
［第

二
早
　
平
和
研
究
の
分
析
］

「平
和
」
を
考
え
る

一
視
点

―
特
に
感
情
的
動
機
に
つ
い
て
―

坂

原

英

見

【面〓」日
】

戦
争
に
関
す
る
リ
ア
ル
な
体
験
が
失
わ
れ
て
い
る
現
況
に
対
し
、
平
和
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
終
戦
や
被
爆
の
体
験
者
が
戦
後
平

和
を
求
め
て
い
っ
た
感
情
的
動
機
を
聞
く
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
。
肉
親
の
聞
き
取
り
や
原
爆
詩
人
の
詩
な
ど
を
も
と
に
、
被
爆
や
空

襲
の
惨
状
や
終
戦
か
ら

「問
い
」
が
生
じ
て
い
る
と
の
視
点
を
得
る
。

そ
の
視
点
を
も
と
に
、
宗
門
の
研
修
で
用
い
ら
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
戦
後
社
会
で
平
和
活
動
を
進
め
て
い
っ
た
宗
門
の

感
情
的
動
機
に
つ
い
て
考
察
。
平
和
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
記
述
に
欠
け
た
宗
門
テ
キ
ス
ト
の
妥
当
性
を
課
題
に
す
る
と
と
も
に
靖

国
神
社
に
ま
い
ら
ず
宗
門
の
追
悼
に
参
拝
す
る
と
い
う
門
徒
の
思
い
に
取
材
し
、
宗
門
に
お
け
る
平
和
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
構
築

を
試
み
た
。

浄土真宗総合研究 9
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は
じ
め
に
―
平
和
を
希
求
す
る
上
で
の

「感
情
的
動
機
」
に
つ
い
て
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「平和」を考える一視点

現
在
、
戦
争
の
記
憶
が
薄
れ
、
ま
た
国
家
間
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
が
露
わ
に
な
っ
て
も
お
り
、
平
和
な
社
会
を
構
築
し
て
い
く

　

２０

意
識
の
共
有
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

私
は
宗
門
の
中
で
、
僧
侶
や
門
信
徒
の
研
修
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
も
平
和
に
関
す
る
意
識
の
共
有
の
困
難
さ
に
苦
し
ん
で

き
た
。
本
稿
は
そ
の
中
か
ら
気
付
い
て
き
た
こ
と
と
し
て
、
戦
後
社
会
に
お
い
て
平
和
を
希
求
し
て
き
た
人
々
の
行
動
の
源
泉
に

「感

情
的
動
機
」
が
あ
り
、
そ
の
点
を
掘
り
起
こ
す
重
要
性
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
気
付
き
は
以
下
の
認
識
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
姜
尚
中
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「国
体
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
冷
徹
な
政
治
力
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
心
情
的
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
小
泉
純

一
郎
が
靖
国
神
社

に
参
拝
し
た
と
き
に

『心
か
ら
平
和
を
願
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
悪
い
ん
だ
』
と
い
う
。
小
泉
に
言
わ
せ
れ
ば

『
こ
ち
ら
側
は
イ
ノ

セ
ン
ト
な
真
心

（
コ
コ
ロ
主
義
）
で
動
い
て
い
る
の
に
、
外
側
か
ら
い
ろ
い
ろ
注
文
す
る
の
は
政
治
的
で
汚
れ
た
言
説
だ
」
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
僕
は
、
国
体
を
動
か
し
て
い
る
、
も
っ
と
感
情
的
な
側
面
、
あ
る
い
は
、
心
情
面
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
じ
や

な
い
か
な
と
考
え
ま
し
た
。」

高
橋
哲
哉
も

『靖
国
問
題
』
に
お
い
て
、
靖
国
に
参
拝
す
る
遺
族
の
心
情
と
靖
国
を
拒
否
す
る
人
々
の
心
情
を
丁
寧
に
調
査
す
る
こ

と
に
よ
り
、
政
治
的
な
問
題
だ
け
で
解
決
で
き
な
い
靖
国
問
題
の
深
刻
さ
や
感
情
的
側
面
を
考
え
る
重
要
性
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。

私
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
団

〈以
後
宗
門
と
表
現
）
で
の
平
和
に
関
す
る
取
り
組
み
を
行
う
中
で
、
感
情
的
動
機
付
け
を
む
し
ろ

避
け
て
き
た
。
感
情
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
共
有
や
共
感
は
困
難
さ
が
伴
う
。
し
た
が
っ
て
私
は
感
情
的
課
題
に
入
ら
な
い
よ
う

に
し
な
が
ら
、
歴
史
的
事
実
の
確
認
や
歴
史
認
識
を
深
め
る
こ
と
を
重
ん
じ
、
「戦
後
問
題
」
に
向
き
合
っ
て
き
た
。



ま
た
、
さ
ら
に
大
切
な
こ
と
と
し
て
、
次
の
事
も
あ
げ
て
お
き
た
い
。
額
願
厚
は

『侵
略
戦
争

一
歴
史
事
実
と
歴
史
認
識
』
に
お
い

て
過
去
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
国
家
や
、
過
去
を
忘
却
し
よ
う
と
す
る
国
民
と
を
同
時
に
告
発
し
、
歴
史
を
あ
き
ら
か
に
し
て
こ
そ
、

被
侵
略
国
国
家
及
び
国
民

・
民
族
と
の
和
解
の
第

一
歩
に
な
る
と
言
い
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「記
憶
と
忘
却
の
恣
意
的
な
操
作
の
な
か
で
は
、
歴
史
的
事
実
の
確
認
と
未
来
に
向
け
た
歴
史
認
識
の
深
ま
り
は
期
待
で
き
な
い
。

侵
略
の
歴
史
事
実
と
加
害
の
歴
史
事
実
と
を

『心
に
刻
む
』
（甲
ヨ̈
ｏ日
温
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
社
会
的
に
加
害
の
主
体
と
被
害

の
主
体
と
を
明
確
に
し
て
い
く
作
業
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

こ
れ
は
、
現
代
の
国
家
や
国
民
に
お
い
て
、
戦
争
に
関
す
る
す
べ
て
の
記
憶
を
手
法
で
変
更
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
厳
し
く
見
据
え

た
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
で

「心
に
刻
む
」
と
い
う
活
動
と
は
、
加
害
の
主
体
と
被
害
の
主
体
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
と
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
歴
史
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
自
己
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
は
被
侵
略
国
国

家
と
の
和
解
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
の
あ
り
方
を
問
う
課
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
宗
教
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
問
い

た
だ
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

宗
門
で
は

一
九
八

一
年
よ
り
、
千
鳥
ヶ
淵
で

「千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
」
を
営
ん
で
い
る
が
、　
一
九
八

一
年
九
月

一
八
日
に

発
表
さ
れ
た

「千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
の
願
い
」
に
お
い
て

「
い
の
ち
を
奪
い
、
い
の
ち
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
る
戦
争
と
い
う

行
為
に
加
担
し
積
極
的
に
協
力
し
て
き
た
の
も
ま
た
私
た
ち
の
教
団
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
、
法
要
や
そ
の
他
の
取
り
組
み

を
継
続
し
、
実
証
的
に

「加
担
」
や

「協
力
」
の
内
容
を
明
確
に
し
、
僧
侶
研
修
や
平
和
の
つ
ど
い
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
の

立
場
は
績
線
の
視
点
と
通
底
す
る
も
の
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
私
は
、
戦
争
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
冷
静
に
実
証
的
に
考
え
る

こ
と
を
重
ん
じ
て
き
た
。

浄土真宗総合研究 9
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「平和」を考える一視点

こ
の
視
点
は
引
き
続
き
重
要
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し

一
方
で
、
そ
れ
で
は
足
ら
な
い
現
実
が
分
か
っ
て
き
た
。
姜
尚

中
の
言
う
よ
う
に
、
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
国
民
は
心
情
的
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
心
情
は
恣
意
的
に
操
作
さ
れ
る
ば
か
り

で
は
な
い
と
思
う
。

私
も
リ
ア
ル
な
戦
争
の
体
験
を
有
し
な
い
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
社
会
の
構
築
も
リ
ア
ル
に
知
ら
な
い
世
代
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
「な
ぜ
平
和
を
考
え
る
の
か
」、
「宗
門
で
な
ぜ
加
害
や
加
担
に
向
き
あ
う
の
か
」
と
の
問
い
へ
の
主
体
的
な
動
機
の
確

立
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
感
情
的
あ
る
い
は
心
情
的
な
戦
後
を
探
り
、
平
和
を
め
ざ
す
思
い
を
あ
ら
た
め
て
広
げ
て
い
く
必
要

性
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
ま
ず
私
自
身
が
聞
い
て
き
た
戦
争
に
つ
い
て
、
感
情
的
な
視
点
を
中
心
に
ま
と
め
て
見
る
。
そ
の
上
で
、

感
情
的
視
点
の
持
つ
意
味
を

「過
ち
」
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
。
そ
の
論
点
に
立
っ
て
宗
門
の

「平
和
」
に
向

け
た
取
り
組
み
の
課
題
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
「

「戦
後
問
題
」
へ
の
感
情
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
私
自
身
に
よ
る
問
い
を
も
と
に

感
情
的
課
題
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
哲
哉
は

『靖
国
問
題
』
に
お
い
て
、
論
理
だ
け
で
な
く
膨
大
な
聞
き
取
り
を
行
い
、
そ

の
成
果
か
ら
靖
国
神
社
の
国
家
護
持
を
求
め
る
感
情
と
そ
れ
を
い
と
う
感
情
を
聞
き
と
っ
て
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
法
的
課
題
や
政
治

的
課
題
の
側
面
だ
け
で
な
く
社
会
的
課
題
と
し
て
の
側
面
を
も
露
わ
に
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
研
究
は
す
べ
て
の
人
に
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受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
感
情
的
課
題
を
考
え
る
と
き
、
聞
き
取
り
は
最
も
重
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
聞
き
取
り
は
聞
き
取
っ
た
人
自
身
の
課
題
を

形
成
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
も
ま
た
、
ま
ず
私
自
身
が
聞
い
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
私
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
整
理
す
る
こ
と

か
ら
始
め
た
い
。

（
一
）
父
の
被
爆
と
私

私
の
父
は
被
爆
し
て
お
り
、
子
ど
も
の
頃
は
毎
年
八
月
六
日
に
な
る
と
広
島
県
の
学
校
で

「原
爆
許
す
ま
じ
」
の
歌
を
歌
い
、
原
爆

の
映
画
を
見
て
育
っ
た
。
映
画
は
原
爆
の
悪
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
被
爆
者
や
二
世
の
恐
怖
を
掻
き
立
て
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
八
月
六
日
は
怖
く
て
大
嫌
い
で
あ
っ
た
。

小
さ
い
頃
か
ら
体
が
弱
か
っ
た
上
に
、
父
も
病
気
が
ち
で
も
あ
り
、
「被
爆
者
」
と
の
言
葉
に
恐
怖
を
感
じ
て
成
長
し
た
。
そ
れ
が

具
体
化
し
た
の
が
、
小
学
校
の
頃
、
友
人
の
兄
が
自
血
病
で
亡
く
な
っ
た
時
で
あ
る
。
葬
儀
の
際
、
彼
が
私
た
ち
と
同
じ
被
爆
二
世
で

あ
っ
た
と
聞
い
た
。
後
に
残
っ
た
弟
妹
の
方
が

「怖
い
」
と
泣
く
。
参
列
し
て
い
た
同
じ
被
爆
二
世
の
同
級
生
が

「私
た
ち
二
世
は
、

ガ
ン
に
な
る
の
か
、
結
婚
で
き
な
い
の
か
？
」
と
私
に
向
か
っ
て
泣
い
て
い
た
。
そ
の
後
私
も
、
と
き
ど
き
原
爆
の
夢
に
う
な
さ
れ
て

育
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
今
は
、
広
島

・
長
崎
の
原
爆
で
は
放
射
能
が
拡
散
し
た
た
め
、
当
初
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
被
爆
線
量
や

残
留
放
射
能
が
少
な
く
、
遺
伝
な
ど
の
身
体
的
影
響
は
多
く
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
放
射
能
の
身
体
的
影
響
は
不
明
確
で
も
あ

る
。
し
か
し
、
大
き
な
不
安
感
を
持
っ
て
成
長
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
時
、
縁
類
や
知
人
が
被
災
し
た
た
め
、
現
地
に
直
接
入
っ
た
。
そ
し
て
東
京
電
力
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
中
で
知
っ
た
。
自
宅
へ
帰
り
、
被
災
し
た
街
や
原
発
か
ら
の
避
難
状
況
に
つ
い
て
老
い
た
父
に
語
っ
た
。

浄土真宗総合研究 9
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「平和」を考える一視点

そ
の
際
父
は

「被
爆
し
た
も
の
の
怖
さ
や
不
安
は
、
被
爆
し
た
も
の
が

一
番
よ
く
分
か
る
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に
し
っ
か
り
協
力
す
る

　

２４

よ
う
に
。」
と
背
中
を
押
し
て
く
れ
た
。
そ
の
言
葉
に
よ
り
私
は
』【”
”
ｏ
な
ど
の
災
害
支
援
活
動
に
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
が
、
同

時
に
父
が
被
爆
後
六
〇
年
以
上
、
恐
怖
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
驚
い
た
。

二
世
の
私
も
不
安
と
恐
怖
を
持
っ
て
い
た
が
、
被
爆

一
世
の
思
い
は
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
父
は
ガ
ン
と
脳
梗
塞
と
骨
そ

し
ょ
う
症
を
併
発
し
て
死
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
う
ち
骨
そ
し
ょ
う
症
に
つ
い
て
原
爆
病
院
で
治
療
を
受
け
て
い
た
。
父
は
二
次
被
爆
で

あ
り
、
被
災
直
後
に
広
島
へ
入
っ
て
捜
索
や
遺
体
運
ぴ
を
行
っ
た
。
父
が
浴
び
た
放
射
線
量
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（二
）
父
と
母
の
終
戦
と
私
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

父
の
終
戦
は
原
爆
の
荒
涼
の
中
か
ら
始
ま
っ
た
。
父
は
被
災
し
た
親
類
を
訪
ね
、
多
く
の
遺
体
を
運
び
、
煮
え
た
ぎ
っ
た
川
に
満
ち

た
遺
体
が
腐
っ
て
行
く
の
を
見
、八
月

一
五
日
を
迎
え
た
。
自
坊
に
帰
っ
た
ら
原
爆
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
が
縁
側
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。

爆
弾
に
追
っ
か
け
ら
れ
た
気
が
し
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
玉
音
放
送
は
記
憶
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
父
は
よ
く

「屍
の
上
に

生
き
て
い
る
」
と
い
い
生
き
て
い
る
者
の
責
任
感
を
口
に
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
母
の
終
戦
は
ま
っ
た
く
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
。
母
は
京
都
で
戦
争
を
過
ご
し
、
殆
ど
疎
開
ら
し
い
こ
と
も
な
く
、
空

襲
も

一
度
し
か
受
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
焼
夷
弾
の
音
、
Ｂ
５２
の
音
、
機
銃
の
音
は
身
が
す
く
む
と
い
い
、
戦
争
の
Ｔ
Ｖ
は
決
し

て
見
な
か
っ
た
。
母
は
玉
音
放
送
を
し
っ
か
り
聞
い
た
と
い
う
。
母
は
、
こ
れ
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
、
ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
で
聞
き
、

シ
ョ
ッ
ク
は
な
く
、
そ
の
後
も
女
の
子
の
人
権
を
大
事
に
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
と
、
開
放
さ
れ
た
気
持
ち
で
戦
後
社
会
を
歓
迎
し
て

い
つ

た
と
い
つ
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父
、
母
に
共
通
し
て
い
た
も
の
は
、
空
襲
や
核
を
経
験
し
た
恐
怖
や
不
安
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
父
は
、
実
際
の
原
爆

・
空
襲
の
惨

事
を
目
の
当
た
り
に
し
、
被
害
の
衝
撃
と
と
も
に
、
自
分
自
身
が
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
に
対
す
る
責
任
感
を
口
に
し
て
い
た
。
ま
た
、

父
母
と
も
に
、
ア
ジ
ア
ヘ
の
侵
略
に
対
し
向
き
あ
っ
た
感
情
を
十
分
に
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
平
和
な
社
会
を
強
く
希
求
し
、

戦
後
を
歓
迎
し
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

私
に
は
リ
ア
ル
な
戦
争
体
験
は
な
か
っ
た
が
、
被
爆
二
世
と
し
て
の
不
安
と
、
両
親
の
平
和
な
社
会
を
求
め
る
心
情
は
よ
く
理
解
で

き
、
そ
れ
が
自
分
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

（三
）
被
爆
者
の
心
情
に
つ
い
て
―
あ
や
ま
ち
―
を
通
し
て

先
に
父
の
被
爆
及
び
父
母
の
終
戦
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
原
爆
慰
霊
碑
の
文
言
を
め
ぐ
る
問
題
を
窺

い
、
視
点
を
広
げ
て
み
た
い
。

原
爆
慰
霊
碑
に
は

「安
ら
か
に
眠
っ
て
下
さ
い
　
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
か
ら
」
と
の
碑
文
が
あ
る
。
こ
こ
で
の

「過
ち
」
と
い

う
言
葉
に
つ
い
て
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な

「過
ち
」
な
の
か
議
論
や
批
判
が
行
わ
れ
、
近
年
で
は
慰
霊
碑
に
ベ
ン
キ
を
か
け
る
と
い
う

行
為
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
「過
ち
」
と
い
う
理
解
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
碑
文
に
対
し
て
、イ
ン
ド
の
ラ
ダ
・ビ
ノ
ー
ル
・パ
ル
（極
東
軍
事
裁
判
で
日
本
の
無
罪
を
主
張
）
が
「
こ
こ
に
ま
つ
っ

て
あ
る
の
は
、
原
爆
犠
牲
者
の
霊
で
あ
り
、
原
爆
を
落
と
し
た
の
は
日
本
人
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
落
と
し
た
も
の
の
手
は
ま

だ
清
め
ら
れ
て
い
な
い
。」
と
語
っ
た
と
い
う
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
政
治
的
意
味
と
し
て

「日
本
が
あ
や
ま
っ
た
」
と
言
う
の
な

　

２５



「平和」を考える一視点

ら
ば
、
被
爆
者
の
傲
慢
で
あ
る
。
な
ど
の
言
葉
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
碑
文
原
案
提
示
者
で
あ
る
雑
賀
忠

　

２６

義
広
島
大
学
教
授

（当
時
）
は
、碑
文
作
成
に
あ
た
っ
て

「世
界
市
民
思
想
」
に
立
っ
て
作
成
し
た
と
言
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も

「偏

向
し
た
碑
文
」
と
の
認
識
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
無
記
名
の
批
判
が
多
い
が
、
感
情
や
心
情
を
重
視
す
る

視
点
に
立
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
も
応
答
で
き
る
よ
う
に
考
え
た
い
。

パ
ル
の
主
張
は

一
見
被
爆
者
の
側
に
立
っ
て
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
際
に
広
島
県
に
居
住
し
て
き
た
中
で
、
原
爆
を
お
と
し
た

米
軍
を
糾
弾
す
る
声
に
は
ほ
と
ん
ど
接
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、　
一
方
で
、
原
爆
投
下
を
ま
ね
い
た
日
本
の
戦
争
指
導
者
に
対
す
る

直
接
的
批
判
の
声
も
、
多
く
聞
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
リ
パ
ル
の
主
張
は
被
爆
者
の
感
情
と
共
有
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思

う
し
、
個
別
に
責
任
を
追
及
す
る
視
点
も
必
ず
し
も
被
爆
者
の
感
情
を
代
表
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

た
と
え
ば
演
井
信
三
広
島
市
長

（当
時
）
は

「過
去
の
戦
争
は
明
ら
か
に
人
類
の
過
ち
で
あ
っ
た
。
私
は
碑
の
前
に
建
つ
人
々
が
だ

れ
で
あ
ろ
う
と

『自
分
に
関
す
る
限
り
は
あ
や
ま
ち
は
繰
り
返
さ
な
い
」
と
い
う
誓
い
と
決
意
を
固
め
る
こ
と
が
将
来
の
平
和
を
築
く

基
礎
で
あ
り
、
ま
た
現
在
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
そ
れ
を
実
践
し
た
と
き
は
じ
め
て
地
下
の
英
霊
は
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
、
碑
の
前
に
対
し
て
だ
れ
の
罪
で
あ
る
と
個
人
を
つ
か
ま
え
て
せ
ん
さ
く
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。」
（
一
九
五
二
年

一
一

月
四
日

『中
国
新
聞
』）
と
い
う
見
解
が
、
雑
賀
氏
の
発
表

（同
年

一
一
月

一
一
日

『中
国
新
聞
』
）
よ
り
先
ん
じ
て
広
島
市
民
に
提
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
六
日
の
除
幕
式
直
後
に
碑
文
の
内
容
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
責
任
追
及
的
視
点
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
濱
井
の
見
解
は
被
爆
都
市
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な

い
か
。



一
方
、
責
任
を
問
う
視
点
を
被
爆
者
が
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。　
一
例
と
し
て
峠
三
吉
を
あ
げ
る
。

「『原
爆
詩
集
』
の
序

ち
ち
を
か
え
せ
　
　
は
は
を
か
え
せ

と
し
よ
り
を
か
え
せ

こ
ど
も
を
か
え
せ

わ
た
し
を
か
え
せ
　
わ
た
し
に
つ
な
が
る
に
ん
げ
ん
を
か
え
せ

に
ん
げ
ん
の
　
に
ん
げ
ん
の
よ
の
あ
る
か
ぎ
り

く
ず
れ
ぬ
へ
い
わ
を

へ
い
わ
を
か
え
せ
」

こ
の
峠
の
よ
う
な
厳
し
い
告
発
は
中
沢
啓
治
の
描
い
た
漫
画

『
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
と
も
共
通
す
る
と
思
う
。
私
は
こ
れ
ら
を
講
義
で

紹
介
し
た
際
、
「厳
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
声
に
も
接
し
て
き
た
。
し
か
し
、
峠
も
中
沢
も
、
加
害
者
を
特
定
し
て
告
発
し
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
、
巨
大
な
怒
り
や
悲
し
み
と
い
っ
た
、被
爆
の
思
い
か
ら
告
発
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
被
爆
者
の
感
じ
る

「あ

や
ま
ち
」
や

「問
い
」
は
政
治
的
水
準
の
み
で
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
く
嘆
き
悲
し
み
怒
り
な
ど
の
、
よ
り
心
情
的
な
言
葉
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
例
と
し
て
原
民
喜
の
詩
を
見
た
い
。

「
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス

コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス

原
子
爆
弾
ニ
ヨ
ル
変
化
ヲ
ゴ
ラ
ン
下
サ
イ

肉
体
ガ
恐
ロ
シ
ク
膨
張
シ

男
モ
女
モ
ス
ベ
テ

一
ツ
ノ
型
ニ
カ
ヘ
ル
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嫌
　
　
　
　
オ
オ
　
ソ
ノ
真
黒
焦
ゲ
ノ
滅
茶
苦
茶
ノ

辞　
　
　
　
爛
レ
タ
顔
ノ
ム
タ
ン
ダ
唇
カ
ラ
洩
レ
テ
ク
ル
声
ハ

親
　
　
　
『助
ケ
テ
下
サ
イ
』

を紬
　
　
　
　
ト
　
カ
細
イ
　
静
カ
ナ
言
葉

呼
　
　
　
　
コ
レ
ガ
　
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス

人
間
ノ
顔
ナ
ノ
デ
ス
」

こ
こ
に
は
告
発
は
あ
る
が
、
追
求
は
見
ら
れ
な
い
。　
一
方
、
碑
文
の

「あ
や
ま
ち
」
に
つ
い
て
語
っ
た
被
爆
者
の
詩
も
有
る
。
栗
原
貞

子
の
詩
で
あ
る
。

「無
題
メ
モ

一
度
目
は
　
あ
や
ま
ち
で
も

二
度
目
は
　
裏
切
り
だ

死
者
た
ち
へ
の
誓
い
を
忘
れ
ま
い
」

こ
の
栗
原
の
告
発
は
ど
う
向
き
あ
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
栗
原
貞
子
の
次
の
詩
を
見
た
い
。

「生
ま
し
め
ん
哉

―
原
子
爆
弾
秘
話
―

こ
わ
れ
た
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
地
下
室
の
夜
で
あ
っ
た
。

原
子
爆
弾
の
負
傷
者
達
は

く
ら
い
ロ
ー
ソ
ク

一
本
な
い
地
下
室
を

う
ず
め
て
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

28



生
ぐ
さ
い
血
の
臭
い
、
死
臭
、
汗
臭
い
人
い
き
れ
、
う
め
き
声
。

そ
の
中
か
ら
不
思
議
な
声
が
き
こ
え
て
来
た
。

『赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
』
と
い
う
の
だ
。

こ
の
地
獄
の
底
の
よ
う
な
地
下
室
で
今
、
若
い
女
が

産
気
づ
い
て
い
る
の
だ
。

マ
ッ
チ

一
本
な
い
く
ら
が
り
の
中
で
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。

人
々
は
自
分
の
痛
み
を
忘
れ
て
気
づ
か
っ
た
。

と
、
『私
が
産
婆
で
す
。
私
が
生
ま
せ
ま
し
よ
う
。」

と
い
っ
た
の
は
、
さ
っ
き
ま
で
う
め
い
て
い
た
重
傷
者
だ
。

か
く
て
く
ら
が
り
の
地
獄
の
底
で
新
し
い
生
命
は
生
ま
れ
た
。

か
く
て
あ
か
つ
き
を
ま
た
ず
産
婆
は
血
ま
み
れ
の
ま
ま
死
ん
だ
。

生
ま
し
め
ん
哉

生
ま
し
め
ん
哉

己
が
命
捨
つ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
の
よ
う
な
詩
か
ら
も
、
栗
原
の
い
う

「あ
や
ま
ち
」
や

「裏
切
り
」
が
、
単
に
米
軍
や
旧
日
本
指
導
者
を
指
弾
し
た
も
の
と
は
受

け
止
め
ら
れ
な
い
事
が
う
か
が
え
よ
う
。
栗
原
が
い
う
裏
切

っ
て
は
な
ら
な
い

「死
者
」
は

「生
き
て
い
た
」
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
は

「生
き
残
っ
た
者
の
責
任
感
」
な
ど
の
自
己
へ
の
問
い
が
、
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「あ
や
ま
ち
」

と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
よ
う
な
生
き
残
っ
た
被
爆
者
の
思
い
に
共
有
す
る
心
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

浄土真宗総合研究 9
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（四
）
終
戦
と

「問
い
」
に
つ
い
て

先
に
被
爆
者
の
例
と
し
て
、
父
と
、
原
爆
詩
人
の
諸
例
を
み
た
。
そ
こ
で

「被
爆
の
惨
状
」
と

「生
き
残
っ
た
者
の
責
任
感
」
「自

己
へ
の
問
い
」
と
い
う
視
点
を
得
た
。
こ
れ
は
被
爆
者
以
外
に
あ
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、先
述
し
た
よ
う
に
私
の
母
は
、
「生
き
残

っ

た
者
」
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
平
和
な
社
会
を
生
き
る
責
任
感
は
強
く
、
戦
後
の
開
放
感
を
よ
く
語
っ
て

い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
本
隆
明
は

『超
戦
争
論
』
の
中
で
、
終
戦
時
の
感
情
や
Ａ
級
戦
犯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「敗
戦
直
後
、
日
本
の
国
民
が
ど
ん
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
う
か
が
い
知
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、

『
Ａ
級
戦
犯
は
け
し
か
ら
ん
、
か
れ
ら
は
首
を
吊
ら
れ
て
当
然
だ
」
と
い
う
こ
と
を
公
言
し
た
の
は
ご
く
少
数
の
人
た
ち
で
、
多

く
の
国
民
は
そ
う
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

僕
な
ん
か
は
そ
う
で
し
た
が
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
、
憂
鬱
な
気
分
で
し
た
。
も
う
憂
鬱
で
ね
。
東
京
裁
判
で
は
、
Ａ
級
戦
犯
の

人
た
ち
は

『犯
罪
者
』
と
い
う
こ
と
で
絞
首
刑
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
戦
争
中
、
そ
の
人
た
ち
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
僕
ら
の

指
導
者
た
ち
で
あ
り
、
僕
ら
は
、
そ
の
指
導
者
た
ち
に
別
段
反
抗
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
逆
に
、
指
導
者
た
ち
が
い
う
こ
と
は
、

な
ん
で
も

『ご
も
っ
と
も
」
と
思
っ
て
戦
争
を
肯
定
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
敗
戦
直
後
は

『自
責
を
感
じ
ぎ
る
を
得
な
い
』

と
い
う
思
い
で

一
杯
で
し
た
。」

こ
こ
に
は

「憂
鬱
」
と

「自
責
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
。
終
戦
に
お
い
て

「責
任
感
」
と
い
う
感
情
が
あ
っ
た
こ
と

の
一
例
と
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
父
、
母
、
被
爆
者
個
々
、
吉
本
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
内
容
だ
が
、
「被
爆
」
「空
襲
」
「終
戦
」

が
そ
れ
ぞ
れ
に

「間
い
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
諸
例
か
ら
積
み
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「平和」を考える一視点
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こ
の
よ
う
な
推
考
に
よ
り
、
こ
の
視
点
を
重
ん
じ
て
本
稿
初
頭
の
問
い
に
向
き
あ
う
た
め
に
、
宗
門
の
戦
後
の
取
り
組
み
を
見
直
し

〓
「
戦
後
宗
門
の
平
和
へ
の
取
り
組
み
と

「終
戦
と
い
う
問
い
」
に
つ
い
て

て
み
た
い

さ
て
、
宗
門
の
平
和
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
初
め
て
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、　
一
九
九
八
年
に
発
行
さ
れ
た

『ブ
ッ
ク

レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
ｏ
あ
平
和
シ
リ
ー
ズ
ー
平
和
問
題

・
ヤ
ス
ク
ニ
問
題
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
が
あ
る
。
そ
の

「は
じ
め
に
」
の
冒

頭
に
お
い
て
、
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

「戦
後
５
０
年
を
経
た
今
日
、
私
た
ち
の
教
団
は
、
よ
う
や
く
自
ら
の
視
点
で
か
つ
て
の
戦
争
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
各
地
方
に
お
い
て
戦
争
、
平
和
、
ヤ
ス
ク
ニ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
人
々
の
地

道
な
学
習
と
運
動
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
社
会

一
般
の
運
動
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
も
長
い
時
間
を
必
要
と
し
ま
し

た
。
そ
れ
だ
け
、
私
た
ち
は
社
会
の
問
題
に
鈍
感
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
反
省
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
差
別
・人
権
・

い
の
ち

。
環
境
の
問
題
と
と
も
に
、
平
和

・
ヤ
ス
ク
ニ
の
問
題
も
信
心
の
社
会
性
と
し
て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
日
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
広
島
の
地
で
は
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
始
め
ら
れ
た
原
爆
犠
牲
者
の
追
悼
が
、
や
が
て

恒
久
平
和
と
核
廃
絶
を
願
う
平
和
運
動
へ
と
広
が
り
、
そ
こ
に
多
く
の
安
芸
門
徒
が
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
１
９
６
９
年
、

靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
が
上
程
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
問
題
の
重
大
さ
に
気
づ
き
反
対
の
声
を
あ
げ
た
人
々
が
教
団
の
中
に
も

　

３１

（
一
）
宗
門
発
行
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
へ
の
振
り
返
り



庶
　
　
　
少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
個
人
の
取
り
組
み
に
と
ど
ま
り
、
教
団
全
体
の
も
の
と
は
な
か
な
か
な
り
ま
せ
ん

　

３２

観
　
　
　
　
　
　

じ^

る．　
　
　
　
で
し
た
。
」

親
　
　
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
の
上
で
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
か
ら
宗
門
の
平
和

へ
の
取
り
組
み
が
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ

を紬
　
た
と
ぃ
ぅ
。

呼
　
　
宗
門
で
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
続
い
て
二
〇
〇
〇
年
に

『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
ｏ
■
ｏ
平
和
シ
リ
ー
ズ
２
写
真
に
見
る
戦
争
と

私
た
ち
の
教
団
～
平
和
を
願
っ
て
～
』
を
発
刊
し
た
。
そ
こ
で
も

「は
じ
め
に
」
に
お
い
て
同
様
の
視
点
が
見
ら
れ
る
。

「敗
戦
は
、
戦
前

・
戦
中
の
、
さ
ら
に
は
明
治
以
来
の
日
本
の
あ
り
方
の
根
本
的
変
革
を
せ
ま
る
も
の
で
し
た
。
日
本
国
憲
法
に

お
け
る
国
民
主
権

・
基
本
的
人
権
が
平
和
主
義
が
戦
後
政
治
の
基
本
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
戦
争
に
対
す
る
反
省
的
立

場
に
立
つ
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
教
団
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
教
団
に
お
け
る
平
和
へ
の
取
り
組
み
は
、遅
々

と
し
て
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
即
如
ご
門
主
が
法
灯
を
継
承
さ
れ
て
は
じ
め
ら
れ
た
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
や
広
島
に

お
け
る

『平
和
を
願
う
言
葉
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
宗
門
の
平
和
問
題
に
取
り
組
む
姿
勢
は
少
し
づ
つ
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
」

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
戦
後
の
宗
門
の
厳
し
く
歩
み
を
批
判
し
、
「鈍
感
」
「遅
々
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
千
鳥
ヶ
淵
法

要
を
起
点
と
す
る
見
方
は
共
通
し
て
い
る
。

一
方
、
「な
ぜ
反
省
す
る
の
か
」
「な
ぜ
平
和
を
め
ざ
す
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
「信
心
の
社
会
性
」
と
い
う
文
言
は
あ
る
が
、

テ
キ
ス
ト
中
で
は
そ
の
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
基
幹
運
動
推
進
僧
侶
研
修

（当
時
）
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

作
ら
れ
、　
一
般
読
者
を
想
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た

「信
心
の
社
会
性
」
に
つ
い
て
は
僧
侶
研
修
で
学
習
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
厳
し
い
宗
門
批
判
や
無
前
提
に
反
省
を
求
め
た
表
現
は
そ
れ
ら
の
事
由
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
宗
門
全
体
が
同

テ
ー
マ
で
毎
年
次
計
画
的
に
深
め
る
形
の
僧
侶
研
修
を
行
わ
な
い
今
日
、
こ
れ
ら
の
表
現
だ
け
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
十
全
な
活
用
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は
難
し
い
。
特
に

「信
心
の
社
会
性
」
は
高
次
の
宗
教
論

・
信
心
論
を
含
有
し
た
議
論
で
あ
り
、
平
和
を
求
め
加
害
に
向
き
あ
う
感
情

的
動
機
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

二
〇
〇
七
年
、
宗
門
は

『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
』

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
発
刊
し
た
。
そ
こ
で
は

「戦
後
の
本
願
寺
と
非
戦

・
平
和
へ
の
取
り
組
み
」
と
い
う
章
を
設
け
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「戦

後
の
混
乱
の
中
に
浪
々
と
し
て
い
た
の
は
、
社
会
同
様
、
教
団
も
同
じ
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
か
ら
で
も

少
し
ず
つ
、
復
興
に
向
け
て
の
歩
み
は
始
め
ら
れ
ま
し
た
。」

こ
こ
で
は

「浪
々
」
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
が
、
「社
会
同
様
」
と
も
い
い
、
慎
重
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「少

し
ず
つ
」
戦
後
の
歩
み
が
始
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
後

一
二
ペ
ー
ジ
に
亘
っ
て
詳
細
に
宗
門
の
戦
後
の
歩
み
を
述
べ
て
い

る
。
こ
の
一
二
ペ
ー
ジ
の
記
述
を
読
め
ば
、ま
ず
戦
後

「平
和
記
念
法
要
」
が
始
ま
り
、そ
れ
が

「戦
没
者
追
悼
法
要
」
と
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
や
宗
門
が

「靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
」
へ
の
反
対
表
明
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
の
上
で

「千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
」
が

行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
丁
寧
に
記
さ
れ
教
団
の
歩
み
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も

「千
鳥
ヶ
淵
法
要
」
ま
で
の
宗
門
と
そ
れ
以
前
と
は
明
確
に
区
分
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

更
に
二
〇
〇
八
年
、
宗
門
は

『
ア
ジ
ア
開
教
史
』
を
発
刊
し
た
。
こ
れ
は
戦
前

・
戦
中
の
ア
ジ
ア
開
教
に
関
す
る
宗
門
の
全
貌
と
、

更
に
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
に
つ
い
て
極
め
て
詳
細
な
記
事
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
前
年
度
の
テ
キ
ス
ト
発
刊
と
と
も
に
、
貴
重
な
学
習

資
料
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
宗
門
の
戦
後
の
歩
み
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「戦
中
に
お
い
て
、
宗
制
に
規
程
さ
れ
た

『真
俗
二
諦
』
説
の
も
と
で
、
俗
諦
の
う
る
わ
し
い
取
り
組
み
と
し
て
靖
国
神
社
参
拝

や
忠
魂
碑
建
設
を
促
進
し
、
『英
霊
へ
の
顕
彰
を
担
い
、
戦
争
に
加
担

・
協
力
し
て
い
た
事
実
を
受
け
止
め
、
戦
後
、
そ
れ
ら
の

問
題
を
た
だ
ち
に
宗
門
の
課
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
歩
ん
で
き
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
、
靖
国
神
社
の
国
家

　

３３



「平和」を考える一視点

護
持
化
の
動
き
の
な
か
で
、
厳
し
い
惨
状
と
痛
み
を
体
験
し
た
宗
門
に
と
っ
て
の
存
立
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
靖
国
神
社
問
題

　

３４

へ
の
取
り
組
み
が
始
動
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
靖
国
神
社
問
題
は
宗
門
に
と
っ
て
非
戦

・
平
和
へ
の
取
り
組
み
の
転
機
と
な
っ

た
。」

こ
こ
で
は
戦
後
、
靖
国
神
社
国
家
護
持
問
題
ま
で
は
厳
し
く
評
価
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
宗
門
と
別
に
さ
れ
て
い
る
点
、
千
鳥
ヶ
淵
法

要
を
よ
り
重
視
す
る
そ
れ
以
前
の
三
種
の
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

「厳
し
い
惨
状
と
痛
み
の
体
験
」
に
ふ
れ
、
そ
れ

が
内
的
動
機
と
な
り
、
靖
国
神
社
国
家
護
持
化
の
動
き
が
転
機
と
な
っ
た
こ
と
が
論
理
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

宗
門
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
本
稿
に
お
け
る

「な
ぜ
平
和
を
希
求
す
る
の
か
」
の
問
い
へ
の
応
答
と
し
て
、
こ
の

『ア
ジ
ア
開

教
史
』
の
総
括
は
明
確
で
あ
る
。

た
だ
、
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
点
は
す
べ
て
に
共
通
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
批
判
の
理
由
と
妥
当
性
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

（二
）
宗
門
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
戦
後
の
歩
み
の
記
述
の
妥
当
性
に
つ
い
て

さ
て
、
宗
門
で
は

一
九
四
五
年
九
月
二
八
日
、
勝
如
門
主
名
で
、
「王
法
を
本
と
し
仁
義
を
先
と
す
べ
き
よ
し
、
懇
に
教
え
を
受
け

し

一
宗
の
門
葉
、
承
詔
必
謹
の
下
、
国
体
を
護
持
し
奉
り
、
信
義
を
篤
く
し
、
敬
愛
を
旨
と
し
、
〈中
略
）
新
し
き
日
本
の
建
設
に
報

恩
謝
徳
の
懇
念
を
運
ば
れ
る
よ
う
」
と
の
消
息
を
発
布
し
、
宗
門
と
し
て
の
戦
後
の
歩
み
を
始
め
た
。
以
下

『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運

動
ｚ
ｏ
■
●
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
』
に
従
い
、
関
係
分
の
み
記
す
。
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０
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９
５
２
年

同
年

１

９
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１

９
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年

１

９
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１

年
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９
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年
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年

同
年

１
９
５
３
年

同
年

浄土真宗総合研究 9

Ｈ
月
、
「飢
え
る
同
朋
を
救
え
」
運
動

（～
１２
月
）。

１
月
、
戦
時
法
規
の
廃
止
。
同
年
９
月
の
宗
法

・
宗
制
の
改
定
。

１０
月
、
森
川
智
徳
龍
谷
大
学
学
長

（当
時
）
よ
り
、
「宗
教
家
と
し
て
最
近
の
戦
争
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
大
い
に
懺
悔
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
の
談
話
が
公
表
。

８
月
、
「平
和
記
念
法
要
」
修
行
。
以
後
毎
年
８
月
に
開
催
。

４
月
、
本
部
同
朋
会
設
置
、
同
朋
運
動
始
。

４
月
、
（サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
調
印
）

８
月
１５
日
、
「平
和
記
念
法
要
」
が

「戦
没
者
追
悼
法
要
」
と
し
て
開
催
、
『本
願
寺
新
報
』
で
は

「鳴
れ
平
和
の
空

に
　
戦
没
者
へ
の
感
謝
の
梵
鐘
」
と
記
事
。

９
月
、
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
に
お
け
る

「殉
難
烈
士
追
悼
法
要
」
開
催
。

Ｈ
月
、
「沖
縄
方
面
戦
没
者
追
悼
法
要
」
開
催
。

２
月
、
「東
西
両
本
願
寺
戦
争
受
刑
者
釈
放
嘆
願
署
名
運
動
」
開
始
。

４
月
、
「証
如
上
人
四
〇
〇
回
忌

・
戦
没
者
追
悼
法
要
」
修
行
。

大
谷
嬉
子
裏
方

（当
時
）
よ
り
、

「千
万
の
い
の
ち
の
上
に
築
か
れ
し
　
た
ひ
ら
け
き
世
を
生
く
る
悲
し
さ
」
と
献
歌
。

９
月
、
仏
青
全
国
大
会
決
議
、
原
水
爆
反
対
署
名
運
動
始
。

８
月
、
舞
鶴
に
中
国
か
ら
遺
骨
２
３
０
０
余
体
帰
、
現
地
で
総
務
他
追
悼
会
執
行
。

Ｈ
月
、
秋
の
法
要
、
全
国
門
信
徒
総
追
悼
法
要
始
。

７
月
、
門
信
徒
会
運
動
始
。
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１
９
６
４
年
　
７
月
、

同

・年

１

９

６

７

年

１

９

６

８

年

１
９
７
１
年

１
９
７
７
年

１
９
８
１
年

１
９
８
２
年

１
９
８
５
年

１

９

９

１

年

１

９

９

３

年

１

９

９

５

年

１

９

９

６

年

『ア
ジ
ア
開
教
史
』
で
は
、
終
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「宗
門
で
は
、
敗
戦
後
、
数
多
く
の
僧
侶

・
門
徒
の
戦
没
者
追
悼
法
要
を

『平
和
記
念
法
要
』
『戦
没
者
追
悼
法
要
』
と
称
し
て
、

本
刹
及
び
大
谷
本
廟
に
お
い
て
厳
修
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、基
本
的
に
は

『戦
没
者
追
悼
法
要
』
で
あ
っ
て
、そ
の
法
要
の
趣
旨
は
、

日
本
の
及
び
宗
門
の
戦
争
に
関
わ
る
責
任
を
明
ら
か
に
し
、
直
ち
に
非
戦

・
平
和
へ
の
取
り
組
み
を
宗
門
を
あ
げ
て
取
り
組
む
こ

８
月
、

１０
月
、

２
月
、

２
月
、

７
月
、

９
月
、

３
月
、

８
月
、

２
月
、

１０
月
、

４
月
、

１
月
、

『本
願
寺
新
報
』
主
張
欄
に
国
家
に
対
す
る
要
望
と
し
て
、
「宗
教
政
策
は
高
い
見
識
の
も
と
に
」
と
の
コ
メ

　

３６

ン
ト
が
掲
載
。

（全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
靖
国
神
社
境
内
に
お
い
て
挙
行
。）

豊
原
大
潤
宗
務
総
長
、
宗
会
で
靖
国
神
社
国
家
護
持
は
憲
法
違
反
と
の
見
解
。

豊
原
総
長
、
靖
国
法
案
に
宗
派
あ
げ
て
反
対
を
表
明
。

靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案

。
公
式
参
拝
の
反
対
声
明
を
真
宗
教
団
連
合
か
ら
提
出
。

（津
市
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
）

第

一
回
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
修
行
。

安
芸
門
徒
総
結
集
大
会
に
お
い
て
即
如
門
主

（当
時
）
「平
和
を
願
う
言
葉
」
発
布
。

中
曽
根
康
弘
内
閣
総
理
大
臣

（当
時
）
靖
国
神
社
公
式
参
拝
、
宗
派
反
対
声
明
出
。

宗
会
に
お
い
て

「わ
が
宗
門
の
平
和
へ
の
強
い
願
い
を
全
国
・全
世
界
に
徹
底
し
よ
う
と
い
う
決
議
」
採
択
。

各
教
区
で

「全
戦
没
者
追
悼
法
要
」
始
ま
る
。

本
山
で

「終
戦
五
十
周
年
全
戦
没
者
追
悼
法
要
」
修
行
。

「戦
後
問
題
」
検
討
委
員
会
答
申
提
出
。
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と
を
鮮
明
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。」

こ
の

「平
和
記
念
法
要
」
に
つ
い
て
、
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
Ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家

を
考
え
る
』
で
は
、
戦
後
す
ぐ

「平
和
記
念
法
要
」
と
名
付
け
て
行
っ
た
法
要
を
、　
一
九
五
二
年
、
占
領
下
か
ら
独
立
し
て
以
来
、
「戦

没
者
追
悼
法
要
」
に
変
更
し
た
意
図
に
つ
い
て
、
詳
細
な
状
況
は
分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「教
団
で
は
、
そ
れ
ま
で

『平
和
記
念
法
要
』
と
し
て
つ
と
め
て
き
た
法
要
を

『戦
没
者
追
悼
法
要
」
と
い
う
名
称
に
改
め
て
い

ま
す
。
（中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
の
中
身
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
日
本
遺
族
会
な
ど
が
中
心
と
な
り

執
り
行
わ
れ
て
き
た

『慰
霊
祭
』
や

『追
悼
式
』
の
開
催
趣
旨
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
も
重
要
な
点
で
す
。
慰
霊
祭

な
ど
で
は
戦
没
者
を

『英
霊
』
と
し
、
そ
の
功
績
を
賛
美
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
行
い
の
お
陰
に
よ
り
、
今
の
日
本
が
あ
り
、

自
分
の
幸
せ
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
す
。」

そ
の
上
で
、
仏
教

・
浄
土
真
宗
で
は
戦
争
は
愚
行
で
あ
り
、
法
要
が
賛
美
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
痛
み
と
悲
し
み
、
死
に
対
す
る
謝

罪
で
あ
る
べ
き
と
い
う
。

戦
後
の
宗
門
の
歩
み
を
見
る
限
り
、
終
戦
直
後
、
宗
門
の
行
動
の
多
く
が
術
愧
で
は
な
く
、
追
悼
、
感
謝
、
元
兵
士
救
済
、
戦
犯
受

刑
者
救
済
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
『ア
ジ
ア
開
教
史
』
の
視
点
は
宗
門
の
動
き
と
し
て
同
意
で
き
る
。
『ブ
ツ
ク
レ
ツ

ト
基
幹
運
動
ｚ
ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
』
で
「平
和
記
念
法
要
」が
「戦
没
者
追
悼
法
要
」

と
な
っ
た
事
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
が
、
同
年
の

『本
願
寺
新
報
』
の
記
事
、
「鳴
れ
平
和
の
空
に
　
戦
没
者
へ
の
感
謝
の

梵
鐘
」
か
ら
見
れ
ば
、
当
時

「戦
死
者
へ
の
追
悼

・
感
謝
」
の
考
え
が
中
心
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。

テ
キ
ス
ト
が
記
さ
れ
て
い
っ
た

一
九
九
〇
年
代
以
後
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、　
一
九
八

一
年
の
全
戦
没
者
追
悼
法
要
以
前
に

「謝
罪

　

３７



「平和」を考える一視点

や
晰
愧
」
と
い
う
姿
勢
が
宗
門
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、靖
国
問
題
と
向
き
あ
う
こ
と
を
通
し
て
、宗
間
が
漸
愧
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
つ
　
　
３８

た
と
い
う
見
方
は
正
し
い
か
と
思
う
。
特
に

一
九
八
六
年
の

「『戦
後
問
題
』
検
討
委
員
会
答
申
」
は
、
「衛
愧
」
の
あ
り
方
を
具
体
的

に
発
表
し
た
も
の
で
、
戦
後
四
〇
年
か
け
て
結
実
し
た
答
申
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
徹
底
し
た
漸
愧
に
戦
後
四
〇
年
か
か
っ
た
こ

と
を
自
己
批
判
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
推
考
し
た
視
点
で
見
る
な
ら
ば
、
「追
悼

・
感
謝

・
困
窮
者
救
済
」
な
ど
の
行
動
は
、
終
戦
直
後
の
人
々
の

一

つ
の

「感
情
」
と
し
て
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

特
に
国
家
総
動
員
の
中
、
戦
死
・
不
明
・生
活
困
窮
し
た
兵
士

へ
の
思
い
は
深
か
っ
た
と
考
え
る
。
本
稿
の
視
点
で
注
意
す
べ
き
は
、

死
者
へ
の
追
悼

・
感
謝
の
法
要
に
は
参
加
し
て
も
靖
国
神
社
に
参
加
し
て
い
か
な
か
っ
た
人
々
の
視
点
で
あ
る
。
宗
門
の
各
テ
キ
ス
ト

に
は
そ
の
よ
う
な
人
々
へ
の
感
情
に
か
か
る
視
点
が
不
充
分
で
あ
り
、
私
は
そ
の
点
の
記
述
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
間
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。

父

・
母
、
被
爆
者
な
ど
の
推
考
か
ら
私
が
得
た
、
「被
爆
」
「空
襲
」
「終
戦
」
が
問
い
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
視
点
を
こ
こ
に
お
い

て
テ
キ
ス
ト
の
記
述
を
見
直
せ
ば
、
以
下
の
言
動
が
収
集
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
森
川
智
徳
龍
谷
大
学
学
長

（当
時
）
の
よ
う
な

「戦
争
へ
の
自
責
の
念
」
が
早
期
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
吉
本
隆
明
の

「自
責
の
念
」
と
通
底
す
る
よ
う
に
思
う
。

も
う

一
つ
は

「証
如
上
人
四
〇
〇
回
忌

・
戦
没
者
追
悼
法
要
」
に
お
い
て
、
大
谷
嬉
子
裏
方

（当
時
）
よ
り

「千
万
の
い
の
ち
の
上
に
築
か
れ
し
　
た
ひ
ら
け
き
世
を
生
く
る
悲
し
さ
」

と
の
献
歌
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
注
目
し
た
い
と
思
う
。
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こ
れ
に
つ
い
て

『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
ｏ
６
平
和
シ
リ
ー
ズ
ー
平
和
問
題

・
ヤ
ス
ク
ニ
問
題
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
で
も
以

下
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

「
こ
の
歌
は
、
１
９
５
３

（昭
和
２
８
）
年
３
月
、
西
本
願
寺
大
谷
嬉
子
裏
方
が
、
『私
も
遺
族
の

一
人
で
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
詠
み
に
な
っ
た

『戦
没
者
に
捧
ぐ
』
歌
で
清
水
脩
氏
が
作
由
し
、
同
年
４
月
１
８
日
戦
没
者
追
悼
法
要
に
お
い
て
発
表
さ
れ

た
歌
と
聞
い
て
い
ま
す
。」

私
は
、
こ
の
記
述
の
、
「遺
族
の

一
人
」
と
い
う
言
葉
を
重
視
し
て
考
え
た
い
。
終
戦
と
い
う
体
験
の
中
か
ら

「平
和
へ
の
決
意
」

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
例
は
、
す
で
に
父
母
の
項
で
見
た
。
森
川
学
長
の
よ
う
に
、
宗
教
者
と
し
て
の
戦
争
責
任
を
終
戦
直
後
に
表
明

す
る
人
も
い
た
。
こ
の
献
歌
は
ま
た
別
の
視
点
を
示
す
。
「平
ら
け
き
世
を
　
生
く
る
か
な
し
さ
」
は
、
明
ら
か
に

「生
き
残
っ
た
者
」

の

「自
己
へ
の
問
い
」
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
同
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「戦
争
協
力
に
対
す
る
深
い
悔
恨
と
、
そ
れ
に
抗
し
え
な
か
っ
た
悲
嘆
、
今
後
は
二
度
と
繰

り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
堅
い
決
意
が
込
め
ら
れ
た
詠
歌
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
記
述
で
は
、
悔
恨

。
悲
嘆

・
決
意
が

「戦
争

協
力
し
た
自
己
を
間
う
」
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
「遺
族
の
一
人
」
と
し
て
詠
っ
た
と
い
う
記
事
や
歌
の
内
容
と
相
応
し
て
い
な
い
。

森
川
学
長
の
よ
う
な
戦
争
責
任
を
宗
教
者
と
し
て
の
自
己
に
間
う
と
い
う
あ
り
方
も
あ
れ
ば
、
吉
本
隆
明
の
よ
う
な
自
責
も
あ
つ
た
。

「遺
族
の

一
人
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
「生
き
残
っ
た
者
」
と
し
て
の

「自
己
へ
の
問
い
」
こ
そ
こ
の
詠
歌
の
重
要
な
趣
旨
で
は
な
い

か
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
例
以
外
に
、
テ
キ
ス
ト
で
は
平
和
へ
の
責
任
や
行
動
、
晰
愧
が
生
じ
て
い
っ
た
宗
門
の
歩
み
は
記
載
さ
れ
ず
、
特
に
、
追

悼
に
は
参
加
し
て
も
靖
国
を
選
ば
な
か
っ
た
人
々
の
気
持
ち
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
ご
門
徒
の
方
の
思
い
　
　
３９



を
報
告
し
た
い
。

「平和」を考える一視点

（三
）
藤
井
睦
代
さ
ん
に
お
け
る
戦
争
体
験
と
千
鳥
ヶ
淵
追
悼
法
要
へ
の
思
い

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
に
備
後
教
区
か
ら
参
加
し
続
け
て
い
る
方
に
、
藤
井
睦
代
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
る
。
藤
井
さ
ん

は
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
を
深
く
推
進
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
方
に
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
へ
参
加
す
る
気
持
ち
を
お
う
か
が
い
し

た
こ
と
が
あ
る
。
藤
井
さ
ん
は
空
襲
の
体
験
が
あ
っ
た
。
私
の
母
と
同
様
、
焼
夷
弾
の
ヒ
ュ
ー
と
い
う
音
、
爆
音
、
機
銃
の
バ
リ
バ

リ
と
い
う
音
を
聞
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
友
人
が
何
人
も
死
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。
藤
井
さ
ん
は
靖
国
神
社
に

参
る
人
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
は
参
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
を
宗
門
が
行
っ
て
い
る
の
を

知
っ
て
、
本
当
に
身
が
振
る
え
る
ほ
ど
あ
り
が
た
か
っ
た
と
い
う
。

「自
分
た
ち
女
学
生
も
動
員
さ
れ
て
戦
争
の
中
で
働
い
た
の
に
、
兵
隊
に
出
た
人
は
遺
族
ま
で
お
金
も
ら
っ
て
い
る
。
学
徒
動
員

は
娘
を
送
り
出
し
て
、お
金
を
払
っ
て
い
る
。
み
ん
な

一
生
懸
命
勤
め
た
の
に
。
私
ら
は
防
空
壕
に
い
た
。
学
徒
の
防
空
壕
っ
て
ね
、

掘
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
蒸
し
焼
き
に
な
る
。
出
れ
ば
機
銃
掃
射
さ
れ
る
。」

「そ
れ
を
生
き
残
っ
た
私
ら
同
級
生
、
今
年
も
夜
行
で
千
鳥
ヶ
淵
行
っ
て
き
た
。
国
は
友
人
た
ち
を
見
捨
て
て
き
た
中
で
、
本
願

寺
は
あ
ら
ゆ
る
戦
争
犠
牲
者
を
追
悼
し
て
く
れ
る
。
か
れ
ら
を
忘
れ
ず
に
い
て
く
れ
る
。
そ
れ
が
嬉
し
く
て
あ
り
が
た
く
て
、
何

が
あ
っ
て
も
ず
っ
と
お
参
り
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
が
残
さ
れ
た
も
の
の
気
持
ち
」

「虫
け
ら
の
よ
う
に
殺
さ
れ
た
同
級
生
が
か
わ
い
そ
う
で
か
わ
い
そ
う
で
、
今
の
時
代
を
見
せ
て
あ
げ
た
か
っ
た
。
な
ん
か
私
が

生
き
て
い
る
こ
と
が
申
し
訳
な
く
て
。」

40
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今
も
原
爆
ド
ー
ム
に
目
を
そ
む
け
て
歩
く
被
爆
者
や
被
爆
の
事
実
を
語
れ
な
い
方
が
存
在
す
る
。
空
襲
の
時
の
心
の
傷
を
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
も
ま
だ
多
く
お
ら
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
考
え
、
被
爆
者
差
別
の
こ
と
も
考
え
る
と
、
本
稿
で
記
載
す
る
こ

と
に
私
の
中
に
も
躊
躇
す
る
思
い
も
あ
っ
た
。
空
襲
や
核
の
被
害
を
受
け
て
い
な
い
国
や
地
域
の
人
々
と
、
そ
こ
は
全
く
異
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、藤
井
さ
ん
の
い
う

「残
さ
れ
た
も
の
の
気
持
ち
」
を
は
じ
め
、
一
人
ひ
と
り
の
感
情
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
取
材
し
、

記
載
し
て
い
か
な
け
れ
ば
共
有
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

四
．
ま
と
め
―
私
た
ち
の
今
日
的
課
題
―

以
上
の
よ
う
な
推
考
に
立
つ
と
き
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
各
テ
キ
ス
ト
等
に
お
い
て
平
和
を
求
め
る
歩
み
の
、
戦
後
か
ら
千
鳥
ヶ
淵

法
要
ま
で
の
記
述
の
不
十
分
さ
が
課
題
化
で
き
た
か
と
思
う
。
『ア
ジ
ア
開
教
史
』
は

「厳
し
い
惨
状
と
痛
み
」
を
動
機
と
し
て
お
り
、

そ
の
点
明
確
だ
が
、
崎
国
神
社
問
題
ま
で
の
時
代
が
否
定
的
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
テ
キ
ス
ト
は
運
動
の
心
情
的
動
機
に
つ

い
て
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
遅
々
と
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
の
宗
門
の
歩
み
が
い
か
に
起
こ
り
、
ど
う
共
有
さ
れ
て
い
っ

た
か
、
そ
の
点
を
も
っ
と
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
視
点
を
提
示
し
、
被
爆

・
空
襲

。
終
戦
が

「問
い
」
と
な
っ
た
例
を
検
討
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「な
ぜ
平
和
を

希
求
す
る
の
か
」
コ
小
門
が
な
ぜ
加
害
に
向
き
あ
う
の
か
」
に
つ
い
て
の

一
定
の
手
が
か
り
を
得
た
と
思
う
。

誰
も
が
同
じ
感
情
を
共
有
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
父
と
母
で
ま
っ
た
く
異
な
り
、
母
に
は
戦
争
に
関
す
る
自
己
へ
の
問
い
と

い
っ
た
感
情
は
窺
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
悲
惨
の
中
に
身
を
お
い
て
問
い
を
発
し
て
も
、
代
表
的
な
原
爆
詩
人
の
峠
三
吉
と
原
民

喜
と
栗
原
貞
子
で
は
見
て
い
る
も
の
が
違
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
違
い
を
大
切
に
し
て
、
間
い
を
更
に
深
め
て
い
く
こ
と
が
、　
　
４１



私
た
ち
の
喫
緊
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

【盤
】

（１
）
姜
尚
中

・
森
巣
博

『ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
（二
〇
〇
二
年
　
集
英
社
新
書
）

（２
）
高
橋
哲
哉

『靖
国
問
題
』
（二
〇
〇
五
年
　
ち
く
ま
新
書
）

（３
）
「戦
後
問
題
」
と
は
、
「『戦
後
問
題
』
検
討
委
員
会
答
申
」
（
一
九
九
六
年
）
の
表
現
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（４
）
績
顧
厚

『侵
略
戦
争
』
（
一
九
九
九
年
　
ち
く
ま
新
書
）
な
お
、
額
額
は
国
家
を

「歴
史
の
管
理
者
」
と
い
い
、
そ
の
犯
罪
性
か
ら
歴
史
を

「取
り
戻
す
」

こ
と
を
唱
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「『管
理
』
や
『取
り
戻
し
』」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
慎
重
に
取
り
扱
い
た
い
の
で
、そ
の
点
ま
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
。

（５
）
”
ユ
日
お
〓
ヨ
¨
と
は

「記
憶
す
る
」
「忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
あ
る
い
は

「記
念
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
過
去
の
歴
史
に
向
き

あ
う
言
葉
と
し
て
特
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（６
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
Ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
２
写
真
に
見
る
戦
争
と
私
た
ち
の
教
団
～
平
和
を
願
ぅ
て
～
』
（二
〇
〇
〇
年
　
本
願
寺
出
版
社
）

（７
）
高
橋
哲
哉

『靖
国
問
題
」
（二
〇
〇
五
年
　
ち
く
ま
新
書
）

（８
）
現
実
の
被
害
が
軽
微
で
あ
る
と
認
識
し
て
は
い
な
い
が
、
放
射
線
被
害
に
か
か
る
被
爆
や
遺
伝
に
つ
い
て
の
過
度
の
表
現
は
、
差
別
や
不
安
を
い
た
ず

ら
に
煽
り
か
ね
な
い
た
め
に
こ
の
よ
う
に
記
し
た
。

（９
）
以
上
は
、
舟
橋
喜
恵

「だ
れ
の

『過
ち
』
か
」
『原
爆
と
文
学
』
一〇
〇
０
年
版
、
（原
爆
と
文
学
の
会
編
）。

舟
橋
喜
恵

「碑
文
論
争
―
パ
ル
博
士
の
コ
メ
ン
ト
」
「原
爆
と
文
学
』
Ｎ
Ｏ
只
）
年
版
、
（原
爆
と
文
学
の
会
編
）。
舟
橋
喜
恵

「
３
ｏ
Ｎ
年
の
碑
文
論
争
―
も
っ

と
わ
か
り
や
す
い
碑
文
を
」
『原
爆
と
文
学
』
Ｎ
Ｏ
ｏ
】
年
版
、
（原
爆
と
文
学
の
会
編
）。
舟
橋
喜
恵

「原
爆
碑
文
論
争
の
再
燃
」
『原
爆
と
文
学
』
い
０
０
Ｎ
年
版
、

（原
爆
と
文
学
の
会
編
）
に
基
づ
き
、
醍
醐
聴
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
プ
ロ
グ
に
よ
っ
て
理
解
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
醍
醐
聴
東
京
大
学
名
誉

教
授
の

「醍
醐
の
プ
ロ
グ
」
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

（
１０
）
長
津
功
三
良

・
鈴
木
比
佐
雄

・
山
本
十
四
尾
編

『原
爆
詩
百
八
十

一
人
集
」
（二
〇
〇
七
年
コ
ー
ル
サ
ツ
ク
社
）

一
六
ペ
ー
ジ

（
Ｈ
）
中
沢
啓
治

『は
だ
し
の
ゲ
ン
』
（
一
九
八
八
年
汐
文
社
）

（
１２
）
長
津
功
三
良

・
鈴
木
比
佐
雄

・
山
本
十
四
尾
編

『原
爆
詩
百
八
十

一
人
集
』
（二
〇
〇
七
年
コ
ー
ル
サ
ツ
ク
社
）

一
九
ペ
ー
ジ

（
１３
）
長
津
功
三
良

・
鈴
木
比
佐
雄

・
山
本
十
四
尾
編

『原
爆
詩
百
八
十

一
人
集
』
（二
〇
〇
七
年
コ
ー
ル
サ
ツ
ク
社
）

一
八
ベ
ー
ジ

「平和」を考える一視点
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（１４
）
長
津
功
三
良

・
鈴
木
比
佐
雄

・
山
本
十
四
尾
編

『原
爆
詩
百
八
十

一
人
集
』
（
二
〇
〇
七
年
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
）

一
八
ペ
ー
ジ

（１５
）
吉
本
隆
明

『超

「戦
争
論
」
上
巻
』
（二
〇
〇
二
年
　
ア
ス
キ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
二
〇
六
ベ
ー
ジ

（１６
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
Ｏ
●
平
和
シ
リ
ー
ズ
ー
平
和
問
題

・
ヤ
ス
ク
ニ
問
題
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
（
一
九
九
八
年
　
本
願
寺
出
版
社
）
三
ペ
ー
ジ

（‐７
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
２
写
真
に
見
る
戦
争
と
私
た
ち
の
教
団
～
平
和
を
願
っ
て
～
』
（
二
〇
〇
〇
年
　
本
願
寺
出
版
社
）

ニ
ペ
ー
ジ

（
１８
）
『第
■
期
僧
研
ノ
ー
ト
　
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て
』
（二
〇
〇

一
年
四
月

一
日
　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
六
ベ
ー
ジ
及
び
七
三
ベ
ー
ジ
。

（
１９
）
私
は
僧
侶
研
修
に
お
い
て
、
「鈍
感
」
さ
と

「信
心
の
社
会
性
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
事
が
あ
る
。
そ
の
場
で
応
答
し
た
が
、
そ
れ
は
今

思
え
ば
私
個
人
の
思
い
を
述
べ
た
に
過
ぎ
ず
、
テ
キ
ス
ト
に
準
拠
し
た
回
答
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（２０
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
Ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
―
』
（二
〇
〇
七
年
九
月

一
〇
日
　
本
願
寺
出
版

社
）
九

一
ベ
ー
ジ

（２１
）
『ア
ジ
ア
開
教
史
』
（二
〇
〇
八
年
二
月
二

一
日
　
本
願
寺
出
版
社
）
三
二
六
ベ
ー
ジ

（２２
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
Ｏ
■
●
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
―
」
（
二
〇
〇
七
年
九
月

一
〇
日
　
本
願
寺
出
版

社
）

一
五
二
～

一
五
八
ペ
ー
ジ

（２３
）
『ア
ジ
ア
開
教
史
』
（二
〇
〇
八
年
二
月
二

一
日
　
本
願
寺
出
版
社
）
三
二
四
ペ
ー
ジ

（２４
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
Ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
３
戦
争
と
平
和
に
学
ぶ
―
宗
教
と
国
家
を
考
え
る
―
』
（
二
〇
〇
七
年
九
月

一
〇
日
　
本
願
寺
出
版

社
）
九

一
ベ
ー
ジ

（２５
）
「『戦
後
問
題
』
検
討
委
員
会
答
申
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
教
団
の
戦
争
協
力
の
内
容
は

「教
団
の
具
体
的
戦
争
協
力
に
つ
い
て
」
と
し
て

「
１
．
コ
Ｌ
消
息
』
な
ど
の
教
団
の
公
式
文
書
に
よ
っ
て
身
を
さ
さ
げ
て
国
家
に
仕
え
る
こ
と
を
す
す
め
た
こ
と
。
２
．
い
わ
ゆ
る
戦
時
教
学
の
形
成
問
題
。

３
．
教
団
関
係
出
版
物
で
戦
時
翼
賛
活
動
を
行
っ
た
こ
と
。
４
．
各
教
化
団
体
が
戦
時
奉
公
活
動
を
行
っ
た
こ
と
。
５
．
従
軍
布
教
・海
外
布
教
が
軍
隊
・

兵
士
を
支
え
、
植
民
地
支
配
地
域
の
宣
撫
活
動
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
。
６
．
集
会

（宗
会
）
に
お
い
て
議
員
が
国
策
協
力
に
向
け
た
建
議
を
行
っ

た
こ
と
。
７
．
戦
時
状
況
に
同
調
し
て
宗
門
組
織
を
改
革
し
た
こ
と
。
８
．
教
団
が
法
制
的
に
国
家
を
絶
対
化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
９
．
国
家
神
道
を

容
認
し
、
国
体
護
持
を
教
団
の
社
会
的
役
割
の

一
つ
と
し
て
い
っ
た
こ
と
。

１０
．
真
俗
二
諦
の
教
旨
に
よ
り
、
宗
祖
の
教
え
を
国
家
主
義
的
に
理
解
し

て
い
っ
た
こ
と
。」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て

「教
団
の
今
日
的
課
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
が
あ
り
、

「
１
．
『真
俗
二
諦
の
教
旨
』
の
問
題
性
を
直
視
し
、
宗
祖
の
お
心
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
教
学
の
営
み
を
す
す
め
る
。
現
実
認
識
を
国
家
に
ゆ
だ
ね
ず
、　
　
４３



浄
土
真
宗
固
有
の
現
実
認
識
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
２
．
「五
〇
年
法
要
」
で
の

コ
」
親
教
」
及
び
千
鳥
ヶ
淵
法
要
の
願
い
な
ど
を
宗
門
全
体
に
徹
底
す

る
た
め
研
修
条
件
を
整
備
し
、
ま
た
、
戦
時
下
の

コ
ｃ
門
主
消
息

・
裏
方
訓
論

・
執
行
長
訓
告

・
達
示
』
な
ど
の
適
切
な
取
り
扱
い
に
取
り
組
む
。
３
．

お
聖
教
の
不
拝
読
の

『心
得
通
達
』
は
失
効
す
べ
き
。
４
．
聖
徳
太
子
尊
像
安
置
を
巡
る

『達
示
甲
第
２２
号
』
（
１
９
３
９
年
）
は
失
効
す
べ
き
。
５
．

各
教
化
団
体
の
戦
時
の
活
動
内
容

・
人
間
像
が
戦
後
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
検
証
し
、
現
代
の
多
様
な
課
題
を
協
議
す
べ
き
。
６
．
海
外

開
教
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
、
ア
ジ
ア
・太
平
洋
諸
国
の
人
々
と
の
交
流
に
取
り
組
む
べ
き
。
７
三
叡
団
の
社
会
的
責
任
を
は
た
す
た
め
、『平
和
セ
ン
タ
ー
』

（仮
称
）
を
開
設
し
平
和
問
題
に
取
り
組
む
。
８
．
「千
鳥
ヶ
淵
法
要
」
の
趣
旨
、
「五
〇
年
法
要
」
の

コ
し
親
教
」
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
各
教
区
で
は

引
き
続
い
て
平
和
の
つ
ど
い
を
開
催
し
、
非
戦
平
和
の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
。」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
ま
ら
れ
て
い
る
。

私
は
こ
れ
ら
を
も
っ
て

「漸
愧
」、
「具
体
的
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
答
申
は

『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動

ｚ
Ｏ
■
０
平
和
シ
リ
ー
ズ
２
写
真

に
見
る
戦
争
と
私
た
ち
の
教
団
～
平
和
を
願
っ
て
～
』
（二
〇
〇
〇
年
　
本
願
寺
出
版
社
）
五
三
～
五
七
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（２６
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
Ｏ
●
平
和
シ
リ
ー
ズ
ー
平
和
問
題

・
ヤ
ス
ク
ニ
問
題
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
（
一
九
九
八
年
　
本
願
寺
出
版
社
）
九
六
ペ
ー

ジ

（２７
）
『ブ
ツ
ク
レ
ツ
ト
基
幹
運
動
ｚ
Ｏ
い
平
和
シ
リ
ー
ズ
ー
平
和
問
題

・
ヤ
ス
ク
ニ
問
題
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
（
一
九
九
八
年
　
本
願
寺
出
版
社
）
九
七
ペ
ー

ジ

（２８
）
以
上
は
二
〇

一
二
年
度
に
総
合
研
究
所
に
お
い
て
聞
き
取
り
に
よ
る
寺
院
調
査
を
行
っ
た
際
に
お
窺
い
し
、
事
後
二
〇

一
三
年
、
二
〇

一
四
年
の
三
度

訪
問
し
お
伺
い
し
た
数
次
に
亘
る
聞
き
取
り
に
基
づ
く
。
藤
丼
睦
代
さ
ん
に
は
本
稿
へ
の
掲
載
許
可
を
戴
い
て
い
る
。

【キ
ー
ワ
ー
ド
】

平
和
視
点
感
情

「平和」を考える一視点
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