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石

川
達
三

『生
き

て
ゐ
る
兵

隊
』

考

ー

評
価

の
妥
当
性
に
ふ
れ
て
ー

浅

田

隆

1

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
は
中
央
公
論
社
特
派
員
と
し
て
中
支
の
戦
場
に
赴

い
た

石
川
達
三
が
、
南
京
城
陥
落

(昭
12

・
12

・
25
)
直
後

の
現
地
に
取
材
し
、
翌
年
三

月
号

『中
央
公
論
』
誌
上
に
発
表
し
た
作

品
で
あ
る
。

し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に

こ
の
雑
誌
は

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

の
掲

載
に
よ
り
発
行
直
前
に
発
売
禁
止
処
分

と
な
り
、
さ
ら
に
、
著
者
石
川
他
二
名
が

「安
寧
秩
序
ヲ
素

乱

ス

ル
」

(公
判
判

決
)
行
為
と
し
て
禁
鋼
四
か
月
(執
行
猶
P
三
年
)
な
ど
の
刑
事
処
分
を
受
け
た
。
し

た
が

っ
て
、

一
部
の
読
者
を
除
い
て
は
、
敗
戦
前
に
こ
の
作
品
に
触
れ
得
た
者
は

な
く
、
仮
り
に
触
れ
得
て
も
言
及
す
る
こ
と
は
合
法
的
世
界
に
あ

っ
て
は
は
ば
か

ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
板
垣
直
子
は

「発
禁
と
な

っ
た
か
ら
」

「詳
し

く
ふ
れ
る
こ
と
を
遠
慮
す
る
」

(『現
代
口
木
の
戦
争
文
学
』

昭
18
・
5

六
興
商
会

出
版
部
)
と
言
い
、
石
川
と
親
交
の
あ

っ
た
矢
崎
弾
に
い
た

っ
て
は

「
『蒼
眠
』
『
日

も

へ

も

も

も

カ

へ

も

も

へ

も

も

も

蔭

の
村

』

も

う

一
つ
何

か
あ

っ
た

は
ず

だ

が
」

(
『文
芸

の
日
木
的
形
成
』

昭

16

・
2

山
雅
房
)
と
皮

肉

っ
ぼ

く

傍

点

を

付

し

た

に

と

ど

め

て

い
る

。

ま

た

、

「
生

き

て

ゐ

る

兵

隊

」

裁

判

に

つ

い

て

は

「
軍

の
鼻

息

を

う

か

が

っ
た

警

察

や

裁

判

所

が

空

騒

ぎ

し

た

と

い
う

の
が
」

「
裁

判

の
真

相

」

(浜
野
健
三
郎

『
評
伝

石
川
達
三

の
世
界
』

昭

51

.
10

文
芸
春
秋
社
)
と

い

っ
た

解

釈

も

あ

り

は
す

る

が
、

後

の
従

軍

作

家

達

に

課
せ
ら
れ
た

「第

一
は
、
日
本
軍
が
負
け
て
い
る
こ
と
を
書

い
て
は
な
ら
な
い
、

第
二
は
、
戦
争
に
必
然
的
に
伴
う
罪
悪
行
為
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
、
第
三
は
、

敵
は
憎
々
し
く
い
や
ら
し
く
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
第
四
は
、
作
戦

の
全
貌
を
書

い
て
は
な
ら
な
い
、
第
五
は
、
部
隊
の
編
成
と
部
隊
名
を
書

い
て
は
な
ら
な
い
、

第
六
は
、
軍
人
の
人
間
と
し
て
の
表
現
を
許
さ
な
い
」
と
い
っ
た

「戦
争
文
学

の

六
力
条
の
タ
ブ
ー
も
、
お
そ
ら
く

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
の
出
現
に
よ
っ
て
定
着

し
た
」
(平
野
謙

『戦
争
文
学
全
集
』
二
巻

「解
説
」

昭
47
・
2

毎
日
新
聞
社
)
と
い

う
事
情
が
あ
り
、
こ
れ
以
後

「も
は
や
権
力
が
わ
の
思
想
か
ら
独
立
し
た
自
由
な

『
文
学
』
の
創
造
が
不
可
能
に
な

っ
た
こ
と
を
法

の
名
に
お
い
て
宣
言
す
る
判
決

で
あ

っ
た
」
(安
永
武
人

「戦
時
下
の
文
学
く
そ
の
二
V
」

昭
41
・
3

『同
志
社
国
文

学
』
)
と
い
う
意
味
で
、
看
過
し
得
な
い
事
件
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
情

を
持
つ
作
品
で
あ
る
に
し
て
も
、
管
見
に
よ
る
と
戦
前
唯

一
の
批
評

「
昭
和
の
十

四
年
間
」

(『
口
本
文
学
入
門
』

昭
15
.
8

日
木
評
論
社
)
で
宮
本
百
合
子
は

「自

身

の
内
面
的

モ
テ
ィ
ー
ヴ
な
し
に
意
図
の
上
で
だ
け
作
品
の
世
界
を
支
配
し
て
ゆ

く
創
作
態
度
が
目
立

つ
」
と
厳
し
い
批
判
を
あ
び
せ
て
お
り
、
公
刊

(昭
20
・
12

河
出
書
房
)
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
岩
上
順

一
も

「反
動
権
力
に
よ
っ
て
か
く
も
愚

劣
に
告
発
さ
れ
判
決
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
な
に
も

『
生
き
て
ゐ

る
兵
隊
』
の
非
反
動
性
-
進
歩
性
を
証
明
す
る
も
の
で
も
な
ん
で
も
な
い
」

(書
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評

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」

昭
22
・
2

『文
学
会
議
』
)
と
否
定
的
で
あ
る
。

戦
後
の
評
価
は
後
述

の
よ
う
な
作
品
内
容
の
ゆ
え
に
褒
既
相
半
ば
す
る
。
否
定

評

で
は
、
右
の
岩
上
順

一
や
小
田
切
秀
雄

「『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
批
判
」

(昭
21

.
3

『新
日
本
文
学
』)、
さ
ら
に
中
野
重
治
の

『現
代
日
本
小
説
体
系
』
59
巻

「解

説
」
(昭
27

.
4

河
出
書
房
)
に
お
お
む
ね
集
約
し
得
よ
う
。
岩
上
は

「侵

略
戦

争
」

の

「
本
質
を

つ
か
む
こ
と
を
ど
こ
ま

で
も
回
避
し
」

「
非
本
質
的
な
も
の
を

現
象
的

に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
侵
略

的
本
質
を
お
お
い
か
く
す
に
役
立
つ
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
真
の
リ
ア
リ
ズ

ム
と
は
ま
る
で
逆
行
し
た
も
の
」
で
あ
り

「も

っ
と
紳
士
的
に
侵
略
戦
争
を
遂
行
し
ろ
と
忠
告
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
。
小

田
切
は

「侵
略
文
学
の
は
し
り
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
「『
生
き
て
ゐ
る
兵

隊
』
を
め
ぐ
る
の
は
、
比
類
少
な
く
残
虐

な
兵
隊
と
、
そ
こ
へ
ま
で
落
ち
ぶ
れ
て

も

も

も

行
く
ま
が
い
の
知
識
人
と
、
そ
れ
を
知
識
人

一
般

の
現
実
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と

す
る
作
家
と
、
そ
の
作
家
を
特
高
裁
判
に
か
け
る
侵
略
権
力
、

こ
れ
で
あ
る
」
と

言
い
、
中
野
は
作
中
に
描
出
さ
れ
た
日
本
軍

の
負
性
を

「
作
者
石
川
は
、
こ
れ
を

い
い
こ
と
と
し
て
は
認
め
て
い
な
い
」
に
し
て
も

「戦
争

の
な
せ
る
わ
ざ
と
し
て
、

そ
の
か
ぎ
り
で
放
任
し
肯
定
す
る
と
こ
ろ

へ
進
ん
で
い
る
」
と
し
、

「
あ
ら
ゆ
る

才
能
、
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
、
人
間
性
を
破
壊
さ
れ
、

一
様
に
戦
争
道
具
化
さ
れ

て
行
く
過
程
を
無
感
動
に
肯
定
し
認
め
て
い
る
。
才
能
と
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
と

人
間
性
と
を
こ
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
て
行
く
日
本
側
の
戦
争
そ
の
も
の
の
性
格
に

は
全
く
目
を
む
け
な
い
」
と
言
う
。
三
者
三
様
に
、
作
中
に
見
ら
れ
る
石
川
の
現

象
的
戦
争
把
握
と
い
っ
た
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
の
否
定
論
と
し
て
は
都
築
久
義

『
戦
時
体
制
下

の
文
学
者
』

(昭

51
.
6

笠
間
書
院
)
が
あ
り
、
都
築
は

「
『皇
軍
』
内
部
の
腐
敗
や
非
人
道

的

残

虐

・
不
法
を
隠
徹
し
た
筆
法
も
、
そ
の
ま
ま
大
本
営
発
表
に
通
ず
る
も

の
」
と
し

「『
支
那
事
変
』
版
大
本
営
発
表
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

こ
う
し
た
否
定
論
に
対
し
、
石
川
が
黙

し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
小
田
切

・
岩

上
に
対
し

「時
代

の
認
識
と
反
省
」

(昭
22
・
5

『風
雪
』、
『石
川
達
三
作
品
集
』

25
巻
所
収

昭
49
.
2

新
潮
社
)
で
、
「
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
誠
に
貴
重
な
も
の
で
」

「
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
大
」
と
し
な
が
ら
も

「
小
田
切
秀
雄
君
の
よ
う
に
誰
彼

を

つ
か
ま
え
て
戦
犯
呼
ぽ
わ
り
す
る
人
と
、
さ
れ
る
方
の
人
と
、
あ
ま
り
大
し
た

区
別
は
無
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
賢
明
な
人
た
ち
が
な
ぜ
戦
争
の
続
い

て
い
る
あ
い
だ
に
」

「忠
告
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
不
満
の
ポ
ー
ズ
を

示
し
、

「
侵
略
戦
争
で
あ
ろ
う
と
自
衛
戦
争
で
あ
ろ
う
と
戦
場
の
様
相
に
変
り
は

な
い
の
だ
と
私
は
考
え
た
。
侵
略
戦
争
の
本
質
は
政
府
や
参
謀
本
部
や
軍
令
部
に

あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

「
そ
し
て
私
は
戦
場
に
於
け
る
戦
争
の
み
を
描

い

た
」
と
応
酬
し
て
い
る
。
し
か
し
看
過
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
文
中
で
、

日
華
事
変
と
太
平
洋
戦
争
と
は
、
侵
略
戦
争
と
い
う
結
果
に
な

っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
全
く
何

の
取
り
柄
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

兎
に
か
く
あ
の
戦
争
の
結
果
、
ア
ジ
ヤ
に
は
偉
大
な
る
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
、

革
命
は
今
も
進
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
ジ
ヤ
は
新
し
く
進
歩
し
た
ら
し
く
見

え
る
。
(中
略
)
日
本
の
戦
争
は
重
大
な
意
義
を
も

っ
て
い
た
。
私
は
そ
の
意
義

を
重
大
視
す
る
の
で
あ
る
。
(中
略
)
ア
ジ
ヤ
の
大
革
命
と
い
う
、
こ
の
事
を
考

え
な
く
て
は
な
る
ま
い
と
私
は
思
う
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
後
日
、
広
島
に
原
爆
を
投
下
し
た

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
夫
人
が
来
日
し
た
折
の

「原
爆
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
戦

争
は
さ
ら
に
永
引

い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た

で
あ
ろ
う
。
原
爆
は
、
犠
牲
者
を
少
な
く
し
て
戦
争
を
早
く
終
結
さ
せ
る
為
に
必

要
で
あ

っ
た
の
だ
」
と
の
発
言
に
対
し
、
「
頬
が
ほ
て
る
よ
う
な
怒
り
を
感
じ
た
」

「
大
義
名
分
と
い
う
も
の
は
し
ば
し
ば
権
力
の
強
い
側
の
自
己
弁
護
と
同
じ
も
の

に
な
る
も
の
の
よ
う
だ
」
と

「
心
の
中
の
戦
争
」
(『人
間
の
愛
と
自
由
』

昭
50
・
5

新
潮
文
庫
)
で
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
夫
人
の
発
言
の
中
に
強
者
の
論
理
を
感
じ
激
怒
し
た
石
川
が
、
実
は

「
ア
ジ
ヤ
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の
大
革
命
」
に

「
日
本
の
戦
争
」

の

「
重
大
な
意
義
」
を
す
り
か
え
よ
う
と
し
た

わ
け
で
、
彼
も
ま
た
強
者

の
論
理
を
行
使

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
強
者

の
論
理
を
無
自
覚

に
行
使
す
る
石
川

の
心
の
中
に
こ
そ
、

我
々
は
戦
争

へ
の
繭
芽
を
読
み
取
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
都
築
は
、
石
川
が
敗
戦
直

後
に
作
品
を
公
刊
し
た
こ
と
に
つ
い
て

「鮮
烈
だ

っ
た
彼

の
戦
時
下
の
活
躍
を

一

切
免
罪
し
、
戦
後
、
戦
犯
の
仮
指
定
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
汚
名
を
消
滅
さ
せ
る

最
大
の
武
器
と
な

っ
た
」
と
い
う
石
川
個
人
に
対
す
る
意
義
以
外
認
め
て
い
な
い

が
、
こ
れ
も
ま
た
、

一
応
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
否
定
評

の
反

面
に
は
西
村
孝
次
の

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

テ
ィ
ヅ
ク
な
、
健
康
な
常
識
と
社
会
正
義

の
感
覚
か
ら
」
「
『表
現
の
自
由
』

の
限

界
ぎ
り
ぎ
り
で
抵
抗
し
て
い
た
」

(『現
代
日
本
文
学
全
集
』
77
巻

「解
説
」

昭
48
.

1

筑
摩
書
房
)
と
い
う
肯
定
論
を
は
じ
め
、
荒
正
人
(『
日
本
の
文
学
』
56
巻
「解
説
」

昭
41

・
3

中
央
公
論
社
)
や
山
本
健
吉

(『現
代
日
本
文
学
全
集
』
86
巻

「解
説
」

昭

36

・
5

講
談
社
)
・
中
野
好
夫

(「人
と
文
学
」

『
日
本
文
学
全
集
』
48
巻

昭
45
.
11

筑
摩
窪
日房
)
・
安
永
武
人

(既
出
)
ら
の
肯
定
評
や
条
件
付
き
肯
定
が
あ
る
。
荒
は

「反
戦
文
学
で
も
な
い
し
、
便
乗
文
学
で
も
な
い
。
強

い
て
い
え
ば
、
石
川
達
三

流
の
反
抗
文
学
」
で
あ
り
、

「
そ
の
反
抗

は
玉
砕
主
義
で
は
な
く
、
互
全
主
義
で

あ
る
」
と
言
う
。
ま
た
安
永
は

「基
本
的

に
か
れ
が
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
と

ら
え
た
状
況
が
否
定
の
対
象
と
し
て
う
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
で
、
む
し
ろ
状
況

埋
没
の
印
象
を
あ
た
え
」

「題
材
選
択
に
お
い
て
は
た
ら
く
否
定
の
思
想
に
よ
る

現
実
と
の
た
た
か
い
が
、
作
品

の
な
か
に
た
た
か
い
と
し
て
昇
華

.
結
実
し
な
い

結
果
」

「
根
本
的
な
否
定
の
意
図
が
よ
み
す
ご
さ
れ
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
逆
の
意

味
を
も

つ
も
の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
弱
点
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
言
う
。

以
上
の
否
定

・
肯
定
論
を
比
較
す
る
と
き
ま
ず
気
付
く
の
は
、
否
定
的
評
価
者

の
歯
切
れ
の
良
さ
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者

の
場
合
、
こ
れ
ら
両
様

の
評
価
の

一
々

に
共
感
し
得
る
も

の
が
あ
り
、
複
雑
な
混
乱
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
既
述
の
よ

う
に
、
石
川
に
は
強
者
の
論
理
が
あ
り
、
こ
の
部
分
に
は

一
種
の
嫌
悪
を
感
じ
な

が
ら
、

「
こ
の
作
品
が
結
果
的
に
戦
争
協
力
に
役
立
た
な
か

っ
た
と
い
う
の
は
、

作
者

の
予
測
し
な
か
っ
た
怪
我
の
功
名
」

(分
銅
惇
作

「戦
争
文
学
の
周
辺
」

昭
40

6

『国
文
学
』)
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
、
「読
者
を
し
て
、
か
れ

(石

川
・
注
浅
田
)
の
意
図
を
こ
え
て
、
戦
争
そ
の
も
の
の
本
質
に
ま
で
想
到
さ
せ
る
リ

ア
リ
テ
ィ
を
も

っ
て
い
る
」
(安
永
)
の
も
確
か
で
あ
り
、

「戦
争
協
力
」
と
い
っ

た
石
川
の
意
図
に
か
か
わ
る
側
面
の
み
に
よ

っ
て
作
品
を
塗
り
込
め
て
し
ま
う
の

は
、
少
々
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

2

「
石
川
の
意
図
」
と
言

っ
た
が
、

「
経
験
的
小
説
論
」
(『石
川
達
三
作
品
集
』
25

巻

昭
49
・
2

新
潮
社
)

に
は
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。
彼
は
二
十
歳
前
半
期

に

「『
抵
抗
の
文
学
』
と
い
う
本
」
に
感
銘
を
う
け

「抵
抗

こ
そ
文
学
の

一
つ
の

要
素
」
と
い
う
方
向
に

「
作
家
と
し
て
の
心
の
窓
が
開
か
れ
た
」
と
言
う
。
ま
た
、

戦
時
下
の
言
論
統
制
下
の
日
本
の
新
聞
に
つ
い
て

「
正
確
な
報
道
の
義
務
も
正
当

な
批
判
の
責
任
も
、
ま
た
言
論
自
由
の
原
則
」
も
捨
て
、

「軍
部
の
自
己
宣
伝
的

な
戦
争
情
報
を
掲
載
」
す
る

「醜
い
走
狗
と
な
り
果
て
」
た
こ
と

へ
の

「
私
の
憤

り
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

「
ロ
マ
ソ
の
残
党
」

(昭

22
・
4

『芸
術
』)
に
、
出
征
し
た
宮
木
草
雄

(八
木
久
雄
)
か
ら
の
戦
場
通
信
に

触
れ
、
大
本
営
発
表
や
新
聞
報
道
の
欺
隔
性
、
聖
戦
神
兵
観

の
虚
偽
性
を
悟
り
、

「
戦
争
と
は
何
か
。
そ
れ
を
究
明
し
た
い
欲
望
」
を
感
じ
始
め
た
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
お
そ
ら
く

「新
聞
記
事
と
は
ま
る
で
違

っ
た
本
当
の
戦
争

の
姿
を
見
、
そ

れ
を
正
確
に
日
本
民
衆

に
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
」
(経
験
的
小
説
論
)

特
派

記
者
を
志
願
し
た
と
い
う
の
も
、
石
川
流
の
正
義
感
と
し
て
、
当
然
だ

っ
た
ろ
う
。

ま
た
国
家
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
く
作
家
は
個
人
を
守
り
そ
の
自
由
と
尊
厳

の

た
め
に
闘
う
が
、
国
家
権
力
は

「常
に
人
民
に
」
国
家

へ
の
奉
仕
を
要
求
す
る
。
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だ
か
ら
作
家
は
国
家
に
対
し
て

「
批
判
的

・
野
党
的
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
の
が
作
家
た
る
自
分

の
良
心
な
の
だ
。

一
方
国
家
権
力
は
、
批
判
を
受
け
な
が

一
ら
も
そ
の
批
判
権
を
認
め
る
と
い
う
の
が
国
家
の
良
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉

と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
記
述
、
特
に
国
家
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
や
や
図
式

的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
妥
当
な
も

の
で
あ
る
。

「
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
と
は
、
右
の
よ
う
な
作
家
精
神
を
持
つ
石
川
に
よ

っ
て

書
か
れ
た
わ
け
だ
が
、
直
接
の
執
筆
意
図
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ

た
か
。
公
判
関
係
資
料
等
に
ょ
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

国
民

ハ
出
征
兵
士
ヲ
神
様
ノ
様

二
思

ヒ
我
軍
力
占
領

シ
タ
土
地

ハ
忽
チ
ニ
シ

テ
楽
土
力
建
設
サ
レ
支
那
民
衆

モ
之

二
協
力
シ
テ
居

ル
カ
如

ク
考

ヘ
テ
居
ル
カ

戦
争
ト
云

フ
モ
ノ

ハ
左
様

ナ
モ
ノ
テ
無
ク
戦
争
ト
謂

フ
モ
ノ
ノ
真
実
ヲ
国
民

二

知
ラ
セ
ル
事
力
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
ム
ル
為
メ

ニ
モ
本
当

二
必
要

タ
ト
信
シ

(第

一
審
公
判
調
書
)

「
イ

ソ

テ

リ
出

ノ
兵

ハ
ド

ウ

ナ

ル

カ
?

…

…

」

ト
云

フ
目

下

ノ
問

題

ヲ
考

ヘ

テ

見

様

ト

モ
思

ッ
タ

(警
視
庁
聴
取
書

)

あ
る
が
ま
ま
の
戦
争
の
姿
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
利
に
傲

っ
た
銃

後

の
人
々
に
大
き
な
反
省
を
求
め
よ
う
と
い
う

つ
も
り

(「
誌
」

初
版

『生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
巻
頭
)

戦
争
と
い
う
極
限
状
況
の
な
か
で
、
人
間
と
い
う
も
の
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
、
平
時
に
お
け
る
人
間
の
道
徳
や
智
慧
や
正
義
感
、

エ
ゴ
イ
ズ

ム
や
愛
や
恐

怖
が
、
戦
場
で
は
ど
ん
な
姿
に
な

っ
て
生
き
て
い
る
か

(経
験
的
小
説
論
)

以
上
を
要
約
す
る
と
、
ω
戦
地
の
実
状

を
つ
ぶ
さ
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

銃
後
に
喧
伝
さ
れ
美
化
さ
れ
た
兵
士
像
や
聖
戦
観
を
突
き
崩
す
こ
と
、
②
さ
ら
に

突
き
崩
す
こ
と
に
よ

っ
て
反
戦

・
厭
戦
を
意
図
す
る
の
で
は
な
く
、
真
実
を
知

っ

た
上
で
戦
争
を
支
援
す
る
方
向
に
国
民
意
識
を
再
編
す
る
こ
と
、
㈹
ま
た
、
戦
場

の
極
限
状
況
下
に
知
識
人
達
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る

か
、
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

石
川
は

「
私
が
知
り
た
い
の
は
嘘
も
か
く
し
も
無

い
、
不
道
徳
と
残
虐
と
凶
暴

さ
と
に
満
ち
た
戦
場
の
裸
の
姿
で
あ
る
。
」
「
私
が

一
番
知
り
た
か

っ
た
の
は
戦
略
、

戦
術
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
戦
場
に
於
け
る
人
間

の
姿
だ

っ
た
」

「
そ
れ

を
探
り
出
す
た
め
に
は
下
級
の
下
士
官
兵
と
接
触
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

っ

て
」
(経
験
的
小
説
論
)

そ
れ
を
実
践
し
て
も

い
る
。
こ
の
取
材
態
度
の
是
非
は
と

も
か
く
、
原
体
験
以
前
に
八
木
久
雄
の
戦
場
か
ら
の
情
報
が
あ
り
、
執
筆
意
図
に

則
し
た
計
画
的
取
材
と
い
っ
た
傾
向
が
感
じ
ら
れ
る
。
石
川
自
身
も
こ
の
こ
と
に

つ
い
て

「
あ
ま
り
に
職
業
的
で
あ
り
、
不
純
」

(同
前
)
と
は
言

っ
て
い
る
が
、

問
題
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
な
く
、
内
地
で
企
て
た
構
想

・
意
図
が

実
際

の
体
験
に
よ

っ
て
い
か
に
変
容
し
た
か
、
否
、
寧
ろ
、
当
初
の
意
図
が
体
験

の
意
味

の
追
及
を
深
化
さ
せ
、
そ
の
こ
と
の
逆
作
用
と
し
て
意
図
の
深
化
が
も
た

ら
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
要
約
に
即
す
る
な
ら
ば

(結
論

を
急
ぐ
よ
う
だ
が
)
ω
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
意
図
が
そ
の
ま
ま
実
現
し
て
お
り
、

後
述
の
よ
う
に
、
「『
支
那
事
変
』
版
大
本
営
発
表
」
と
い
っ
た
側
面
を
持
ち
な
が

ら
も
、
聖
戦
、
神
兵
観
を
崩
壊
せ
し
め
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
、

戦
地
で
の
負
性
の
感
動
体
験
が
有
効
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
な
り
に
成
功
し
た
よ

う
で
あ
る
。
問
題
は
㈹
だ
が
、
後
述
の
よ
う
に
知
識
人
や
戦
場
に
つ
い
て
の

(逆

に
非
知
識
人
や
平
時
に
つ
い
て
の
)
石
川
の
固
定
観
念
の
ゆ
え
に
、
宮
本
が
言
う

よ
う
な

「意
図
の
上
で
だ
け
作
品
の
世
界
を
支
配
し
て
ゆ
く
創
作
態
度
」
に
堕
し

て
い
る
と
い
う
傾
向
は
否
め
な
い
。

と
は
い
え
、
「
直
接
見
る
か
ぎ
り
の
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
」
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(中
野
好
)
て
お
り
、

「現
象

の
背
後

に
侵
略
戦
争
の
本
質
を
見
抜
く
よ
う
な
歴
史
観

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ

た
も

の
で
な
い
」
(同
前
)
に
せ
よ
、
こ
の

「
あ
り

の
ま
ま
」

の
描
写
が

「
意
図
を
こ
え
て
、
戦
争
そ
の
も
の
の
本
質
に
ま
で

想
到
さ
せ
る
」
(安
永
)
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
無
視
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

石
川
は

「戦
う
こ
と
の
原
因
も
理
由
も

な
に
ひ
と
つ
知

っ
て
は
い
な
い
。
万
歳

と
叫
ぶ
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
す
べ
て
を
理
解
し
て
戦
争
に
と
び
込
ん
で
ゆ
く
よ

う
に
見
え
る
人
々
が
賢
明
に
思
わ
れ
た
」
(『結
婚
の
生
態
』

昭
13
.
11

新
潮
社
)

と
、
発
禁
事
件
直
後
に
記
し
て
お
り
、
戦
争
自
体
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
立

っ
て

い
な
か

っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
公
判
で
は

「惨
忍

ナ
場
面
ヲ
書

ク
ニ
当
ツ
テ
ソ
レ
ガ
単
ナ
ル
惨
忍

二
終

ル
ベ
キ
デ
ナ
イ
ト
信
シ
必
ス
正
当

ナ
理
由

ア
ッ
テ
ノ
行
為
デ
ア
ル
様

二
書
イ
タ
」
(警
視
庁
聴
取
書
)
二

塊
ノ
砂
糖

ヲ
盗
ッ
タ

支
那
人
ヲ
殺

ス
ノ
ハ
戦
争

ノ
場
合
充
分

二
殺

ス
タ
ケ
ノ
理
由
カ
ア
ル
ト
認
メ
テ
書

イ
タ
」
(公
判
調
書
)
と
も
陳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
軍
の
持

つ
強
引
な
強
者
の
論

理
を
必
ず
し
も
否
定
的
に
扱

っ
て
い
な

い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

実
は
私
に
と

っ
て
の
複
雑
な
混
乱
は
こ
の
よ
う
な
部
分
に
起
因
す
る
の
だ
が
、

石
川
は
戦
争
そ
の
も
の
に
対
す
る
判
断
を
保
留
し
、
戦
争

の
本
質

に
対
し
て
も
自

覚
的
な
関
心
を
示
さ
ず

(戦
争
と
い
う
状
況

へ
の
関
心
は
強

い
)
、
そ
の
上
で
国
民

に
戦
争
協
力
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ

る
。

こ

の
辺

り

に

「
憂
国
の
士
」
(都
築
)
石
川
の
姿
が
あ
り
、

「ぴ

っ
た
り
現
在
と
、
そ
し
て
現
在

の
半
歩
前
に
即
し
て
、
は
る
か
未
来
に
進
み
す
ぎ
る
こ
と
も
な
け
れ
ぽ
、
古
す
ぎ

る
こ
と
も
な
い
」

「
既
成
道
徳
を
く

つ
が
え
す
か
に
見
え
て
、
結
局
は
素
朴
な
正

義
観
に
も
と
つ
く
小
市
民
道
徳
を
正
面
切

っ
て
逆
撫
で
し
な
い
」
(中
野
好
)
石
川
文

学
の
真
骨
頂
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

石
川
は
前
引

「
誌
」
の
他
の
部
分
で

「
国
家
社
会
に
対
す
る
私
の
良
心
を
擁
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」

「
こ
の
作
品
に
よ

っ
て
刑
罰
を
受
け
る
な
ど
と
は

予
想
も
し
得
な
か

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う

「
私
の
良
心
」
が
、
さ

き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
戦
争

の
是
非
や
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
に
立

っ
て
の
何
か

の
主
張
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
き
に

「経
験
的
小
説
論
」
中
の
や
や
図
式

的
な
国
家
と
個
人
の
関
係
認
識
を
紹
介
し
た
が
、
作
家
は
国
家
に
対
し
批
判
的
、

野
党
的
態
度
を
保
持
す
る
こ
と
が

「
良
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、

そ
こ
に
予
想
さ
れ
る
も
の
は
、
反
体
制
的
言
動
を
も
可
能
に
す
る
ラ
ジ
カ
ル
な
良

心
で
は
な
く
、
言
わ
ぽ
体
制
内
で
の
政
策
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
こ
れ
を
私

は
否
定
的
な
も

の
と
し
て
評
価
し
た
く
な
い
)
。

し
た
が

っ
て
、
山
本
健
吉
が
言

う
よ
う
に

「反
戦
的
と
は
、
当
時
と
し
て
は
反
社
会
的

・
反
市
民
的
な
の
で
あ
り
、

市
民
的
な
責
任
感
を
自
分
の
良
心
と
し
て
い
る
氏
に
取

っ
て
」

「
秩
序
を
み
だ
す

よ
う
な
行
為
を
許
す
こ
と
」
が
で
き
ず
、
そ
う
し
た
秩
序
内

的
思
考

の
結

果
、

「戦
場
に
お
い
て
兵
た
ち
が
、
如
何
に
し
て
狂
気
の
よ
う
に
非
人
間
的
な
残
虐
行

為
に
駆
ら
れ
て
行
く
か
が
、
精
力
的
な
筆
致
で
書
か
れ
」

「
兵
隊
た
ち
の
行
為
に

対
す
る
弁
護

の
書
」
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
当
然
な
の
で
あ
る
。

さ
き
に
、
戦
場
の
真
相
を
知

っ
た
上
で
国
民
意
識
を
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
執

筆
意
図
は
、
戦
地
で
の
負
性
の
感
動
体
験
に
よ
っ
て
成
功
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

自
己
が
属
す
る
秩
序

へ
の
問
い
か
け
を
持
た
な
い
ま
ま
に

「人
馬
の
屍
体
が
霜
に

掩
わ
れ
て
い
る
姿
を
到
る
と
こ
ろ
に
見
、
人
気
な
き
戦
場
の
荒
廃
の
姿
に
心
打
た

れ
た
。
首
都
南
京
は
難
民
区
を
の
ぞ

い
て
は
、
無
人
の
都
市
で
あ

っ
た
」
(経
験
的

小
説
論
)と
い
う
戦
地

の
実
況
を
直
接
見
聞
す
る
と
き
、

「戦
う
こ
と
の
原
因
も
理

由
も
な
に
ひ
と
つ
知

っ
て
い
な
い
」
石
川
に
、
国
民
意
識
を
戦
争
支
援
の
方
向
に

再
編
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
っ
た
実
感
を
強
化
さ
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
は

な
い
。

戦
場
に
あ

っ
て
兵
士
達
は

「
狂
気
の
よ
う
に
非
人
間
的
な
残
虐
行
為
に
駆
ら
れ

て
行
く
」
(山
本
)。

そ
れ
は
戦
場
と
不
可
分
の
事
態
で
あ
る
と
石
川
が
考
え
た
と

す
れ
ぽ
、

「戦
争
が
日
本
の
国
内
で
な
か

っ
た
こ
と
を
心
か
ら
有
難
く
思
う
」
倉

田
少
尉
や

「戦
争
は
む
や
み
に
や
っ
ち
ゃ
あ
か
ん
が
、
や
る
か
ら
に
は
も
う
何
ン
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と
し
て
も
勝
た
に
ゃ
な
ら
ん
で
す
。
孫
子
の
代
ま
で
借
金
を
し
て
も
勝
た
に
ゃ
な

ら
ん
で
す
」
と
言
う

一
小
隊
長

の
こ
と
ぽ

も
、
石
川
の
実
感
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
石
川
が
描

い
て
み
せ
た
無
道
徳

・
無
秩
序
な
戦
場
に
お
け
る

残
虐
非
道
を
国
内
に
持
ち
込
ま
な
い
唯

一
の
方
法
こ
そ
、
戦
場
の
美
化
と
は
逆
な
、

醜
悪
な
戦
場
の
真
相
を
国
民
に
知
ら
せ
、

石
川
が
体
験
し
た
戦
場
に
対
す
る
負
性

の
感
動
を
国
民
に
も
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
。

以
上
作
品
評
価
を
概
観
し
、

つ
づ
い
て
執
筆
意
図
の
検
討
を
試
み
て
き
た
が
、

㈹
番
目
の
知
識
人
論

に
か
か
わ
る
部
分

の
検
討
を
以
下
に
試
み
た
い
と
思
う
。

3

さ
て
、
こ
の
作
品
で
ま
ず
注
意
を
引
く

の
は
、
中
野
重
治
が

「
あ
ら
ゆ
る
才
能

・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ソ
ス
・
人
間
性
を
破
壊
さ
れ
、

一
様
に
戦
争
道
具
化
さ
れ
て
行

も

も

く
過
程
」
と
評
し
た
よ
う
な
、
人
間
が

モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
に
つ
い
て
で

あ
る
。

作
品
冒
頭
に

「
二
人

の
中
隊
長
は
戦
死

し
歩
兵
は
兵
力
の
十
分
の

一
を
失

っ
て

い
た
」
と
見
え
る
。
高
島
本
部
隊

(師
団
)
中
の
西
沢
大
佐
が
率
る
歩
兵
大
隊
の

十
分
の

一
が
戦
死
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

百
名
内
外
の
人
命
が

「
兵
力
」
の
損
耗

と
し
て

一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時

に
あ

っ
て
は

「
兵

力
」
と
い
う
兵
員
把
握
は
普
通

の
表
現
で
あ

っ
た
が
、
こ
の

「兵
力
」
と
い
う
表

現
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
兵
士
個
人
を
軍
と
い
う
組
識
構
成
上
の

一
因
子
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
な
問

い
か
け
が
作
中
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

兵
隊
達
は
未
明
に
出
発
命
令
が
下
り
、
寧
晋
か
ら
行
軍
、
石
家
荘
か
ら
は
長
い

軍
用
列
車
を
乗
り

つ
ぎ
、
さ
ら
に
大
連
で
乗
船
、
呉
瀬
砲
台
付
近
か
ら
黄
浦
江
を

遡
行
し
敵
前
上
陸
す
る
。
こ
の
間
の
兵
士
達

の
心
理
が
小
さ
な
挿
話
群
に
よ

っ
て

も

も

み
ご
と
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
争
道
具

(
モ
ノ
)
と
し
て
運
搬
さ
れ
て

も

も

も

も

い
る
兵
力

の
内
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
人
間
的
情
緒

(
モ
ノ
と
な
り
切
れ
て
い
な
い

部
分
)

の
描
写
で
も
あ
る
。

彼
等
に
は
寧
晋
出
発
以
来
行
く
先
が
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
磁
石
に
よ
っ
て
確

認
す
る
列
車
の
進
行
方
向
に
よ
っ
て
、
行
く
先
を
想
像
し
、

一
喜

一
憂

す

る
。

「
凱
旋
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
期
待
と
は
裏
腹
に
、

「国
境
の
ト
ー
チ
カ
が
い

か
に
完
備
七
た
も
の
で
あ
る
か
も
度

々
聞
か
さ
れ
て
い
る
」

「
ソ
満
国
境
」
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
不
安
。
大
連
到
着
後
民
家
に
分
宿
し
た
彼
等
は
凱
旋
を
信
じ
、

故
郷

へ
の
土
産
物
を
買

っ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
翌
朝
、
彼
等
を
待

っ
て
い
た
の

は
三
日
に
わ
た
る

「敵
前
上
陸
の
訓
練
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
訓
練
を
終
え
新

し
い
戦
線
に
向
か
う
彼
等
は
、
軍
用
船
中
よ
り

「
丸
窓
を
開
け
て
遠
ざ
か
り
行
く

大
連
と
そ
の
辺
り
の
島

々
と
を
無
言
の
う
ち
に
眺
め
、
買

っ
て
来
た
土
産
も
の
を

波

の
上
に
投
げ
捨
て
た
」
。

こ
の
辺
り
の
表
現
に
は
、
石
川
の
従
軍
体
験
の
実
感

の
投
影
が
感
じ
ら
れ
る
。
彼
は
従
軍
時
の
心
境
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
心
身
と
も
に
疲
れ
て
い
た
。
死
体
の
あ
る
街
、
廃
亡
の
街
の
い
た
ま
し

さ
が
頭
の
芯
ま
で
泌
み
る
ほ
ど
強

い
刺
激
に
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
弱

い
神
経
は
や
は
り
平
凡
な
常
識
的
な
日
常
生
活
を
ほ
し
が
る
よ
う
に
な

っ
た
。

「
あ
あ
、
帰
ろ
う
」

そ
う
い
う
溜
息
は
失
わ
れ
た
平
和
へ
の
熱
望
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(中
略
)
兵

士
た
ち
に
み
つ
か
ら
な
い
場
所
で
紙
入
れ
の
中
に
し
ま
っ
て
あ
る
子
供
を
抱

い

た
妻

の
写
真
を
出
し
て
み
る
ほ
ど
に
私
は
矢
の
如
き
帰
心
を
感
じ
、
そ
し
て
自

由
に
帰
る
こ
と
の
で
き
る
自
分
を
兵
士
た
ち
に
対
し
て
済
ま
な
く
思
う
の
で
あ

っ
た
Q

(結
婚
の
生
態
)

こ
う
し
た
石
川
の
心
境
を
媒
介
に
す
る
と
き
、
組
織
と
し
て
の
軍
に
あ

っ
て
丘
ハカ

と
し
て
の
モ
ノ
で
し
か
な
い
彼
等

の
心
の
底

に
も

「
矢
の
如
き
帰
心
」
が
あ
る
こ

と
1

人
間
と
し
て
の
情
緒
が
あ
る
こ
と
を

「
土
産
も
の
」
に
象
徴
し
、
丸
窓
か

ら
投
げ
捨
て
ら
れ
る

「土
産
も

の
」
に
、
彼
ら
の
諦
め
と
、

「
帰
る
こ
と
の
出
来

る
自
分
を
兵
士
た
ち
に
対
し
て
済
ま
な
く
思
う
」
心
境
と
が
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
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こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「済
ま
な
く
思
う
」

石
川

の
心
境
が
、

「
兵
隊
た
ち
の
行
為
に
対
す
る
弁
護
」
の
方
向
に
石
川
を
走
ら
せ
た

一
要
因
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

兵
隊
た
ち
の
諸

々
の
思

い
と
は
無
関
係

に
、
彼
等
は

「
ど
こ
の
戦
線
」
に
向
か

う
の
か
依
然
知
ら
さ
れ
ず
、
さ
ら
に

「
中
隊
長
も
大
隊
長
も
知
ら
な
い
。
聯
隊
長

で
さ
え
も
、
も
し
か
し
た
ら
高
島
師
団
長
自
身
も
知
ら
な
か

っ
た
か
も

知

れ
な

い
」
と
、
戦
場
の
非
情
さ
、
否
、
軍
と
い
う
組
織
の
非
人
間
性
を
描
出
す
る
。
船

中
に
は
「『
出
港
後
三
時
間
を
経
過
し
て
開
封
す
ぺ
し
』
と
朱
書
き
さ
れ
」
た

「
上

陸
す
べ
き
地
点
の
軍
事
機
密
地
図
」
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
。

軍
は
組
織
以
外
の
何
も

の
で
も
な
く
、
輪
送
さ
れ
る
兵
士
達
は

「戦
争
道
具
」

以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
し
か
し
彼
等

の
日
常
は

「是
命
な
り
是
従
う
べ
し
、

何
の
逡
巡
も
感
じ
は
し
な
い
」

「耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
疲
労
し
た
」
兵
も

「
不

審
番

の
任
務
が
ど
ん
な
に
重
い
も

の
か
は
寝

て
居
て
も
知

っ
て
い
る
の
で
」

「
不

審
番
だ
!

と
叫
ぶ
と
、
お
う
と
急
に
は

っ
き
り
し
た
声
に
な

っ
て
起
き
上
る
」

も

も

も

ヘ

へ

様
は

「機
械

の
様
に
正
確
で
憐
れ
」
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

兵
が
置
か
れ
た
非
人
間
的
状
況
と
、
そ
う

し
た
状
況
に
耐
え
、
雄

々
し
く
戦

い
に

立
ち
向
か
う
雄
姿
が

一
応
感
じ
ら
れ
は
す

る
の
だ
が
、
純
粋
に
そ
れ
ら
の
兵
士
達

も

も

の
雄
姿
の
受
容
の
方
向
に
読
者
を
し
て
向

か
わ
し
め
な
い
不
純
な
響
き
を
作
中
に

感
じ
ざ
る
を
得
ま
い
。

石
川
の
筆
致
は
既
述
の
よ
う
な

「
兵
力
」
式
の
認
識
、
換
言
す
れ
ば
組
織
構
成

上
の
因
子
と
し
て
の
モ
ノ
と
い
っ
た
人
間
認
識
を
十
分
自
覚
的
に
批
判
し
得
て
は

い
な
い
も
の
の
、
無
自
覚
な
形
で
、

「
兵
力
」
と
し
て

一
括
さ
れ
る

一
人

一
人
の

兵
士
の
心
情
の
方
向
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

表
面
的
に
読
み
進
む
な
ら
ば
、
不
審
番

に
立
ち
あ
が
る
兵
士
同
様
の
、
所
謂
戦

陣
美
談
に
類
す
る
挿
話
が
無
数
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
敵
前
上
陸
を
目
前
に
船
中

の

「
百
八
十
人
が
み
ん
な
明
日
の
戦
死
を
黙
々
と
待
機
し
て
い
る
気
持
が
悲
し
く

■

て
た
ま
ら
な
か

っ
た
。
た
だ

一
人
の
兵
も
そ
れ
に
向

っ
て
不
平
を
眩
こ
う
と
し
な

い
こ
の
精
神

の

一
致
が
泣
く
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
」
と
記
す
。
し
か
し
、
こ
の
百

八
十
人
中
の

一
人
で
あ
る
近
藤
が
故
郷

へ
の
手
紙
を
書
き
な
が
ら

「
平
尾
、
手
紙

を
書
か
ん
の
か
い
」
と
呼
び
か
け
る
と
、
「書
か
ん
!
」
「郷
里
に
い
る
や
つ
等
に

俺
の
気
持
な
ん
か
分
ら
ん
」
と
応
え
る
。

一
見
戦
陣
美
談
化
の
方
向
に
流
れ
な
が

も

も

ら
、
現
象
と
し
て
の
従
順
さ
の
背
後
に
な
お
息
づ
く
、
人
間
の
姿
が
、
読
者

の
眼

前
に
浮
か
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
他
に
も
聯
隊
旗
手
や
腹
部
貫
通
で
瀕
死
の
兵
に
関
す

る
挿
話
、

「
陛
下
の
御
稜
威
」
や
聯
隊
旗
の
呪
力
の
無
批
判
な
描
写
な
ど
、
当
時

の
新
聞
紙
面
を
飾
り
、
銃
後
国
民

の
戦
意
昂
揚
の
た
め
に
流
さ
れ
た
美
談
と
変
わ

り
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
部
分
は

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
が
「
『支
那
事
変
』
版
大

本
営
発
表
」
と
都
築
が
言

っ
た
よ
う
な
性
格
を
確
か
に
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
非
個
性

・
非
人
間
的
に
組
織
に
埋
没
す
る
か
に
見
え
る
兵
士
の

内
に
、

一
人

一
人
の
悲
喜
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
こ
と
は
見
逃
し
て
な
ら
な

い
。「

経
験
的
小
説
論
」
の
中
に

「
戦
争
と
い
う
極
限
状
況
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

こ
の

「極
限
状
況
」
と
い
う
語
だ
け
で
は
、
石
川
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
戦
場

認
識
を
持

っ
て
い
た
か
定
か
で
な
い
。
し
か
し
石
川
に
は
戦
場

・
戦
争
を
国
内
の

日
常
性
か
ら
遮
断
さ
れ
た
特
殊
な
場
11
異
空
間
と
す
る
認
識
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

も

も

そ
し
て
、
そ
の
特
殊
性
の
最
た
る
も
の
こ
そ
人
間
の
モ
ノ
化
だ
と
言
い
た
げ
で
あ

る
。

し
か
し
既
述
の
よ
う
に
石
川
は
、
こ
の
人
間
が

モ
ノ
化
す
る
と
い
う
こ
と
を

肯
定
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
こ
と
が
持

つ
問
題
性
を
追
及
し
て
は
い
な
い
。

「
戦
場
に
於
け
る
個
人
の
姿
」

「戦
争
と
い
う
極
限
状
況
の
な
か
で
、
人
間
と
い

う
も
の
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
平
時
に
於
け
る
人
間
の
道
徳
や
知
恵
や
正
義
感
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
愛
や
恐
怖
が
戦
場
で
は
ど
ん
な
姿
に
な
っ
て
生
き
て
い
る
か
」
と

い
う
意
図
に
即
し
、

「
そ
の
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
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「如
何
な
る
場
合
に
も
」

「
自
分
を
反
秩
序
的
な
立
場
に
追
い
こ
む
こ
と
は
な

い
」
石
川
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
焼
土
と
化
し
た
中
国
の
戦
場
を
実
見
し
、
国
家

存
亡
の
危
機
を
痛
感
し
、
戦
争
そ
の
も
の
の
可
否
や
日
本
の
立
場
の
是
非
を
越
え
、

仮
り
に

「防
禦
的
戦
争
で
あ

っ
て
も
防
禦

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
侵
略
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(時
代
の
認
識
と
反
省
)と

い
う
方
向
に
、
あ
る
い
は
ま
た
国

家
の
擁
護

・
戦
意
の
鼓
舞

の
方
向
に
突
き
抜
け
て
行

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
し
か

し
そ
う
し
た
理
念
と
は
別
に
、
戦
場
に
耐
え

つ
つ
あ
え
ぐ

一
人

一
人
の
兵
士
の
心

情
を
払
拭
し
き
れ
ず
、
そ
こ
に
、
美
談
を
描
き
な
が
ら
美
談
化
し
き
ら
な
い
要
素

が
混
入
す
る
因
が
あ

っ
た
。
熱
に
浮
か
さ
れ
た
当
代
の
読
者
の
何
割
か
に
は
、
美

談
が
美
談
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
拾

い
読
み
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

っ
た
ろ
う
が
、
今

日
の
読
者
に
は
、
美
談
が
意
図
的
に
否
定

的
に
処
理
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
随
所
に
、
状
況

へ
の
批
判
的
享
受

を
可
能

に
す
る
要
素
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

4

既
述
の
よ
う
に
知
識
人
論
は
こ
の
作
品

を
支
え
る
重
要
な
柱
の

一
つ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
野
好
夫
に
よ
る
と

「蒼
」眠
」
(昭
10
・
4

『星
座
』
)
は
当
初
、
ゾ

ラ
に
傾
倒
し
た
石
川
が

ル
ー
ゴ
ン

・
マ
ヅ
カ
ー
ル
叢
書
に
似
せ

「
時
代
を
横
に
切

っ
た
社
会
史
」
と
し
て
の

「
蒼
眠
…叢
書
」

と
い
う
構
想

の
も
と
に
着
手
さ
れ
た
ら

し
い
が
、
ゾ
ラ
の
実
験
的
手
法
を
摂
取
し
た
石
川
が
、

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
に

お
い
て
、
自
己
の
テ
ー

マ
を
い
か
に
対
象
世
界
に
解
き
放

っ
た
か
は
大
き
な
問
題

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
宮
本
の
批
判
は
さ
き
に
紹
介
し
た
が

「
イ
ン
テ
リ

出
ノ
兵

ハ
」
「戦
争
と
い
う
極
限
状
況
の
な
か
で
」
「
ド
ウ
ナ
ル
カ
」

に
つ
い
て
の

石
川
の
側
に
予
定
調
和
的
な
強
引
さ
が
な
か

っ
た
か
否
か
検
討
し
て
み
た
い
。

主
要
登
場
人
物
は
近
藤

一
等
丘
ハ
・
平
尾

一
等
兵

・
倉
田
少
尉
で
あ
り
、

こ
れ
ら

三
人
の
知
識
人
に
対
立
す
る
形
象
と
し
て
笠
原
伍
長

・
片
山
玄
澄
従
軍
僧
が
配
さ

れ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
倉
田
少
尉
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。

も

も

も

も

倉
田
は
元
小
学
校
教
員
で
繊
細
な
感
情
の
持
ち
主
で
あ
り
、
笠
原
同
様
に
勇
敢

で
は
あ
る
が
、
感
傷
的
な
温
和
さ
を
内
に
秘
め
て
お
り
、
こ
の
繊
細
な
感
情
と
感

傷
的
な
温
和
さ
の
ゆ
え
に
、
凄
惨
な
戦
場
に
お
い
て

「
死
ぬ
ま
で
続
く
不
安
」
と

「焦
立
た
し
い
落
ち

つ
か
な
い
気
持
ち
」
に
領
さ
れ
、
こ
の
不
安
や
焦
立
ち
か
ら

の
自
己
解
放
と
し
て

「
激
し
い
戦
争
」
を
求
め
、

「死
を
覚
悟
し
て
働
く
と
い
う

よ
り
も
何
で
も

い
い
か
ら
早
く
死
に
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。

笠
原
は
作
中
最
重
要
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は

一
向
学
問
が
な
く
、
凄
惨
な

殺
獄
に
も
動
揺
せ
ず

「戦
場

へ
来
る
ま
え
か
ら
戦
争
に
適
し
た
青
年
」

で
あ

り

「
実
に
見
事
な
兵
士
」
だ
が

「
上
官
の
指
令
な
し
に
自
由
行
動
を
と
る
場
合
に
は

ど
ん
な
乱
暴
を
や
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
無
軌
道
性
を
持

つ
。

そ
し
て
石
川
は
知
識
人
達

に
つ
い
て

「
永
い
戦
場
生
活
の
あ
い
だ
に
は
次
第
に

も

も

も

も

も

も

笠
原
の
よ
う
な
性
格
に
な

っ
て
行
く
よ
う
で
も
あ

っ
た
し
、
な
ら
ず
に
は
居
ら
れ

な
い
も
の
で
も
あ

っ
た
」
と
予
測
す
る
。

こ
れ
が
石
川
に
と

っ
て
の
主
題
の
展
開

で
あ
る
ら
し
い
が
、
小
田
切
が

つ
と
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
笠
原
的
で
な
い
非
知

識
人
や
笠
原
化
し
な
い
知
識
人
の
存
在
が
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
は
大
き
な
問
題

を
残
す
。

と
こ
ろ
で
倉
田
は
戦
場
に
あ

っ
て
も

「
丹
念
に
」
日
記
を
つ
け
続
け
て
い
る
。

そ
れ
は

「
再
び
こ
の
頁
を
開
い
て
見
る
こ
と
」
も
な
い
よ
う
な

「
無
意
味

な

こ

と
」
な
の
だ
が

「
自
分
の
死
ぬ
ま
で
の
こ
と
を
他
人
に
知

っ
て
貰
え
な
い
と
い
う

の
は
彼
に
と

っ
て
淋
し
過
ぎ
る
」
ゆ
え
に
、
自
分
の
存
在
証
明
と
し
て
記
す
。

つ

ま
り
、
軍
に
属
す
る
兵
力
1ー

モ
ノ
と
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
倉
田
な

り
の
抵
抗
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
単
に
兵
力
の
損
耗
と
し
て
自
己
の
死
が
扱
わ
れも

る

こ

と

へ
の
抗

い

の
行

為

は

、

自

己

の
生

死

に

こ
だ

わ
ら

な

い

よ

う
な

二

つ
は

もめ
を
は
ず
し
た
精
神
ま
で
は
行
き
切
れ
」
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
死
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
の
解
放
を
自
ら
の
死
に
求
め
よ
う
と
す
る
不
安
や
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焦
立
ち
に
陥
没
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
彼
は
常
塾
包
囲
戦
で
中
隊
長

を
失

っ
た
こ
と
を

「転
機
」
に

「
ひ
と

も

つ
桁
の
は
ず
れ
た
」
状
態
に
進
む
。
そ
れ
は

「あ
る
種
の
実
感
の
飛
躍
で
あ
り
、

ま
た
陥
落
で
あ

っ
た
。
あ
る
い
は
自
己
の
崩
壊
を
本
能
的
に
避
け
る
と
こ
ろ
か
ら

の

一
種
の
適
応
と
し
て
の
感
性
の
鈍
磨
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
説
明
す
る
。

し
か
し
、
彼

の
心
が
到
達
し
つ
つ
あ
る

「
軽
さ
」

「
明
る
さ
」
は

「穿
墾
す
れ
ば

底
ふ
か
く
暗
黒
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
も
あ

っ
た
け
れ
ど
も
」

「
い
ま
彼

は
絶
対
に
そ
の
穿
墾
を
自
己
に
加
え
る
こ
と
を
欲
」
せ
ず
、
判
断
反
省
思
考
を
中

断
し
た
状
態
に
自
己
を
保
留
し
て
お
こ
う

と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
石
川
は
笠
原
的

人
格
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
倉
田
を
無
批
判

に
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く

二

種

の
自
由
感
で
あ
り
無
道
徳
感
」
と
限
定
し

つ
つ
描
出
し
て
い
る
。

母
を
失

っ
て

「涕
泣
鳴
咽
」
す
る
声
に
耐
え
き
れ
ず
姑
娘
を
殺
し
て
し
ま
っ
た

平
尾
の
行
為
に
つ
い
て
、
笠
原
は

「
勿
体
ね
え
こ
と
を
し
や
が
る
」
と

一
言
眩
く

だ
け
だ
が
、
こ
の
笠
原
の

「
神
経
の
図
太
さ
」
が
倉
田
の

「
苦
し
さ
を
救
」

っ
た

と
も
い
う
。
笠
原
に
と

っ
て
殺
獄
の
対
象

は
人
間
で
な
く
、
性
欲
の
対
象
と
し
て

も

も

の
モ
ノ
と
し
て
よ
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
人
間

の
存
在
や
生
命
を
こ
の
よ
う
に
割
り
き

っ
て
し
ま
う
笠
原
自
身
が
、
す
で
に
非
人

間
的
存
在

(
モ
ノ
)
で
し
か
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
倉
田
も
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
笠
原
を

「
心
の
底
か
ら
見
事
な
も

の
」
と
羨
望
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
自
己

を
負
性
に
向
け
て
変
革
し
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
倉
田
は
南
京
城
の
攻
防
戦
後
、
敵
の
死
体
に
よ

っ
て
笠
原
が
し

つ

ら
え
た
ベ
ッ
ド
に
何
の
抵
抗
感
も
な
く
眠

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
変
貌
す

る
。
そ
し
て
、
変
貌
を
遂
げ
た
後
の
倉
田

の
心
境
を

「落
ち
つ
い
て
柔
ら
か
く
慈

悲
ぶ
か
く
」

「
ひ
ろ
が
り
と
安
定
を
感
じ

て
い
た
」
と
説
明
し
た
後
、

結
局
彼
は
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
自
信
を
も

つ
こ
と
が
出
来
た
の
で
も
あ

っ

た
。

一
人
の
軍
人
と
し
て
、

一
人
の
国
民
と
し
て
、
重
い
義
務
を
負
う
て
行
動

す
る
場
合
の

一
つ
は
め
を
は
ず
し
た
心
の
状
態
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

と
も
言
う
。
し
か
し
、
今
日
の
読
者
に
は
、
こ
の
手
前
勝
手
な
強
引
な
説
明
や
解

釈
を
納
得
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
否
、
当
代
の
読
者
の
中
に
も
お
そ
ら
く
本
音

の
部
分
で
は
納
得
し
な
い
者
が
あ
り
得
た
に
違
い
な
い
。

一
般
に
石
川
は
内
地
か
ら

一
定
の
構
想
を
携
帯
し
て
現
地
入
り
し
、
構
想
に
ふ

さ
わ
し
い
細
部
を
取
材
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
う
ば
か
り
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
凄
惨
な
殺
獄

・
掠
奪

・

凌
辱

・
放
火
と
い
っ
た
現
地
の
虚
無
世
界
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
し

ま

っ
た
彼

は
、

「自
分
を
反
秩
序
的
な
立
場
に
追
い
こ
む
」
(山
本
)
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、

「悲
し
く
矛
盾
に
充
ち
た
日
本
の
国
と
日
本
人
」
(同
前
)
の
現
実
に
何
と
か
自
己

の
論
理
の
世
界
か
ら
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
、
何
よ
り
も
自
己
に
向
け
て
納
得
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
が

「
生
き
て
ゐ
る
丘
ハ隊
」
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
フ
ロ
ー
ベ

ル
流

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
の
中
に
出
て
来
る
若
い
将
校

や
兵
士
は

(私
)
だ

っ
た
」
(経
験
的
小
説
論
)

と
記
し
て
い
る
の
も
奇
嬌
の
言
で

は
な
か
ろ
う
。

小
田
切

の

「彼
自
身
の
感
受
性
や
知
的
教
養
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に

過
ぎ
な
か

っ
た
か
を
む
き
出
す
こ
と
と
な

っ
た
」
と
い
う
批
判
も
、
あ
の
戦
時
下

状
況
を
そ
れ
な
り
に
戦
い
つ
つ
生
き
た
小
田
切
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

ゆ
え
に
説
得
力
が
あ
る
。
否
、
寧
ろ
、
小
田
切
の
批
判
こ
そ
最
も
正
当
性
を
持

っ

て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
時
下
に
生
き
た
民
衆

の

一
つ
の
姿
、
誤
謬

に
満
ち
た
現
実
に
生
き
る
あ
え
ぎ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、
全
否
定
的
な

評
価
は
慎
み
た
い
と
思
う

(人
情
主
義

・
日
本
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
っ
た
声
を
自

己
内
部
に
感
じ
な
が
ら
)
。
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石
川
が
試
み
た
戦
場
に
お
け
る
知
識
人

の
追
及
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
非
知
識
人

笠
原

へ
の
同
化
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

で
は
、
笠
原
は
ど
の
よ
う
な
形
象
と
し

て
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

聯
隊
本
部
に
あ
て
ら
れ
た
民
家
に
放
火
し
た
青
年

(民
家
は
青
年

の
も
の
)
の

首
を
軍
刀
で
叩

っ
切
る
人
物
と
し
て
ま
ず

登
場
す
る
。
彼
は

「
に
や
り
と
意
味
深

く
笑

っ
」
て
町
は
ず
れ
の
ク
リ
ー
ク
の
畔

ま
で
青
年
を

つ
れ

て
行

く
。
青

年

は

「彼
に
向

っ
て
手
を
合
わ
せ
て
拝
み
は
じ
め
た
」
が

「
拝
ま
れ
る
こ
と
に
は
笠
原

は
馴
れ
て
い
た
」
た
め
、
何
の
心
の
動
揺

も
感
じ
な
い
ま
ま
斬
首
す
る
。
ば
か
り

ニ
イ

や

で
な
く

「
さ

っ
き
の
爾
、
殺

っ
た
の
か
」

と
問
わ
れ
る
ま
で
忘

れ

て

い
た
程

に

「
彼
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
事
件
」
な
の
だ
。
ま
た
彼
は

「
左
の
腿
の
上
に
右
足

を
の
せ
た
ま
ま
、
ま
た
ず
る
ず
る
と
刀
を
抜
」
き
、
足
の

「
こ
わ
ば

っ
た
皮
を
削

り
は
じ
め
」
も
す
る
が
、

「
充
分
に
拭
わ
れ
て
い
な
い
刀
に
は
何
個
所
も
刃
こ
ぼ

れ
が
あ
り
多
少
赤
み
さ
え
も
残

っ
て
い
て
、
脂
肪

の
濁
り
で
刀
身
は
鉛
の
よ
う
に

光
が
な
く
な

っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
笠
原
か
ら
、
日
常
的
な
嗜
虐
性

や
頽
廃
的
な
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

先
述
の
敵
前
上
陸
の
訓
練
後
、

い
よ
い
よ
軍
用
船
に
乗
船
し
夜
半
の
黄
浦
江
を

遡
行
す
る

「
誰
も
眠
れ
な
か

っ
た
」
船
中

で
彼
は

「
ひ
と
り
刀
を
抱

い
た
ま
ま
蔚

を
立
て
て
眠

っ
て
い
た
」
。

こ
の
図
太
さ

は
自
己
の
モ
ノ
化
に
抗
い
つ
つ
や

っ
と

倉
田
が
た
ど
り

つ
い
た

「感
受
性

の
鈍
磨
」
の
状
況
で
も
あ
ろ
う
が
、

こ
の
笠
原

に
つ
い
て
も
石
川
は
、
か
な
り
の
こ
と
ぽ

に
よ

っ
て
輪
郭
を
浮
か
ば
せ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
中
心
課
題

の

一
つ
が
知
識
人
論
で
あ
り
、
知
識
人
が
笠

原
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
戦
場
の
特
異
性
と

い
う
構
図
が
作
品
を
貫
い
て
い
る
以
上
、

知
識
人
の
彼
岸
と
し
て
の
笠
原
の
形
象
こ
そ
作
中
で
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
川
は
笠
原
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
怠

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
と
も
に
、
読
者
も
ま
た
変
貌
す
る
知
識
人
に

対
す
る
関
心
に
比
べ
、
笠
原
に
は
嫌
悪
感
を
感
じ
る
ば
か
り
で
十
分
な
検
討
を
加

え
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

笠
原
の
形
象
を
要
約
す
る
と
、

「勇
敢
」
で

「忠
実
」
な

「軍
の
要
求
し
て
い

る
人
物
」
で
あ
り
彼
の
人
格
は

「激
戦
」
「
殺
獄
」
に

「
ゆ
る
が
な
い
心
の
安
定
」

を
持
ち
、

「戦
友

に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
本
能
的
な
愛
情
」
を
持

つ
が

「戦
場
に
役

立
た
な
い
」

「鋭
敏
な
感
受
性
も
自
己
批
判
の
知
的
教
養
」
も
持
た
ず

「戦
場
に

来
る
ま
え
か
ら
戦
争
に
適
し
た
青
年
」
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
は

二

日
の
戦
闘
が

終

っ
て

一
日
の
平
和
が
来
る
と
彼
は
元
の
自
分
に
返

っ
て
乱
暴
と
朴
直
と
の
あ
る

が
ま
ま
な
生
き
方
」
を
す
る
。

「
戦
場
に
お
け
る
彼
の
勇
敢
さ
は
そ
の
裏
を
か
え

せ
ぽ
直
ち
に
乱
暴
さ
に
も
変
化
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
格
に

も

も

も

も

つ
い
て
石
川
は

「彼
は
農
家

の
次
男
で

一
向
に
学
問
は
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け

もに
理
屈
な
し
に
こ
う
い
う
境
遇
に
腰
を
据
え
て
揺
が
な
い
心
を
も

っ
て
い
た
」
と

ら

説
明
す
る
。

「そ
れ
だ
け
に
」
が
学
問
の
な
い
こ
と
を
か
農
民
で
あ
る
こ
と
を
指

す
の
か
定
か
で
な
い
が
、
農
民
で
あ
り
無
学
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
帰
結
と
し
て

の
人
格
と
い
っ
た
設
定
で
あ
り
、
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
知
識
人
達
の

感
性
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
教
員

・
新
聞
人

・
医
師
と
い
う
よ
う
に
職
業
に
仮
託
し

て
い
る
こ
と
と
も
あ
わ
せ
、
ど
う
も
説
得
力
に
欠
け
る
部
分
で
あ
る
。
笠
原
に
つ

い
て
言
え
ぽ
、
非
知
識
人
、
農
民

の
属
性
と
い
っ
た
認
識
に
も
石
川
流
の
固
定
観

も

も

も

念
が
見
う
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
。

こ
こ
に

と
は
無
知

.
農
民
の
属
性
と
し
て
の
人
格
、
具
体
的
に
は

「戦
場
に
来
る
ま
え
か

ら
戦
争
に
適
し
た
」
「戦
場
に
お
け
る
」
「勇
敢
さ
は
そ
の
裏
を
か
え
せ
ば
直
ち
に

乱
暴
さ
に
も
変
化
」
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
に
触
れ
る
前
に
、
作
中
に
描
か
れ
た
軍
の
論
理
11
強
者
の
論

理
に
つ
い
て
少
し
見
て
お
き
た
い
。
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作
品
の
随
所
に
戦
争
遂
行
者
側
の
強
引

な
論
理

(大
義
名
分
)
が
無
批
判
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
感
じ
る
Q
例
え
ば
南
京
を
包
囲
し
た
日
本
軍
が

南
京
防
衛
司
令
官
に
宛
て
た

「
投
降
勧
告
状
」
に
つ
い
て

「
情
理
を
以
て
南
京

の

東
亜
文
化
を
破
壊
す
る
に
忍
び
ず
敢
て
勧
告
す
る
と
い
う
前
文
が
添
え
ら
れ
て
あ

っ
た
」
と
説
明
す
る
。
ま
さ
に
強
者
の
傲
慢
な
論
理
で
あ
る
。
あ
る
い
は
倉
田
少

尉
の
日
記
の

「当
市
平
穏

二
帰
ス
」
と
い
う
記
述
に
し
て
も
、
激
戦
後
の
石
家
荘

に
は
日
章
旗
が
翻
め
い
て
お
り
、
そ
う
し

た
街
中
を

「明
朗
北
支
建
設
の
た
め
に
、

正
義
日
本
を
住
民
に
認
識
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
等
に
安
住

の
天
地
を
与
え
る
た
め

に
」
私
服
の
宣
撫
班
が
戦
後
工
作
に
歩
き
ま
わ
る
と
い
っ
た
部
分
に
し
て
も
、
石

川
は
こ
う
し
た
日
本
軍
の
姿
を
殆
ん
ど
無
批
判
に
、
現
地
の
実
況
と
し
て
描
写
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時

の
言
論
弾
圧
に
対
す
る
免
罪
符

の
役
割
り
を
果

た
す
こ
と
を
期
待
し
た
意
識
的
挿
入
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う

な
強
引
な
強
者
の
論
理
が
、
前
後

の
非
戦
闘
員
殺
繊
場
面
な
ど
の
間
に
挿
入
さ
れ

る
と
き
、
か
え

っ
て
強
者
の
論
理
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

聖
戦
観

へ
の
挑
戦
と
い
う
意
図
的
構
成
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
強
者
の
論
理
は
決
し
て
軍

と
い
う
組
織
を
基
盤
と
し
て
抽
象
的
に

見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
兵
士
の
行
動

に
よ

っ
て
具
体
的

・
現
実
的
に
見
ら
れ

も
す
る
。
例
え
ぽ
中
国
人
農
婦
の
水
牛
を
掠
奪

(徴
発
)
し
た
場
面
で
は

「兵
た

ち
は
良
い
気
持
ち
で
あ

っ
た
。
無
限
の
富
が
こ
の
大
陸
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

取
る
が
ま
ま
だ
Q
こ
の
あ
た
り
の
住
民
た
ち
の
所
有
権
と
私
有
財
産
と
は
野
性
の

果
実
の
よ
う
に
兵
隊

の
欲
す
る
ま
ま
に
開
放
さ
れ
は
じ
め
た
」
と
さ
も
痛
快
事
で

あ
る
か
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「進
軍

の
早
い
し
か
も
奥
地
に
向

っ
て

い
る
軍
に
対
し
て
は
兵
糧
は
到
底
輪
送
し
切
れ
な
か

っ
た
し
そ
の
費
用
も
大
変
な

も
の
で
あ

つ
た
か
ら
、
前
線
部
隊
は
多
く
現
地
徴
発
主
義
で
兵
を
や
し
な

っ
て
い

た
」
と
同
時
に
、
こ
の

「
現
地
徴
発
主
義
」
は
具
体
的
に
は
兵
士
個
人
に
よ
っ
て

私
的
掠
奪
や
凌
辱
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
辺

り
の
兵
の
心
理
に
つ
い
て

「
彼
等
は

一
人

一
人
が
帝
王
の
よ
う
に
暴
君
の
よ
う
に

誇
ら
か
な
我
儘
な
気
持
ち
に
な

っ
て
い
た
」

「
自
分
よ
り
強
い
も
の
は
世
界
中
に

居
な
い
よ
う
な
気
持
で
あ

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
よ
う
な
感
情

の
上
に

は
道
徳
も
反
省
も
人
情
も

一
切
が
そ
の
力
を
失

っ
て
い
た
」
と
説
明
す
る
。

こ
の

よ
う
な
強
者
の
論
理
を
殊
更
に
描
出
し
た
意
図
が
奈
辺
に
あ

っ
た
か
把
握
し
に
く

い
の
で
は
あ
る
が
、
戦
場
に
お
け
る

「道
徳

・
反
省

・
人
情
」
等

々
の
追
及
が
本

来
の
執
筆
意
図
の
内
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ぽ
、

「基
本
的
に
か
れ
が
否

定
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
状
況
が
否
定
の
対
象
と
し
て
う
か
び
あ
が

っ
て

こ
な
い
で
、
む
し
ろ
状
況
埋
没
の
印
象
を
あ
た
え
る
」
(安
永
)
と
い
う
石
川
の
手

法
上
の
ま
ず
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
石
川
の
意
図

が
ど
う
で
あ
れ
、
軍
と
個
人
の
関
係
が
明
ら
か
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

エ
ピ

ロ
ー
グ
の
近
藤

一
等
兵
の
不
安
の
う
ち
に
、
さ
ら

に
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

現
地

(陥
落
直
後

の
南
京
)
に
来
た
日
本
人
芸
者
に
傷
を
負
わ
せ
、
憲
兵
隊
に

拘
留
さ
れ
た
近
藤
は
、
所
属
部
隊
出
発
後
に
放
免
さ
れ
原
隊
に
復
帰
す
べ
く
た
だ

一
人
南
京
市
内
を
走
る
。

こ
の
と
き
ほ
ど
彼
は
心
か
ら
の
淋
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
部
隊

は
彼

一
人
の
居
る
と
居
な
い
と
に
全
く
無
関
心
で
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
彼
は

部
隊
を
は
な
れ
て
ま
で
何
の
価
値
も
な
く
何

の
力
も
な
い
の
だ
。
彼
は
心
の
底

か
ら
自
信
を
失
い
誇
り
を
失

っ
て
、
溺
れ
た
者
の
よ
う
に
た
だ
ひ
た
向
き
に
原

隊
に
追
い
つ
こ
う
と
あ
せ
り
、
走

っ
た
。
部
隊
と

一
緒
に
行
く
、
ど
こ
ま
で
も

つ
い
て
行
く
、
そ
れ
よ
り
他
に
彼
は
何
事
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
部
分
に
見
え
る
近
藤
の
心
理
は
兵
士
に
共
通
す
る
も
の
で
、
笠
原

が

「
上
官
の
指
令
な
し
に
自
由
行
動
を
と
る
場
合
に
は
ど
ん
な
乱
暴
を
や
る
か
わ



浅 田:石 川達三r生 きてゐ る兵隊』考37

か
ら
な
い
L
と
い

っ
た
戦
場
に
お
け
る
彼

の

「勇
敢
さ
は
そ
の
裏
を
か
え
せ
ば
ど

ん
な
乱
暴
さ
に
も
変
化
」
す
る
傾
向
も
、
実
は
中
国
民
衆

に
対
す
る
強
者
と
し
て

の
軍
に
庇
護
さ
れ
た
も
の
で
、
近
藤
の
不
安
と
表
裏

の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
戦
場
で
の
勇
敢
さ
や
私
人
と
し
て
の
乱
暴
さ
は
同
質
の
も
の
で
、
日
本
の
戦

争
は
正
義

(国
際

・
社
会
)
な
ど
と
は
無

関
係
な
力
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
も

の

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
る
。

さ
ら
に
作
品
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
か
ら
す
れ
ば
量
的

・
質
的
に
弱
い
の
で
は
あ
る
が
、

「
元
来
武
力
闘
争
は
経
済
闘
争
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
目
的
で
あ

っ
た
」
と

し
、
占
領
後
の
南
京
に
流
入
す
る
日
本
商
人
達
の
活
動
に
つ
い
て
も

「武
力
闘
争

は
早
く
も
経
済
闘
争
に
変
化
し
つ
つ
あ

っ
た
」

「
戦
争
の
終
結
を
待
た
ず

に
今
ふ

た
た
び
経
済
闘
争
は
有
利
な
戦
い
を
開
始
し
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。

戦
場
に
お
け
る
兵
士
の
追
及
を
意
図
し
た
作
品
の
中
に
こ
れ
ら
の
部
分
が
突
如

挿
入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
意
床
で
違
質
感
を
与
え
は
す
る
が
、
全
十
章
か
ら
な
る

作
品
の
九
章
十
章
に
国
際
経
済
関
係
や
近
藤
の
不
安
を
描
き
込
ん
だ
こ
と
は
、
あ

た
か
も
中
国
と
の
経
済
闘
争

の
帰
結
で
あ
る
か
の
印
象
を
与
え
る
点
気
に
な
る
に

し
て
も
、
既
述
の
よ
う
な

「
明
朗
北
支
建
設
の
為
に
」
等

々
の
聖
戦
観
が
全
く
空

洞
化
し
、
単
な
る
力
の
支
配
原
理
に
支
え
ら
れ
た
強
者
の
論
理
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
暴
露
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
重
視
し
た
い
の
は
、
笠
原
を
典
型
と
す
る
兵
士
達

の
乱
暴
、
特

も

も

に
知
識
人
達

の
笠
原
化
は
モ
ノ
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
強
者
の
論
理
を
容

認
し
、
力

の
支
配
原
理
の
中
に
自
己
を
組
み
込
ん
で
行
く
こ
と
で
も
あ

っ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
と
な
れ
ぽ
、
石
川
は
、
平
和
な
社
会
に
お
け
る
知
識
人
像
と
し
て
、

人
間
性
や
、
力
の
原
理
と
は
別
な
例
え
ば
正
義
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
、
そ
う

し
た
も
の
を
窒
息
さ
せ
る
異
空
間
と
し
て

の
戦
場
認
識
を
持
ち
な
が
ら
、
戦
場
を

支
配
す
る
力
の
原
理

・
強
者
の
論
理
と
い

っ
た
も
の
が
単
に
戦
場
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
な
く
、
日
常
的
な
平
和
な
国
家

の
経
済
原
理
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
強
者

の
論
理
が
最
高
に
顕
在
化
す
る
戦
場
に

「
来
る
前
か

ら
戦
争
に
適
し
た
」
生
活
が
、
平
時
の
国
家

(社
会
)
内
に
隠
然
と
存
在
し
得
て

い
る
こ
と
を
描
い
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

石
川
の
執
筆
意
図
に
は
多
く
の
否
定
的
な
側
面
が
あ
り
、
作
中
に
も
容
認
し
得

な
い
無
神
経
な
表
現
や
強
者
の
論
理
の
放
任
を
感
じ
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
戦
争

の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
の
描
出
に
よ
っ
て
、
岩
上
順

一
の

「
か
か
る
事
実
を
い

か
に
判
断
す
る
か
」
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
と
の
批
判
は
あ
る
に
せ
よ
、

「
生
き

て
ゐ
る
兵
隊
」
を
否
定
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

7

さ
き

に
石
川
の
ゾ
ラ
か
ら
の
影
響
に
ふ
れ

「自
己
の
テ
ー
マ
を
い
か
に
対
象
世

界
に
解
き
放

っ
た
か
」

「
石
川
の
側
に
予
定
調
和
的
な
強
引
さ
が
な
か
っ
た
か
」

と
述
べ
た
が
、
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
石
川
は
自
己
の
固

定
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
場
に
お
い
て
は
無
知
な
笠
原

的
人
格
に
同
化
し
な
い
で
は
生
き
て
行
け
な
い
と
い
う
断
定
的
な
戦
場
認
識
に
確

認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一
般
に
は
知
識
人

・
非
知
識
人
に
対
す
る
固
定
観
念
と
さ
れ

が
ち
で
は
あ
る
が
、
日
常
空
間
と
は
切
り
離
さ
れ
た
異
空
間
と
い
っ
た
戦
場
認
識

こ
そ
、
笠
原
的
形
象
と
そ
れ

へ
の
強
引
な
同
化
と
い
う
構
想
を
も
た
ら
し
た
と
言

え
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
構
想

の
も
と
に
お
け
る
作
品
創
出
過
程
で
、
石
川
の
異

空
間
と
い
う
戦
場
認
識
が
描
出
し
た
笠
原
の
形
象
が
、
逆
に
石
川
の
構
想
を
突
き

崩
す
役
割
を
は
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
場
は
日
常
性
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
異
空
間
で
な
く
、
日
常
性

の
中
に
紳
士
の
仮
面
を
か
ぶ

っ
て
息
づ
く
強
者
の
論

理
が
極
限
ま
で
顕
在
化
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
描
き
な
が
ら
、
石
川
自
身
、
戦
場

・
軍
隊
を
異
空
間
と
す
る

「
俗
情
」
(大
西
巨
人

「
俗
情
と
の
結
託
」

昭
27
・
10

『新

日
本
文
学
』
)
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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紙
幅
の
制
限
を
大
幅
に
越
え
て
し
ま

っ
た
の
で
詳
述
し
得
な
い
が
、
右
の

「
俗

情
」
か
ら
の
解
放
を
不
可
能

に
し
た
最
大

の
原
因
は
、
石
川
こ
そ
紳
士
の
仮
面
を

か
ぶ

っ
た
強
者
の
論
理
の
行
使
者
で
あ

っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
拙
稿
冒

頭
に
紹
介
し
た

「
日
本
の
戦
争
」

の
責
任

を

「
ア
ジ
ヤ
の
大
革
命
」
の
促
進
と
相

殺
し
よ
う
と
し
た
点
に
明
ら
か
だ
が
、

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
事
件
直
後
の

「
結

婚

の
生
態
」
の
中
に
よ
り
明
瞭

に
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

作
中
に
見
え
る
石
川

の
中
国
人
蔑
視
や
第
七
章

の
悠
久
支
那
の
描
写
の
意
味
、

さ
ら
に
右
の
大
西
巨
人

「俗
情
と
の
結
託
」
の
問
題
性
な
ど
、
我
々
に
多
く
の
問

題
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
、
許
し
難

い
負
性
を
有
し
な
が
ら
、
や
は

り
興
味
深
い
作
品
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

AnInterpretationof"lkite-iruheitai"(Asoldierwhotriedtobehuman)

TakashiAsADA

Summary

Thediversityofthecriticaljudgmentspassedon"Ikite-iruheitai"comesfrom

itssubjectmatterbasedonwarexperiece,andtheabsenceoftheanti-wardesignto

beputthework.Thesehaveraisedcriticalissuesaroundtheauthor'swarguilt.

Hencecriticismsattemptedfromideologicalstandpoints.Whilewemayadmitthe

significanceofideologyinaworkofart,therecanbeanotherviewpoint.

Inthepresentpaper,thewritertriestoexaminetheideologyinaliterarywork,th

author'sintention(motif),andanartisticworldofitsown,whichgoesbeyondtheau-

thor'sintention.


