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1
　
問
い
直
さ
れ
る
戦
争
と
戦
後

「
慰
安
婦
」
の
告
発
と
歴
史
修
正
主
義

　
二
〇
世
紀
も
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
た
一
九
九
一
年
一
二
月
に
、
三
人
の
韓
国
人
の
元
「
従
軍
慰
安
婦
」

が
日
本
政
府
へ
の
謝
罪
と
補
償
を
求
め
、
東
京
地
裁
に
提
訴
し
た
。
そ
の
と
き
、
金キ
ム

学ハ
ク

順ス
ン

が
、
顔
を
見
せ
実

名
で
発
言
し
た
こ
と
は
、
人
び
と
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
戦
争
と
植
民
地
を
め
ぐ
る
議
論
の
転
機
と
な
っ

た
。

　
ま
た
、
一
九
九
五
年
に
は
沖
縄
と
北
海
道
で
、
帝
国
の
「
い
ま
」
と
過
去
に
か
か
わ
る
大
き
な
出
来
事
が

お
き
る
。
沖
縄
で
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
三
人
に
よ
る
少
女
へ
の
強
姦
事
件
が
起
こ
り
、
ア
メ
リ
カ
軍
と
基

地
へ
の
反
対
運
動
が
、
住
民
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
基
地
の
撤
去
を
求
め
る
県
民
の
総
決
起

集
会
が
連
日
の
よ
う
に
開
か
れ
る
。

　
他
方
、
北
海
道
で
は
、
北
海
道
大
学
に
お
け
る
、
ア
イ
ヌ
民
族
や
、
一
九
世
紀
末
に
朝
鮮
南
部
で
農
民
た

ち
が
起
こ
し
た
蜂
起
で
あ
る
東
学
党
の
乱（
甲
午
農
民
戦
争
）参
加
者
の
人
骨
の
「
収
集
」
の
事
態
が
発
覚
し

た
。
か
つ
て
北
海
道
大
学
で
は
、
先
住
民
族
や
朝
鮮
半
島
の
人
び
と
の
骨
を
、
学
術
研
究
と
称
し
て
保
持
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
基
地（
軍
事
）と
「
知
」
の
領
域
の
植
民
地
主
義
が
、
日
本
列
島
の
南
と
北
で
噴
出
し
た
。

　
歴
史
修
正
主
）
1
（

義
も
ま
た
、
あ
ら
た
な
形
で
立
ち
現
れ
て
く
る
。
一
九
九
六
年
の
暮
れ
に
「
新
し
い
歴
史
教
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科
書
を
つ
く
る
会
」
が
発
足
し
た
。「
つ
く
る
会
」
は
、
多
様
な
寄
り
合
い
所
帯
で
あ
り
、
古
典
的
な
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
意
識
を
敏
感
に
持
つ
あ
た
ら
し
い
タ
イ
プ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
構

成
主
義
的
な
論
者
と
実
証
的
・
本
質
主
義
的
な
論
者
た
ち
の
集
合
体
で
あ
っ
た（
の
ち
、
組
織
と
し
て
は
分
裂

す
る
）。
か
つ
て
の
皇
国
史
観
と
は
異
な
る
次
元
で
の
歴
史
修
正
主
義
が
、
二
〇
世
紀
末
に
は
起
こ
っ
て
く

る
。
そ
し
て
、「
つ
く
る
会
」
は
、「
従
軍
慰
安
婦
」
に
関
す
る
記
述
を
中
学
校
の
歴
史
教
科
書
に
載
せ
る
こ

と
へ
の
声
高
な
批
判
を
皮
切
り
に
、「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
用
語
を
教
科
書
に
持
ち
込
ん
で
い
っ
た
。

　
一
九
九
一
年
こ
ろ
に
始
ま
り（
日
本
の
敗
戦
か
ら
五
〇
年
を
経
た
）一
九
九
五
年
を
ひ
と
つ
の
指
標
と
す
る
こ

う
し
た
出
来
事
は
、
戦
争
と
植
民
地
―
大
日
本
帝
国
の
過
去
が
あ
ら
た
な
文
脈
で
「
い
ま
」
を
形
成
し
、

「
い
ま
」
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
戦
争
と
帝
国
―
植
民
地
の
過
去
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
み
せ
つ

け
た
。「
戦
後
」
に
お
け
る
帝
国
と
戦
争
へ
の
反
省
と
検
証
と
が
あ
り
な
が
ら
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き
た
声

が
あ
る
こ
と
が
、
批
判
的
に
問
い
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
戦
後
」
後
か
ら
の
考
察

　
二
〇
世
紀
末
に
み
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
体
制
期
の
歴
史
の
見
直
し
で

あ
り
、
過
去
と
現
在
の
自
ら
の
位
置
お
よ
び
立
場
を
あ
わ
せ
て
問
う
と
い
う
営
み
の
要
請
で
も
あ
っ
た
。

「
国
民
国
家
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
自
ら
を
取
り
巻
く
歴
史
の
境
界
線
を
確
か
め
な
が
ら
、
歴
史
的

責
任
を
追
及
す
る
試
み
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
日
本
の
戦
争
と
帝
国
―
植
民
地
を
め
ぐ
る
光
景
は
、「
戦
後
」
と
い
う
時
間
の
な
か
で
な
さ
れ
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て
き
た
営
み
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
。「
戦
後
」
に
お
い
て
も
、
歴
史
学
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ

ま
に
戦
争
と
帝
国
―
植
民
地
の
問
題
が
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
あ
ら
た
に
、
な
ぜ
こ
れ
ま

で
の
営
み
の
な
か
で
「
従
軍
慰
安
婦
」
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
た
ち
の
声
が
自
分
た
ち
に
届
い

て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
突
き
付
け
た
。

　
こ
と
は
、
戦
争
と
帝
国
―
植
民
地
の
歴
史
的
認
識
に
止
ま
ら
ず
、
歴
史
学
の
あ
り
か
た
、
ま
た
戦
争
と
帝

国
―
植
民
地
を
議
論
す
る
も
の
の
位
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

置
と
そ
れ
を
伝
え
る
相
手
―
誰
が
、
誰
に
対
し
、
誰
の
こ
と
を
、

ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
と
い
う
問
い
へ
と
連
な
っ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
戦
争
の
「
語
り
」
が
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
、「
記
憶
」
と
い
う
語
が
従
来
と
は
異
な
る
意

味
合
い
を
込
め
て
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
何
を
記
憶
し
、
何
を
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
―
「
忘
却
」
と

「
想
起
」
の
関
係
が
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、「
知
」
の
責
任
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
学
知
の
あ
り
よ
う
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
戦
争
や
帝
国
―
植
民
地
に
関
わ
っ
て
「
過
去
の
克
服
」
が

あ
わ
せ
て
課
題
と
さ
れ
た
。
戦
争
と
帝
国
を
論
ず
る
際
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
か
れ
ら
」
の
境
界
や
そ
の
範

囲
が
取
り
ざ
た
さ
れ
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
か
れ
ら
」
を
線
引
き
す
る
際
の
恣
意
性
も
議
論
の
対
象
と
さ
れ

た
。

　
背
後
に
は
、
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
、
あ
ら
た
な
か
た
ち
で
戦
争
と
帝
国
―
植
民
地
を
め
ぐ
る
問
題
が
相
次

い
で
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、
謝
罪
と
補
償
を
求
め
た
訴
訟
が
ア
ジ
ア

の
人
び
と
か
ら
起
こ
さ
れ
、
歴
史
教
科
書
の
戦
争
記
述
を
め
ぐ
っ
て
批
判
が
出
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
Ａ
級
戦

犯
が
合
祀
さ
れ
た
靖
国
神
社
に
総
理
大
臣
が
公
式
参
拝
す
る
こ
と
へ
の
反
発
が
相
次
い
だ
。
戦
争
と
植
民
地
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を
め
ぐ
る
問
題
が
い
ま
だ
過
去
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
訴
訟
や
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
突
き
つ
け
ら
れ

た
。

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
し
ば
し
ば
外
交
問
題
と
も
な
り
、「
歴
史
認
識
」
を
焦
点
に
し
な
が
ら
、

日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
的
に
も
論
争
を
伴
い
つ
つ
論
議
さ
れ
た
。
敗
戦
か
ら
五
〇
年
以
上
が
経
過

し
、
さ
す
が
に
長
す
ぎ
た
戦
後
が
終
わ
っ
た
と
い
う
感
覚
を
人
び
と
が
持
と
う
と
い
う
な
か
で
の
出
来
事
で

あ
る
。

　
一
九
九
〇
年
こ
ろ
か
ら
み
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
専
門
領
域
と
国
境
を
越
え
た
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
学

が
主
と
な
り
、「
戦
後
思
想
」
と
交
差
し
な
が
ら
な
さ
れ
て
き
た
議
論
の
様
相
を
大
き
く
揺
り
動
か
し
変
え

て
い
く
。
長
い
あ
い
だ
、
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
戦
争
に
お
け
る
「
死
者
」
を

め
ぐ
る
議
論
が
活
発
と
な
っ
た
こ
と
も
、
一
九
九
〇
年
以
降
の
変
化
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
戦
争
と

帝
国
―
植
民
地
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
大
き
な
転
換
期
に
差
し
掛
か
っ
て
き
て
い
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
慰
安
婦
」
問
題
」

　
こ
う
し
た
な
か
、
一
九
九
七
年
九
月
二
八
日
に
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
慰
安

婦
」
問
題
」（
主
催
は
、
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ
ン
タ
ー
。
記
録
集
と
し
て
、
同
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
「
慰
安
婦
」
問
題
』
青
木
書
店
、
一
九
九
八
年
、
が
刊
行
さ
れ
た
）は
、
そ
の
あ
ら
た
な
事
態
を
示
す
凝
縮
さ

れ
た
時
間
・
空
間
の
ひ
と
つ
と
な
っ
）
2
（

た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
西
野
瑠
美
子
は
、「
慰
安
婦
」
問
題
を
め
ぐ
り
、「
責
任
」「
記
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憶
の
継
承
」「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
」
で
の
論
争
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
状
況
を
説
明
し
て
い
る
が
、
報

告
者
と
し
て
、
歴
史
学
者
の
吉
見
義
明
の
ほ
か
に
社
会
学
者
の
上
野
千
鶴
子
、
文
学
研
究
者
の
徐ソ

京キ
ョ
ン

植シ
ク

、

哲
学
研
究
者
の
高
橋
哲
哉
が
発
言
し
た
。

　
議
論
は
、
⑴
戦
争
と
帝
国
の
経
験
に
対
し
、「
記
憶
」
や
「
語
り
」
と
い
っ
た
、
あ
ら
た
な
考
察
の
方
法

が
登
場
し
、
⑵
も
っ
ぱ
ら
「
階
層
」
や
「
階
級
」
に
力
点
が
置
か
れ
て
き
た
戦
争
経
験
、
帝
国
経
験
の
な
か

に
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
の
論
点
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
⑶
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
、
歴
史
修
正
主
義
の
台
頭
へ
の
批
判
を
目
的
と
し
た
が
、
参
加
者
相
互
に
お
け
る
批
判
も
み
ら
れ
、

歴
史
修
正
主
義
へ
の
批
判
、
さ
ら
に
二
〇
世
紀
末
の
戦
争
と
帝
国
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
決
し
て
単
純
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
高
橋
は
「
戦
後
世
代
」
の
「
戦
後
責
任
」、（
罪
責
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
）「
応
答
可

能
性（
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
）」
と
し
て
の
「
責
任
」
を
主
張
し
た
。
上
野
は
、
戦
争
を
記
述
す
る
際
の
基
準

を
論
じ
、
実
証
と
い
う
手
法
を
め
ぐ
っ
て
「
戦
後
歴
史
学
」
を
俎
上
に
載
せ
た
。

　
論
者
た
ち
に
共
通
す
る
の
は
、（「
つ
く
る
会
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
）「
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
対

す
る
警
戒
心
と
、
そ
れ
が
「
日
本
だ
け
の
特
殊
な
現
象
で
は
な
い
こ
と
」、「
世
界
的
な
ス
ケ
ー
ル
」
で
の
考

察
の
必
要
性
の
認
識
で
あ
る（
高
橋
『
戦
後
責
任
論
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
も
参
照
）。
だ
が
、「「
日
本
人
と

し
て
」
も
そ
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
」
と
い
う
高
橋
の
言
を
め
ぐ
っ
て
は
、
互
い
の
応
酬
が
あ
っ
た
。
徐
は
、

高
橋
の
論
点
を
敷ふ

衍え
ん

し
、
上
野
は
「
日
本
人
」
の
位
置
か
ら
の
論
に
対
し
批
判
を
行
う
。
こ
の
こ
と
は
、

「
帝
国
」
を
ど
の
位
置
か
ら
語
る
か
と
い
う
点
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
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ま
た
、
上
野
は
「
慰
安
婦
問
題
」
は
「
事
実
」
を
め
ぐ
る
闘
い
で
は
な
く
、「
思
想
の
闘
い
」
と
し
た
が
、

吉
見
は（「
事
実
」
と
「
思
想
」
の
）「
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
両
方
を
め
ぐ
る
闘
い
」
と
応
じ
た
。

「
実
証
史
学
」
―
歴
史
の
「
事
実
」
―
「
よ
り
客
観
的
な
歴
史
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い

る
。
上
野
が
、「
慰
安
婦
問
題
」
を
、「
戦
後
歴
史
学
」
に
「
投
げ
か
け
ら
れ
た
深
刻
な
挑
戦
」
と
し
て
捉
え
、

認
識
論
の
次
元
で
の
問
い
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
吉
見
は
「
慰
安
婦
問
題
」
に
軍
部
が
関
与

し
て
い
た
と
い
う
「
事
実
」
に
論
の
出
発
点
を
お
い
て
い
る
。

　「
従
軍
慰
安
婦
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
千
田
夏
光
『
従
軍
慰
安
婦
』（
双
葉
社
、
一
九
七
三
年
）が
刊
行
さ
れ

て
い
た
の
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
に
も
言
及
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
前
後
以
降
の
「
従
軍

慰
安
婦
」
の
焦
点
化
に
際
し
て
は
、「「
民
族
差
別
」
と
「
性
差
別
」
の
問
題
」（
金キ
ム

富プ

子ジ
ャ

）が
問
わ
れ
、
さ
ら

に
は
「
慰
安
婦
問
題
」
の
語
り
方
や
、
語
る
主
体
の
位
置
が
論
点
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
国
家
」
と
と
も
に
、「
国
家
」
批
判
の
主
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
国
民
」
が

俎
上
に
載
せ
ら
れ
、「
国
民
」
の
も
つ
加
害
／
被
害
の
面
と
あ
わ
せ
、「
国
民
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
議

論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
帝
国
―
植
民
地
主
義
の
責
任
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る

か
、
ま
た
、
自
ら
が
一
員
と
な
っ
て
い
る
帝
国
の
「
い
ま
」
を
ど
の
よ
う
に
問
題
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
批
判
の
根
拠
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
も
、
内
包

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
論
点
を
め
ぐ
っ
て
、
発
言
者
相
互
に
し
ば
し
ば
対
立
が
見
ら
れ
、
戦
争
に
対
す
る
批
判
の
根
拠

を
め
ぐ
っ
て
、
輻ふ
く

輳そ
う

す
る
関
係
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
帝
国
意
識
の
批
判
を
め
ぐ
る
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議
論
は
錯
雑
し
、
複
雑
で
困
難
な
状
況
が
現
前
し
て
い
）
3
（

る
。
過
去
の
問
い
方
―
戦
争
と
帝
国
の
語
り
方
に
、

こ
の
よ
う
に
変
化
が
見
え
て
き
て
い
る
。

　
問
題
の
現
れ
方
も
対
抗
の
仕
方
も
、
こ
の
一
九
九
〇
年
以
降
の
変
化
は
大
き
い
。

2
　
戦
後
に
お
け
る
戦
争
の
語
り

認
識
と
叙
述
の
推
移

　
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
敗
戦
か
ら
、
す
で
に
六
〇
年
を
超
え
る
歳
月
が
た
つ
。「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

戦
争
」
と
よ
ば
れ
る
戦
争
の
「
終
結
」
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
争
は
、
渦
中
か
ら
報
道
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

敗
戦
後
も
ず
っ
と
論
じ
ら
れ
続
け
て
き
た
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
は
、
二
〇
世
紀
の
「
日
本
」
に
と
っ

て
、
そ
れ
ほ
ど
に
ま
で
巨
大
な
出
来
事
で
あ
り
、
人
び
と
に
と
っ
て
の
壮
大
な
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い

ま
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
こ
と
が
焦
点
化
さ
れ
な
が
ら
、
異
な
っ
た
視
角
が
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　「
戦
時
」
か
ら
勘
定
す
る
と
八
〇
年
に
及
ぼ
う
と
い
う
戦
争
は
、
巨
大
な
経
験
で
あ
り
、
現
在
に
至
っ
て

も
決
し
て
完
了
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
の
経
験
を
持
た
な
い
も
の
に
ま
で
語
り
継
が
れ
、「
戦
後
」
の
歴
史

を
規
定
し
続
け
て
き
た
。
本
書
で
は
そ
の
戦
争
へ
の
認
識
の
推
移
と
、
戦
争
の
叙
述
の
時
期
ご
と
の
特
徴
を

探
り
、
二
一
世
紀
初
頭
―
敗
戦
六
〇
年
を
経
て
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
語
り
の
位
相
と
そ
の
課
題
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
戦
争
の
語
り
は
、
書
き
留
め
ら
れ
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
厖
大
な
数
に
及
び
、
語
ら
れ
な
い
ま
ま
に
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消
え
去
っ
て
い
っ
た
も
の
、
い
ま
だ
に
沈
黙
の
な
か
に
あ
る
も
の
、
身
近
な
人
び
と
に
の
み
語
ら
れ
た
も
の

な
ど
を
考
え
る
と
、
無
数
に
存
在
す
る
。
戦
争
の
経
験
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
そ
の
人
の
人
生
を
規

定
す
る
が
ゆ
え
に
、
戦
争
を
語
る
こ
と
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
作
業
と
な
り
、
戦
争
と

ど
う
向
か
い
あ
い
、
戦
争
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
に
よ
っ
て
「
主
体
」
が
形
づ
く
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
直
接
に
戦
争
を
生
き
経
験
し
た
世
代
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
に
成
長
し
た
世
代
に
と
っ
て
も

同
様
で
あ
る
。
戦
争
が
、「
主
体
」
の
形
成
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
世
代
と
時
期
が
存
在
し
、
そ
こ

で
は
戦
争
を
軸
と
し
て
、
容
易
に
譲
れ
な
い
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
と
と
も
に
戦
争
を
め
ぐ
る
語
り
は
、
同
世
代
の
人
び
と
や
、
の
ち
の
世
代
の
人
び
と
、
あ
る
い
は
他
国
の

人
び
と
と
い
っ
た
「
他
者
」
と
の
関
係
が
入
り
込
む
領
域
で
も
あ
る
。
戦
争
を
語
る
こ
と
は
、
社
会
の
レ
ー

ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
を
な
す
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
国
家
の
根
幹
に
か
か
わ
る
と
す
る
議
論
も

少
な
く
な
い
。

　
戦
争
の
経
験
の
歴
史
的
な
意
味
づ
け
を
め
ぐ
る
対
抗
や
対
立
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て

お
り
、
広
義
の
意
味
で
の
「
政
治
」
が
現
れ
る
場
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
戦
争
を
め
ぐ
る
議
論
で

は
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
論
点
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
り
あ
ら
た
に
創
出
さ
れ
た
り
も
す
る
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
時
間
と
空
間

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
戦
争
」
と
規
定
を
し
な
い
ま
ま
に
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
一
人
ひ
と
り
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
が
、
戦
争
の
呼
称
が
さ
ま
ざ
ま
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
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一
九
三
〇
年
前
後
の
中
国
大
陸
へ
の
日
本
の
侵
略
の
開
始
、
と
く
に
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
の
柳
条
湖

で
の
南
満
州
鉄
道
の
「
爆
破
」
に
よ
る
「
満
州
事
変
」、
そ
し
て
一
九
三
七
年
七
月
七
日
の
盧
溝
橋
事
件
を

き
っ
か
け
と
す
る
日
本
と
中
国
と
の
全
面
的
な
戦
争（
日
中
戦
争
）か
ら
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日

の
マ
レ
ー
半
島
と
真
珠
湾
へ
の
攻
撃
に
発
す
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
へ
の
宣
戦
布
告（
狭
義
の
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
戦
争
）と
い
う
推
移
を
み
せ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
の
認
識
と
し

て
共
有
さ
れ
て
い
）
4
（

る
。

　
評
論
家
の
鶴
見
俊
輔
が
こ
の
認
識
に
沿
っ
て
「
十
五
年
戦
争
」
と
い
う
概
念
と
用
語
を
提
起
し
て
以
来
、

歴
史
学
研
究
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
な
が
ら
論
議
を
遂
行
し
て
き
）
5
（
た
。
歴
史
家
の
家
永
三
郎
は
そ
の
著
作
の

タ
イ
ト
ル
を
『
太
平
洋
戦
争
』
と
す
る
に
当
た
っ
て
、「
こ
の
戦
争
を
何
と
呼
ぶ
か
」
は
「
戦
争
の
歴
史
的

意
義
の
理
解
の
し
方
」
と
結
び
つ
き
、
そ
の
変
遷
自
体
に
「
思
想
史
的
な
意
味
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

う
え
で
、「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う
名
称
が
「
完
全
に
科
学
的
客
観
性
」
を
持
つ
と
は
い
え
な
い
が
、「
便
宜

上
、
比
較
級
的
に
不
適
切
の
少
い
」
こ
の
名
称
を
用
い
た
と
述
べ
て
い
る（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

　
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
以
降
の
戦
争
は
、
歴
史
学
が
「
十
五
年
戦
争
」
と
把
握
し
一
連
の
戦
争
と
し
て

描
く
よ
う
に
、
決
し
て
ば
ら
ば
ら
な
戦
争
―
出
来
事
で
は
な
い
。
だ
が
、
同
時
に
、「
満
州
事
変
」
か
ら
ま

っ
し
ぐ
ら
に
一
直
線
に
、
一
九
三
七
年
七
月
の
盧
溝
橋
事
件
に
い
た
り
、
一
九
四
一
年
一
二
月
の
真
珠
湾
と

マ
レ
ー
半
島
の
戦
闘
に
突
入
し
た
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
軍
に
よ
っ
て
の
み
、

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
「
終
戦
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
時
間
的
な
屈
曲
と
空
間
的
な
拡
大

の
も
と
で
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
歴
史
的
な
過
程
が
あ
る
。


