
戦
後
文
学
の
志
（
三
）

―
―
鮎
川
信
夫
『
戦
中
手
記
』
と
亀
島
貞
夫
「
白
日
の
記
録
」
―
―

栗

原

敦

７

詩
人
鮎
川
信
夫
（
一
九
二
〇
、
大
正
九
・
八
・
二
三
生
れ
。
本
名
、

上
村
隆
一
）
は
傷
病
兵
と
し
て
内
地
送
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一

九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
五
月
十
五
日
、
く
し
く
も
ち
ょ
う
ど
一
年

前
に
上
陸
し
た
の
と
同
じ
日
に
、
ス
マ
ト
ラ
島
北
部
の
ベ
ラ
ワ
ン
港

か
ら
病
院
船
で
出
港
し
た
（『
戦
中
手
記
』
６５
・
１１
、
思
潮
社
刊
の

記
述
に
よ
る
。
以
下
、
特
記
以
外
鮎
川
の
戦
中
の
事
項
に
つ
い
て
は

こ
れ
に
よ
る
）。「
仏
印
に
於
け
る
内
還
の
患
者
を
収
容
す
る
た
め
に

先
ず
サ
イ
ゴ
ン
へ
向
」
か
い
、「
途
中
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
寄
り
ジ
ョ

ホ
ー
ル
の
病
院
に
十
日
ほ
ど
居
て
」
ま
た
「
比
島
マ
ニ
ラ
」（
到
着

は
五
月
二
十
六
日
）
の
「
ケ
ソ
ン
病
院
」
を
経
て
、「
雨
の
基
隆
港

へ
二
日
停
泊
」
し
て
、
六
月
十
八
日
（
原
崎
孝
「
鮎
川
信
夫
年
譜
」

『
鮎
川
信
夫
著
作
集
』
１０
、
７６
・
１１
、
思
潮
社
）
大
阪
港
に
帰
着
し

た
。『

白
日
の
記
録
』
の
著
者
亀
島
貞
夫
は
鮎
川
よ
り
一
年
の
年
下
だ

が
、
五
月
一
日
よ
り
仙
台
陸
軍
予
備
士
官
学
校
で
教
育
を
受
け
、
戦

地
へ
の
配
属
に
備
え
て
い
た
（
亀
島
に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
る
歴
史

的
事
項
は
『
新
編

検
証

陸
軍
学
徒
兵
の
資
料
』
２
０
０
０
・
１２
、

学
徒
兵
懇
話
会
刊
に
よ
る
。
志
津
と
著
者
亀
島
の
重
な
り
に
つ
い
て

は
後
述
）。
こ
の
教
育
は
九
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
に
終
了
、

そ
れ
ぞ
れ
南
方
軍
、
中
部
軍
へ
と
転
属
さ
れ
た
。「
白
日
の
記
録
」

で
主
人
公
志
津
堯
志
が
「
一
九
四
四
年
九
月
、
僕
ら
は
博
多
港
か
ら

殆
ん
ど
最
後
と
思
は
れ
る
南
方
派
遣
の
輸
送
船
に
便
乗
し
た
。」
と

記
し
て
い
る
と
お
り
、
あ
た
か
も
、
鮎
川
ら
の
帰
還
を
待
っ
て
入
れ

―３１―



替
わ
る
よ
う
に
し
て
志
津
た
ち
の
「
殆
ど
最
後
と
思
は
れ
る
」
南
方

派
遣
が
行
わ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
鮎
川
ら
の
乗
っ
た
帰
還
船

も
、
病
院
船
と
は
い
え
機
雷
へ
の
接
触
や
誤
爆
の
危
険
を
負
っ
て
の

航
海
で
あ
っ
た
し
、
仙
台
予
備
士
官
学
校
南
方
軍
転
属
者
を
乗
せ
た

輸
送
船
第
十
五
多
聞
丸
は
、
比
島
転
出
者
八
八
名
が
高
雄
で
下
り
、

残
る
三
五
九
名
が
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
一
月
十
四
日
に
ツ
ー

ラ
ン
で
下
船
、
陸
路
で
南
方
軍
下
士
官
候
補
者
隊
の
あ
る
ポ
ー
ト

デ
ィ
ク
ソ
ン
に
向
か
っ
た
あ
と
、
一
月
二
十
六
日
サ
イ
ゴ
ン
で
沈
没

し
て
い
る
。
す
で
に
、
日
本
軍
は
制
空
権
、
制
海
権
を
次
々
と
失
っ

て
、
各
所
で
孤
立
、
潰
滅
、
玉
砕
が
続
く
時
期
に
入
っ
て
い
た
。

帰
国
し
た
鮎
川
信
夫
は
、
大
阪
陸
軍
病
院
に
入
院
、「
八
月

金

沢
、
敦
賀
の
陸
軍
病
院
を
経
て
、
福
井
県
三
方
郡
の
傷
痍
軍
人
療
養

所
に
入
所
」（
牟
礼
慶
子
『
鮎
川
信
夫
―
―
路
上
の
た
ま
し
い
』

９２
・
１０
、
思
潮
社
）。
そ
こ
で
療
養
中
の
翌
「
一
九
四
五
年
二
月
の

末
頃
か
ら
三
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
」、
鮎
川
は
長
い
手
記
を
、
ほ

と
ん
ど
「
九
時
の
消
灯
後
、
十
燭
ぐ
ら
い
の
電
灯
の
あ
か
り
を
た
よ

り
に
、
家
へ
手
紙
を
書
い
て
い
る
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
し
た
た
め

た
」。「
内
容
は
、
前
年
の
外
泊
期
間
中
に
会
っ
た
Ｔ
に
宛
て
た
手
紙

の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
事
実
は
じ
め
は
そ
の
つ
も
り
で

あ
っ
た
が
、
途
中
で
そ
の
頃
考
え
て
い
た
こ
と
を
何
で
も
か
た
っ
ぱ

し
か
ら
書
き
こ
み
始
め
た
」
の
だ
と
い
う
が
、「
け
っ
き
ょ
く
そ
の

頃
の
私
の
意
識
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
吐
露
す
る
結
果

に
な
っ
た
。」「
よ
く
も
わ
る
く
も
こ
の
手
記
は
、
一
九
四
五
年
二
、

三
月
の
時
点
に
お
け
る
私
の
過
去
の
総
決
算
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

そ
の
後
の
方
向
を
決
め
た
一
つ
の
出
発
点
と
な
っ
た
」（『
戦
中
手

記
』
後
記
）
の
で
あ
る
。

日
本
軍
の
敗
色
濃
厚
な
戦
地
、
そ
し
て
す
で
に
空
襲
も
始
ま
っ
て

い
る
本
土
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
敗
戦
以
前
の
こ

の
段
階
で
、
自
身
の
「
過
去
の
総
決
算
」
と
し
て
、
一
つ
に
は
入
営

以
前
、
二
つ
に
は
入
営
以
後
の
体
験
を
検
証
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を

貫
い
て
、
一
九
四
五
年
二
、三
月
の
今
、
こ
の
段
階
で
つ
か
ん
だ
も

の
の
根
本
を
書
き
記
し
得
た
こ
と
は
、
何
も
の
に
も
ま
し
て
貴
重
な

こ
と
と
評
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
敗
戦
以
前
に
お

い
て
戦
後
的
で
あ
り
得
た
こ
と
を
事
実
を
も
っ
て
証
し
て
い
て
、
特

筆
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

入
営
以
前
に
即
し
て
は
、「
自
由
主
義
の
形
骸
の
文
化
と
満
洲
事

変
以
来
急
速
に
促
進
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
新
ら
し
い
軍
国
主
義
的
環

境
の
う
ち
に
最
も
劇
し
い
精
神
の
生
成
期
を
も
っ
た
。
そ
し
て
一
九

四
〇
年
以
後
に
な
っ
て
僕
等
が
身
を
以
て
学
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
は

絶
望
の
二
字
に
尽
き
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
僕
ら
は
烈
し
い

現
実
に
対
す
る
絶
望
を
、
ま
だ
自
身
の
若
さ
か
ら
く
る
多
分
の
未
練

を
苦
々
し
く
感
じ
な
が
ら
軍
隊
へ
入
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。」

と
概
括
し
て
、
遡
っ
て
は
「
一
九
三
七
年
」
の
早
稲
田
大
学
文
学
部

予
科
在
籍
中
前
後
か
ら
の
交
友
と
思
想
を
、「
荒
地
」
の
理
念
の
結
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晶
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

入
営
前
の
「〈
格
闘
す
る
〉
個
人
的
時
代
は
完
全
に
過
ぎ
た
か
に

見
え
」、
そ
れ
ま
で
の
「
自
分
の
行
き
詰
ま
っ
た
生
活
を
別
方
向
に

展
開
せ
し
め
る
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
「
期
待
」
を
抱
か
せ
た
「
軍

隊
」
が
、
実
態
と
し
て
「
人
間
的
な
自
治
の
精
神
と
い
ふ
も
の
は
薬

に
し
た
く
も
な
い
、
―
―
奇
怪
な
階
級
的
な
厚
顔
な
専
制
的
な
奴
隷

的
な
世
界
で
あ
り
、
決
し
て
開
放
的
な
集
団
生
活
な
ど
と
い
ふ
も
の

で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
の
確
認
は
、
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
示
し

出
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
古
参
の
班
長
に
評
さ
れ
て
い
た
身
上
調

書
を
盗
み
見
た
と
き
、「
こ
れ
だ
け
適
確
に
自
分
を
浮
彫
に
す
る
や

う
な
意
地
悪
な
世
界
」
を
初
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
感
を
得
て
、

い
っ
そ
「
こ
の
時
何
か
し
ら
勇
気
の
湧
き
あ
が
る
の
を
覚
え
、
脚
が

わ
な
わ
な
震
へ
て
ゐ
た
や
う
に
思
ふ
」
ほ
ど
の
一
種
の
回
心
を
得
て
、

か
え
っ
て
逃
避
的
で
は
な
く
「
と
に
か
く
こ
の
苦
境
を
切
り
ぬ
け
、

一
世
紀
を
横
切
っ
て
、�
荒
地
�
の
歴
史
を
も
う
一
度
見
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
現
実
の
生
き
た
模
範
で
あ
る
歴
史
の
中
に
自
分
の
顔
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
―
―
と
い
ふ
執
着
が
猛
烈
に
頭
を
擡
げ
て
き

た
」
経
験
の
記
述
は
印
象
深
い
。
そ
の
上
で
ス
マ
ト
ラ
島
派
遣
後
の
、

軍
隊
的
に
「
か
な
り
優
秀
な
上
官
に
忠
実
な
土
偶
と
な
り
生
き
つ
づ

け
た
」
自
身
を
振
り
返
り
つ
つ
、
回
想
が
「
自
分
が
内
地
へ
還
さ
れ

る
や
う
に
な
っ
た
来
歴
を
書
く
順
序
ま
で
来
た
」
と
こ
ろ
で
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

僕
の
軍
隊
生
活
は
僕
自
身
に
如
何
な
る
影
響
を
与
へ
た
か
は
、
い

ま
だ
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
明
瞭
な
の
は
異
常
な
運
命
的
事
件

で
あ
る
軍
隊
生
活
の
数
々
の
困
苦
や
圧
制
に
よ
っ
て
も
、
私
か
ら

ど
う
し
て
も
奪
ふ
こ
と
が
出
来
ぬ
も
の
、
私
が
最
も
執
拗
に
固
執

し
て
ゐ
る
も
の
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
或
は
私
の
軍
隊
生

活
の
最
も
重
大
な
意
義
は
、
さ
う
し
た
私
か
ら
引
き
は
な
す
こ
と

の
出
来
ぬ
無
二
の
も
の
を
自
ら
に
は
っ
き
り
知
ら
し
め
た
と
い
ふ

こ
と
に
尽
き
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
そ
の
「
私
か
ら
引
き
は
な
す
こ
と
の
出
来
ぬ
無
二
の
も

の
」
と
は
何
な
の
か
。
し
か
し
、
鮎
川
は
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
そ
れ
に

つ
い
て
と
り
ま
と
め
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
引
き
続
い
て
記
さ
れ

た
の
は
「
兵
士
た
ち
と
の
共
同
生
活
に
よ
っ
て
特
に
感
じ
た
二
、
三

の
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
ま
ず
そ
の
ひ
と
つ
は
、『
古
兵
某
の
話
』
の

紹
介
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
古
兵
が
か
つ
て
マ
レ
ー
作
戦
の
際
に

行
っ
た
、「
占
領
し
た
先
々
の
市
で
敵
産
の
新
品
を
徴
発
」
す
る
放

縦
な
振
る
舞
い
の
「
愉
快
」
さ
、「
英
人
の
飛
行
士
」
の
処
刑
、「
華

僑
」
の
「
拉
致
」、「
処
刑
」。
ま
た
別
の
「
兵
士
の
話
」
で
は
、「
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
入
っ
た
と
き
」
の
「
強
姦
、
凌
辱
」
の
話
の
類
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
鮎
川
は
「
戦
争
の
根
拠
は
戦
争

に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。」
と
い
っ
て
、
戦
争
の
本
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質
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
よ
う
と
す
る
。
ま
た
「
兵
士
の
側

か
ら
戦
争
を
見
る
こ
と
の
誤
謬
を
は
っ
き
り
し
て
お
き
た
い
。」
と

も
指
摘
す
る
。
戦
争
の
中
に
あ
っ
て
は
、「
兵
士
は
戦
争
の
何
た
る

か
を
解
し
て
ゐ
な
い
」、「
彼
等
は
単
に
命
を
的
に
し
て
購
っ
た
と
こ

ろ
の
危
険
な
肉
慾
や
物
品
や
、
強
猛
な
破
壊
欲
を
満
た
す
と
こ
ろ
の

敵
陣
攻
撃
や
、
無
我
夢
中
の
感
情
的
刺
戟
や
興
奮
、
敵
に
対
す
る
理

由
な
き
憎
悪
と
戦
友
に
対
す
る
熱
烈
な
肉
親
感
、
等
を
絶
え
ず
食
ひ

な
が
ら
生
き
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。」
と
ま
で
い
い
、
そ
れ
以
上
の

兵
士
も
、
そ
れ
以
下
の
兵
士
も
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
つ
い
に
は

「
被
占
領
地
下
の
婦
女
子
を
凌
辱
し
、
強
制
徴
発
を
行
ふ
人
間
、
そ

の
同
じ
人
間
が
、
万
才
を
三
唱
し
、
み
ず
か
ら
の
犠
牲
的
精
神
に
満

足
し
つ
つ
戦
死
す
る
こ
と
を
少
し
も
お
そ
れ
ぬ
忠
勇
な
る
兵
士
な
の

で
あ
る
。
死
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
よ
り
も
お
そ
ろ

し
い
恐
怖
を
伴
ふ
。
こ
れ
は
軍
隊
教
育
を
受
け
た
日
本
人
で
な
け
れ

ば
絶
対
に
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
感
情
で
あ
る
。」
と
断
言
す
る
。

そ
れ
で
は
、
鮎
川
自
身
は
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
こ
そ
、
彼
が
「
た
ま
た
ま
病

気
に
罹
っ
て
、
暫
く
の
環
境
の
安
静
と
休
息
に
よ
っ
て
、
自
己
に
さ

ま
ざ
ま
な
反
省
を
加
へ
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。」
と
自
覚

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
あ
と
、「
手
記
」
は
、
中
隊
長
伝
令
で
あ
っ
た
自
分
の
仕
事
、

マ
ラ
リ
ヤ
三
日
熱
罹
患
、
無
理
な
任
務
、
左
胸
部
へ
の
烈
し
い
衝
撃
、

血
痰
の
喀
出
、
シ
グ
リ
の
野
戦
病
院
入
院
、
友
人
か
ら
の
便
り
、
そ

し
て
表
現
へ
の
還
帰
、
友
人
森
川
義
信
と
そ
の
遺
言
、
最
後
の
手
紙

の
中
の
「
魔
の
山
」
の
末
尾
の
一
頁
を
思
い
起
こ
し
、
病
院
船
が
最

初
に
寄
っ
た
サ
イ
ゴ
ン
で
見
た
光
景
か
ら
得
た
感
想
を
こ
う
記
し
て

い
る
。

私
は
そ
の
時
、
我
々
の
鼻
面
を
と
っ
て
勝
手
に
引
き
廻
し
、
我
々

自
身
を
駆
っ
て
常
に
政
治
的
な
出
来
事
や
虚
偽
の
熱
情
の
う
ち
に

精
力
を
消
耗
せ
し
め
、
虚
名
や
歴
史
的
必
然
の
名
を
借
り
て
奉
仕

や
犠
牲
を
強
ひ
る
一
切
の
も
の
に
反
撥
を
感
じ
た
。

こ
の
「
反
撥
」
を
裏
付
け
る
主
体
に
つ
い
て
、
鮎
川
は
「
私
は

�
荒
地
�
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
を
幾
ら
か
信
ず
る
こ
と
が

出
来
る
と
い
ふ
自
己
を
妙
な
味
は
ひ
方
で
自
覚
し
て
は
じ
め
て
勇
気

の
湧
き
あ
が
る
の
を
感
じ
た
」
と
説
明
す
る
。
ま
さ
に
、
こ
れ
こ
そ

が
「
私
か
ら
引
き
は
な
す
こ
と
の
出
来
ぬ
無
二
の
も
の
」
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
戦
中
手
記
』
の
「
後
記
」
で
記
さ
れ
た
、

「
戦
争
と
い
う
も
の
の
お
び
た
だ
し
い
理
念
化
、
実
際
化
に
抗
し
て

全
人
的
な
自
己
を
と
り
も
ど
す
」
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
も
の
、
す

な
わ
ち
「
荒
地
」
の
理
念
化
な
の
だ
っ
た
。「
戦
争
と
い
う
も
の
の

お
び
た
だ
し
い
理
念
化
、
実
際
化
」
が
ど
れ
ほ
ど
圧
倒
的
で
あ
っ
た

か
、
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
「
全
人
的
な
自
己
を
と
り
も
ど
す
」
こ
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と
（
〜
そ
の
中
で
、
自
己
を
保
ち
続
け
る
こ
と
）
が
ど
れ
ほ
ど
困
難

で
あ
っ
た
か
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
な
し
に
、
受
け
と
め
る
こ
と
の

許
さ
れ
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。

手
記
の
初
め
の
部
分
に
は
、
Ｔ
と
の
再
会
の
時
に
一
番
語
り
た
い

と
思
っ
て
い
た
こ
と
、「
飾
り
っ
気
も
な
け
れ
ば
論
理
も
な
い
純
粋

の
直
観
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
軍
隊
生
活
中
の
苦
し
い
空
気
と
す
く

な
い
自
由
の
う
ち
に
胚
胎
し
、
新
ら
し
い
経
験
の
鞭
で
絶
え
ず
叩
か

れ
な
が
ら
も
意
識
の
奥
で
大
事
に
養
ひ
つ
づ
け
て
き
た
エ
ゴ
チ
シ
ス

ム
が
、
君
の
手
帳
の
切
れ
っ
ぱ
し
に
書
か
れ
た
手
記
の
断
片
を
拾
ひ

読
み
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
急
に
制
止
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
言
葉
の
叫

び
と
な
っ
て
あ
ふ
れ
て
き
た
も
の
」
と
指
し
示
さ
れ
て
い
た
し
、

「
君
の
手
を
借
り
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
僕
の
思
想
」「
君
の

目
に
見
え
ざ
る
協
賛
と
多
く
の
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
も

の
」
と
い
う
、
歴
史
的
で
、
無
名
に
し
て
共
同
な
る
も
の
と
し
て
の

自
覚
の
も
と
に
お
か
れ
た
そ
れ
な
の
で
あ
っ
た
。

『
戦
中
手
記
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
際
、「
後
記
」
の
末
尾
に
「
あ

ら
ゆ
るtotalitarianism

と
戦
わ
な
け
れ
ば
、
個
人
の
自
由
は
け
っ

し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
家
や
組
織
を
理
想
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
が
む
ざ
む
ざ
と
死
ん
で
ゆ
く
の
を
黙
視
し
て
は
な
ら

な
い
。」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
そ
れ
ゆ
え

で
あ
っ
た
ろ
う
。

８

鮎
川
信
夫
の
場
合
、
戦
時
の
繰
り
上
げ
卒
業
に
よ
り
、
卒
業
期
が

昭
和
十
七
年
九
月
と
な
っ
た
。
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
な
が
ら
、
教

練
の
実
習
時
数
不
足
の
た
め
彼
の
卒
業
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

幹
部
候
補
生
試
験
受
験
の
資
格
は
あ
っ
た
よ
う
で
、『
戦
中
手
記
』

の
中
に
、
さ
ほ
ど
熱
意
も
な
く
、
す
で
に
落
第
し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
て
、
結
局
最
下
級
の
兵
士
と
し
て
戦
地
に
送
ら
れ
た
。
ま

た
『
戦
中
手
記
』
の
書
き
ぶ
り
の
せ
い
な
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
読

む
限
り
で
は
、
鮎
川
自
身
に
ゲ
リ
ラ
の
討
伐
や
戦
闘
体
験
は
な
か
っ

た
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。

比
較
す
れ
ば
、
見
習
士
官
と
な
り
、
共
匪
討
伐
の
戦
闘
体
験
を

持
っ
た
亀
島
貞
夫
と
の
間
に
は
違
い
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
鮎
川
が

記
し
た
「
古
兵
」・「
兵
隊
」
の
話
に
は
亀
島
が
『
白
日
の
記
録
』
に

書
き
込
ん
だ
題
材
と
重
な
る
事
柄
も
少
な
く
な
い
。
鮎
川
が
、
敗
戦

以
前
の
時
点
で
戦
争
の
現
実
を
生
身
の
言
葉
で
語
る
兵
士
の
話
を
書

き
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
得
た
こ
と
自
体
、
鋭
い
問
題
意

識
と
卓
越
し
た
批
評
的
視
点
の
確
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
戦
中
に
あ
っ
て
は
当
た
り
前
の
自
慢
話
、
い
や
経
験
し
て
い
な

い
新
兵
に
対
し
て
、
話
し
て
伝
え
た
い
特
別
な
こ
と
と
意
識
し
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
根
源
的
な
反
省
や
批
評
の
俎
上
に
乗
せ
る
べ
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き
視
点
を
持
ち
よ
う
の
な
か
っ
た
語
り
手
た
ち
の
あ
り
方
、
そ
し
て

そ
の
体
験
を
、
単
な
る
肯
定
・
同
化
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
単
な
る

否
定
・
唾
棄
で
も
な
く
鮎
川
は
記
し
て
お
こ
う
と
し
た
。
戦
後
お
よ

そ
二
十
年
の
時
を
隔
て
て
、『
戦
中
手
記
』
を
公
刊
す
る
こ
と
を
決

め
た
際
、
鮎
川
は
「
後
記
」
に
「
今
か
ら
考
え
る
と
、
も
っ
と
戦
争

期
の
事
実
に
つ
い
て
記
録
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
ほ

う
が
、
な
ま
じ
っ
か
な
感
想
を
述
べ
る
よ
り
も
よ
ほ
ど
役
に
立
っ
た

に
違
い
な
い
。」
と
も
振
り
返
っ
て
い
る
。「
手
記
」
公
刊
の
意
図
を

さ
ぐ
る
糸
口
に
も
な
ろ
う
こ
と
ば
で
も
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
鮎
川
の

「
手
記
」
が
「
な
ま
じ
っ
か
な
感
想
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
は
決

し
て
思
わ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
亀
島
の
小
説
の
試
み
の
意
義
と
、

実
際
の
執
筆
の
困
難
の
秘
密
と
を
側
面
か
ら
照
ら
し
だ
し
て
く
れ
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

『
白
日
の
記
録
』
の
標
題
に
は
、「
記
録
」
と
い
う
、
い
わ
ば
作
り

物
・
虚
構
・
想
像
性
に
反
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

内
容
に
触
れ
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
分
か
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
戦

記
・
実
録
・
手
記
と
い
っ
た
筆
者
の
体
験
記
録
、
告
白
録
の
類
で
は

な
い
。
紛
れ
も
な
く
《
小
説
》
と
呼
ぶ
以
外
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
占
領
下
に
あ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
の
追
及
が
な
さ
れ
る
時
代

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
受
け
る
人
々
へ
の
咎
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
避
け
る
た
め
の
配
慮
と
し
て
の
虚
構
の
装
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
表
現
意
識
の
本
質
と
は
別
の
次
元
の

こ
と
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、『
白
日
の
記
録
』
の
主
人
公
志
津
堯
志
の
経
歴
や
体

験
が
、
お
そ
ら
く
作
者
亀
島
貞
夫
の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
作
品
を
よ
り
深
く
理

解
す
る
た
め
と
、
微
妙
な
ず
れ
を
割
り
出
し
創
作
の
秘
密
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
踏
み
台
に
さ
れ
た
客
観
的
事
実
を
分
か
る
限

り
検
証
し
て
み
よ
う
。

第
一
作
「
白
日
の
記
録
」
が
「
僕
」
に
よ
る
戦
後
の
現
在
か
ら
の

回
想
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。「
軍
隊
、
一
九

四
三
年
一
二
月
か
ら
、
去
年
六
月
迄
、
約
二
年
半
」「
こ
の
三
〇
ヶ

月
」
が
現
在
と
突
き
合
わ
せ
ら
れ
る
回
想
の
範
囲
（
過
去
で
あ
り
、

む
し
ろ
回
想
の
現
在
）
で
あ
る
。

時
間
順
に
整
理
す
れ
ば
、「
当
時
僕
達
は
幹
部
候
補
生
、
陸
軍
軍

曹
だ
つ
た
。」「
予
備
士
官
学
校
の
課
程
を
漸
く
半
ば
了
へ
た
と
こ
ろ

へ
、
突
然
転
進
命
令
が
来
た
。
南
方
と
だ
け
で
任
地
は
何
処
か
分
か

ら
な
か
つ
た
。」「
僕
は
父
と
恋
人
に
知
ら
せ
た
。
明
日
発
つ
と
云
ふ

前
日
、
最
初
で
、
最
後
の
外
出
を
許
さ
れ
た
。
僕
は
面
会
所
に
集
つ

た
人
々
の
間
を
、
血
眼
で
探
し
た
。
三
々
伍
々
と
、
父
や
母
や
兄
弟

等
と
連
れ
立
つ
て
外
出
し
て
行
く
候
補
生
の
間
を
。
然
し
遂
に
無
駄

で
あ
つ
た
。」

「
係
累
」
と
の
別
れ
は
、
翌
朝
の
こ
と
と
し
て
、「
起
床
直
前
、
不

寝
番
に
起
さ
れ
、
父
と
恋
人
に
会
つ
た
。
父
は
げ
つ
そ
り
老
ひ
て
ゐ
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た
。
恋
人
は
、
眠
れ
な
か
つ
た
の
か
、
頬
が
む
く
ん
で
見
え
た
。
僕

は
不
思
議
な
程
軽
快
に
振
舞
つ
た
。
会
ふ
と
、
言
葉
は
痕
方
も
な
く

消
え
て
ゐ
た
。
唯
子
供
の
や
う
に
は
し
や
ぎ
た
か
つ
た
。
子
供
の
や

う
に
清
潔
に
。
恋
人
は
時
々
微
か
に
笑
つ
た
。
面
会
は
僅
々
三
十
分

に
過
ぎ
な
か
つ
た
。」
と
あ
る
。
さ
ら
に
駅
頭
で
の
父
親
の
見
送
り
、

構
内
を
進
み
、
ハ
ン
カ
チ
を
眼
に
当
て
る
（
誰
か
の
）「
女
親
」
に

対
比
し
て
「
恋
人
は
群
衆
の
蔭
か
ら
瞠
い
た
眼
に
僕
を
求
め
た
。
強

い
視
線
で
あ
つ
た
。
憤
り
に
燃
え
た
光
り
を
以
て
。
構
内
へ
は
一
人

し
か
入
れ
な
か
っ
た
の
だ
。」
と
描
か
れ
、
構
内
に
入
っ
た
父
と
の

別
れ
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
乗
船
地
博
多
へ
下
る
軍
用
列

車
が
仙
台
駅
頭
を
離
れ
た
瞬
間
」、「
す
べ
て
の
係
累
の
断
ち
截
ら
れ

た
瞬
間
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
回
想
の
現
在
は
開
始
さ
れ
た
。

「
一
九
四
四
年
九
月
、
僕
達
は
博
多
港
か
ら
殆
ん
ど
最
後
と
思
は

れ
る
南
方
派
遣
の
輸
送
船
に
便
乗
し
た
。
―
―
第
十
五
多
聞
丸
、
七

千
頓
の
改
造
油
槽
船
。」
海
に
出
て
、「
片
方
の
ス
ク
リ
ュ
ー
が
壊

れ
」
船
団
か
ら
遅
れ
て
進
む
。「
台
湾
、
高
雄
。
敵
機
動
部
隊
、
北

上
。
上
陸
、
舎
営
。」
一
週
間
後
、「
痛
烈
な
空
襲
」
を
受
け
る
。

「
一
九
四
五
年
正
月
、
海
南
島
楡
林
港
外
。
碇
泊
は
既
に
一
ヶ
月

に
及
ん
だ
。」「
ア
メ
ー
バ
赤
痢
」
の
「
蔓
延
」、「
虱
」
の
「
跳
梁
」。

「
敵
機
来
襲
」、
停
泊
中
の
様
子
。

「
二
日
二
夜
」
後
「
仏
印
通
倫
の
港
」
着
。「
通
倫
上
陸
か
ら
、
馬

来
西
海
岸
ポ
ー
ト
・
ヂ
ク
ソ
ン
教
育
隊
ま
で
、
蒸
れ
か
へ
る
貨
車
輸

送
の
旅
」。「
十
頓
貨
車
に
一
個
小
隊
、
三
十
二
名
」、「
二
ヶ
月
足
ら

ず
」
で
到
着
。

「
か
う
し
て
ポ
ー
ト
・
ヂ
ク
ソ
ン
の
四
ヶ
月
が
始
ま
つ
た
。」
卒
業
、

マ
マ

「
一
九
四
年
六
月
三
〇
日
、
馬
来
方
面
軍
司
令
官
板
垣
征
四
郎
の
査

問
を
受
け
、
刀
を
腰
に
、
兵
科
見
習
士
官
に
任
官
」「
内
地
出
発
以

来
、
九
ヶ
月
半
。」「
僕
の
任
地
は
歩
兵
四
十
六
師
団
だ
つ
た
。」「
僕

の
行
つ
た
の
は
一
四
七
聯
隊
の
二
大
隊
四
中
隊
だ
つ
た
。」

以
上
が
、
志
津
堯
志
が
所
属
の
中
隊
に
至
る
経
緯
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
細
部
こ
そ
、
第
一
編
「
白
日
の
記
録
」
前
半
の
小
説
内
容
だ

が
、
い
ま
は
ひ
と
ま
ず
「
ポ
ー
ト
・
ヂ
ク
ソ
ン
の
四
ヶ
月
は
、
そ
れ

に
先
立
つ
輸
送
の
五
ヶ
月
と
共
に
、
一
日
々
々
が
重
苦
し
い
時
間
に

と
り
ま
か
れ
、
滑
り
落
ち
る
や
う
に
過
ぎ
去
つ
て
行
つ
た
。
然
し
そ

こ
に
は
云
ひ
知
れ
ぬ
苦
痛
が
あ
つ
た
。
正
直
に
言
は
う
な
ら
、
そ
の

な
ま
か
は

一
日
々
々
は
魂
の
生
皮
を
ひ
つ
剥
が
す
苦
痛
で
あ
つ
た
。
唯
僕
達
の

魂
自
身
が
惨
め
な
も
の
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
さ
う
言
つ
て
し
ま
ふ
こ

と
に
何
か
た
め
ら
ひ
も
す
る
の
だ
が
。」
と
さ
れ
た
約
言
に
従
っ
て
、

な
ま
か
は

歴
史
的
な
確
認
に
取
り
か
か
ろ
う
。「
魂
の
生
皮
を
ひ
つ
剥
が
す
苦

痛
」
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
後
に
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
、『
白
日
の
記
録
』
で
は
い
わ
ゆ
る
「
学
徒
出
陣
」
に
関
連

づ
け
ら
れ
た
こ
と
ば
は
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
志
津
堯
志
の
経
歴
は
、

年
代
的
に
見
て
、
い
わ
ゆ
る
「
学
徒
出
陣
」
の
該
当
者
の
そ
れ
で
あ

り
、
著
者
亀
島
貞
夫
の
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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昭
和
十
八
年
十
月
の
学
生
・
生
徒
に
対
す
る
徴
兵
猶
予
の
停
止
に

よ
る
い
わ
ゆ
る
「
学
徒
出
陣
」
が
最
も
世
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
れ
も
、
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
文
教
お
よ
び
徴
兵
政

策
の
一
つ
の
段
階
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
新
編

検
証

陸
軍
学
徒

兵
の
資
料
』
に
は
、
学
徒
兵
と
い
わ
ゆ
る
「
学
徒
出
陣
」（
昭
和
十

八
年
十
月
）
と
そ
れ
に
関
わ
る
歴
史
資
料
が
さ
ま
ざ
ま
に
集
め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
憲
法
体
制
下
の
兵
役
法
に
も
徴

集
の
延
期
の
定
め
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
学
徒
」
と
は
、

大
学
学
部
等
の
「
学
生
」
と
中
学
校
等
の
「
生
徒
」
を
指
す
も
の
で

あ
る
。
昭
和
二
年
の
兵
役
法
施
行
令
第
百
条
、
第
百
一
条
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
中
学
校
等
、
師
範
学
校
・
高
等
学
校
高
等
科
・

大
学
予
科
等
、
大
学
学
部
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
従
っ
て
、
在
学
中
の
徴

集
延
期
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
米
英
と
の
関
係
の
緊

張
が
高
ま
る
頃
、
昭
和
十
六
年
十
月
以
降
、
段
階
を
追
っ
て
「
在
学

徴
集
延
期
期
間
ノ
短
縮
」
が
は
か
ら
れ
て
い
っ
た
。
徴
兵
延
期
猶
予

期
間
の
短
縮
は
、
昭
和
十
六
年
十
月
に
兵
役
法
中
改
正
に
よ
り
徴
集

延
期
期
限
が
高
等
学
校
高
等
科
・
大
学
予
科
は
二
十
二
歳
、
専
門
学

校
は
二
十
三
歳
・
大
学
学
部
（
医
学
部
を
除
く
）
は
二
十
四
歳
に
短

縮
。
そ
の
後
も
調
整
が
重
ね
ら
れ
、
昭
和
十
六
年
十
月
、
十
一
月
に

は
相
次
い
で
卒
業
年
限
の
短
縮
が
あ
り
、「
昭
和
十
八
年
三
月
予
定

の
卒
業
は
半
年
繰
り
上
げ
て
、
昭
和
十
七
年
九
月
」
に
な
っ
た
。
鮎

川
信
夫
は
こ
れ
に
該
当
し
た
。
さ
ら
に
、「
昭
和
十
八
年
九
月
に
繰

上
卒
業
す
る
学
生
は
臨
時
徴
兵
検
査
で
な
く
一
般
の
徴
兵
検
査
を
六

月
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。」

戦
局
が
窮
迫
し
て
き
た
昭
和
十
八

年
九
月
二
十
一
日
、
東
条
首
相
の
演
説
の
中
で
「
学
徒
の
徴
兵
猶
予

の
停
止
」
が
発
表
さ
れ
た
。「
九
月
末
に
は
全
国
の
大
学
、
高
等
専

門
学
校
が
卒
業
生
を
送
り
出
し
、
そ
の
大
半
は
十
月
、
十
一
月
に
は

軍
隊
に
入
っ
た
」。「
昭
和
十
八
年
臨
時
徴
兵
検
査
規
則
」
に
従
っ
て

徴
兵
検
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
伴
う
「
幹
部
候
補
生
志
願
関
係

書
類
の
提
出
を
定
め
る
陸
軍
省
令
」（
十
月
十
五
日
）
に
よ
っ
て
、

「
幹
部
候
補
生
志
願
関
係
書
類
は
」「
十
二
月
一
日
の
入
営
ま
た
は
応

召
の
際
に
携
行
し
て
部
隊
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。」「
文
科

系
学
徒
で
徴
兵
猶
予
中
の
者
全
員
（
大
学
学
部
生
な
ら
大
正
九
年
四

月
二
日
以
降
大
正
十
二
年
十
二
月
一
日
生
ま
れ
ま
で
）
が
こ
の
徴
兵

検
査
を
受
け
た
。」
大
正
十
年
生
ま
れ
の
亀
島
貞
夫
は
こ
こ
に
該
当

し
た
。

仙
台
陸
軍
予
備
士
官
学
校
は
「
昭
和
十
八
年
九
月
一
日
、
仙
台
陸

軍
教
導
学
校
（
昭
和
二
年
開
校
）」
が
改
称
さ
れ
た
も
の
で
、
要
点

の
み
摘
記
す
れ
ば
、「
４
、
教
育
期
間

自

昭
和
十
九
年
五
月
一

日

至

昭
和
十
九
年
九
月
十
七
日
〜
二
十
一
日
」「
５
、
転
出
状

況

南
方
軍
教
育
隊

四
四
七
名
（
内
、
比
島
八
八
名
）
中
部
教
育

隊

二
六
二
名

特
殊
機
関

二
三
名
」「
６
、
配
属
後
終
戦
迄

南
方
軍
配
属
者
は
昭
和
十
九
年
十
二
月
四
日
八
八
名
が
比
島
に
転
出

（
内
戦
死
者
七
六
名
）。
そ
の
他
は
昭
和
二
十
年
六
月
三
十
日
卒
業
、
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マ
レ
ー
、
仏
印
等
各
地
に
配
属
。
中
部
軍
は
昭
和
十
九
年
十
二
月
二

十
五
日
卒
業
、
本
土
、
沖
縄
、
中
支
、
満
州
等
に
配
属
。」

ポ
ー
ト
デ
ィ
ク
ソ
ン
教
育
隊
（
南
方
軍
下
士
官
候
補
者
隊
）
組
は
、

仙
台
よ
り
の
「
到
着

昭
和
二
〇
・
二
・
二
八
、
卒
業

二
〇
・

六
・
三
〇
」。

乗
船
別
転
属
記
録
に
は
、「
�
第
十
五
多
聞
丸
（
六
、
九
二
五

屯
）」
と
し
て
「
１９
・
９
・
２９
（
三
池
）〈
モ
タ
二
七
船
団
〉
…
…
↓

２０
・
１
・
１４
﹇
ツ
ー
ラ
ン
着
﹈（
以
下
陸
路
）
…
…
↓
２０
・
２
・
２８

（
Ｐ
Ｄ
着
）

２０
・
６
・
３０
（
Ｐ
Ｄ
卒
業
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ー
ト
デ
ィ
ク
ソ
ン
教
育
隊
は
、「
前
橋
、
豊
橋
第
一
、
仙
台
、

熊
本
の
四
予
備
士
第
十
一
期
甲
種
幹
部
候
補
生
約
一
五
〇
〇
名
」
を

対
象
と
し
、「
英
軍
か
ら
接
収
し
た
」「
営
舎
を
利
用
」
し
た
。
教
育

内
容
は
「
一
般
術
科
、
学
科
、
徳
操
に
つ
き
内
地
で
の
教
育
を
補
完

し
た
ほ
か
、�
操
典
通
り
で
な
い
、
時
機
に
応
じ
た
応
用
戦
闘
�
教

育
を
目
指
し
、
一
般
歩
兵
は
対
戦
車
、
水
際
上
陸
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
戦

闘
、
重
機
は
湿
地
通
過
や
背
負
子
に
よ
る
射
撃
。
砲
兵
は
臂
力
搬
送

や
対
戦
車
射
撃
な
ど
何
れ
も
専
ら
実
戦
向
訓
練
、
戦
訓
を
生
か
し

た
」
も
の
で
あ
っ
た
。

仙
台
駅
頭
で
の
「
係
累
」
と
の
別
れ
以
降
の
志
津
堯
志
の
経
歴
は
、

仙
台
予
備
士
官
学
校
で
こ
の
と
き
教
育
を
受
け
た
予
備
士
官
に
ぴ
っ

た
り
重
な
っ
て
い
る
。
客
観
的
歴
史
上
の
事
実
は
、
お
そ
ら
く
そ
の

ほ
と
ん
ど
を
亀
島
貞
夫
の
そ
れ
に
負
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
志
津
の
「
係
累
」
と
さ
れ
る
も
の
が
父
と

恋
人
で
あ
っ
て
、
母
親
の
姿
が
な
い
こ
と
も
、
亀
島
が
少
年
時
に
母

を
亡
く
し
て
い
る
（
島
田
高
志
作
成
「
亀
島
貞
夫
略
年
譜
」
に
よ

る
）
こ
と
と
符
合
す
る
。
そ
れ
で
は
、
志
津
は
私
小
説
と
し
て
の
作

者
亀
島
に
他
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
件
に
つ
い
て
も
、
ひ
と

ま
ず
は
そ
の
レ
ベ
ル
で
の
同
一
で
は
な
い
と
だ
け
言
っ
て
お
く
。

ポ
ー
ト
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
教
育
隊
の
課
程
を
卒
業
し
て
、
志
津
は

「
歩
兵
四
十
六
師
団
」「
一
四
七
聯
隊
の
二
大
隊
四
中
隊
」
に
配
属
さ

れ
た
。
こ
の
師
団
、
聯
隊
に
つ
い
て
は
、
新
人
物
往
来
社
戦
史
室
編

『
日
本
陸
軍
歩
兵
連
隊
』（
９１
年
８
月
、
新
人
物
往
来
社
）
に
よ
れ
ば
、

「
歩
兵
第
百
四
十
七
連
隊
」
と
し
て
「
編
成
地

都
城
、
編
成
時
期

昭
１３
・
５
・
２３

当
初
は
第
百
六
師
団
に
属
し
、
中
国
戦
線
へ
。

一
た
ん
帰
還
。
昭
和
十
八
年
十
一
月
再
び
動
員
さ
れ
、
第
四
十
六
師

団
に
属
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
向
か
っ
た
。
十
九
年
二
月
ス
ラ
バ
ヤ

到
着
後
ま
も
な
く
空
襲
を
う
け
る
。
十
九
年
三
月
か
ら
約
一
年
間
ス

ン
バ
ワ
島
の
陣
地
に
拠
り
防
備
を
か
た
め
て
い
た
が
、
二
十
年
四
月
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
移
り
、
米
軍
上
陸
に
備
え
て
陣
地
を
構
築
中
に
終

戦
を
迎
え
た
。」
と
あ
る
。
大
筋
は
妥
当
な
記
述
な
の
か
も
し
れ
な

い
の
だ
が
、
大
ま
か
に
す
ぎ
て
『
白
日
の
記
録
』
と
は
必
ず
し
も
重

な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
、
究
明
す
べ
き
点
が
残
っ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
戦
記
、
師
団
史
等
に
よ
る
と
、
歩
兵
一
四
七
聯
隊
に
つ

い
て
は
熊
本
の
兵
団
の
戦
史
、
福
岡
、
大
分
の
も
の
な
ど
に
記
載
が
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見
つ
け
ら
れ
た
が
、
ま
だ
十
分
な
確
認
が
で
き
な
い
で
い
る
。
大
河

原
宏
二
氏
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
亀
島
の
所
属
し
た
「
部
隊
は
宮
崎
と

大
分
の
両
県
の
将
兵
か
ら
な
る
部
隊
」
だ
っ
た
と
い
う
。
編
成
地
が

都
城
で
あ
り
、
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
続
く
）

（
く
り
は
ら

あ
つ
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）
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