼
陣
営
を
含
め

た
）
進
歩
的
な
人
た
ち
は
、
「
靖
国
問
題
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
り
、

「
A
級
戦
犯
を
分
祀
す
べ
き
だ
」
と
言
う
。
（
略
）
進
歩
的
な
人
た
ち
が

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
は
、
日
本
は
変
わ
り
ま
せ
ん
よ
。
（
略
）
靖
国
な

ん
て
大
し
た
問
題
じ
ゃ
な
い
、
と
進
歩
層
が
主
張
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

日
本
は
近
代
か
ら
現
代
に
変
れ
る
。
本
当
の
意
味
で
現
代
日
本
に
な
り
ま

す
。

四
四

ず
、
中
国
、
韓
国
を
就
任
早
々
に
訪
問
し
て
大
歓
迎
を
受
け
た
。
安
倍
首
相
が

「
靖
国
に
参
拝
し
な
い
」
と
言
明
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
中
、
韓
が
歓
迎

し
た
と
な
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
は
「
靖
国
な
ん
て
大
し
た
問
題
で
は
な
い
」
こ
と

を
こ
れ
ほ
ど
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
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今
、
マ
ス
コ
ミ
で
「
進
歩
的
知
識
人
」
の
振
舞
を
し
て
い
る
者
の
多
く
は
、

六
〇
年
安
保
闘
争
や
七
〇
年
全
共
闘
運
動
を
体
験
し
た
残
倖
で
あ
ろ
う
。
彼
ら

が
青
春
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ャ
ー
か
ら
脱
し
、
「
正
義
感
」
の
偽
善
に
は
や
く
気
づ
け

ば
、
吉
本
の
言
う
よ
う
な
〈
靖
国
な
ん
て
大
し
た
問
題
じ
ゃ
な
い
よ
〉
の
時
代

が
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
小
泉
純
一
郎
首
相
は
八
月
十
五
日
の
靖
国
神
社
参
拝
を
花
道
に
し
て
、
戦
後

歴
代
総
理
と
し
て
三
番
目
の
長
期
政
権
と
高
支
持
率
の
中
で
引
退
し
た
。
後
継

の
安
倍
晋
三
首
相
は
、
す
で
に
靖
国
参
拝
を
す
ま
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら


