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ト
ラ
ッ
ク
島
へ
　

―
　

敗
戦
・
帰
国
ま
で

　

一
九
四
三
年（
昭
和
十
八
年
）の
九
月
に
半
年
繰
り
上
げ
で
東
大
を
卒
業
し
、
日
本
銀
行
に
就
職
し
ま
し
た
。
し
か
し

ね
、
わ
ず
か
三
日
で
日
本
銀
行
を
退
職
し
て
海
軍
経
理
学
校
に
入
り
ま
す
。
こ
こ
を
翌
四
四
年
二
月
に
卒
業
。
直
ち
に

海
軍
主
計
科
中
尉
に
任
官
。
そ
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
先
が
、
南
洋
の
ト
ラ
ッ
ク
島
に
あ
る
第
四
海
軍
施
設
部

で
し
た
。

　

ト
ラ
ッ
ク
島
は
、
現
在
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
チ
ュ
ー
ク
諸
島
で
す
。
西
太
平
洋
・
カ
ロ
リ
ン
諸
島
に
浮
か
ぶ
大
小

の
島
々
の
総
称
な
ん
で
す
よ
。
世
界
最
大
級
の
珊
瑚
環
礁
な
の
で
、
今
や
ダ
イ
バ
ー
や
観
光
客
が
集
ま
る
名
所
と
も
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
ね
。
日
本
統
治
下
の
時
代
は
そ
の
う
ち
の
十
一
の
大
き
な
島
々
が
「
春
島
」「
月
曜
島
」
な

ど
四
季
と
七
曜
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
訳
で
す
。

　

私
は
横
浜
の
磯
子
か
ら
飛
行
艇
で
飛
び
立
ち
、
サ
イ
パ
ン
を
経
て
ト
ラ
ッ
ク
の
夏
島
に
着
陸
し
ま
し
た
。

　

第
四
海
軍
施
設
部
の
主
計
科
中
尉
と
し
て
着
任
し
た
私
の
任
務
は
、
金
銭
や
食
料
に
関
す
る
こ
と
と
、
庶
務
的
な
こ

と
ね
。
そ
れ
が
仕
事
で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
夏
島
は
私
が
行
く
直
前
に
米
軍
の
空
爆
を
受
け
て
い
て
、
島
中
焼
け
跡
だ
ら
け
。
そ
の
黒
焦
げ
の
島
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を
眺
め
た
ら
、
正
直
な
と
こ
ろ
「
日
本
は
負
け
る
」
と
思
い
ま
し
た
よ
。
心
の
中
で
ね
。

　

そ
れ
で
も
若
か
っ
た
ん
で
す
な
あ
。
い
た
ず
ら
に
気
負
っ
て
お
っ
て
、
腰
に
軍
刀
を
下
げ
て
勇
ま
し
く
島
の
中
を
歩

き
回
っ
て
い
た
も
ん
で
す
よ
。

　

と
こ
ろ
で
い
ざ
主
計
科
中
尉
と
し
て
島
に
や
っ
て
き
て
し
ま
う
と
、
秩
父
に
い
た
頃
の
「
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
学
生
時
代
、
戦
争
の
拡
大
に
抵
抗
感
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
で
す
ね
。

　

着
任
す
る
と
す
ぐ
甲
板
士
官
と
い
う
の
に
な
っ
て
、
工
員
た
ち
の
風
紀
を
取
り
締
ま
る
の
が
仕
事
。
こ
れ
は
ほ
ん
ら

い
兵
科
の
士
官
の
役
目
な
ん
だ
が
、
施
設
部
っ
て
い
う
の
は
土
建
部
隊
。
軍
人
は
主
計
科
と
軍
医
科
し
か
い
な
い
。
そ

れ
で
わ
た
し
に
お
鉢
が
回
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

施
設
部
の
仕
事
は
要
塞
を
構
築
す
る
こ
と
。
大
部
分
が
応
募
し
て
き
た
工
員
だ
っ
た
訳
で
す
。
全
部
で
一
万
二
千
人

ほ
ど
。
そ
の
中
で
、
戦
争
末
期
に
な
っ
て
の
わ
た
し
の
直
属
の
部
下
は
約
二
百
人
。
ほ
と
ん
ど
が
肉
体
労
働
で
生
き
て

き
た
男
た
ち
。
や
く
ざ
者
も
多
か
っ
た
し
、
入
れ
墨
も
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
バ
ク
チ
は
や
る
し
、
島
に
女

性
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
公
然
と
男
色
行
為
に
ふ
け
る
者
も
い
ま
し
た
な
。

　

そ
し
て
、
こ
の
島
で
私
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
自
分
が
運
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

す
ぐ
横
に
居
た
人
が
グ
ラ
マ
ン（
米
戦
闘
機
）の
機
銃
掃
射
を
浴
び
て
倒
れ
て
い
く
の
に
、
私
だ
け
は
無
事
だ
っ
た
り
、

手
榴
弾
の
実
験
中
の
事
故
で
落
下
傘
部
隊
の
少
尉
が
吹
っ
飛
ば
さ
れ
た
時
、
す
ぐ
真
後
ろ
の
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
私
は

そ
の
破
片
も
受
け
な
か
っ
た
り
と
か
。
信
じ
ら
れ
ん
こ
と
が
い
く
つ
も
…
…
。

　

と
も
か
く
、
人
間
が
死
ぬ
こ
と
の
怖
さ
。
そ
の
死
を
力
ず
く
で
実
現
さ
せ
て
し
ま
う
戦
争
と
い
う
も
の
の
「
悪
」、
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こ
れ
を
身
を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
四
五
年（
昭
和
二
十
年
）に
な
る
と
、
内
地
と
の
交
通
も
途
絶
え
、
食

糧
難
が
深
刻
に
な
っ
て
き
ま
す
。
自
給
自
足
で
や
る
し
か
な
い
か
ら
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
栽
培
し
、
ト
カ
ゲ
で
も
虫
で
も

食
え
る
も
の
は
何
で
も
食
い
ま
し
た
。
と
も
か
く
飢
え
死
に
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
。
食
う
物
が
無
い
ん
だ
か
ら
。

　

主
計
科
は
辛
い
ん
で
す
。
何
人
死
ん
で
く
れ
た
ら
、
あ
と
こ
の
芋
で
何
人
生
き
ら
れ
る
か
と
い
う
、
そ
ん
な
計
算
も

し
て
し
ま
う
。
個
人
で
感
じ
な
く
て
も
い
い
罪
の
意
識
と
、
自
分
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
つ
の
っ
て
き
て
、
理
屈
で
は
な

く
、「
戦
争
と
い
う
も
の
は
絶
対
に
い
か
ん
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
現
在
は
あ
ち
こ
ち
で
し
ゃ
べ
っ
た
り
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
こ
の
ト
ラ
ッ
ク
島
で
句
会
を
や
り
、

そ
こ
で
句
を
発
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
な
ぜ
か
長
い
こ
と
全
く
忘
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で

す
が
ね
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
の
は
事
実
な
ん
で
す
。

　

と
も
か
く
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
る
耕
地
を
も
と
め
て
二
百
余
名
の
工
員
と
と
も
に
私
が
夏
島
か
ら
秋
島
へ
と
移
動
し
た

の
が
、
マ
リ
ア
ナ
陥
落
の
翌
年（
敗
戦
の
年
）の
初
め
と
記
憶
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
マ
リ
ア
ナ
陥
落
か
ら
秋
島
移

動
ま
で
の
約
半
年
間
、
私
は
夏
島
で
月
に
一
、二
回
ほ
ど
句
会
を
や
っ
て
い
た
そ
の
記
録
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
驚
き

ま
し
た
。

　

新
聞
記
者
の
菊
地
正
志
さ
ん
が
、
日
高
市（
埼
玉
県
）の
神
田
高
さ
ん（
故
人
）の
句
帳
を
携
え
て
、
我
が
家
に
出
現
し

た
の
は
二
〇
〇
五
年（
平
成
十
七
年
）の
梅
雨
明
け
も
近
い
頃
だ
っ
た
。
故
人
の
実
弟
が
保
管
し
て
い
た
と
の
こ
と
。
こ

の
句
帳
に
あ
る
句
会
に
私
の
記
憶
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
。

　

そ
の
句
帳
は
縦
十
五
セ
ン
チ
、
横
八
セ
ン
チ
の
手
帳
サ
イ
ズ
で
、
細
か
い
字
で
俳
句
が
ぎ
っ
し
り
書
い
て
あ
っ
た
。
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句
の
下
に
は
作
者
名
も
あ
り
、「
金
子
中
尉
」
と
書
か
れ
た
二
句
も
あ
っ
た
。
下
手
な
句
だ
が
、
私
の
句
に
間
違
い
は

な
い
。
日
付
も
八
月
十
九
日
か
ら
翌
年
の
二
月
二
十
三
日
ま
で
。
神
田
さ
ん
は
途
中
か
ら
句
会
に
出
る
よ
う
に
な
り
、

私
が
イ
モ
作
り
の
た
め
夏
島
を
去
っ
た
あ
と
も
句
会
に
出
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
帳
の
持
主
だ
っ
た
神
田
さ
ん
は

陸
軍
の
人
。
ず
っ
と
夏
島
に
残
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

　

私
が
こ
の
島
で
の
句
会
を
通
じ
て
親
し
く
な
り
、
戦
後
も
兄
事
し
て
い
た
西
澤
實
の
関
係
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

神
田
さ
ん
は
ね
。
西
澤
は
陸
軍
少
尉
で
戦
車
隊
長
。
し
か
し
戦
車
は
す
で
に
全
部
海
に
沈
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
手

ぶ
ら
だ
っ
た
ん
で
す
よ
、
隊
長
は
。

　

手
帳
を
手
に
し
、
し
ば
ら
く
見
つ
め
て
い
た
私
に
、
き
な
臭
く
潮
気
の
ま
じ
っ
た
ト
ラ
ッ
ク
島
の
夜
の
臭
い
と
、
句

座
に
集
ま
っ
て
い
た
連
中
の
汗
の
し
み
た
体
臭
が
伝
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
。「
間
違
い
な
い
ね
」。
私
は
菊
地
さ
ん
に
答

え
て
い
ま
し
た
。
よ
く
ぞ
句
帳
を
残
し
て
く
れ
た
。

　

ト
ラ
ッ
ク
島
で
の
句
会
は
夜
に
開
か
れ
ま
し
た
。
最
初
は
私
の
宿
舎
で
や
り
、
や
が
て
西
澤
の
宿
舎
に
移
っ
て
行
わ

れ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

　

椰
子
油
の
ラ
ン
プ
。
夜
も
や
っ
て
く
る
米
機
に
そ
な
え
て
、
全
員
い
つ
で
も
防
空
壕
に
と
び
こ
め
る
よ
う
に
し
て
い

ま
し
た
。
二
十
人
く
ら
い
は
集
ま
っ
て
い
た
と
思
う
。
わ
が
施
設
部
の
工
員
の
ほ
か
に
陸
軍
の
軍
人
が
い
た
こ
と
が
特

徴
で
し
た
が
、
ど
こ
で
も
陸
軍
と
海
軍
は
仲
が
悪
い
の
に
、
こ
こ
だ
け
は
別
だ
な
、
と
西
澤
と
よ
く
笑
っ
た
も
の
で
し

た
よ
。
和
気
藹
藹
。
陸
軍
の
大
方
の
メ
ン
バ
ー
は
彼
が
連
れ
て
来
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
西
澤
は
人
望
が
あ
っ
た
ん
だ

な
あ
。
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西
澤
は
、
句
会
で
出
た
藷
粥
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が
美
味
か
っ
た
な
、
あ
の
カ
レ
ー
に
釣
ら
れ
て
句
会
に
来
て
い
た
者

も
い
た
よ
、
と
く
り
返
し
言
う
ん
で
す
よ
。
水
の
よ
う
な
カ
レ
ー
で
も
、
私
が
主
計
科
だ
っ
た
の
で
出
す
こ
と
が
出
来

た
の
は
事
実
。
そ
れ
は
島
で
私
が
出
来
た
精
一
杯
の
サ
ー
ビ
ス
で
し
た
。

　

我
々
の
句
会
報
は
『
築つ
づ
き城
』
と
い
う
ガ
リ
版
刷
の
小
冊
子
に
ま
と
め
て
い
た
の
で
す
が
、
私
は
す
べ
て
無
く
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
句
会
報
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。

　

無
く
し
た
と
い
え
ば
、
戦
後
復
員
の
と
き
、
自
分
の
句
を
二
百
ほ
ど
薄
い
紙
に
書
い
て
、
米
軍
か
ら
支
給
さ
れ
た
石

鹼
の
な
か
に
詰
め
こ
ん
で
持
ち
帰
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
も
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
神
田
さ
ん
の
句
帳
を

手
に
と
っ
て
見
て
い
る
う
ち
に
、
ソ
ー
プ
の
香
り
が
移
っ
て
い
た
あ
の
手
書
き
の
句
稿
が
に
わ
か
に
懐
か
し
く
も
な
っ

て
き
ま
し
た
よ
。

　

と
も
か
く
た
し
か
め
に
き
た
新
聞
記
者
の
菊
地
さ
ん
も
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
知
っ
て
、
一
緒
に
私
を
訪
ね
て
き
た
何

人
か
の
若
い
記
者
諸
公
も
、「
戦
場
で
句
会
」
と
は
と
不
思
議
が
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
の
島
、
ト
ラ
ッ
ク
島

で
句
会
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
の
日
は
っ
き
り
記
憶
は
よ
み
返
り
ま
し
た
。

　

島
に
澱
む
い
わ
ゆ
る
士
気
沈
滞
の
空
気
の
せ
い
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
句
会
が
生
ま
れ
て
続
い
た
の
は
。

　

そ
れ
に
ね
、
私
に
は
直
属
の
上
官
だ
っ
た
矢
野
兼
武
主
計
中
佐
の
私
に
言
わ
れ
た
言
葉
が
耳
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
人
は
西
村
皎
三
。
す
で
に
当
時
有
名
な
海
軍
詩
人
で
し
た
。
彼
は
私
が
俳
句
を
つ
く
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
ら

し
く
、「
句
会
を
や
っ
て
皆
を
元
気
付
け
て
や
れ
」
と
私
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
矢
野
中
佐
は
そ
の
後

サ
イ
パ
ン
島
で
戦
死
。
私
は
矢
野
中
佐
か
ら
ま
る
で
命
令
を
受
け
て
い
た
か
の
よ
う
に
彼
の
そ
の
ひ
と
言
を
胸
に
収
め
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て
い
た
訳
で
す
よ
。
あ
の
言
葉
は
彼
の
遺
言
で
し
た
。

　

し
か
し
ね
、
秋
島
に
移
っ
た
私
た
ち
は
、
も
う
句
会
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
可
耕
地
を
探
し
、
夜
盗
虫
退
治
に
追

わ
れ
、
足
り
な
い
甘
藷
を
補
充
す
べ
く
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
を
探
し
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
必
死
で
ね
。

　

そ
し
て
と
も
か
く
七
月
に
な
り
ま
し
た
。
餓
死
の
人
数
は
い
よ
い
よ
増
え
て
ゆ
き
ま
す
。
空
腹
に
耐
え
ら
れ
ず
、
拾

い
食
い
な
ど
で
下
痢
を
お
こ
し
た
人
が
餓
死
す
る
。
全
身
が
小
さ
く
な
り
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
地
蔵
さ
ん
の
よ
う
な
顔
に

な
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
死
ん
で
ゆ
く
。
文
字
ど
お
り
眠
る
よ
う
に
死
ん
で
ゆ
く
。
体
力
の
残
っ
て
い
る
者
た
ち
が
山
上
に
大

き
な
穴
を
掘
り
、
そ
こ
に
遺
体
を
運
ぶ
ん
で
す
。
板
に
載
せ
て
運
ぶ
訳
で
す
が
、
担
ぐ
方
も
栄
養
失
調
で
ふ
ら
つ
い
て

お
る
。
四
十
キ
ロ
を
切
る
ほ
ど
に
痩
せ
き
っ
た
死
者
の
遺
体
が
、
六
人
が
か
り
で
も
持
ち
上
が
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
、

そ
ん
な
状
況
で
し
た
。

　　

人
間
の
記
憶
と
い
う
の
は
、
あ
や
ふ
や
の
よ
う
で
、
し
か
し
意
外
に
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
な
。

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
た
こ
と
の
く
り
返
し
に
な
る
ん
だ
が
、
西
澤
が
二
〇
一
二
年
の
私
た
ち
の
俳
誌
「
海か
い

程て
い

」
の
五
十

周
年
に
は
元
気
で
出
て
き
て
く
れ
て
、
乾
杯
の
音
頭
ま
で
と
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、
よ
く

ぞ
互
い
に
生
き
延
び
た
も
の
よ
と
言
い
合
っ
て
い
た
ん
だ
が
、
一
三
年
に
な
っ
て
と
う
と
う
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
追
悼
の
意
も
こ
め
て
、
く
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
彼
と
の
出
会
い
の
こ
と
な
ど
を
こ
こ
で
ま
た
じ
っ
く
り
話

さ
せ
て
下
さ
い
。
そ
れ
に
矢
野
主
計
中
佐
の
こ
と
も
ね
。
自
分
の
語
れ
る
か
ぎ
り
の
こ
と
は
機
会
あ
る
ご
と
に
述
べ
さ

せ
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
よ
。
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今
の
学
者
の
方
も
「
軽
み
」
に
つ
い
て
大
体
そ
の
考
え
方
を
お
持
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、

表
現
論
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
も
の
の
微
と
情
の
誠
の
触
れ
合
い
、
そ
れ
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
大
事

だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
し
み
じ
み
思
い
ま
す
。

　
芭
蕉
の「
翁
」意
識
が「
軽
み
」を
遠
ざ
け
た

　

な
ぜ
芭
蕉
は
「
軽
み
」
と
言
い
な
が
ら
、
最
後
、
そ
れ
が
う
ま
く
実
現
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
は
全
く
私
の
独
断
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
芭
蕉
は
四
十
代
に
入
っ
て
か
ら
、
自
分
の
こ
と
を
「
翁
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
短
冊
を
書
い
て
も
す
ぐ
「
翁
」
と
書
く
。
こ
の
前（
二
〇
〇
八
年
九
月
二
十
日
）、
羽
黒
山
全
国
俳
句
大
会
で
の

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
そ
れ
を
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、「
翁
」
と
い
う
考
え
方
が
芭
蕉
を
「
軽
み
」
か
ら
遠
ざ
け

た
と
私
は
見
て
お
り
ま
す
。

　

あ
れ
は
文
人
趣
味
な
ん
で
す
。
蕪
村
の
こ
ろ
に
な
る
と
文
人
趣
味
は
大
き
な
流
行
に
な
り
ま
す
。
趣
味
と
言
っ
て
は

悪
い
け
れ
ど
、
文
人
意
識
に
緩
み
の
入
っ
た
と
き
の
表
わ
れ
が
「
自
分
は
翁
で
あ
る
」
と
言
う
。
歳
を
と
っ
て
も
い
な

い
の
に
、
四
十
く
ら
い
か
ら
翁
な
ん
て
言
っ
て
い
た
ら
、
今
の
人
間
た
ち
は
ど
う
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
今

の
時
代
は
翁
が
ど
ん
ど
ん
子
供
を
作
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
翁
で
も
っ
て
ど
ん
ど
ん
子
供
が
で
き
る
な
ん
て
こ
と
は
あ

り
え
な
い
の
で
ね
。
ま
、
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
限
界
が
あ
る
。
バ
イ
ア
グ
ラ
と
い
う
の
を
使
う
と
八
十
歳
に

な
っ
て
も
で
き
る
そ
う
で
す
。
渡
辺
淳
一
が
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
た
。
私
も
実
行
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
あ
れ
は
心
臓
に
よ
く
な
い
そ
う
で
す
か
ら
、
や
め
ま
し
た（
笑
）。
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芭
蕉
は
若
い
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
俺
は
翁
だ
、
翁
だ
と
年
寄
り
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
た
り
書
い
た
り
し
た
ん
で

し
ょ
う
。
あ
れ
が
彼
の
「
軽
み
」
が
実
際
、
実
行
で
き
な
か
っ
た
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
三
尺
の
童
子
に
作
ら

せ
ろ
と
か
、
閃
い
た
も
の
を
摑
め
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
翁
に
で
き
る
は
ず
が
な
い
。「
初
心
に
帰
れ
」
と
は
、
観

念
的
に
、
文
人
意
識
と
し
て
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
だ
。
ご
承
知
の
よ
う
に
中
世
の
能
楽
論
、
歌

学
論
で
も
「
初
心
」
と
い
う
言
葉
が
け
っ
こ
う
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
歳
を
と
っ
た
ら
「
初
心
に
帰
れ
」
と
言
っ
て
い

る
わ
け
だ
。
そ
の
初
心
な
の
で
、
芭
蕉
も
恐
ら
く
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
自
分
は
翁
で
あ
っ

て
、
円
熟
の
境
地
に
あ
る
と
思
う
し
、
そ
れ
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
果
て
に
初
心
に
帰
れ
ば
、
自
分
と
し
て
は
「
軽

み
」
は
本
当
に
実
現
で
き
る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
瞬
間
に
捉
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
若
さ
が
持
て
る
と
、
そ
う
思
っ
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
は
問
屋
が
卸
さ
な
か
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
や
は
り
翁
意
識
を
持
っ
た
人
間
に
は

「
初
心
に
帰
る
」
な
ん
て
こ
と
は
事
実
上
、
で
き
な
い
。
そ
う
私
は
思
い
ま
す
。

　

芭
蕉
の
翁
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
人
意
識
の
緩
ん
だ
固
ま
り
で
、
こ
ん
な
こ
と
は
撲
滅

し
な
か
っ
た
ら
、
な
め
ら
か
な
自
己
表
現
は
で
き
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
表
現
論

と
し
て
芭
蕉
は
基
本
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
点
で
私
は
芭
蕉
を
尊
敬
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
至
り

ま
し
た
。
彼
の
仕
事
は
尊
敬
し
ま
す
け
れ
ど
ね
。

　
一
茶
の
生
き
も
の
感
覚

　

そ
こ
で
私
が
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
は
、
わ
が
小
林
一
茶
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
小
林
一
茶
に
執
し
て
き
ま
し
て
、
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こ
れ
か
ら
の
生
き
て
い
る
期
間
を
小
林
一
茶
の
顕
彰
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
う
思
う
か
と
い
う
理

由
の
一
つ
で
す
が
、
芭
蕉
の
言
っ
た
「
軽
み
」
に
か
か
わ
る
、
も
の
と
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
、
瞬
間
に
し
て
実
現
す

る
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
状
態
を
小
林
一
茶
は
実
現
し
た
。
お
の
ず
か
ら
実
現
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
「
お
の
ず

か
ら
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
。
だ
か
ら
、
一
茶
と
い
う
人
は
「
翁
」
な
ん
て
そ
ん
な
こ
と
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち

も
言
わ
な
い
。
六
十
五
歳
で
死
に
ま
す
が
、
六
十
四
歳
で
、
三
十
二
歳
の
「
や
を
」
さ
ん
と
結
婚
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
子

種
を
宿
し
て
、
一
茶
が
死
ん
だ
後
で
子
供
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
や
た
」
と
い
い
ま
す
。「
や
を
」
の
子
供

だ
か
ら
「
や
た
」。
一
茶
は
子
供
が
で
き
て
嬉
し
か
っ
た
か
ら
ヤ
ッ
タ
ー
と
言
っ
た
ん
で
し
ょ
う（
笑
）。
翁
だ
、
翁
だ

な
ん
て
言
わ
な
い
で
、
さ
っ
さ
と
結
婚
し
て
子
供
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
男
の
ほ
う
が
私
は
本
物
だ
と
思
う
の
で

す
。

　

彼
は
「
六
十
歳
で
俺
は
荒
凡
夫
に
な
り
た
い
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
す
か
ら
阿
弥
陀
如
来
を

信
仰
し
て
お
り
ま
す
。「
阿
弥
陀
様
、
如
来
様
、
あ
な
た
の
目
の
前
に
自
分
は
体
を
投
げ
出
し
ま
す
。
ど
う
に
で
も
し

て
く
だ
さ
い
。
私
は
こ
れ
か
ら
荒
凡
夫
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
記
録
に
あ

り
ま
す
。
荒
凡
夫
と
い
う
の
は
そ
の
と
き
の
一
茶
の
心
の
内
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
は
一
言
で
言
う
と

自
由
で
平
凡
な
男
。
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
「
五
欲
兼
備
、
煩
悩
具
足
」、
本
能
の
固
ま
り
み
た
い
な
男
と
し
て
自
分

は
生
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
愚
の
上
に
愚
を
重
ね
て
、
凡
人
と
し
て
、
馬
鹿
げ
た
人
間
と

し
て
今
ま
で
生
き
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
で
生
き
る
し
か
ご
ざ
ん
せ
ん
。
ど
う
か
如
来
様
、
私
を
お
認
め
く
だ

さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
荒
凡
夫
は
「
荒
っ
ぽ
い
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
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「
自
由
」
と
受
け
取
っ
て
お
り
ま
す
。「
自
由
で
平
凡
な
男
」
の
中
身
っ
て
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
能
の
自
由
の
ま
ま
に
生
き
て
く
男
は
、
こ
れ
は
も
う
俗
物
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
世
間
様
に
も
人
様
に
も
た
い
へ
ん

な
迷
惑
を
か
け
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
作
品
も
ろ
く
な
も
の
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
彼
は
実
に
、

私
か
ら
見
れ
ば
珠
玉
の
よ
う
な
句
を
作
る
。
芭
蕉
よ
り
も
い
い
句
を
と
き
ど
き
作
っ
て
い
る
。
全
部
が
そ
う
と
は
言
え

ま
せ
ん
が
。
そ
う
い
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
句
は
約
二
万
あ
り
ま
す
。
全
部
、
読
ん
で
み
ま
し
た
。
よ
く

分
か
り
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
は
私
の
持
論
で
す
が
、
彼
は
「
生
き
も
の
感
覚
」
に
恵
ま
れ
て
い
た
男
で
す
ね
。
今
の

流
行
の
言
葉
で
言
え
ば
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
す
か
。
鶴
見
和
子
さ
ん
は
「
病
気
に
な
っ
て
か
ら
自
分
は
ア
ニ
ミ
ス
ト
に
な
っ

た
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ニ
ミ
ス
ト
と
い
う
言
い
方
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
一
茶
は
ア
ニ
ミ
ス
ト
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
彼
の
句
は
も
の
と
心
の
バ
ラ
ン
ス
が
お
の
ず
か
ら
取
れ
て
い
た
。
句
は
お
の

ず
か
ら
結
び
つ
き
が
得
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
の
生
き
も
の
感
覚
が
お
の
ず
か
ら
そ

う
い
う
状
態
を
確
保
し
て
い
た
。

　

こ
れ
は
比
較
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
け
れ
ど
、
芭
蕉
の
「
自
分
は
翁
だ
」
と
い
う
心
構
え
と
、
一
茶
の
場
合
の

「
俺
は
愚
の
固
ま
り
の
平
凡
な
男
だ
」
と
言
っ
て
い
る
、
そ
の
心
構
え
の
違
い
で
す
。
片
方
は
自
由
で
勝
手
な
ん
だ
。

だ
け
ど
、
生
き
も
の
感
覚
に
恵
ま
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
自
由
で
勝
手
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
す
ば
ら
し
い
句
が
で
き
る
。
芭

蕉
だ
っ
て
も
ち
ろ
ん
ア
ニ
ミ
ス
ト
で
す
よ
。
私
は
み
ん
な
ア
ニ
ミ
ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
彼
は
立
派
な
詩
人

な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
こ
と
が
自
覚
で
き
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
文
人
趣
味
者
に
な
っ
て
構
え
て
い
る
。
翁
と
い
う
こ

と
で
自
分
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
上
で
初
心
を
大
事
に
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
違
い
で
す
。
要
す
る
に
文
人
意
識
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と
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
い
自
由
に
生
き
て
い
る
人
間
、
普
通
に
生
き
て
い
る
人
間
、
生
な
人
間
の
違
い
、
こ
の
違

い
は
一
茶
に
「
軽
み
」
を
実
現
さ
せ
て
、
芭
蕉
に
「
軽
み
」
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
理
由
だ
と
、
こ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

　

果
た
せ
る
か
な
、
一
茶
の
優
秀
な
弟
子
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
な
か
で
も
西
原
文
虎
は
中
堅
の
非
常
に
優
れ
た
弟
子

で
す
。
同
郷
の
信
濃
の
人
で
す
。
一
茶
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、『
一
茶
翁
終
焉
記
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
わ
が
翁
は

「
軽
み
」
の
人
で
あ
っ
た
。
翁
の
「
軽
み
」
が
弟
子
た
ち
は
好
き
だ
か
ら
み
ん
な
集
ま
っ
て
来
た
と
そ
の
冒
頭
で
書
い

て
い
る
。
奥
信
濃
の
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
百
人
を
越
す
弟
子
が
で
き
た
。
し
か
も
五
十
歳
で
郷
里
に
戻
っ
て
か
ら
で
す

か
ら
、
た
っ
た
十
五
年
間
に
で
す
。
今
か
ら
考
え
れ
ば
大
変
な
こ
と
で
す
。
今
で
も
結
社
の
主
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る

わ
け
で
す
が
、
二
百
人
集
め
る
の
に
フ
ウ
フ
ウ
言
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
胡
麻
す
り
を
し
て
、
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、

や
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う（
笑
）。
一
茶
、
あ
の
方
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
酒
を
飲
ん
で
、
泊
ま
っ
て
、
風
呂
に
入
っ
て
、

ま
た
次
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
俳
句
の
話
を
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
ま
た
百
人
以
上
集
ま
っ
て
来
る
。
月
と
ス
ッ
ポ
ン
の

違
い
だ
。
ど
う
し
て
そ
の
違
い
が
出
る
か
と
い
え
ば
、
一
茶
は
「
軽
み
」
を
実
現
し
た
男
だ
か
ら
。
弟
子
が
そ
う
認
め

て
い
る
の
で
す
。
わ
が
師
は
「
軽
み
」
を
成
し
た
。
こ
れ
が
弟
子
が
集
ま
っ
た
理
由
だ
と
は
っ
き
り
書
い
て
い
ま
す
。

　

一
茶
の
場
合
、
そ
う
い
う
自
由
な
生
き
方
を
し
た
人
間
。
く
ど
い
よ
う
で
す
が
「
翁
」
な
ん
て
文
芸
意
識
を
持
ち
込

ま
な
い
人
間
の
ほ
う
が
「
軽
み
」
は
実
現
し
や
す
い
。
た
だ
、
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
も
の
感
覚
が
な
け
れ
ば
だ

め
な
ん
で
す
。
う
ん
と
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ア
ニ
ミ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
そ
う
思
う
の
で
す
。

　

今
日
の
私
の
話
は
そ
れ
で
お
し
ま
い
な
ん
で
す
が
、
要
す
る
に
表
現
論
の
問
題
は
ど
う
も
そ
こ
に
来
て
い
る
。
い
や

あ
、
金
子
の
言
っ
て
い
る
の
は
好
き
勝
手
な
話
だ
。
そ
れ
じ
ゃ
俺
が
毎
日
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
り
ゃ
、
い
い
俳
句
が
で
き
る
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か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
保
証
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か（
笑
）。
や
は
り
ど
こ
か
で
何
か
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
を
持
た
な
け

れ
ば
だ
め
な
の
で
、
三
尺
の
童
子
だ
の
、
も
の
の
見
え
た
る
光
と
か
、
蜂
の
頭
と
か
芭
蕉
が
言
っ
て
い
る
ほ
う
が
よ
く

沁
み
る
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
人
間
は
本
来
、
心
構
え
を
持
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
。
し
か
し
私
は
、

一
茶
の
よ
う
に
心
構
え
な
ん
か
持
た
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
そ
の
代
わ
り
、
自
分
の
心
を
磨
け
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
き
も
の
を
大
事
に
で
き
る
人
間
に
お
の
ず
か
ら
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
思
い
ま
す
な
。
や
は
り
基
本
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム

だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
人
間
は
ア
ニ
ミ
ス
ト
に
な
ら
な
き
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
茶
の
句
で
こ
う
い
う
句
が
私
は
面
白
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
五
十
七
歳
の
と
き
に
娘
さ
と
が
死
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
と
き
の
句
に

　

螢
来
よ
わ
が
こ
し
ら
へ
し
白
露
に

　
こ
れ
は
死
ん
だ
長
女
さ
と
の
た
め
に
供
え
よ
う
と
思
っ
た
の
か
ど
う
か
し
ら
ん
が
、
自
分
は
今
、
悲
し
み
の
中
で
無
常

の
固
ま
り
の
白
露
の
玉
を
作
っ
た
。
螢
さ
ん
、
来
て
、
こ
の
白
露
を
嘗
め
て
く
だ
さ
い
、
い
た
わ
っ
て
く
だ
さ
い
と
。

こ
う
い
う
句
の
持
つ
惻
々
た
る
温
か
さ
と
い
う
か
、
生
き
も
の
に
対
す
る
素
手
の
い
た
わ
り
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
の

が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
い
つ
を
全
部
の
俳
人
が
持
て
ば
翁
に
な
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
ま
ま
ぶ

ら
ぶ
ら
生
き
て
も
大
丈
夫（
笑
）。
ま
さ
に
荒
凡
夫
と
し
て
堂
々
と
生
き
ら
れ
る
、
そ
し
て
い
い
俳
句
が
出
来
る
と
私
は

し
み
じ
み
思
っ
て
お
り
ま
す
。


