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あ
と
が
き 

 日
記
は
細
野
順
三
氏
が
戦
時
下
で
の
関
東
学
院
中
学
時
代
か
ら
、
北
大
予
科

に
入
学
し
て
過
ご
し
た
恵
迪
寮
時
代
、
そ
し
て
北
大
医
学
部
時
代
を
カ
バ
ー
す
る
、

人
生
の
多
感
な
、
疾
風
怒
濤
の
時
代
の
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
戦
中
、

戦
後
の
価
値
観
の
大
転
換
時
代
を
当
時
の
若
者
が
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
過
ご

し
て
い
た
の
か
を
赤
裸
々
に
、
鮮
や
か
に
描
き
出
す
日
記
と
い
う
こ
と
で
、
誠
に

貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
を
執
筆
し
残
し
て
く
れ
た
細
野
氏
、
そ
し
て
こ
れ
を

保
管
し
、
恵
迪
寮
同
窓
会
に
寄
贈
し
て
下
さ
っ
た
婉
子
夫
人
に
深
甚
の
感
謝
を
申

し
上
げ
た
い
。 

細
野
氏
の
通
っ
た
関
東
学
院
中
学
校
は
、
三
〇
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
一
高
に
入

学
し
、
札
幌
農
学
校
二
期
生
の
新
渡
戸
稲
造
、
内
村
鑑
三
か
ら
強
い
影
響
を
受
け

た
気
骨
の
人
、
坂
田
佑
（
さ
か
た
た
す
く
）
が
初
代
校
長
を
務
め
た
キ
リ
ス
ト
教

（
ア
メ
リ
カ
・
北
部
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
）
系
の
学
校
で
あ
る
。
坂
田
は
「
人
と
な
れ
、

奉
仕
せ
よ
」
と
説
き
、
こ
れ
を
校
訓
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
学
校
に
通
っ
た
か

ら
、
北
大
が
将
来
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
細
野
氏
の
心
に
浮
上
し
た
の
で
あ
ろ

う
。 坂

田
は
戦
時
中
、
関
東
学
院
中
学
校
の
キ
リ
ス
ト
教
色
の
払
拭
を
神
奈
川
県
庁

か
ら
求
め
ら
れ
た
が
、
従
わ
な
か
っ
た
。
細
野
少
年
は
信
仰
を
維
持
し
つ
つ
、
こ

の
頃
の
少
年
た
ち
が
皆
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
戦
争
に
つ
い
て
は
大
本
営
発
表

を
頭
か
ら
全
て
信
ず
る
軍
国
少
年
だ
っ
た
。
国
を
憂
い
、
国
の
た
め
に
鬼
畜
米
英

と
戦
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
。
日
記
に
は
「
人
生
二
五
年
」
と
い
う
表

現
が
あ
る
。
死
を
も
っ
て
報
国
の
誠
を
捧
げ
よ
う
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
様
子

が
見
て
と
れ
る
。
徴
兵
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
も
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
。

国
の
未
来
を
背
負
う
は
ず
の
若
者
を
死
に
駆
り
立
て
る
と
は
、
当
時
の
国
政
の
な

ん
と
罪
深
い
こ
と
か
。 

北
大
予
科
に
合
格
し
た
彼
は
、
恵
迪
寮
に
入
寮
す
る
。
北
大
予
科
入
学
当
初
の

二
ヶ
月
間
の
日
記
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
入
学
直
後

の
北
大
の
印
象
が
わ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
国
少
年
だ
っ
た

彼
に
と
っ
て
は
入
学
式
当
日
か
ら
相
当
の
衝
撃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予

想
に
難
く
な
い
。
彼
と
同
じ
時
に
入
学
し
た
弘
田
幸
裕
氏
の
手
記
に
入
学
式
の
様

子
が
書
か
れ
て
い
る
。 
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「
予
科
講
堂
で
行
わ
れ
た
入
学
式
は
あ
の
有
名
な
宇
野
親
美
（
ち
か
よ
し
）
予
科

長
の
情
熱
を
込
め
た
学
問
と
叡
智
の
お
話
の
あ
と
、
多
分
学
生
部
長
か
配
属
将
校

の
講
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
八
紘
一
宇
の
精
神
で
…
」
と
話
し
が
進
ん
だ
と

き
、
新
入
生
の
一
人
が
手
を
あ
げ
て
の
質
問
が
、「
八
紘
一
宇
と
言
う
の
は
日
本

が
考
え
出
し
た
侵
略
思
想
の
隠
れ
蓑
で
は
な
い
の
で
す
か
」
と
言
う
も
の
で
し
た
。

小
学
校
の
時
か
ら
戦
時
教
育
を
受
け
て
来
た
私
に
は
質
問
の
意
味
す
ら
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。（
中
略
） 

午
後
の
軍
事
教
練
は
好
奇
心
お
う
盛
な
私
も
驚
天
動
地
の
驚
き
を
味
わ
い
ま

た
。
教
室
で
の
授
業
が
終
わ
り
、
三
時
に
校
庭
集
合
と
の
こ
と
で
寮
に
戻
っ
て
服

装
を
整
え
、
ゲ
ー
ト
ル
を
撒
い
て
い
る
と
、
先
輩
が
「
下
駄
で
い
い
ん
だ
よ
、
ゲ

ー
ト
ル
は
い
ら
な
い
よ
」
と
言
う
。
お
か
し
い
な
、
こ
れ
で
教
練
が
出
来
る
の
か

な
あ
等
と
考
え
な
が
ら
集
合
し
て
み
る
と
、
皆
同
じ
よ
う
に
下
駄
履
き
の
ゲ
ー
ト

ル
な
し
。
や
が
て
長
靴
に
軍
刀
の
正
装
で
現
れ
た
将
校
が
こ
れ
を
見
る
や
、
怒
髪

天
を
衝
く
形
相
で
「
下
駄
と
は
何
か
、
靴
が
無
け
れ
ば
裸
足
に
な
れ
、
ゲ
ー
ト
ル

が
無
け
れ
ば
ズ
ボ
ン
の
裾
を
縛
っ
て
来
い
」 

三
々
五
々
ぞ
ろ
ぞ
ろ
寮
の
方
に
帰

り
か
け
る
と
、「
裏
の
農
場
に
行
っ
て
藁(

わ
ら)

を
拾
っ
て
ズ
ボ
ン
の
裾
に
結
ん
で

来
い
」
と
い
う
先
輩
の
伝
言
が
行
き
渡
り
、
一
刻
し
て
ズ
ボ
ン
に
藁
を
結
ん
で
裸

足
に
な
っ
た
乞
食
の
よ
う
な
集
団
が
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
校
庭
に
集
ま
っ
た
と
き
に
は

「
お
前
達
は
赤
か
、
お
前
達
が
幹
候
（
幹
部
候
補
生
）
の
試
験
を
受
け
て
も
皆
落

第
だ
ぞ
、
絶
対
に
下
士
官
に
も
な
ら
せ
な
い
ぞ
」
と
大
音
声
の
捨
て
台
詞
を
残
し

て
教
官
は
荒
々
し
く
帰
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
教
練
は
な
し
、
と
言
う
具
合
で
し

た
」。 

細
野
氏
も
間
違
い
な
く
こ
の
乞
食
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
洗
礼
を
受
け
、
北
海
道
の
大
自
然
に
酔
い
し
れ
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
以
来
の
伝
統

で
あ
る
自
由
な
寮
の
雰
囲
気
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
戦
時
の
国
民
的
呪
縛
か
ら
次

第
に
解
放
さ
れ
て
人
間
を
取
り
戻
し
て
行
く
彼
の
思
考
が
日
記
か
ら
読
み
取
れ

る
。
戦
争
の
こ
と
よ
り
も
、
美
し
い
北
国
の
自
然
の
描
写
や
楽
し
い
寮
生
活
の
記

述
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
特
に
六
月
の
鈴
蘭
の
花
の
記
述
に
、
彼
の
感
性
の
和
ら

ぎ
を
見
る
。 

一
九
四
六
年
二
月
一
九
日
の
日
記
に
は
、
過
去
を
回
想
し
て
、「
…
そ
し
て
ク

ラ
ー
ク
師
の
傳
統
に
生
く
る
エ
ル
ム
の
学
園
に
は
せ
集
っ
た
。
そ
し
て
俺
は
つ
く

づ
く
と
個
人
の
修
養
の
重
要
さ
を
痛
感
し
た
。
個
人
の
人
格
の
尊
大
さ
を
自
覺
し

た
。
過
去
に
お
い
て
か
り
そ
め
に
も
誤
れ
る
愛
國
心
に
共
鳴
し
た
事
を
悔
い
た
。

大
自
然
の
北
國
の
一
隅
に
於
い
て
俺
は
自
覺
し
た
の
だ
っ
た
。」
と
書
い
て
い
る
。 
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終
戦
の
玉
音
放
送
を
聴
く
頃
に
は
、
日
本
の
敗
戦
を
た
だ
悲
し
む
よ
り
は
む
し
ろ

終
戦
を
歓
迎
し
、
軍
国
主
義
を
批
判
し
、
新
し
い
日
本
の
出
発
に
希
望
さ
え
持
っ

て
い
る
よ
う
な
使
命
感
に
満
ち
た
日
記
を
記
し
、
札
幌
農
学
校
開
校
式
に
お
け
る

ク
ラ
ー
ク
博
士
の
開
校
式
辞
の
一
節
を
書
き
写
し
て
い
る
。
彼
と
同
じ
釜
の
飯
を

食
っ
た
で
あ
ろ
う
、
昭
和
二
〇
年
寮
歌
「
命
の
旅
路
」
の
作
曲
者
・
新
井
忠
雄
氏

は
「
当
時
も
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
思
想
は
北
大
に
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。」、
ま
た
、
昭
和
二
一
年
寮
歌
「
時
潮
の
波
の
」

作
曲
者
・
寺
井
幸
夫
氏
は
「
戦
争
の
只
中
に
あ
っ
て
も
、
当
時
の
予
科
に
は
ま
だ

自
由
の
気
が
溢
れ
、
先
生
の
中
に
も
先
輩
の
中
に
も
個
性
あ
る
人
が
多
く
、
考
え

方
も
大
変
純
粋
で
あ
っ
た
。
我
々
は
よ
く
本
を
読
み
、
議
論
を
戦
わ
せ
、
先
人
の

こ
と
を
偲
び
つ
つ 

よ
く
寮
歌
を
歌
っ
た
も
の
だ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。 

細
野
氏
の
日
記
の
中
に
も
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
や
、
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造
、

宮
部
金
吾
な
ど
の
偉
大
な
先
輩
の
生
き
様
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
、
人
間
的
に

彼
ら
に
少
し
で
も
近
づ
き
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

彼
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
学
生
た
ち
の
討
論
の
場
開
識
社
で
も
し
ば
し
ば

こ
れ
ら
の
先
人
は
話
題
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
本
科
生
の
追
い
出
し
コ
ン

パ
で
先
輩
が
語
っ
た
「
寮
は
傳
統
に
輝
く
先
輩
諸
兄
の
美
し
き
夢
（
理
想
）
の

オ
ア
シ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
寮
で
恵
ま
れ
た
諸
君
が
そ
の
先
輩
達
の
夢
を
追
っ

て
学
問
す
る
。
故
に
こ
そ
、
偉
大
な
人
物
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
に
感
激
し
て
い
る
。 

特
に
医
学
部
に
進
ん
だ
後
、「
自
分
の
人
間
形
成
は
大
丈
夫
か
」
と
、
気
に
す

る
記
述
が
何
度
か
あ
る
。
高
等
学
校
時
代
の
寮
生
活
が
あ
る
こ
と
が
せ
め
て
も

の
慰
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
か
と
、
膨
大
な
医
学
部
の
専
門
科
目

の
勉
強
に
追
い
ま
く
ら
れ
つ
つ
心
配
し
て
い
る
の
だ
。「
ひ
し
ひ
し
と
学
問
と
人

間
性
の
問
題
に
就
い
て
考
へ
る
。
学
問
の
み
に
追
は
れ
て
偏
っ
た
人
間
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
と
考
え
る
と
、
あ
せ
っ
て
来
る
。
必
然
的
と
は
云
へ
悲
し
い
気

も
す
る
。
予
科
時
代
の
収
穫
が
幾
分
で
も
役
立
っ
て
呉
れ
る
事
を
祈
る
の
み
な

り
」。
予
科
時
代
、
彼
は
寮
友
と
よ
く
語
り
、
議
論
し
、
よ
く
学
び
、
よ
く
寮
歌

を
歌
い
、
よ
く
遊
ん
だ
。
寮
の
会
計
委
員
も
や
っ
て
苦
労
も
し
た
。
人
格
形
成

の
道
場
だ
っ
た
。
学
部
に
進
学
す
る
と
、
そ
の
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。 

一
九
四
九
年
四
月
二
二
日
、
彼
は
総
長
の
「
人
格
学
問
共
に
優
れ
た
指
導
者

と
し
て
社
会
に
奉
仕
す
る
た
め
勉
強
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
迎
え
ら
れ

て
医
学
部
入
学
を
果
た
す
。
つ
い
で
、「
北
大
の
ス
ク
ー
ル
カ
ラ
ー
の
一
で
あ
る
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宣
誓
式
に
移
る
。
総
長
も
言
っ
た
通
り
、
北
大
に
於
い
て
は
、
保
証
人
制
度
は

採
ら
ず
、
飽
く
ま
で
個
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
学
生
自
身
の
宣
誓
書
署
名
を

以
て
そ
れ
に
替
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
先
生
に
連
な
る
「
紳
士
」
と

し
て
の
学
校
側
の
取
り
扱
い
に
対
し
て
、
自
主
的
行
動
を
と
る
責
任
が
あ
る
」
。

彼
の
「
自
分
の
人
格
形
成
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
謙
虚
な
意
識
も
含
め

て
、
こ
れ
ら
は
、
札
幌
農
学
校
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
、
人
間
を
つ
く
る
教
育
」（
元

東
大
総
長
・
矢
内
原
忠
雄
の
言
葉
）
が
こ
の
時
代
ま
で
脈
々
と
生
き
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。 

勉
学
に
忙
し
い
と
は
い
え
、
日
曜
ご
と
に
彼
は
教
会
に
ゆ
き
、
日
曜
学
校
で

教
え
、
子
供
ら
と
遊
び
、
奉
仕
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
随
所
に
読
ん
だ
本
の
読

後
感
や
、
映
画
を
見
た
感
想
な
ど
が
評
論
家
気
取
り
で
書
か
れ
て
お
り
面
白
い
。

こ
れ
ら
も
皆
彼
の
人
間
形
成
の
肥
や
し
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

戦
後
の
日
記
に
は
、
帝
銀
事
件
や
東
京
裁
判
、
さ
ら
に
は
当
時
の
混
乱
し
た

世
相
に
対
す
る
彼
の
感
想
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
書
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
一

九
五
二
年
正
月
の
日
記
に
は
「
二
つ
の
世
界
の
対
立
の
中
に
今
ぞ
世
紀
の
年
は

明
け
始
め
た
。
…
国
内
治
安
を
目
的
と
し
て
発
足
し
た
予
備
隊
が
、
再
軍
備
の

具
体
的
な
も
の
に
肩
代
り
す
る
事
は
必
然
で
あ
ら
う
し
、
再
軍
備
に
対
す
る
若

き
世
代
の
考
へ
方
が
個
人
々
々
の
心
の
量
に
従
っ
て
、
苦
悩
は
広
が
っ
て
ゆ
く
。

…
僕
は
果
し
て
心
ゆ
く
ま
で
修
学
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
流
れ
ゆ
く
も
の
を
無
視

し
て
温
床
の
中
に
学
生
々
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。」
と
、
当

時
の
警
察
予
備
隊
が
、
今
日
の
よ
う
な
軍
備
を
備
え
た
自
衛
隊
に
変
貌
す
る
こ

と
を
予
見
し
、
世
の
流
れ
を
よ
そ
に
し
て
学
生
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
良
い

も
の
か
と
苦
悩
し
て
い
る
。
私
も
ま
た
、
大
学
で
寮
生
活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
き

る
自
分
に
、
こ
れ
で
良
い
の
か
、
社
会
の
た
め
に
何
か
し
な
い
と
い
け
な
い
の

で
は
な
い
か
と
相
当
期
間
悩
ん
だ
経
験
が
あ
る
。
今
は
学
び
の
期
間
、
人
間
力

を
つ
け
る
期
間
と
自
ら
を
収
め
た
記
憶
が
蘇
る
。 

ま
た
、
彼
は
自
身
の
初
恋
、
そ
し
て
別
れ
と
、
新
た
な
恋
に
つ
い
て
も
、
赤

裸
々
に
記
録
し
て
い
る
。
涙
が
出
る
よ
う
な
美
し
い
描
写
も
あ
る
。
い
ず
れ
の

恋
愛
に
お
い
て
も
彼
は
非
常
に
真
面
目
に
恋
人
に
対
峙
し
恋
を
喜
び
、
ま
た
恋

に
苦
し
ん
で
い
る
。
恋
は
、
寮
生
活
と
は
ま
た
別
の
、
互
い
の
人
間
性
を
高
め

合
う
切
磋
琢
磨
で
あ
る
。「
俺
は
彼
女
の
た
め
に
こ
そ
、
眞
の
高
校
生
ら
し
い
理

想
に
生
き
て
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
精
神
を
生
か
し
て
恥
し
か
ら
ぬ
人
間
に
な
り

た
い
と
希
っ
て
い
る
。
も
し
、
彼
女
を
切
離
し
て
考
へ
た
ら
到
底
こ
ん
な
事
は

考
へ
ら
れ
ぬ
」。
同
様
な
記
述
が
い
く
つ
か
あ
る
。 
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「
一
九
五
二
年
一
月
二
五
日
の
細
野
氏
日
記
の
一
節
、
恋
人
を
想
い
書
か
れ

た
言
葉
、「
君
あ
れ
ば
こ
そ
吾
強
し
」
に
恵
迪
寮
の
「
別
離
の
歌
」
の
一
節
「
吾

に
友
あ
り
・
吾
強
し
」
を
重
ね
て
み
た
が
、
や
は
り
男
女
の
情
と
男
同
士
の
友

情
は
質
的
に
違
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
が
個
と
し
て
生
き
る
時
、
本
当
に
信
頼

で
き
る
異
性
の
支
え
ほ
ど
強
い
も
の
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

一
九
五
二
年
元
旦
の
日
記
に
、
一
九
五
二
年
度
の
構
想
と
題
し
て
、
細
野
氏

は
以
下
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。 

一
．
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
を
根
本
と
す
る
医
学
者
と
し

て
の
学
生
々
活
の
最
高
学
年
を
真
劍
に
学
び
、
且
つ
、
片
寄
ら
ざ
る
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
養
ふ
事
。 

二
．
許
婚
者
婉
子
と
の
リ
ー
ベ
の
最
後
の
一
年
を
ベ
タ
ー
ハ
ー
フ
と
し
て
恥
し

か
ら
ぬ
人
間
た
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
。 

細
野
氏
は
、「
片
寄
ら
ざ
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
養
う
」、「
ベ
タ
ー
ハ
ー
フ

と
し
て
恥
し
か
ら
ぬ
人
間
た
る
べ
く
」
と
、
自
ら
の
人
間
性
の
涵
養
に
重
き
を

置
い
て
努
力
す
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
相
手
を
尊
敬
す
る

が
故
に
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
人
物
に
な
り
た
い
と
す
る
恋
愛
に
よ
り
高
め
ら
れ

た
向
上
心
、
自
己
啓
発
欲
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
恋
愛
は
素
晴
ら
し
い
。 

「
求
め
よ
、
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
」、
彼
は
立
派
な
人
格
の
お
医
者
さ
ん
に
な

っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
日
記
を
読
み
、
自
ら
の
同
年
代
の
頃
を
思
い
出
す
と
、
多
分
に
共
感
で

き
る
こ
と
ど
も
が
多
く
、
感
慨
深
い
が
、
そ
の
思
考
の
深
さ
、
真
面
目
さ
、
文

章
力
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
至
ら
な
か
っ
た
自
分
を
思
い
、
恥
入
り
、

反
省
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
八
〇
年
前
の
北
大
生
だ
と
、
自
分
の
こ
と
で
は
な

い
が
自
慢
し
た
い
よ
う
な
若
者
が
こ
の
日
記
の
中
に
生
き
て
い
る
。
ぜ
ひ
こ
の

日
記
を
現
代
の
学
生
に
読
ん
で
も
ら
い
、
自
ら
の
成
長
の
糧
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

最
後
に
、
こ
の
日
記
は
、
北
大
恵
迪
寮
の
先
輩
・
川
原
幸
則
氏
が
、
手
書
き

の
、
時
に
は
殴
り
書
き
や
、
癖
字
、
そ
し
て
難
解
な
旧
字
体
と
旧
仮
名
遣
い
、

聞
き
な
れ
な
い
単
語
の
あ
る
中
、
一
字
一
句
活
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
を
進
ん
で
取
っ
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
貴
重
な
日
記
を
日
の
本
に

引
っ
張
り
出
し
て
読
み
や
す
く
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
そ
し

て
佐
藤
市
雄
氏
と
不
肖
私
が
、
川
原
先
輩
の
情
熱
に
感
銘
を
受
け
、
ま
た
、
こ

の
日
記
に
感
動
し
、
校
正
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
で
、
こ
の
素
晴



- 620 - 

 

ら
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
端
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
栄
誉
に
預
っ
た

の
で
あ
る
。
併
せ
て
感
謝
し
た
い
。 

 
蛇
足 

こ
の
「
あ
と
が
き
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
必
要
に
迫
ら
れ
、
活
字
版
と
、

原
本
の
日
記
を
読
み
比
べ
て
み
る
機
会
が
あ
っ
た
。
活
字
版
で
、
書
き
手
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
表
現
が
あ
っ
た
の
だ
。
日
記
は
そ
の
日
、

そ
の
時
、
生
き
た
人
間
が
生
の
感
情
を
ノ
ー
ト
に
ぶ
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
紙
面
は
、
あ
る
意
味
、
絵
画
に
も
似
て
い
る
。
そ
の
時
の
感
情
に
よ
り
、
あ

る
日
の
日
記
は
大
き
な
文
字
と
小
さ
な
文
字
が
入
り
乱
れ
、
ま
た
あ
る
日
に
は

か
っ
ち
り
と
し
た
引
き
締
ま
っ
た
文
字
で
、
あ
る
日
に
は
、
乱
れ
て
、
読
み
取

り
に
く
い
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。 

面
白
い
も
の
で
、
活
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
も
の

が
、
原
文
の
、
読
み
に
く
い
文
字
で
書
か
れ
た
文
章
を
見
る
と
す
ん
な
り
と
理

解
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
紙
面
が
あ
た
か
も
顔
の
表
情
の
よ
う
に
、
何
か
を
訴

え
て
く
る
の
だ
。
そ
の
表
情
で
状
況
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
文
体
も
然
り
。

急
に
今
ま
で
と
は
違
っ
た
文
体
が
現
れ
る
。
そ
の
時
の
心
の
状
態
を
反
映
し
て

い
る
の
だ
。
彼
の
日
記
で
、
あ
る
日
を
境
に
、
文
字
の
感
じ
が
全
く
違
う
印
象

を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
心
を
通
わ
せ
て
い
る
人
と
の
文
通
に
よ

り
、
相
手
の
人
の
字
体
と
似
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ふ
と
思
っ
た
。

感
情
の
表
現
力
に
お
い
て
、
生
き
た
文
字
は
活
字
に
勝
る
。
し
か
し
、
手
書
き

の
ま
ま
で
は
決
し
て
読
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
読
ま
な
け
れ
ば
元
も
子
も
な

い
。
こ
う
し
た
デ
メ
リ
ッ
ト
を
承
知
の
上
で
も
、
活
字
化
さ
れ
て
読
む
機
会
を

与
え
ら
れ
た
こ
の
日
記
の
素
晴
ら
し
さ
は
ひ
し
ひ
し
と
胸
に
せ
ま
る
。 
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