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１
９
５
５
年
の
年
頭
に
題
す

～
悲
願
観
余
す
と
こ
ろ
十
八
年
～

森

信
三

１
１
９
５
５
年
と
い
う
今
年
は
、
我
等
の
民
族
に
と

っ
て
、
さ
ら
に
ま
た
全
人
類
に
と
っ
て
も
実
に
重
大

な
年
だ
と
思
う
。
そ
の
教
え
は
、
今
年
は
あ
の
凄
惨

（
せ
い
さ
ん
）
極
ま
り
な
か
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦

満
十
年
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
全
人
類
に
と
っ
て

恐
ら
く
は
最
後
の
大
戦
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
丸
十
年
目
に
当
た
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
直

接
我
等
の
上
に
見
る
も
、
あ
の
敗
戦
直
後
の
混
乱
期

に
は
、
民
族
の
前
途
如
何
に
成
り
行
く
か
と
、
一
日

と
し
て
安
き
は
な
か
っ
た
が
、
十
年
の
歳
月
が
経
過

し
た
今
日
で
は
、
兎
に
も
角
に
も
一
応
の
落
ち
着
き

を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
国
際
関
係
に
見
る

も
、

年
前
に
は
全
く
同
一
歩
調
を
保
っ
て
い
た
米

十

ソ
両
国
は
、
そ
の
後
数
年
を
出
で
ず
し
て
、
世
界
を

二
大
分
し
て
相
対
立
す
る
に
至
り
、
一
時
は
一
触
即

発
の
危
機
さ
え
憂
え
ら
れ
た
が
、
今
日
で
は
、
「
資

本
主
義
と
共
産
主
義
と
の
共
存
の
可
能
」
が
唱
え
ら

れ
出
し
て
小
康
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。
同
時
に
我

等
の
民
族
に
と
っ
て
は
、
今
年
は
半
ば
名
目
的
な
が

ら
も
独
立
後
三
年
に
該
当
す
る
今
年
で
も
あ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
自
立
の
第
一
歩
の
始
ま

る
べ
き
年
と
言
っ
て
良
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
は
古
来

百
年
を
以
て
大
変
し
、
三
十
年
を
以
て
中
変
し
、
十

年
を
以
て
小
変
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
考
え
れ
ば
、
我
ら
は
今
年
三
十
年
の
前
途
を
遠

望
し
つ
つ
、
さ
し
当
た
り
今
後

年
間
の
具
体
的
進

十

路
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
年
で
あ
ろ
う
。
大
戦
後
の
混

乱
も
よ
う
や
く
収
ま
る
と
と
も
に
、
国
の
歩
み
い
よ

い
よ
重
大
さ
を
加
え
つ
つ
あ
る
秋
（
と
き
）
、
わ
れ

ら
国
民
教
育
者
と
し
て
は
、
そ
の
悲
願
た
る
「
国
民

教
育
定
礎
」
の
大
業
に
向
か
っ
て
、
一
躍
前
進
す
べ

き
を
祈
念
す
る
外
な
い
。

日
本
民
族
の
使
命

森
信
三

１第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
未
曾
有
の
敗
戦
を

痛
験
し
、
一
時
は
こ
の
ま
ま
再
起
も
不
可
能
で
、
滅

亡
す
る
の
で
は
な
い
か
と
ま
で
思
わ
れ
た
我
等
の
民

族
も
、
極
陰
は
陽
に
転
ず
る
の
易
理
（
え
き
り
）
の

理
（
こ
と
わ
り
）
に
よ
っ
て
、
十
年
の
歳
月
が
経
て

ば
、
お
の
ず
と
「
民
族
の
使
命
」
に
つ
い
て
、
考
え

ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
げ

に
「
時
」
こ
そ
は
、
何
物
に
も
ま
さ
っ
た
偉
大
な
る

力
の
保
持
者
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
に
「
民
族
の
使
命
」
に
つ
い
て
、
考

え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
え
ば
、
一
部
の
人
々
は
、
「
又

ぞ
ろ
そ
の
よ
う
な
事
を
言
い
出
し
て
…
…
」
と
眉
を

ひ
そ
め
る
向
き
も
必
ず
し
も
絶
無
で
は
な
い
か
も
知
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れ
ぬ
。
そ
う
し
た
人
々
の
言
う
こ
と
が
分
か
ら
ぬ
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
一
個
の
民
族
は
、
そ
れ
が
自

滅
し
滅
亡
す
れ
ば
、
い
や
し
く
も
、
こ
の
地
上
に
そ

の
存
在
を
維
持
す
る
以
上
、
自
ら
の
使
命
が
、
い
ず

こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
常
に
こ
れ
を
明
確
に
把

持
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
否
そ
れ
は
必
要
と
い
う

程
度
の
生
温
る
い
表
現
で
す
ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な

く
、
ま
さ
し
く
そ
の
義
務
あ
り
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。何

と
な
れ
ば
、
一
個
の
民
族
に
と
っ
て
、
そ
の
使

命
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
存
在
理
由
と
い
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
不
明
確
な
い
し
は
無
い
と

し
た
な
ら
ば
、
そ
の
民
族
は
、
地
上
に
存
在
す
る
意

味
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
我
ら
は
、
な
る
ほ

ど
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
大
敗
を
し
は
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
事
が
、
直
ち
に
民
族
の
滅
亡
を

意
味
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
爾
来
十
年
の

今
日
に
至
っ
て
、
不
十
分
な
が
ら
も
、
よ
う
や
く
民

族
と
し
て
、
自
己
を
取
り
戻
し
か
け
た
と
言
っ
て
よ

い
現
状
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
斯
く
は
言
っ
て
も
、
民
族
の
現
状
は
決

し
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
い
。
パ
チ
ン
コ
、
ヒ
ロ
ポ
ン
、
青
少
年
の
性
的

犯
罪
等
々
、
亡
国
的
と
称
す
べ
き
現
象
は
至
る
所
に

見
ら
れ
は
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
大
望

す
る
時
、
戦
後
十
年
を
経
過
し
た
昨
今
、
我
等
の
民

族
に
も
、
早
春
の
野
の
よ
う
に
、
一
見
し
て
は
一
面

の
枯
れ
草
の
野
の
如
く
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
地
表

に
は
す
で
に
幽
（
か
す
）
か
な
る
草
の
芽
の
あ
ち
こ

ち
に
芽
生
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
今
の
と
こ
ろ
、
極
め
て
幽
か
で
は
あ
る
。
だ
が
、

や
が
て
そ
れ
ら
が
生
い
育
つ
べ
き
運
命
を
も
つ
べ
き

こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。

２
民
族
の
使
命
の
問
題
に
つ
い
て
、
何
人
に
も
勝
っ

て
、
思
惟
（
し
い
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
我

々
教
育
者
で
あ
る
と
思
う
。
特
に
国
民
教
育
者
で
あ

る
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
問
題
が
は
っ
き
り

と
つ
か
め
て
い
な
い
限
り
、
真
の
国
民
教
育
は
不
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
そ
れ
は
、
行
く
べ
き
方

向
を
持
た
な
い
汽
車
汽
船
の
よ
う
な
も
の
で
、
真
の

前
進
の
可
能
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
有
限
の
儚
き
生

命
を
も
っ
た
一
個
人
の
場
合
で
さ
え
、
こ
れ
は
当
て

は
ま
る
真
理
で
あ
る
。
ま
し
て
況
ん
や
一
個
の
民
族

の
場
合
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。

私
は
今
日
国
民
教
育
の
振
る
わ
な
い
最
深
の
原
因

は
、
畢
竟
（
ひ
っ
き
ょ
う
）
こ
の
点
に
基
因
す
る
と

思
惟
す
る
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
過
ぐ
る
敗
戦
の
痛

打
に
よ
っ
て
、
我
ら
の
民
族
は
、
そ
れ
ま
で
内
に
抱

き
外
に
向
か
っ
て
高
ら
か
に
掲
げ
来
た
っ
た
、
「
民

族
の
使
命
」
の
標
識
を
一
挙
に
し
て
叩
き
落
と
さ
れ

て
し
ま
っ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
未
だ
こ
れ
に
代

わ
る
べ
き
新
た
な
る
使
命
の
標
識
を
見
出
し
か
ね
て

い
る
が
故
に
他
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
私
に
と
っ

て
は
、
戦
後
十
年
の
永
き
に
わ
た
る
間
に
お
け
る
国

民
教
育
の
不
振
の
根
本
的
因
由
は
、
最
深
の
根
を
こ

こ
に
持
つ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し

て
ま
た
こ
れ
ほ
ど
当
然
な
事
は
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
一
個
の
民
族
が
何
処
へ
向
か
っ
て
進
む
べ

き
か
が
分
か
ら
ず
に
い
て
、
ど
う
し
て
次
の
世
代
の

若
き
生
命
に
そ
の
進
路
の
種
ま
き
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て

我
等
の
民
族
は
、
今
日
ま
で
こ
の
重
大
な
問
題
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
人
々
の
う
ち
に
は
不
思
議
に
思
う
向

き
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て

は
私
は
、
決
し
て
そ
れ
を
不
思
議
と
は
思
わ
な
い
。

な
る
ほ
ど
十
年
の
歳
月
は
必
ず
し
も
短
く
は
な
い
。

と
く
に
現
在
の
よ
う
に
時
代
が
激
し
く
動
き
流
れ
つ

つ
あ
る
場
合
に
は
。
だ
が
そ
れ
す
ら
も
、
我
ら
の
民

族
が
、
過
ぐ
る
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
破
れ
た
瘡
痍

（
そ
う
い
）
の
深
大
さ
に
比
べ
れ
ば
、
必
ず
し
も
長

き
に
過
ぎ
る
と
は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
あ
の
敗
戦
は
、

我
ら
に
と
っ
て
文
字
通
り
未
曽
有
の
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
す
れ
ば
無
条
件
降
伏
下
に
打
ち
倒
さ
れ
た
我

等
の
民
族
が
、

年
間
立
ち
上
が
り
え
な
い
で
、
自

十

ら
の
果
た
す
べ
き
使
命
感
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
亡

失
し
て
い
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
怪
し
む
に
足
り

な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
過
ぐ
る
敗
戦
は
、

我
等
に
と
っ
て
そ
こ
ま
で
の
深
き
痛
打
を
与
え
た
も

の
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
だ
が
戦
後

年
を
経
過

十

し
た
今
日
、
我
等
は
再
び
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
正
確
に
は
未
だ
立
ち
上
が
る
と
ま
で
は
言
え

な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
「
正
眼
」
に
自
己
の

前
途
を
照
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
段
階
に
は
達
し
た
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と
思
う
。
否
今
日
こ
の
一
事
を
為
し
得
な
い
と
し
た

な
ら
ば
、
我
等
の
前
途
は
、
ほ
と
ん
ど
正
道
に
立
ち

還
り
得
る
日
は
な
い
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
私
に
は
、
現
在
そ
の
様
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

３
で
は
端
的
に
言
っ
て
、
我
々
日
本
民
族
の
使
命
は

如
何
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
問

い
に
対
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
私
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ

も
の
は
、
明
治
維
新
後
、
民
族
の
生
め
る
最
大
の
予

言
者
内
村
鑑
三
先
生
が
、
そ
の
名
著
「
地
人
論
」
中

に
道
破
し
て
い
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
先
生
曰
く
、

「
日
本
国
の
天
職
如
何
、
そ
れ
は
東
西
両
洋
間
の
媒

介
者
た
る
に
あ
り
」
と
。
す
な
わ
ち
先
生
に
よ
れ
ば
、

我
ら
の
民
族
は
、
地
理
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
、「
亜

欧
の
両
主
義
を
同
化
し
得
る
特
質
が
あ
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ひ
と
り
内

村
先
生
の
み
の
専
売
で
は
な
い
。
我
が
民
族
の
生
め

る
英
雄
的
天
才
児
一
人
た
る
岡
倉
天
心
も
ま
た
同
様

の
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ

る
。
否
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
天
才
的
思

想
家
の
み
で
は
な
く
、
多
少
な
り
と
も
教
養
を
持
つ

ほ
ど
の
日
本
人
な
ら
ば
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
何
れ

も
等
し
く
抱
懐
し
て
い
る
見
解
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

我
等
の
民
族
の
お
か
れ
て
い
る
地
理
的
地
位
と
、
そ

の
歴
史
的
現
実
と
が
こ
れ
を
確
証
し
つ
つ
あ
る
わ
け

で
あ
っ
て
、
「
東
西
文
明
の
融
合
」
と
か
「
東
西
文

化
の
統
一
」
な
ど
と
い
う
標
語
は
、
戦
前
そ
れ
こ
そ

耳
に
タ
コ
の
で
き
る
ほ
ど
、
見
も
し
聞
き
も
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
や
新
た
な
る
問
題
は
、
こ
の

よ
う
な
戦
前
の
考
え
方
が
、
未
曾
有
の
敗
戦
を
喫
し

た
我
々
に
と
っ
て
、
今
日
再
び
そ
の
ま
ま
で
当
て
は

ま
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
こ
そ

は
今
日
、
わ
れ
ら
の
民
族
が
、
最
も
真
摯
に
検
討
を

要
す
る
重
大
問
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４
問
題
の
便
宜
上
、
ま
ず
最
初
に
結
論
を
言
っ
て
お

こ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
戦
前
我
ら
の
考
え
て
い
た

よ
う
な
「
東
西
文
化
の
融
合
な
い
し
統
一
」
論
は
、

今
日
そ
の
ま
ま
で
は
も
は
や
通
用
し
な
い
と
言
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
何
よ
り
も
敗
戦
そ
の
も

の
が
、
最
も
深
刻
か
つ
明
白
に
こ
れ
を
事
実
の
上
に

証
明
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
我
等
に
は
「
日
本
民
族
の
使
命
」
と
し
て
、
東

西
両
文
明
の
融
合
な
い
し
そ
れ
へ
の
媒
介
的
役
割
と

い
う
こ
と
は
、
永
久
に
我
等
よ
り
消
失
し
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
断
じ
て
否
で
あ
る
。

で
は
如
上
の
矛
盾
を
わ
れ
わ
れ
は
今
日
こ
れ
を
如

何
様
に
解
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
あ
の
よ

う
な
大
敗
を
喰
っ
た
我
等
の
民
族
に
、
依
然
と
し
て

「
東
西
文
化
の
融
合
な
い
し
そ
れ
へ
の
媒
介
者
」
的

役
割
を
果
た
し
得
る
力
が
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
か
。

あ
る
意
味
で
は
全
く
身
の
程
知

ら
ず
の
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
と
も
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
そ
れ
に
対
し
て
、
今
端
的
に
私
の
考
え
を

述
べ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
過
半
の
敗
戦
こ
そ
は
、

神
天
が
我
等
の
民
族
に
こ
の
大
使
命
を
果
た
さ
し
め

ん
が
為
に
、
与
え
ら
れ
た
一
大
試
練
で
あ
る
と
言
う

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
何
故
に
そ
う
な
の

か
。そ

も
そ
も
東
西
文
明
と
西
洋
の
文
明
と
は
、
す
で

に
幾
多
の
人
々
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
根

本
的
に
そ
の
質
を
異
に
す
る
文
明
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
れ
が
融
合
統
一
と
い
う
が
如
き
は
決
し
て
容
易
の

業
で
は
な
い
。
否
そ
の
真
の
完
成
は
、
人
類
の
全
歴

史
的
行
程
を
必
要
と
す
る
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
我
ら
の
民
族
に
許
さ
れ
る
こ
と
も
。
内

村
先
生
が
妙
じ
く
言
わ
れ
た
よ
う
に
単
に
、
そ
の
媒

介
的
役
割
た
る
に
過
ぎ
ま
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
媒

介
的
役
割
す
ら
も
が
、
し
ば
し
ば
述
べ
る
よ
う
に
、

地
理
的
歴
史
的
条
件
を
絶
対
必
須
と
す
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
、
地
球
上
、
我
ら
の
民
族

の
右
に
出
ず
る
民
族
の
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
。
未

曽
有
の
敗
戦
を
痛
験
し
た
現
在
と
い
え
ど
も
変
わ
り

は
な
い
。

否
正
眼
に
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
大

敗
戦
を
痛
験
し
た
れ
ば
こ
そ
我
ら
の
民
族
は
初
め
て

こ
こ
に
如
上
神
天
の
意
思
し
給
う
人
類
的
な
使
命
に

向
か
っ
て
今
や
真
実
の
一
歩
を
踏
み
出
し
得
る
と
思

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
水
素
と
酸
素
と
い

う
全
く
異
質
的
な
両
元
素
が
合
し
て
水
と
な
る
た
め

に
は
、
一
大
轟
音
を
発
し
て
そ
の
化
合
が
可
能
な
の

と
相
似
た
も
の
が
あ
る
。
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５
げ
に
こ
の
場
合
轟
音
は
、
か
の
大
敗
戦
に
似
て
い

る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
の
も
つ
内
面
的
意
義
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
に
し
て
そ
れ
は
民

族
同
体
の
徹
底
的
な
自
己
否
定
の
経
験
で
あ
る
と
思

う
。
ち
ょ
う
ど
酸
素
と
水
素
と
が
合
し
て
水
と
な
る

た
め
に
は
、
両
者
は
と
も
に
自
己
た
る
こ
と
を
拾
離

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
様
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば

水
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
我
等
の
民
族
が
、
真
に
神
天
の
課
し
給
え

る
大
使
命
を
果
遂
し
え
ん
が
た
め
に
は
、
我
ら
の
民

族
は
一
度
徹
底
的
に
打
ち
砕
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
に
は
、
一

度
自
ら
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
誇
り
来
た
っ
た
も
の
の
一

切
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
な
け

れ
ば
、
我
々
に
と
り
て
、
全
く
異
質
的
な
西
洋
文
明

を
摂
取
し
て
、
東
西
両
文
明
の
真
の
媒
介
者
た
る
こ

と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

宜
な
る
か
な
、
我
々
の
民
族
の
西
洋
文
化
に
対
す

る
真
の
「
開
眼
」
は
今
自
の
敗
戦
に
よ
っ
て
初
め
て

真
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
の
西
洋
文
化
の
摂
取
と
い
う
は
、
今

に
し
て
思
え
ば
、
単
に
皮
相
の
模
写
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
身
徹
骨
（
つ

う
し
ん
て
っ
こ
つ
）
知
ら
し
め
た
と
こ
ろ
に
、
今
自

敗
戦
の
意
味
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
我
ら
の
民
族
の
今
後
の
歩
み
は
、
何
よ

り
も
西
洋
文
化
を
、
改
め
て
民
族
の
躰
（
か
ら
だ
）

を
通
し
て
摂
取
し
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
態
度
を
民
族
全
体
と
し
て
確
立
す
る
こ
と

こ
そ
、
今
日
最
大
急
務
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
こ
こ
に
民
族
の
躰
を
通
し
て
と
い
う
こ
と

の
た
め
に
は
、
一
面
か
ら
は
西
洋
文
化
の
摂
取
が
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
一
部
の
イ
ン
テ
リ
階
級
に
の
み

限
ら
れ
な
い
で
、
一
般
国
民
と
く
に
庶
民
階
層
の
人

々
の
う
ち
に
、
生
活
的
に
浸
透
す
る
こ
と
を
期
す
べ

き
で
あ
り
、
今
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
へ
の
最
根
本
方

途
と
し
て
の
教
育
、
特
に
国
民
教
育
の
根
本
的
な
改

革
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

而
（
し
こ
う
）
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
、
教
育
を

単
に
文
字
の
上
で
の
「
生
活
」
で
は
な
く
て
、
根
を

現
実
の
子
供
ら
の
生
活
自
体
の
中
に
下
ろ
さ
し
む
べ

く
努
力
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戦
後
「
生
活
教
育
」

の
語
は
教
育
界
に
喧
し
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
な

お
学
者
先
生
達
の
概
念
を
全
脱
せ
ぬ
恨
み
が
多
い
。

真
の
教
育
は
被
教
育
者
自
身
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
力
と
喜
び
と
を
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
知
ら
ず
、
今
日
こ
の
よ
う
な
教
育
が
果
た

し
て
ど
の
程
度
に
行
わ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

か
。重

ね
て
言
う
。
我
ら
の
民
族
は
今
自
の
敗
戦
を
通

過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
神
天
の
付
託
た
る

東
西
文
明
の
媒
介
者
た
る
第
一
歩
に
起
つ
を
得
た
の

で
あ
る
と
。
而
し
て
そ
の
現
実
の
踏
み
だ
し
は
、
西

洋
文
化
を
庶
民
生
活
の
中
に
具
体
化
す
る
こ
と
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
そ
こ
に
は
あ
る
意

味
で
は
明
治
の
初
年
に
、
福
沢
諭
吉
の
演
じ
た
よ
う

な
偉
大
な
る
啓
蒙
を
…
…
第
二
の
啓
蒙
を
必
要
と
す

る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
と
相
即
し

て
、
国
民
教
育
に
お
い
て
も
、
西
洋
文
化
を
生
徒
の

生
活
の
中
に
融
化
せ
し
め
ん
が
た
め
の
新
た
な
る
努

力
が
開
始
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
相
即
す
る
大
業
の
た
め
の
先

決
条
件
と
な
る
も
の
は
、
民
族
自
立
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
の
確
立
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ

の
重
大
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
項
を
改
め
て
説

く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

一
校
再
建
問
題
で
森
信
三
先
生
が
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
、
「
実

践
」
の
意
味
と
そ
の
深
さ
、
大
事
さ
を
説
か
れ
て
余
り
あ
る
。
で
は

ど
ん
な
実
践
か
と
い
う
に
、
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
校
主
宰
た

る
校
長
の
人
間
と
し
て
の
凡
て
を
引
っ
張
り
出
し
て
ぶ
つ
け
よ
！
と

言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
こ
れ
が
と
い
う
具
体
的
な
モ
ノ
は
な
く
、
十
人

十
色
の
展
開
が
予
想
さ
れ
る
。
愚
生
も
ま
っ
た
く
賛
成
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
文
部
省
の
学
習
指
導
要
領
な
ど
参
考
程
度
で
よ
か
ろ
う
と
思

う
。
西
先
生
に
つ
い
て
の
森
信
三
先
生
の
思
い
入
れ
は
、
簡
単
に
憶

測
で
意
見
感
想
な
ど
い
う
の
は
危
険
だ
。
余
人
の
知
り
得
ぬ
高
さ
と

深
さ
が
あ
ろ
う
。（

日
二
繁
）
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