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日
本
近
代
詩
と
は
ご
く
一
握
り
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
明
治
期
に
創
作
さ
れ
た
人

工
的
な
文
学
形
態
で
あ
り
、
彼
ら
は
一
様
に
西
洋
詩
の
模
倣
か
ら
出
発
し
た
。
だ
が
こ

う
し
て
成
立
し
た
近
代
詩
の
多
く
は
、
音
数
律
と
い
う
詩
法
ば
か
り
か
、
内
容
的
に
も

新
古
今
以
来
の
古
典
的
抒
情
を
受
け
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
本
論
の
研
究
対
象
で
あ
る
四

季
派
の
立
原
道
造
も
ま
た
、
同
時
代
的
に
は
同
様
の
系
譜
に
属
す
る
詩
人
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
。

西
洋
詩
に
お
け
る
古
典
的
な
詩
法
、
す
な
わ
ち
歩
格
お
よ
び
韻
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
こ
れ
に
失
敗
し
た
日
本
近
代
詩
に
あ
っ
て
は
、
音
数
律
を

手
放
す
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
詩
と
し
て
成
立
さ
せ
る
原
理
そ
の
も
の
が
失
わ
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。だ
が
日
本
近
代
詩
の
一
部
に
は
、こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
「
内

在
律
」「
内
部
の
韻
律
（
１

）」
と
い
っ
た
仮
説
の
域
を
出
な
い
概
念
よ
り
も
明
確
な
形
で
、

そ
の
よ
う
な
内
在
的
論
理
が
存
在
し
て
お
り
、
殊
に
立
原
道
造
と
い
う
詩
人
に
お
い
て

は
、
確
か
に
そ
こ
に
独
自
の
詩
学
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
の
背
景
を
論
じ
た
「
序
論

立
原
道
造
研
究
と
詩
学

│
│
日
本
近
代
詩
史
に

お
け
る
立
原
詩
学
│
│
」
に
続
き
、
本
研
究
で
は
主
に
立
原
道
造
の
二
冊
の
詩
集
『
萱

草
に
寄
す
』（
風
信
子
叢
書
、
一
九
三
七
年
）、『
暁
と
夕
の
詩
』（
風
信
子
叢
書
、
一
九

三
七
年
）
を
対
象
に
そ
の
詩
学
的
問
題
を
分
析
し
、
こ
れ
ま
で
印
象
的
に
語
ら
れ
る
ば

か
り
だ
っ
た
そ
の
詩
文
の
「
本
質
的
な
わ
か
り
に
く
さ
（
２

）」
に
具
体
的
に
分
け
入
る
こ
と

で
、
立
原
詩
を
成
立
さ
せ
る
原
理
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。

右
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
第
一
章

立
原
道
造
の
統
語
法

│
│
立

原
詩
学
を
支
え
る
根
本
原
理
│
│
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
立
原
道
造
の
詩
文
最
大
の
構
文

的
特
徴
と
し
て
着
目
さ
れ
て
き
た
「
修
飾
句
の
絶
対
化
（
３

）」
等
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
、
措

辞
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

そ
の
詩
文
が
特
徴
的
な
句
読
法
を
基
盤
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
句
跨
ぎ
、

倒
置
法
と
い
う
二
つ
の
技
法
が
「
絶
対
化
」
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
突
き
と

め
た
。
こ
の
議
論
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
続
け
て
統
語
法
の
分
析
に
踏
み
込
む
こ
と
で
、

右
の
修
飾
句
に
限
ら
ず
、
ほ
ぼ
全
て
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
の
関
係
性
か
ら
切
り
離
さ

れ
、
一
定
の
独
立
性
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
統
語

法
に
よ
っ
て
、
時
に
は
従
属
句
が
主
文
よ
り
も
優
位
に
立
ち
な
が
ら
詩
想
上
の
中
心
的

な
役
割
を
担
っ
た
り
、
ま
た
通
常
で
は
結
び
つ
き
得
な
い
構
文
要
素
同
士
が
詩
学
的
に

結
び
つ
き
、
そ
こ
で
意
味
の
再
構
築
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
立

原
道
造
に
特
徴
的
な
統
語
法
と
は
、
自
身
の
求
心
力
が
破
綻
し
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
ま
で
自
己
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
散
文
と
は
異
な
る
右
の
よ
う
な
論
理
を
獲
得

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
文
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
原
理
的
な

意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
章
の
結
論
を
土
台
に
、
続
い
て
「
第
二
章

立
原
詩
に
お
け
る
修
飾
句
の

機
能

│
│
曖
昧
性
と
多
様
性
の
様
式
│
│
」
で
は
、
そ
の
構
文
要
素
の
中
で
も
多
く

言
及
さ
れ
て
き
た
修
飾
句
の
機
能
、
そ
の
詩
学
的
な
意
義
に
つ
き
再
検
討
し
た
。
立
原

道
造
の
詩
文
は
構
文
的
に
修
飾
句
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
修
飾
関
係
や
構
造
が
複
雑
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
音
楽
性
の
問
題
や
「
絶

対
化
」
し
た
際
の
機
能
的
な
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
本
章
で
は
こ
の
修
飾
句
を
よ

り
広
く
捉
え
直
し
、
中
で
も
詩
学
的
に
着
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
用
法
、
す
な

わ
ち
修
飾
句
の
羅
列
、
そ
し
て
了
解
困
難
な
比
喩
表
現
に
つ
き
分
析
し
た
。
こ
れ
ら
が
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積
極
的
に
詩
文
の
叙
事
的
内
容
を
か
き
消
し
、
あ
る
い
は
構
文
的
な
独
立
性
を
高
め
な

が
ら
そ
の
特
徴
的
な
統
語
法
を
機
能
的
に
支
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
想
の
曖
昧
性
（
４

）を

豊
か
に
増
幅
し
て
い
く
様
を
確
認
し
、
修
飾
句
が
そ
う
し
て
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え

る
こ
と
で
求
心
力
を
高
め
つ
つ
、
結
果
的
に
そ
の
背
後
に
何
ら
か
の
「
物
語
性0

」（
傍

点
原
文
（
５

））
を
招
き
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
立
原
道
造
の
詩
文
に
お
け

る
修
飾
句
は
、
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
な
統
語
法
に
よ
る
散
文
的
論
理
の
解
体
を
支
持

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
詩
様
式
を
支
え
る
重
要
な
構
文
要
素
で
も
あ
っ
た
と
言
い
得

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、「
第
三
章

詩
学
か
ら
み
る
立
原
個
人
史

│
│
立
原
詩
学
は

ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
│
│
」
で
は
拾
遺
詩
篇
も
含
め
た
詩
人
の
仕
事
を
経
時

的
に
辿
る
こ
と
で
、
詩
学
的
な
観
点
か
ら
個
人
史
の
再
構
築
を
図
っ
た
。
近
年
筑
摩
書

房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
最
新
の
個
人
全
集
に
お
い
て
新
た
に
未
発
表
作
品
が
収
録
さ
れ
た

が
、
い
ま
だ
こ
れ
ら
を
詳
細
に
分
析
し
た
研
究
は
な
い
。
今
回
こ
れ
に
新
た
に
光
を
当

て
る
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
き
た
フ
ォ
ル
ム
や
形
式
と
は
異
な
る
、
詩
学
と

い
う
新
た
な
視
点
を
立
原
個
人
史
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
の
詩
史
に
関
し
て
は
短
歌
か
ら

詩
へ
の
転
換
期
に
採
用
さ
れ
て
い
た
四
行
詩
型
や
、
ま
た
立
原
道
造
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー

ク
と
も
言
え
る
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
に
多
く
の
議
論
が
費
や
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
第
一
章

や
第
二
章
で
検
討
し
た
統
語
法
や
レ
ト
リ
ッ
ク
を
も
と
に
立
原
詩
学
の
発
展
史
を
検
証

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
お
よ
そ
四
期
に
分
類
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
、

そ
の
上
で
、
こ
れ
に
続
く
二
度
目
の
統
語
法
実
験
期
と
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
採
用
が
重
な
る

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
年
）
秋
を
立
原
詩
学
の
成
立
期
と
位
置
付
け
た
。
ま
た
こ
れ

に
先
駆
け
た
同
年
春
の
リ
ル
ケ
翻
訳
業
が
そ
の
詩
学
形
成
の
決
定
的
な
転
機
と
な
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
一
旦
破
棄
し
た
実
験
的
統
語
法
を
改
め
て
自
身
の
詩
学
の
柱
と
し

て
位
置
付
け
た
立
原
道
造
が
、
無
秩
序
に
陥
ろ
う
と
す
る
詩
文
た
ち
を
フ
ォ
ル
ム
に

よ
っ
て
支
え
る
た
め
に
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
を
定
着
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

続
い
て
そ
の
延
長
と
し
て
、「
第
四
章

立
原
詩
学
に
お
け
る
翻
訳
業
の
意
義

│
│
立
原
道
造
に
よ
る
リ
ル
ケ
翻
訳
詩
の
研
究
│
│
」
で
は
立
原
詩
学
の
確
立
に
お
い

て
翻
訳
業
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
と
い
う
問
題
に
踏
み
込
み
、
特
に
そ
の
決
定
的

な
転
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
リ
ル
ケ
翻
訳
業
を
分
析
し
た
。
こ
れ
ま
で
リ
ル
ケ
と
立

原
道
造
の
関
係
に
つ
い
て
は
受
容
と
影
響
と
い
う
研
究
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
リ

ル
ケ
原
詩
と
立
原
道
造
に
よ
る
訳
詩
を
突
き
合
わ
せ
た
研
究
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今

回
、
多
く
の
詩
集
収
録
作
品
が
書
か
れ
る
前
年
、『
四
季
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
リ
ル

ケ
『
第
一
詩
集
』
収
録
の
「Leben

」
中
、「
Ⅰ
」「
Ⅵ
」「
Ⅹ
Ⅹ
」
に
つ
い
て
、
原
詩

と
立
原
道
造
に
よ
る
訳
詩
「
愛
す
る
」
を
比
較
検
討
し
、
そ
の
翻
訳
作
業
を
詳
細
に
分

析
し
た
。
主
に
「
Ⅰ
」
で
は
修
飾
句
の
羅
列
・
自
律
化
に
つ
い
て
、「
Ⅵ
」「
Ⅹ
Ⅹ
」
で

は
句
読
法
や
倒
置
法
、
句
跨
ぎ
、
そ
し
て
統
語
法
に
つ
い
て
分
析
し
、
リ
ル
ケ
訳
詩
中

す
で
に
立
原
詩
学
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
右
の
手
法
が
翻
訳
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
ま
た
方
法
論
と
し
て
採
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。
こ
う
し
て
立
原
道
造
が
独
自
の
詩
学
を
打
ち
立
て
る
そ
の
道
の
り
に
お
い
て
、

リ
ル
ケ
翻
訳
と
い
う
行
為
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
を
発
見
し
た
。
同
時

に
、
言
語
シ
ス
テ
ム
の
大
き
く
異
な
る
他
言
語
の
翻
訳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
効
果
が
、

場
面
に
よ
っ
て
は
独
創
的
な
詩
的
表
現
と
捉
え
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
果
敢
な
文
学
的

実
験
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
事
態
を
指
摘
し
、
翻
訳
論
の
よ
う
な
研
究
分
野

で
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
こ
う
し
た
現
象
の
中
に
、
積
極
的
に
詩
学

的
な
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
詩
法
の
中
核
に
ま
で
据
え
よ
う
と
試
み
た
、
立
原
道

造
と
い
う
詩
人
の
特
異
な
詩
学
的
態
度
を
も
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
研
究
の
ひ
と
つ
の
ま
と
め
と
し
て
、「
第
五
章

引
用
法
に
み
る
立
原
詩
学

│
│
本
歌
取
り
に
関
す
る
議
論
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
多

く
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
実
の
と
こ
ろ
立
原
道
造
の
詩
学
的
特
徴
を
体
現
し
て
い
る
と

言
え
る
技
法
、
引
用
法
に
つ
き
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
は
長
ら
く
、『
新
古
今
和
歌
集
』

的
な
「
本
歌
取
り
」
と
し
て
一
様
に
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
改
め
て
よ
り
広
義
の
詩
的

技
法
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
そ
の
大
部
分
が
あ
ら
ゆ
る
面
で
「
本
歌
取
り
」
の
定
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義
か
ら
外
れ
る
用
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
「
本
歌
取
り
」
研
究

と
い
う
文
脈
か
ら
こ
れ
を
解
放
し
た
。
そ
の
上
で
、「
は
じ
め
て
の
も
の
に
」
最
終
連

の
「
い
か
な
日
に
み
ね
に
灰
の
煙
の
立
ち
初
め
た
か
」、
そ
れ
に
続
く
「
エ
リ
ー
ザ
ベ

ト
の
物
語
」
等
の
引
用
部
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
が
や
は
り
散
文
的
論
理
の
解
体
と
再

構
築
を
手
伝
い
な
が
ら
、
一
篇
の
詩
の
中
で
設
定
さ
れ
た
主
な
舞
台
に
、
敢
え
て
時
代

や
国
の
異
な
る
詩
空
間
を
裏
写
し
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
層
的
な
モ
チ
ー
フ
や
詩

想
を
形
作
ろ
う
と
す
る
立
原
詩
特
有
の
様
式
を
も
浮
き
彫
り
に
し
た
。
そ
れ
は
統
語
法

を
ぎ
り
ぎ
り
の
地
平
に
ま
で
解
体
し
、
句
同
士
の
新
た
な
関
係
性
を
再
構
築
し
よ
う
と

す
る
詩
学
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
補
助
す
る
か
の
よ
う
に
、
構
文
解
釈
の
多
様
性
と
詩
想

の
曖
昧
性
を
拡
張
さ
せ
る
修
飾
句
た
ち
、
そ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
存
在
な
の

で
あ
り
、
つ
ま
り
立
原
道
造
の
詩
文
に
お
け
る
引
用
法
は
、
そ
れ
自
身
が
詩
学
の
一
側

面
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
様
式
を
支
え
る
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
こ
こ
に
論
証
し
た
。

最
後
に
「
終
章

抒
情
詩
か
象
徴
詩
か
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
詩
か

│
│
立
原
詩
学
研

究
に
関
す
る
今
後
の
指
針
│
│
」
で
本
研
究
の
総
括
を
示
す
と
共
に
、
立
原
道
造
と
い

う
詩
人
が
日
本
近
代
詩
史
の
研
究
に
お
い
て
大
き
く
評
価
や
位
置
付
け
が
分
か
れ
る
こ

と
の
意
味
を
論
じ
、
論
者
の
今
後
の
研
究
指
針
を
示
し
た
。

以
上
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
立
原
道
造
研
究
に
お
い
て
体
系
的
に
分
析
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
統
語
法
を
は
じ
め
、
そ
の
詩
文
を
成
立
さ
せ
る
内
在
的
論
理
と
呼
べ
る
も
の
の

全
容
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
立
原
道
造
が
目
指
し
た
詩
の
様

式
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

注

（
１

）
萩
原
朔
太
郎
「
リ
ズ
ム
の
話
」（『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七

五
年
一
月
、
三
二
八
〜
三
四
三
頁
）
等
を
参
照
。

（
２

）
栗
津
則
雄
「
立
原
道
造
│
│
回
想
的
感
想
」（
中
村
真
一
郎
編
『
立
原
道
造
研
究
』
思

潮
社
、
一
九
七
一
年
三
月
）
二
三
三
頁
。

（
３

）
菅
谷
規
矩
雄
「
幸
福
な
詩
人
の
不
幸
な
詩
錯
叙
の
語
法
」（『
現
代
詩
読
本
4
立
原
道

造
』
思
潮
社
、
一
九
八
三
年
六
月
）
一
五
〇
〜
一
五
三
頁
。

（
４

）
こ
こ
で
は
西
洋
詩
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
英
：am

biguity

」
を
意
味
す
る
。
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ン
『
詩
を
ど
う
読
む
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
七
月
）
三
三
三
頁
等

を
参
照
。

（
５

）
野
村
聡
『
立
原
道
造
』（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
八
頁
。
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本
修
士
論
文
は
国
家
間
の
表
面
的
な
「
和
解
」
と
「
忘
却
」
に
よ
っ
て
等
閑
視
さ
れ

て
き
た
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
と
い
う
空
間
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
／
日
本
間
を
越
境
移
動
す
る
人

び
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
日
本
近
代
文
学
が
ど
の
よ
う
に
表
象
・
記
号
化
し
て
き
た

の
か
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
研
究
の
背
景
に
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
。
ま
ず
日
本
近
代
史
・
文
学
に
お
け
る

「
南
方
」
や
「
外
地
」
の
研
究
で
あ
る
）
1
（

。
そ
れ
ら
は
戦
間
期
を
中
心
に
使
わ
れ
た
「
外
地
」

「
南
洋
」
と
い
う
政
治
的
空
間
把
握
に
基
づ
い
て
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
明
治
か
ら

戦
後
へ
繋
が
る
時
間
軸
に
お
い
て
連
続
的
に
眺
め
直
す
通
時
的
視
座
を
見
逃
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
「
移
動
」
や
「
越
境
」
に
関
わ
る
文
学
研
究
で
あ
る
）
2
（

。
こ
こ
で
は
「
移
動
」

が
東
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
で
の
問
題
と
さ
れ
、「
南
方
」
と
括
ら
れ
た
空
間
が
切
断
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
移
動
」
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア

の
関
係
を
導
入
し
、
と
り
わ
け
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
焦
点
化
し
た
議
論
を
展
開
さ
せ
た
。

〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
着
目
す
る
理
由
は
、
比
日
国
家
間
の
表
面
的
「
和
解
」
に
よ
り
、

個
々
の
越
境
者
た
ち
は
閑
却
さ
れ
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
関
す
る
日
本
人
の
集
合
的
記
憶

が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
点
を
問
題
視
す
る
た
め
だ
。
明
治
期
か
ら
日
本
は
フ
ィ
リ
ピ
ン

へ
大
量
の
移
民
を
送
っ
て
い
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
唯
一
の
米
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た
た

め
激
し
い
戦
闘
が
起
き
、
多
数
の
市
民
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
戦
後
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
強

い
対
日
悪
感
情
が
渦
巻
い
て
い
た
が
、「
和
解
」
の
成
功
に
よ
っ
て
そ
れ
は
不
可
視
化

さ
れ
、
日
本
人
の
記
憶
か
ら
も
「
忘
却
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
に
対
し
、
本
論
文
で
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
関
わ
る
一
九
四
〇
年
前

後
と
、
戦
後
賠
償
と
関
わ
る
一
九
六
〇
年
前
後
の
作
品
に
注
目
し
、
大
石
千
代
子
「
山

に
生
き
る
人
々
」（
一
九
四
〇
）、『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』（
一
九
三
九
）
と
『
ベ
ン
ゲ
ッ

ト
道
路
』（
一
九
六
〇
）、
織
田
作
之
助
「
わ
が
町
」（
一
九
四
三
）、
大
岡
昇
平
「
ミ
ン

ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」（
一
九
六
九
）
を
検
討
し
た
。
た
だ
し
、〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
と
は
権

力
が
仮
構
す
る
「
地
名
と
か
国
家
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
3
（

」
で
あ
る
こ
と
は
留
意
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
作
品
・
問
題
系
を
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
へ
囲
い
込
む
こ
と
も

ま
た
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉

と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
か
を
問
う
こ
と
で
し
か
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
を
「
名
づ
け
、
分
節

し
、
囲
い
込
」
ん
だ
権
力
的
言
説
の
あ
り
よ
う
を
解
体
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
。

論
者
の
立
場
は
、
Ｇ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
「
思
考
な
い
し
思
考
主
体
を
透
明
ま
た
は

目
に
見
え
な
い
存
在
に
し
て
し
ま
う
」
の
で
は
な
く
、「
自
己
自
身
の
批
判
を
遂
行
す

る
な
か
で
現
前
の
言
説
が
ど
の
よ
う
な
道
程
を
た
ど
る
の
か
を
自
覚
す
る
」
と
い
う
言

葉
に
依
拠
す
る
）
4
（

。
本
修
士
論
文
は
、「
私
」
と
い
う
「
自
己
」
が
何
か
語
る
と
き
、「
思

考
主
体
を
透
明
」
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
自
己
自
身
の
批
判
」
と
し
て
こ
れ
を
論
じ

る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

反
語
を
よ
ぶ
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
と
「
移
民
」

　
　
　
　
│
│
大
石
千
代
子
「
山
に
生
き
る
人
々
」
論
│
│

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ダ
バ
オ
に
移
民
と
し
て
渡
っ
た
日
本
人
家
族
を
描
く
小
説
「
山
に
生

き
る
人
々
」
を
扱
い
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
移
住
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
一
九
四
〇
年
に
お

け
る
「
移
民
」
の
表
象
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
作
者
の
大
石
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反

省
的
で
な
い
作
家
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
小
説
「
山
に
生
き
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る
人
々
」
の
解
釈
か
ら
そ
う
し
た
作
家
像
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
提
起
し
た
。

本
作
は
「
国
策
」
に
資
す
る
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、
テ
ク
ス
ト
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
描
写
は
読
み
の
誘
導
を
裏
切
り
続
け
る
。
移
民
二
世
の
娘
は
自
明
的
に
提
示
さ
れ

る
「
日
本
」
が
理
解
で
き
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
い
て
は
本
当
の
「
日
本
人
」
に
な
れ
な

い
と
し
て
日
本
へ
旅
立
つ
が
、
そ
れ
は
帝
国
日
本
へ
の
強
い
欲
望
の
表
明
で
あ
る
と
同

時
に
、〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
お
け
る
帝
国
日
本
の
増
殖
の
失
敗
で
あ
る
こ
と
を
反
語
的

に
露
呈
さ
せ
続
け
る
。
多
様
性
や
差
異
を
帝
国
と
し
て
認
め
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で

も
同
一
化
を
求
め
る
帝
国
「
日
本
」
は
、
ダ
バ
オ
の
「
移
民
」
を
そ
の
内
部
に
取
り
込

む
こ
と
が
で
き
ず
、「
移
民
」
は
境
界
的
人
物
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
同
一
化
の
不

可
能
性
を
め
ぐ
る
描
写
か
ら
、「
移
民
」
が
「
棄
民
」
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
予
見
さ

せ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章

大
石
千
代
子
論
│
│
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』
と
そ
の
改

稿
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
視
座
と
し
て
│
│

第
一
章
で
扱
っ
た
大
石
千
代
子
の
作
家
像
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
作
品
の
描
写
を
視
座
と
し
て
検
討
を
加
え
た
。
大
石
に
つ

い
て
は
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』
と
、
戦
後
改
稿
さ
れ
た
『
人
柱
』、『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
道
路
』

が
一
貫
し
て
代
表
作
と
見
な
さ
れ
「
社
会
派
作
家
」「
移
民
文
学
作
家
」
と
い
う
評
価

が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
一
面
的
評
価
に
対
し
、
大
石
が
戦
後
に
女
性
と
し
て

の
自
己
を
問
う
私
小
説
的
作
品
を
描
い
た
こ
と
を
も
と
に
、
戦
後
の
「
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
も

の
」
の
表
現
と
改
稿
を
分
析
し
、
作
家
像
の
再
構
築
を
目
指
す
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
前
後
で
同
じ
物
語
を
改
稿
し
た
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』（
一

九
三
九
）・『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
道
路
』（
一
九
六
〇
）
は
、「
国
民
」
＝
「
人
間
」
＝
「
男
」

と
い
う
男
根
的
モ
チ
ー
フ
を
中
心
化
し
女
性
を
周
縁
化
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
か

ら
ゆ
き
さ
ん
」
の
言
動
が
同
性
愛
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
引
き
起
す
仕
掛
け
も
あ

り
、男
性
移
民
の
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
に
基
づ
く
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
は
混
乱
を
見
せ
る
。「
国

民
」
の
枠
か
ら
女
性
を
排
除
す
る
力
学
は
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』
か
ら
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト

道
路
』
へ
の
改
稿
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、「
女
」
を
「
畜
生
」

と
ま
で
表
現
す
る
こ
の
作
品
群
は
、
女
性
が
家
父
長
制
に
抑
圧
さ
れ
つ
つ
「
人
間
」
と

し
て
の
声
を
奪
わ
れ
て
い
く
過
程
を
可
視
化
し
て
い
る
。
以
上
の
作
品
分
析
か
ら
、

〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
と
い
う
題
材
は
彼
女
が
「
国
民
」
と
い
う
装
置
に
参
入
す
る
た
め
に

必
要
と
し
た
場
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

第
三
章

織
田
作
之
助
「
わ
が
町
」
論
│
│
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
を

「
噛
む
」
身
体
│
│

織
田
作
之
助
の
長
篇
小
説
「
わ
が
町
」
は
、
前
章
と
同
様
、
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
道
路
工
事

を
経
験
し
た
人
物
を
主
人
公
と
す
る
。
主
人
公
・
佐
渡
島
他
吉
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら

大
阪
へ
帰
還
し
て
も
な
お
、
大
阪
の
新
世
界
で
「
人
力
車
」
の
俥
夫
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
の
記
憶
を
提
起
し
つ
づ
け
る
。

他
吉
の
「
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
の
他
あ
や
ん
」
と
い
う
自
己
像
は
、
強
く
「
噛
む
」
と
い
う

身
体
性
に
依
っ
て
立
っ
て
お
り
、「
噛
む
」
こ
と
に
関
わ
る
オ
ー
ラ
ル
な
身
体
性
が
他

吉
の
孫
娘
・
君
枝
に
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
の
記
憶
と
と
も
に
伝
播
し
て
い
く
。
こ
の
「
噛

む
」
と
い
う
身
体
性
を
通
し
て
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
は
「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ュ
ウ
ム
」
に

映
さ
れ
る
「
南
十
字
星
」
か
ら
、
多
様
な
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
像
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
「
南
進
」
の
典
型
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
受
容
す
る
登
場
人
物
た
ち
が
い

る
一
方
、
主
人
公
の
他
吉
は
「
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
の
他
あ
や
ん
」
と
い
う
自
己
像
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て
「
南
十
字
星
」
を
意
味
づ
け
、
自
分
が
犠
牲
を
強
い
た
記
憶
（
嫁
婿
を

マ
ニ
ラ
へ
追
い
立
て
、
死
な
せ
た
こ
と
）
も
想
起
し
つ
づ
け
る
。〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
は
、

遠
く
に
あ
る
か
ら
こ
そ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
効
力
を
持
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
孫
娘
の

君
枝
は
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
へ
の
意
志
を
見
せ
ず
「
降
る
よ
う
な
星
空
」
を
眼
に
映
す
の
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み
で
あ
る
。
こ
の
眼
を
、〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
お
け
る
死
者
の
「
弔
い
」
が
〈
フ
ィ
リ

ピ
ン
〉
を
非
実
体
化
す
る
植
民
地
主
義
的
シ
ス
テ
ム
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
可
視
化

す
る
も
の
と
し
、
作
品
の
新
し
い
解
釈
を
ひ
ら
い
た
。

第
四
章

大
岡
昇
平
「
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」
に
お
け
る
〈
フ
ィ

リ
ピ
ン
〉
│
│
「
弔
い
」
の
た
め
に
描
く
「
地
図
」
│
│

本
章
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
海
外
戦
没
者
追
悼
を
め
ぐ
る
議
論
を
導
線
に
、
海
外
戦

没
者
を
「
弔
う
」
枠
組
み
に
お
い
て
「
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」
を
検
討
し
た
。
本
作

品
は
、
こ
れ
ま
で
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
レ
イ
テ
戦
記
』
を
補
完
す
る
資
料
と
し
て

読
ま
れ
て
き
た
。
だ
が
、
ミ
ン
ド
ロ
島
と
い
う
自
ら
が
駐
屯
し
て
い
た
土
地
に
こ
だ

わ
っ
た
創
作
で
あ
る
点
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
遺
骨
収
集
と
い
う
戦
後
の
「
弔
い
」

の
あ
り
方
を
問
題
化
し
た
点
に
お
い
て
固
有
の
問
題
を
持
っ
て
い
る
。「
私
」
は
一
貫

し
て
「
戦
友
」
が
「
野
ざ
ら
し
」
に
な
っ
て
い
る
「
ル
タ
イ
高
地
」
に
こ
だ
わ
り
、
新

た
に
購
入
し
た
「
地
図
」
を
手
に
そ
こ
へ
向
か
お
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
こ
は
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
に
と
っ
て
の
「
地
図
」
で
は
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

場
所
で
あ
り
、「
私
」
が
想
定
す
る
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
の
「
地
図
」
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
に
よ
る
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
の
「
地
図
」
は
重
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
事
態
を

認
識
し
た
う
え
で
、「
戦
友
」
を
「
弔
う
」
こ
と
を
目
指
す
「
私
」
は
、「
野
ざ
ら
し
」

に
な
っ
て
い
る
「
戦
友
」
の
「
弔
い
」
を
「
ル
タ
イ
高
地
」
で
果
た
そ
う
と
す
る
の
で

は
な
く
、「
こ
こ
」
と
い
う
未
だ
無
名
の
場
所
で
果
た
そ
う
と
す
る
。「
私
」
の
語
り
が
、

「
こ
こ
」
と
い
う
「
弔
い
」
の
場
に
読
者
を
招
き
入
れ
る
こ
と
で
、
公
的
（
政
治
的
）

で
も
、
私
的
（
自
閉
的
）
で
も
な
い
「
弔
い
」
の
場
を
模
索
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。終

章
で
は
、〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
関
す
る
「
弔
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
総
括
し
た
。

大
石
千
代
子
『
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
移
民
』
に
つ
い
て
は
、「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」
や
〈
フ
ィ
リ

ピ
ン
〉
の
「
部
落
の
娘
」
が
声
を
奪
わ
れ
、
一
方
で
は
死
者
の
声
を
暴
力
的
に
充
填
し

て
い
る
点
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
織
田
作
之
助
「
わ
が
町
」
の
、
死
者
を

〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
に
仮
託
し
て
「
弔
い
」
た
い
と
す
る
視
点
は
、
日
本
と
い
う
帝
国
主

体
が
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
を
実
体
な
き
イ
メ
ー
ジ
へ
と
追
い
や
る
こ
と
へ
と
繋
が
る
。
そ

れ
に
対
し
て
大
岡
昇
平
「
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」
で
は
、
死
者
を
〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉

に
お
い
て
「
弔
う
」
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
生
成
さ
れ
る
「
こ

こ
」
と
い
う
場
所
は
、
そ
の
不
可
能
性
と
対
峙
し
た
、〈
フ
ィ
リ
ピ
ン
〉
と
い
う
他
者

を
織
り
込
む
場
所
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
立
っ
て
こ
そ
、
比

日
間
の
「
和
解
」
と
は
何
か
、「
忘
却
」
さ
れ
た
こ
と
は
何
か
、
い
ま
い
ち
ど
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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