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書

評

藤
村
一
郎
／
後
藤
啓
倫
著
﹃
吉
野
作
造
と
関
東
軍
︱
︱
満
蒙

権
益
を
め
ぐ
る
民
本
主
義
と
統
帥
権
の
相
克
︱
︱
﹄

︵
有
志
舎
︑
二
〇
一
九
年
︶

井

竿

富

雄

一時
代
の
転
換
期
に
読
ま
れ
る
︑
あ
る
い
は
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
学
者

が
い
る
︒
吉
野
作
造
も
そ
の
一
人
で
は
な
い
か
︒
今
回
評
者
が
と
り
あ

げ
る
こ
の
﹃
吉
野
作
造
と
関
東
軍
﹄
以
外
に
も
︑
二
〇
一
九
年
に
は
今

野
元
氏
の
著
書
﹃
吉
野
作
造
と
上
杉
愼

(１
)
吉
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
上

杉
愼
吉
が
対
決
し
て
い
た
の
は
美
濃
部
達
吉
で
は
な
く
む
し
ろ
吉
野
作

造
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒

今
回
藤
村
・
後
藤
両
氏
の
手
に
な
る
本
書
は
︑
吉
野
作
造
対
関
東
軍
︑

と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
下
に
︑
日
本
近
代
史
を
考
え
直
す
試
み
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
両
者
は
一
度
も
相
ま
み
え
た
こ
と

は
な
い
︒
直
接
の
論
戦
を
交
わ
し
た
形
跡
も
ど
う
や
ら
な
い
︵
本
書
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
個
別
の
軍
人
は
意
識
的
に
対
決
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︶︒
し
か
し
本
書
は
︑
両
者
が
﹁
大
陸
政
策
﹂︑
具

体
的
に
い
え
ば
日
本
近
代
外
交
史
の
中
で
も
最
も
根
深
い
部
分
と
も
い

い
う
る
﹁
満
洲
問
題
﹂
に
お
い
て
︑
本
書
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
﹁
一
指

も
触
れ
え
ぬ
︑
し
か
し
な
が
ら
激
し
い
闘
い
﹂︵
一
〇
頁
︶
を
繰
り
広
げ

て
い
た
︑
と
い
う
論
旨
の
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

著
者
の
う
ち
︑
藤
村
氏
は
吉
野
作
造
の
専
門
家
で
あ
り
︑
後
藤
氏
は

日
本
近
代
政
治
外
交
史
︑
と
り
わ
け
満
蒙
政
策
に
つ
い
て
の
研
究
を
し

て
い
る
︒
こ
の
二
人
が
手
を
組
む
こ
と
で
︑
本
書
は
よ
り
広
く
問
題
を

検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

既
に
本
書
に
つ
い
て
は
︑
平
野
敬
和
氏
の
手
に
な
る
書
評
が
発
表
さ
れ

た
こ
と
も
あ

(２
)
る
︒
こ
の
よ
う
な
先
発
の
書
評
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
本

書
に
つ
い
て
評
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
で
は
以
下
︑
本
書
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

二｢は
じ
め
に
﹂
に
お
い
て
︑
著
者
は
以
下
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
吉

野
作
造
と
関
東
軍
の
関
係
と
闘
い
を
描
き
出
し
て
い
く
︑と
宣
言
す
る
︒

そ
れ
は
﹁
大
陸
政
策
﹂﹁
い
か
な
る
国
際
秩
序
を
構
想
し
た
か
﹂
そ
し
て

﹁
統
帥
権
独
立
の
理
解
﹂
で
あ
る
︒

｢大
陸
政
策
﹂
に
つ
い
て
は
︑
吉
野
作
造
に
つ
い
て
は
﹁
そ
れ
ら
︵
中
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国
や
朝
鮮
の
領
土
・
権
益
・
政
治
的
な
影
響
力
︱
評
者
︶
に
極
力
依
頼

せ
ず
に
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
と
の
関
係
を
取
り
結
び
︑
日
本
の
民
族

的
生
存
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
﹂︵
一
一
頁
︶
と
す
る
︒
理
想
主
義

的
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
吉
野
作
造
の
外
交
論
も
︑
現
実
情
勢
か
ら

説
き
起
こ
し
︑
同
時
代
的
な
状
況
で
の
着
地
点
を
見
据
え
た
現
実
的
な

改
革
を
提
起
し
て
い
た
と
著
者
は
言
う
︒
関
東
軍
に
お
い
て
は
︑﹁
陸

軍
中
央
の
政
策
枠
組
み
か
ら
徐
々
に
収
ま
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
ほ
ど

の
独
自
の
政
策
﹂︵
一
一
頁
︶
を
立
案
す
る
よ
う
に
な
る
存
在
と
し
て
理

解
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
関
東
軍
自
身
が
置
か
れ
た
特
殊
な
政
治
的
環
境

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
記
す
︒

｢い
か
な
る
国
際
秩
序
を
構
想
し
た
か
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
著
者
は

両
者
が
置
か
れ
た
環
境
を
﹁
先
進
資
本
主
義
国
に
よ
る
国
際
秩
序
の
編

成
と
︑そ
れ
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
ソ
連
と
い
う
基
本
構
造
の
な
か
で
︑

潜
在
的
大
国
と
し
て
の
中
国
に
対
し
膨
張
し
つ
づ
け
る
日
本
帝
国
が
位

置
し
て
い
る
﹂︵
一
三
頁
︶
と
す
る
︒
そ
の
上
で
両
者
が
打
ち
出
し
続
け

た
国
際
秩
序
構
想
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
︒

そ
し
て
﹁
統
帥
権
独
立
の
理
解
﹂
で
あ
る
︒
統
帥
権
独
立
問
題
は
︑

こ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
に
な
る
ほ
ど
の
日
本
近
代
政
治
史
の
大
問
題
で

あ
る
︒
帝
国
憲
法
に
あ
る
﹁
天
皇
は
陸
海
軍
を
統
帥
す
﹂
と
い
う
一
条

文
か
ら
発
生
し
︑
大
日
本
帝
国
の
崩
壊
ま
で
巨
大
な
力
を
持
ち
続
け
る

こ
と
に
な
っ
た
﹁
統
帥
権
﹂
に
つ
い
て
︑
両
者
が
い
か
に
理
解
を
し
︑

ど
の
よ
う
に
相
対
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
吉
野
作
造
は
︑
本
書

で
見
る
よ
う
に
統
帥
権
が
国
務
か
ら
独
立
︑
あ
る
い
は
離
反
し
て
い
く

よ
う
な
動
き
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
︒
対
す
る
関
東
軍
は
︑
ま
さ

に
統
帥
権
の
独
立
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
影
響
力
を
手

に
入
れ
た
の
で
あ
る
︒
著
者
は
﹁
吉
野
は
ど
こ
ま
で
統
帥
権
の
弱
点
を

つ
か
み
︑
あ
る
い
は
つ
か
み
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹂︑
そ
し
て

﹁
対
す
る
関
東
軍
は
統
帥
権
を
い
か
に
し
て
わ
が
も
の
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
﹂︵
一
三
︱
一
四
頁
︶
と
読
者
に
問
い
か
け
る
︒

第
一
章
で
は
︑
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
の
両
者
に

つ
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
両
者
が
互
い
の
存
在
を
意
識
し
始
め

た
時
代
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒

日
露
戦
争
で
日
本
は
満
洲
の
南
半
分
に
関
す
る
利
権
を
手
に
入
れ

た
︒
陸
軍
は
こ
こ
を
恒
久
的
な
占
領
地
に
し
よ
う
と
し
た
が
︑
当
時
は

ま
だ
国
務
の
側
が
強
力
に
陸
軍
を
抑
制
し
︑
軍
政
を
終
了
さ
せ
て
﹁
関

東
都
督
府
﹂
を
設
置
す
る
こ
と
で
国
際
政
治
上
の
批
判
を
沈
静
化
さ
せ

よ
う
と
し
た
︒
こ
の
権
益
を
防
衛
す
る
た
め
の
軍
隊
︑
す
な
わ
ち
﹁
関

東
軍
﹂
の
歴
史
は
こ
こ
に
始
ま
る
︒
関
東
都
督
府
は
外
交
と
軍
事
が
交

錯
す
る
組
織
で
あ
り
︑
都
督
に
は
軍
人
が
任
じ
ら
れ
た
︒
関
東
都
督
府

は
つ
と
め
て
外
務
省
か
ら
の
抑
制
回
避
を
狙
い
︑
こ
の
こ
と
が
長
期
間

に
わ
た
っ
て
租
借
地
関
東
州
を
め
ぐ
る
政
軍
間
の
問
題
と
な
っ
て
い

(３
)
た
︒
そ
し
て
︑
青
年
学
者
吉
野
作
造
は
︑
対
露
警
戒
と
﹁
支
那
保
全
論
﹂
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の
影
響
を
強
く
受
け
た
外
交
政
策
論
を
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
吉

野
は
東
京
帝
国
大
学
卒
業
後
︑
母
校
に
職
を
得
る
ま
で
に
中
国
に
渡
り

袁
世
凱
の
息
子
の
家
庭
教
師
と
い
う
立
場
か
ら
中
国
を
見
る
経
験
も
し

た
︒
こ
の
よ
う
な
中
で
は
︑
対
華
二
一
カ
条
要
求
の
際
の
論
調
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
︑
ま
だ
中
国
の
主
体
性
や
潜
在
力
を
意
識
し
た
よ
う
な
発

言
は
で
き
て
い
な
い
︒

そ
の
後
︑
在
満
陸
軍
や
大
陸
浪
人
が
手
を
組
み
︑
満
洲
を
中
国
か
ら

分
離
す
る
た
め
の
工
作
が
発
動
さ
れ
た
︒
本
書
で
い
う
第
二
次
満
蒙
独

立
運
動
や
郭
家
店
事
件
・
鄭
家
屯
事
件
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
吉
野

は
︑
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動
を
批
評
す
る
中
で
︑
外
交
政
策
が
軍
部
に

掣
肘
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
た
︑
と
著

者
は
い
う
︒

第
二
章
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
情
勢
の
な
か
で
展
開
さ
れ

た
日
本
の
対
中
国
政
策
や
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
っ
て
い

る
︒
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
︑
世
界
は
旧
来
の
秩
序
か
ら

変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
大
戦
の
中
で
同
盟
関
係
と
呼
ば
れ
る

ほ
ど
に
深
化
し
て
い
た
日
露
関
係
が
︑
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
瞬
時
に

消
滅
し
た
︒

関
東
軍
の
前
身
︵
こ
の
時
点
で
は
満
洲
に
交
代
で
駐
屯
す
る
軍
隊
︶

は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
で
は
中
露
国
境
に
い
た
反
革
命
派
支
援
の
派
兵
に
加

わ
っ
た
︒
寺
内
内
閣
は
北
方
軍
閥
に
西
原
借
款
を
供
与
し
て
基
盤
を
強

化
し
︑
日
本
陸
軍
は
そ
の
北
方
軍
閥
の
軍
隊
を
自
ら
の
統
制
下
に
置
こ

う
と
し
て
い
た
︒
原
内
閣
の
発
足
で
西
原
借
款
は
打
ち
切
ら
れ
︑
シ
ベ

リ
ア
出
兵
の
段
階
的
撤
退
が
模
索
さ
れ
た
︒
そ
し
て
一
九
二
一
年
︑
陸

軍
と
外
務
省
の
間
で
懸
案
と
な
っ
て
い
た
﹁
関
東
州
行
政
機
構
改
革
﹂

は
関
東
都
督
府
の
廃
止
と
文
官
が
長
に
な
る
﹁
関
東
庁
﹂
の
設
置
︑
そ

し
て
﹁
関
東
軍
﹂
の
設
置
と
い
う
形
に
よ
っ
て
完
成
を
見
た
︒
外
交
・

行
政
部
門
と
軍
事
部
門
を
分
離
し
た
こ
と
に
よ
り
混
乱
は
収
ま
る
か
に

見
え
た
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
本
国
政
府
の
機
関
で
あ
る
関
東
庁
が
抑
制

で
き
な
い
可
能
性
を
持
つ
﹁
関
東
軍
﹂
が
つ
い
に
そ
の
姿
を
現
し
た
の

で
あ
る
︒

吉
野
作
造
は
既
に
こ
の
時
点
で
︑﹁
民
本
主
義
﹂
と
い
う
旗
を
掲
げ
た

国
内
政
治
改
革
の
論
客
と
し
て
名
を
は
せ
て
い
た
︒
そ
し
て
吉
野
は
国

際
政
治
に
つ
い
て
も
活
発
に
論
稿
を
発
表
し
て
い
た
︒
著
者
は
吉
野
が

﹁
門
戸
開
放
政
策
﹂
を
通
じ
て
︑
中
国
の
帝
国
主
義
的
な
分
割
政
策
と
は

異
な
る
方
向
を
模
索
し
始
め
て
い
た
と
論
ず
る
︒
吉
野
は
新
し
い
勢
力

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
意
識
し
︑
対
米
政
策
と
中
国
の
分
割
状

況
を
変
え
る
た
め
の
﹁
門
戸
開
放
政
策
﹂
に
注
目
し
て
い
た
と
論
ず
る
︒

し
か
し
そ
こ
に
は
日
本
の
満
蒙
権
益
と
い
う
障
壁
が
あ
り
︑
石
橋
湛
山

ほ
ど
明
瞭
に
﹁
権
益
放
棄
﹂
を
言
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︵
六
四
︱
六
五
頁
︶︒

シ
ベ
リ
ア
出
兵
は
︑
陸
軍
軍
人
寺
内
正
毅
率
い
る
内
閣
の
下
で
ス
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タ
ー
ト
し
た
︒
こ
の
出
兵
に
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
や
思
惑
が
内
外
問
わ
ず

う
ご
め
い
て
い
た
こ
と
は
も
は
や
詳
述
の
要
は
な
い
︒
吉
野
は
こ
の
シ

ベ
リ
ア
出
兵
に
も
批
判
の
矢
を
向
け
た
︒
さ
ら
に
日
本
陸
軍
が
こ
の
機

に
乗
じ
て
中
国
北
方
軍
閥
の
軍
事
力
を
わ
が
手
に
収
め
よ
う
と
し
て
い

た
﹁
日
華
陸
軍
共
同
防
敵
軍
事
協
定
﹂
を
も
批
判
し
た
︒
著
者
は
︑
吉

野
が
軍
部
の
中
国
政
策
に
対
す
る
検
討
を
す
る
過
程
で
︑
自
国
の
政
治

を
変
え
よ
う
と
す
る
中
国
の
若
者
た
ち
の
存
在
に
気
付
き
︑
こ
こ
を
契

機
と
し
て
吉
野
の
中
国
観
が
変
化
し
て
い
く
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る

︵
七
七
頁
︶︒

第
三
章
で
は
︑
ま
ず
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
対
す
る
吉
野
と
関
東
軍
と

の
対
応
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
︒
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い

て
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
秩
序
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
日

英
同
盟
は
廃
棄
さ
れ
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
諸
条
約
は
中
国
で
の
﹁
現
状
維
持
﹂

を
決
め
た
︒
そ
の
な
か
で
吉
野
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
姿
を
現
し
た

﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
﹂
を
歓
迎
し
︑
九
カ
国
条
約
で
決
め
ら
れ
た
中
国
に

お
け
る
新
し
い
国
際
関
係
を
﹁
支
那
保
全
﹂
論
の
立
場
か
ら
歓
迎
し
た
︒

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
に
示
さ
れ
た
﹁
境
界
線
を
接
す
る
国
に
は
特

殊
の
権
利
が
生
ず
る
﹂
と
い
う
も
の
で
す
ら
︑
吉
野
は
も
は
や
意
味
を

成
さ
な
い
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
吉
野
は
﹁
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
西
情

勢
を
俯
瞰
す
る
戦
略
を
描
け
る
戦
略
家
﹂
で
は
な
か
っ
た
︑
と
す
る
︵
一

〇
三
頁
︶︒
反
面
で
日
本
の
陸
海
軍
に
と
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
は
衝

撃
的
な
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
︒
海
軍
力
の
制
約
や
満
洲
北
部

に
拡
大
し
た
シ
ベ
リ
ア
出
兵
軍
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
現
地
軍
と
し
て
の
関
東
軍
は
︑
満
洲
を
支
配
す

る
軍
閥
・
張
作
霖
と
の
協
定
に
よ
り
軍
事
力
の
温
存
を
は
か
る
こ
と
で

こ
れ
ら
の
動
き
に
抵
抗
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
一
一
五
頁
︶︒

続
け
て
こ
の
章
で
は
︑
ま
さ
に
本
書
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え

る
﹁
帷
幄
上
奏
権
﹂
批
判
を
め
ぐ
る
吉
野
と
軍
部
の
対
決
が
描
か
れ
る
︒

第
一
次
世
界
大
戦
後
︑政
党
勢
力
に
よ
る
軍
制
改
革
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
︑

原
敬
首
相
に
よ
る
﹁
海
軍
大
臣
臨
時
事
務
管
理
問
題
﹂
や
文
官
台
湾
総

督
の
任
命
︑
政
党
政
治
家
に
よ
る
軍
部
大
臣
武
官
専
任
制
改
革
や
軍
縮

要
求
が
出
現
し
た
︒
吉
野
作
造
は
一
九
二
二
年
に
著
書
﹃
二
重
政
府
と

帷
幄
上
奏
﹄
を
発
表
し
て
︑
軍
部
が
帝
国
憲
法
で
い
う
天
皇
の
﹁
統
帥

権
﹂
を
根
拠
に
実
質
的
に
内
閣
の
統
制
が
及
ば
な
い
状
況
を
作
り
出
し

て
い
る
こ
と
を
批
判
し
︑
統
帥
権
を
国
務
の
範
囲
内
に
回
収
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
︒
こ
の
著
書
に
軍
人
が
強
く
反
発
し
た
︒
著
者
は
こ

の
書
物
に
真
崎
甚
三
郎
と
目
さ
れ
る
人
物
︵
書
籍
が
久
留
米
大
学
所
蔵

の
真
崎
甚
三
郎
文
庫
所
蔵
だ
か
ら
で
あ
る
︶
が
書
き
込
ん
だ
反
論
を
紹

介
す
る
︵
一
二
七
頁
以
下
︶︒
軍
部
と
吉
野
が
最
も
接
近
し
て
闘
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

四
章
と
五
章
は
テ
ー
マ
が
連
続
し
て
い
る
︒
満
洲
で
の
情
勢
変
化

や
︑
中
国
そ
の
も
の
が
大
変
革
を
遂
げ
て
い
く
中
で
の
︑
吉
野
の
中
国
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観
の
変
化
︑
そ
し
て
陸
軍
・
関
東
軍
の
対
応
を
論
じ
て
い
る
︒
中
国
は

軍
閥
間
の
抗
争
が
激
化
し
て
い
た
が
︑
つ
い
に
国
共
合
作
に
よ
る
﹁
国

民
革
命
﹂
が
勃
発
し
た
︒
国
共
合
作
は
途
中
で
破
綻
し
た
が
︑
中
国
は

国
民
政
府
の
下
に
統
一
を
回
復
し
て
い
く
︒
加
え
て
︑
中
国
は
条
約
に

よ
る
利
権
も
放
棄
を
迫
る
﹁
革
命
外
交
﹂
を
採
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
︒
吉
野
は
軍
閥
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
︑
早
晩
滅
び
る
も
の
と

考
え
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
満
洲
利
権
は
︑
条
約
で
明
示
さ
れ
た
も
の
と

軍
閥
と
の
﹁
明
示
又
は
黙
認
﹂
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
放

棄
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
こ
と
を
著
者
は
示
す
︒
吉
野
は
当
初
中
国
の

﹁
省
民
自
治
﹂
や
連
邦
制
構
想
︑
そ
し
て
﹁
ヤ
ン
グ
・
チ
ャ
イ
ナ
﹂
を
評

価
し
て
い
た
が
︑
後
に
は
国
民
革
命
を
支
持
し
︑
国
民
党
右
派
の
政
治

家
戴
天
仇
と
も
会
見
し
て
﹁
国
民
政
府
の
交
戦
団
体
承
認
﹂﹁
国
民
政
府

が
従
来
の
法
規
・
慣
例
を
承
認
す
る
こ
と
﹂﹁
特
殊
な
地
位
︵
中
国
各
地

に
租
借
地
等
の
利
権
を
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
︶
の
原
因
を
す
べ
て
諸

外
国
の
侵
略
主
義
に
求
め
な
い
﹂
と
い
う
条
件
の
下
で
の
日
中
提
携
を

呼
び
か
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵
一
九
一
頁
以
下
︶︒
こ
の

反
面
で
︑
政
府
も
軍
部
も
﹁
張
作
霖
支
持
﹂
の
政
策
を
継
続
し
︑
国
民

革
命
の
帰
趨
が
定
ま
り
つ
つ
あ
る
中
で
関
東
軍
に
よ
る
張
作
霖
爆
殺
事

件
と
い
う
次
の
段
階
が
勃
発
す
る
︒

第
六
章
は
両
者
の
最
終
対
決
と
い
え
る
満
洲
事
変
で
あ
る
︒
満
洲
事

変
自
体
が
︑
関
東
軍
が
自
ら
考
え
た
対
満
蒙
政
策
の
回
答
だ
っ
た
︒
吉

野
に
は
時
間
も
含
め
て
あ
ま
り
余
裕
が
な
か
っ
た
︒
満
洲
事
変
に
つ
い

て
執
筆
し
た
論
説
﹁
民
族
と
階
級
と
戦
争
﹂
は
検
閲
で
大
量
に
削
除
さ

れ
た
︒
そ
れ
で
も
な
お
事
態
は
ま
だ
決
定
的
に
悪
化
し
て
い
な
い
と
い

い
︑
そ
の
後
の
論
説
で
も
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
に
対
日
宥
和
の
方
向
性
を

看
取
し
た
︵
二
六
四
頁
︶︒
さ
ら
に
満
洲
国
成
立
の
現
実
と
︑
日
中
関
係

改
善
を
要
す
る
﹁
東
洋
モ
ン
ロ
ー
主
義
﹂
の
確
立
と
の
間
に
苦
悩
し
た

文
章
︵
二
七
五
頁
以
下
︶
を
執
筆
し
︑
一
九
三
三
年
に
死
去
し
た
︒﹁
こ

の
時
点
で
吉
野
が
言
論
で
牽
引
し
て
き
た
﹁
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
は
︑

関
東
軍
の
策
動
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
﹂︵
二
八
〇
頁
︶
が
こ
の
章
で
著

者
が
下
し
た
評
価
で
あ
る
︒

｢お
わ
り
に
﹂
に
お
い
て
︑
著
者
は
吉
野
作
造
と
関
東
軍
や
軍
部
に

あ
っ
た
大
陸
政
策
論
の
近
似
点
と
決
定
的
な
相
違
点
を
五
点
に
ま
と
め

る
︒﹁
日
本
の
国
家
的
生
存
を
目
指
す
こ
と
﹂
の
共
有
︑
陸
軍
も
満
洲
事

変
ま
で
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
配
慮
す
る
姿
勢
は
あ
っ
た
こ
と
︑
し
か
し

双
方
と
も
対
中
国
政
策
で
結
果
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
収
ま
ら
な

い
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
︑
ロ
シ
ア
へ
の
警
戒
と
ソ
連
排
除
︑
こ

れ
と
の
関
連
で
︑
米
ソ
の
間
で
︑
日
中
関
係
を
軸
と
し
て
日
本
が
独
自

の
地
域
的
権
力
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
︑
こ
れ
ら
は
一
致
し
て
い

た
の
だ
と
い
う
︒
し
か
し
ま
さ
に
中
国
を
ど
う
見
て
︑
ど
う
扱
う
か
で

決
定
的
な
対
立
点
が
生
じ
た
︒
中
国
を
対
等
な
提
携
相
手
と
し
て
み
な

そ
う
と
し
て
き
た
吉
野
と
︑
従
属
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
し
か
み
な
さ
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な
か
っ
た
軍
部
と
い
う
︑
中
国
観
の
問
題
で
あ
る
︑
と
い
う
︒

そ
し
て
最
後
に
︑
著
者
は
軍
部
や
関
東
軍
の
暴
走
を
防
ぎ
う
る
よ
う

な
制
度
改
革
が
︑﹁
民
衆
の
力
を
得
て
統
帥
権
問
題
を
解
決
し
よ
う
と

す
る
政
治
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
出
て
こ
な
か
っ
た
﹂
こ
と
に

よ
っ
て
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
︒
そ
れ
は
﹁
近
代
日
本
の
﹁
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
﹂
の
質
に
舞
い
戻
る
﹂
問
題
で
あ
っ
た
と
す
る
︒﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
い
か
に
上
質
な
も
の
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
﹂
は
現
代
の
議
会
制

民
主
主
義
体
制
に
お
い
て
も
残
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︑
と
し
て
著
者
は

本
書
を
結
ん
で
い
る
︵
二
八
八
頁
︶︒

三本
書
の
特
徴
は
︑
や
は
り
そ
の
視
点
と
取
り
組
み
に
あ
る
と
評
者
は

考
え
て
い
る
︒
視
点
は
︑
直
接
対
峙
し
た
こ
と
の
な
い
吉
野
作
造
と
関

東
軍
と
が
︑
言
論
や
対
外
政
策
構
想
に
お
い
て
激
し
く
闘
争
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
吉
野
作
造
と
い
え
ば
︑
国
粋
主
義
者
の
集
団
浪

人
会
と
の
対
決
や
︑
あ
る
い
は
民
本
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
が
想
起
さ
れ

る
︒
し
か
し
︑
著
者
は
あ
え
て
﹁
関
東
軍
﹂
と
い
う
︑
特
に
一
九
三
〇

年
代
以
降
の
日
本
政
治
を
強
く
規
定
し
て
い
く
存
在
に
絞
り
込
ん
で
い

く
︒
関
東
軍
の
前
身
が
日
露
戦
争
後
の
情
勢
下
に
誕
生
し
︑
外
務
と
軍

事
の
軋
轢
の
中
で
少
し
ず
つ
勢
力
を
強
め
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
吉
野
作

造
も
民
本
主
義
の
論
客
と
し
て
成
長
し
て
い
く
中
で
︑
中
国
政
策
で
少

し
ず
つ
存
在
感
を
増
し
て
い
く
満
洲
に
い
る
現
地
軍
の
動
き
や
︑﹁
統

帥
権
﹂
の
旗
の
下
に
国
務
の
介
入
を
遮
断
す
る
陸
海
軍
の
存
在
に
気
付

い
て
い
く
︒
中
国
政
策
や
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
で
の
日
本
外
交
に
お
い

て
︑双
方
は
と
も
に
日
本
の
国
際
的
な
地
位
の
確
保
に
余
念
が
な
い
が
︑

最
終
的
に
満
洲
事
変
と
い
う
直
接
行
動
に
出
た
関
東
軍
が
︑
当
座
の
優

位
を
固
め
て
い
く
︒
一
度
は
成
長
し
た
政
党
政
治
が
最
終
的
に
軍
部
を

抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
敗
北
し
て
い
く
︒
近
代
日
本
政
治
外

交
史
を
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
で
︑
一
度
は
成
長
し
た
自

由
主
義
・
民
主
主
義
的
な
思
想
や
運
動
が
一
九
三
〇
年
代
に
劇
的
に
敗

北
し
て
い
く
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
民

本
主
義
﹂
の
部
分
だ
け
が
よ
く
知
ら
れ
た
吉
野
作
造
が
︑
外
交
や
軍
事

関
係
の
政
策
論
に
ま
で
手
を
広
げ
て
い
た
こ
と
は
︑
専
門
家
な
ら
ば
よ

く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
一
般
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
︒
し
か
し
本

書
は
吉
野
の
対
外
政
策
論
と
い
う
側
面
を
知
る
こ
と
が
で
き

(４
)
る
︒
本
書

は
一
冊
で
︑
青
年
期
か
ら
死
の
直
前
ま
で
の
吉
野
の
代
表
的
な
言
論
活

動
に
触
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
点
も
重
要
で
あ
る
︒
評
者
は
特
に
︑
真

崎
甚
三
郎
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
吉
野
の
著
書
に
対
す
る
反
論
の
書

き
込
み
の
部
分
に
強
く
ひ
か
れ
た
︒
知
識
人
の
放
っ
た
言
論
が
︑
ま
さ

に
当
事
者
に
刺
さ
っ
た
瞬
間
を
と
ら
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
吉
野
作
造
研
究
の
専
門
家
︵
藤
村
氏
︶
と
︑
外
交
史
の
専
門
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家
︵
後
藤
氏
︶
が
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
当
該
期
の
情
勢
と
諸
主
体
の

言
論
活
動
や
対
外
政
策
構
想
の
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
工
夫
が

な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
本
書
の
長
所
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
︒
し
か
も
︑
学
術
論
文
の
書
き
方
を
あ
え
て
は
ず
し
︑
参
考
文
献
だ

け
を
示
す
方
法
で
叙
述
を
進
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
信
夫
清
三
郎
の
﹃
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
﹄
を
思
わ
せ
る
手
法
で
あ
る
︒
典
拠
は
示
し
つ
つ

も
︑
む
し
ろ
本
文
の
叙
述
を
読
み
易
く
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
︒
学
術
的
な
水
準
は
落
と
さ
ず
に
広
く
知
見
を
社
会
に
知
っ
て
も

ら
い
︑
現
代
に
資
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
姿
勢
は
︑
本
書
の
書
き
出
し

が
現
代
の
軍
事
力
行
使
に
関
す
る
問
題
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
も

明
快
で
あ
る
︒

た
だ
︑
本
書
の
問
題
点
は
読
者
に
対
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
視
点

を
繰
り
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
︒
本
書
は
︑
関
東
軍
の
誕
生
か
ら
暴
発
ま
で
の
歴
史
と
並
行
し
て
︑

大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
吉
野
作
造
に
よ
る
言
論
の
闘
い
を
描
い

て
い
く
︒
た
だ
︑
ど
う
し
て
も
叙
述
の
中
で
︑﹁
軍
部
﹂
と
い
う
存
在
と

﹁
関
東
軍
﹂
と
い
う
存
在
の
境
界
線
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
く
︒
本

書
も
参
考
文
献
と
し
て
用
い
た
島
田
俊
彦
﹃
関
東

(５
)
軍
﹄
を
見
る
と
︑
関

東
軍
が
ま
ず
軍
人
を
長
と
す
る
関
東
都
督
府
の
軍
隊
と
し
て
発
足
し
︑

外
務
省
や
参
謀
本
部
な
ど
の
間
で
満
洲
関
係
の
事
項
に
つ
い
て
権
限
争

奪
戦
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
原
内
閣
の
関
東
庁
設
置
に
よ
っ
て
関
東

庁
は
文
官
が
ト
ッ
プ
の
機
構
と
な
っ
た
︒
軍
隊
︑
即
ち
関
東
軍
が
関
東

庁
か
ら
分
離
し
た
結
果
︑
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
び
に
く
く
な
る

プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
本
格
的
に
関
東
軍
が
日
本

の
政
治
や
軍
中
央
の
統
制
ま
で
を
振
り
切
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
関
東
軍
が
わ
れ
わ
れ
の
知
る
﹁
関
東

軍
﹂
と
し
て
不
気
味
な
存
在
に
な
る
の
は
か
な
り
後
で
あ
る
︒
吉
野
が

言
論
を
も
っ
て
闘
争
し
た
相
手
は
︑
む
し
ろ
関
東
軍
よ
り
も
﹁
軍
部
﹂

で
は
な
い
か
︒
天
皇
直
属
と
い
う
立
場
か
ら
帷
幄
上
奏
の
特
権
を
有

し
︑
軍
部
大
臣
武
官
制
︵
吉
野
の
死
後
に
﹁
現
役
﹂
が
再
度
つ
い
た
︶

の
故
に
内
閣
の
死
命
を
制
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
軍
部
の
存
在
は
や

は
り
大
き
い
︒
そ
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
関
東
軍
が
︑
本
格
的
に
動
き
出

す
の
は
こ
の
後
で
あ
る
︒
吉
野
の
生
涯
の
大
半
で
は
︑
中
国
駐
留
の
日

本
軍
は
そ
の
軍
部
の
一
部
と
し
て
外
務
と
別
に
独
自
の
中
国
構
想
を
考

え
︑
独
自
の
動
き
を
と
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
︒

ま
た
︑
最
後
に
著
者
は
﹁
近
代
日
本
の
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
質
﹂

に
つ
い
て
問
い
か
け
る
︒
た
だ
︑
既
成
政
党
の
よ
う
な
勢
力
が
吉
野
の

提
起
し
た
言
論
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く

る
︒
吉
野
は
東
大
教
授
時
代
に
は
直
接
政
党
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
な

い
︒
し
か
し
晩
年
に
近
づ
く
に
至
り
合
法
無
産
政
党
へ
積
極
的
に
か
か

わ
る
︒
こ
の
﹁
政
党
勢
力
と
吉
野
﹂
の
部
分
は
︑
特
に
本
書
後
半
で
も
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う
少
し
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
︒
恐
ら
く
帷
幄
上
奏
権
問
題
を
含
む
﹁
軍

政
改
革
﹂
の
と
こ
ろ
で
最
も
接
近
し
︑
そ
の
後
遠
ざ
か
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
特
に
自
身
も
関
与
し
た
合
法
無
産
政
党
ま
で
が
︑満
洲
事
変
で﹁
無

産
党
は
黙
し
新
聞
は
一
斉
に
軍
事
行
動
を
讃
美
す
る
﹂︵
吉
野
﹁
民
族
と

階
級
と
戦
争
﹂
一
九
三
二

(６
)
年
︶
と
い
う
総
転
向
状
態
に
崩
れ
落
ち
て
い

く
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
点
が
ほ
し
い
と
思
う
︒

最
後
に
︑
こ
れ
は
本
書
に
だ
け
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
問
題
で
あ
る

が
︑
巨
大
な
組
織
と
人
材
や
行
動
力
を
有
し
た
主
体
で
あ
る
軍
部
や
関

東
軍
が
︑
ど
う
し
て
あ
る
一
時
期
に
流
布
さ
れ
た
中
国
観
か
ら
抜
け
出

ら
れ
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
︒
本
書
を
読
む
と
︑
吉
野
も
関
東
軍

や
軍
部
も
最
初
そ
れ
ほ
ど
中
国
観
に
隔
た
り
は
な
い
︒
し
か
し
張
作
霖

爆
殺
事
件
後
の
吉
野
は
︑
中
国
の
国
民
革
命
を
﹁
大
勢
の
歩
み
は
或
は

至
て
緩
慢
だ
と
も
い
へ
よ
う
︑
併
し
そ
の
歩
武
の
確
実
な
る
は
亦
他
に

多
く
そ
の
倫
︵
た
ぐ
い
︶
を
見
な
い
︒
少
し
く
眼
識
あ
る
者
は
必
ず
や

こ
れ
に
逆
行
す
る
こ
と
の
如
何
に
無
暴
な
る
か
を
感
得
す
る
で
あ
ら

う
﹂
と
言
う
に
至
る
︵
吉
野
﹁
支
那
の
形
勢
﹂
一
九
二
八
年
︶︒
こ
の
点

で
は
関
東
軍
は
吉
野
に
敗
れ
て
い
る
︒
軍
部
が
中
国
観
を
変
え
ら
れ
な

い
こ
と
が
︑吉
野
の
死
後
日
中
戦
争
に
至
る
理
由
に
あ
り
は
す
ま
い
か
︒

本
書
は
多
く
の
問
い
か
け
を
読
者
に
投
げ
る
︒
日
本
が
自
由
主
義
・

民
主
主
義
的
改
革
を
目
指
す
方
向
に
一
度
舵
を
と
り
か
け
て
敗
れ
た
近

代
史
の
検
討
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
︒
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
自
身

の
主
張
を
社
会
に
提
起
し
︑
事
態
が
破
綻
す
る
中
で
も
な
お
状
況
に
向

け
て
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
し
よ
う
と
し
た
吉
野
作
造
の
姿
は
︑
確
か

に
現
代
政
治
に
お
い
て
な
お
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
︒
本
書
は
知
が
剣
と

闘
っ
て
き
た
歴
史
の
一
端
を
読
者
に
考
え
さ
せ
る
︒
こ
の
こ
と
を
最
後

に
し
て
︑
こ
の
書
評
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
︒

注︵
１
︶
今
野
元
﹃
吉
野
作
造
と
上
杉
愼
吉
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇

一
九
年
︒

︵
２
︶﹃
図
書
新
聞
﹄
三
四
二
三
号
︵
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
六
日
号
︶︒

︵
３
︶
後
藤
氏
に
は
﹁
在
満
行
政
機
構
改
革
問
題
を
め
ぐ
る
陸
軍
と
外

務
省
・
一
九
〇
六
︱
一
九
一
七
年
﹂﹃
学
生
法
政
論
集
﹄︵
九
州
大

学
︶
創
刊
号
︑
二
〇
〇
七
年
と
い
う
論
文
が
あ
る
︒

︵
４
︶
藤
村
氏
に
は
こ
の
部
分
を
掘
り
下
げ
た
﹃
吉
野
作
造
の
国
際
政

治
論
﹄
有
志
舎
︑
二
〇
一
二
年
が
あ
る
︒

︵
５
︶
筆
者
は
二
〇
〇
五
年
刊
行
の
講
談
社
学
術
文
庫
版
を
参
照
し
た
︒

︵
６
︶
吉
野
作
造
﹁
民
族
と
階
級
と
戦
争
﹂﹁
支
那
の
形
勢
﹂
は
岩
波
書

店
版
の
﹃
吉
野
作
造
選
集
﹄
九
巻
か
ら
取
っ
た
︒
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