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は
じ
め
に

戦
後
七
十
年
の
節
目
で
あ
っ
た
二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
は
、
安

保
関
連
法
案
や
沖
縄
の
米
軍
基
地
問
題
な
ど
、
近
年
ま
れ
に
み
る
「
政

治
」
の
年
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
そ
の

テ
ー
マ
設
定
、
研
究
対
象
が
文
字
通
り
時
宜
を
得
た
だ
け
で
な
く
、
質
量

と
も
に
傑
出
し
た
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
二
〇
一
五
年
度
の
日
本
宗

教
学
会
賞
を
受
賞
し
た
ほ
か
、
各
所
で
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
本
書
が

宗
教
研
究
の
分
野
に
お
け
る
当
該
年
度
を
代
表
す
る
一
書
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

本
書
の
概
要

本
書
を
手
に
取
っ
て
最
初
に
気
に
な
る
の
は
、「
転
轍
点
」
と
い
う
見

慣
れ
な
い
言
葉
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
転
轍
点
」
と
は
、
鉄
道
の
走
る
線

路
を
他
の
線
路
に
切
り
替
え
る
ポ
イ
ン
ト
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
社
会

学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
人
び
と
の
行
為
を
促
す
も
の
と
し

て
の
「
理
念
」（
お
よ
び
そ
れ
が
つ
く
り
出
す
「
世
界
像
」）
の
影
響
力
に

着
目
し
、
人
び
と
の
行
為
の
方
向
性
を
規
定
す
る
「
理
念
」
を
鉄
道
の

塚
田
穂
高
著
『
宗
教
と
政
治
の
転
轍
点

―
保
守
合
同
と
政
教
一
致
の
宗
教
社
会
学
―
』

〔
書
評
〕

高
橋
典
史
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「
転
轍
手
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。
本
書
に
お
い
て
筆
者
は
、
戦
後
日
本
の
多

様
な
宗
教
運
動
が
い
な
か
る
理
念
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

政
治
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
た
「
転
轍
点
」

に
関
心
を
寄
せ
る
。

以
下
で
は
、
本
書
の
内
容
を
筆
者
の
関
心
を
中
心
に
し
て
簡
単
に
紹
介

し
て
み
た
い
。
ま
ず
本
書
の
根
幹
に
あ
る
問
題
関
心
は
、「
戦
後
日
本
社

会
に
お
い
て
、
宗
教
運
動
―
―
な
か
で
も
新
宗
教
運
動
は
、
ど
の
よ
う

に
、
そ
し
て
な
ぜ
、
政
治
に
関
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
」（
七
頁
）
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
前
の
政
党
を
組
織
し
て
選
挙
に
出
馬
す

る
も
の
、
既
成
の
政
党
・
政
治
家
へ
の
積
極
的
な
支
援
を
行
う
も
の
、
そ

し
て
全
く
政
治
に
関
与
し
な
い
も
の
、
な
ど
、
個
々
の
宗
教
運
動
に
よ
っ

て
多
様
な
政
治
と
の
関
わ
り
方
が
採
ら
れ
る
要
因
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

宗
教
運
動
が
有
す
る
広
義
の
世
界
観
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
指
摘

し
、
研
究
対
象
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
を
も
と
に
事
例
分
析
が
試
み
ら
れ

て
い
る
。

「
政
治
と
宗
教
」
の
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
関
わ
っ
て
い

る
。
第
１
章
で
は
、「
戦
後
日
本
の
政
教
関
係
研
究
」、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
研
究
」、「
新
宗
教
運
動
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
」、「
宗
教
運

動
の
政
治
活
動
研
究
」
と
い
っ
た
分
野
の
多
く
の
重
要
な
先
行
研
究
を
手

際
よ
く
整
理
、
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
関
す
る
安
丸
良
夫
の
研
究
を
参
照
し
て
、
あ
る
時
代
の
「
正
統

（
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ィ
）
説
」、
な
ら
び
に
そ
の
正
統
説
か
ら
生
じ
た
「
Ｏ

（
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ィ
）
異
端
」
と
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
系
譜
に

あ
る
「
Ｈ
（
ヘ
テ
ロ
ジ
ー
ニ
ア
ス
）
異
端
」
と
い
う
類
型
の
応
用
可
能
性

に
注
目
す
る
。
さ
ら
に
宗
教
運
動
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
分
析
す
る
際
の

指
標
と
し
て
、 

①
文
化
・
伝
統
観
、
②
天
皇
観
、
③
対
人
類
観
、 

④
経
済

的
優
位
観
、
⑤
戦
前
・
大
戦
観
、 

⑥
欧
米
・
西
洋
観
、
⑦
ユ
ー
ト
ピ
ア

観
、
の
七
つ
を
挙
げ
る
。
そ
の
う
え
で
、
次
の
三
つ
の
仮
説
を
検
証
命
題

と
し
て
設
定
す
る
。

（
ⅰ
）
宗
教
運
動
が
政
治
関
与
・
政
治
進
出
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

運
動
に
明
確
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
存
在
し
、
そ
れ
が
強
く
介
在
・
影

響
し
て
い
る
。

（
ⅱ
）
政
治
関
与
と
政
治
進
出
を
分
か
つ
の
は
、
前
者
が
戦
後
の
「
正

統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
収
斂
し
う
る
「
Ｏ
異
端
」
性
を
、
後

者
が
収
斂
し
え
な
い
「
Ｈ
異
端
」
性
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
独
自
の
政
治
進
出
を
な
す
場
合
、
そ
の
宗
教
運
動
は
「
Ｈ
異
端
」

性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
広
い
連
携
・
協
力
は
な
さ
れ
え
な
い
（
二
七

頁
）。
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こ
の
よ
う
な
本
書
の
分
析
視
角
に
お
い
て
は
、
個
々
の
宗
教
運
動
の
教

義
や
思
想
＝
「
理
念
」
と
、
戦
後
の
「
正
統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
の
関
係
性
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
戦
後
の
正
統
説
に
つ
い
て

は
、
神
社
本
庁
な
い
し
神
道
政
治
連
盟
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
戦
前
・

戦
後
と
の
連
続
性
と
断
絶
性
の
は
ざ
ま
で
、
皇
室
崇
敬
、
敬
神
崇
祖
、
愛

国
心
、
侵
略
戦
争
史
観
の
否
定
、
保
守
的
価
値
観
等
を
基
軸
と
し
て
過
去

と
の
連
続
性
に
根
拠
を
求
め
つ
つ
、
現
前
の
戦
後
状
況
に
対
応
し
よ
う
と

し
て
い
る
」（
四
八
―
四
九
頁
）
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

つ
づ
く
「
第
Ⅰ
部 

保
守
合
同
―
宗
教
団
体
の
政
治
関
与
と
「
正
統
」

的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
求
心
性
―
」
で
は
、
ま
ず
第
２
章
に
お
い

て
、
神
社
本
庁
＝
神
道
政
治
連
盟
を
取
り
上
げ
て
、
戦
後
の
「
正
統
」
的

宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
生
長
の
家
＝
生
長
の
家
政
治
連
合
、
保
守
合
同
の
日
本
会
議
と
い
っ

た
運
動
も
検
討
し
て
い
る
。
第
３
章
で
は
、
日
本
会
議
に
参
集
し
て
い
る

諸
団
体
や
宗
教
運
動
を
概
観
し
た
う
え
で
、
解
脱
会
と
真
光
（
と
り
わ
け

崇
教
真
光
）
と
い
う
新
宗
教
の
事
例
に
つ
い
て
と
く
に
詳
し
く
考
察
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
教
団
は
、「
正
統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
求
心
性
に
つ
な
が
る
「
Ｏ
異
端
」
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
独
自
の
「
政
治
進
出
」
は
せ
ず
に
保
守
合
同
運
動
に
参
画
す
る
か
た

ち
で
「
政
治
関
与
」
し
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
第
Ⅱ
部 

政
教
一
致
―
宗
教
団
体
の
政
治
進
出
と
独
自
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
希
求
―
」
は
、
本
書
で
最
も
分
厚
く
記
述
さ
れ
る
パ
ー
ト
で
あ
り
、
新

宗
教
の
専
門
家
と
し
て
の
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
果
が
、
い
か
ん

な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
団
体
も
、
創
価
学
会
＝

公
明
党
（
第
４
章
）、
淨
霊
医
術
普
及
会
＝
世
界
淨
霊
会
（
第
５
章
）、
オ

ウ
ム
真
理
教
＝
真
理
党
（
第
６
章
）、
ア
イ
ス
タ
ー
＝
和
豊
帯
の
会
＝
女

性
党
（
第
７
章
）、
幸
福
の
科
学
＝
幸
福
実
現
党
（
第
８
章
）
と
い
っ
た

よ
う
に
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
一
般
的
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
小
規
模
な
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
独
自

の
「
政
治
進
出
」
を
行
っ
た
団
体
の
特
徴
を
概
括
す
る
と
、
そ
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
「
Ｈ
異
端
」
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
自
ら
の
理
想
社

会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
独
自
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
を
有
し
て
い
た
が
ゆ
え

に
、
自
分
た
ち
の
政
治
団
体
を
組
織
し
、
選
挙
に
自
前
の
候
補
者
を
確
立

す
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
と
分
析
し
て
い
る
。

結
章
で
は
、
各
章
の
議
論
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
前
述
の
七
つ
の
指
標

を
用
い
て
各
事
例
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
を
整
理
す
る
。「
Ｈ
異

端
」
に
分
類
さ
れ
る
諸
団
体
が
有
す
る
独
自
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
も
し
く
は

政
教
一
致
観
は
、
当
該
の
運
動
の
信
奉
者
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
共
感
さ
れ

え
な
い
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
日
本
の
伝
統
性
や
皇
室
崇
敬
等
も
希
薄

で
あ
る
た
め
、
他
宗
教
・
運
動
と
の
協
同
や
既
成
政
党
・
政
治
家
と
の
連
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携
、
す
な
わ
ち
「
政
治
関
与
」
は
行
わ
れ
ず
に
独
自
の
「
政
治
進
出
」
が

選
択
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
治
を
め
ぐ
る
「
理
念
」
の

違
い
こ
そ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
運
動
の
方
向
性
を
規
定
し
て
き
た
と
筆

者
は
論
じ
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
第
一
章
で
設
定
さ
れ
た
三
つ
の
検
証
命

題
の
う
ち
、（
ⅱ
）（
ⅲ
）
に
関
し
て
は
基
本
的
に
検
証
さ
れ
た
と
し
た
う

え
で
、（
ⅰ
）（
ⅱ
）
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
ｉ
）
宗
教
運
動
が
「
政
治
進
出
」
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
動
に

独
自
の
他
と
は
共
有
し
が
た
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
観
に

基
づ
く
「
Ｈ
異
端
」
性
が
存
在
し
、
そ
れ
が
強
く
介
在
・
影
響
し
て
い

る
。

（
ⅱ
）
戦
後
の
「
正
統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
引
き
つ
け
ら
れ

る
「
Ｏ
異
端
」
性
を
持
っ
た
宗
教
運
動
が
政
治
活
動
を
行
う
場
合
、

「
保
守
合
同
」
の
「
政
治
関
与
」
の
形
が
取
ら
れ
る
（
三
八
〇
頁
）。

本
書
の
意
義

本
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
末
尾
で
筆
者
自
身
が
指
摘
し
て
い
る

ほ
か
、
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
会
に
よ
る
「
推
薦
理
由
」（『
宗
教
研

究
』
第
八
九
巻
第
三
輯
、
二
〇
一
五
年
、
二
一
二
―
二
一
四
頁
）
に
お
い

て
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
参
考
に
し
つ
つ
、
評
者
な
り
に
そ

の
意
義
を
挙
げ
て
み
た
い
。

第
一
に
挙
げ
た
い
の
は
、
徹
底
的
な
一
次
資
料
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

や
参
与
観
察
も
含
む
）
と
二
次
資
料
の
渉
猟
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
、
各

事
例
に
つ
い
て
の
豊
富
な
デ
ー
タ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
証
性
の
高
さ
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を

読
者
に
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
も
本
書
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
り
、
保
守
合

同
系
の
諸
運
動
の
包
括
的
な
情
報
や
、
淨
霊
医
術
普
及
会
＝
世
界
淨
霊

会
、
ア
イ
ス
タ
ー
＝
和
豊
帯
の
会
＝
女
性
党
と
い
っ
た
事
例
が
詳
し
く
紹

介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
書
は
、
実
証
研
究
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る

仮
説
検
証
型
で
論
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
詳
細
な
事
例
の
検
討
が
多
く
を

占
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
が
そ
の
論
旨
を
容
易
に
理
解
で
き
る
構

成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で
は
対
象
と
し
な
か
っ
た
団
体
・

運
動
、
例
え
ば
左
派
系
の
団
体
・
運
動
、
他
の
時
代
の
事
例
、
ひ
い
て
は

他
国
の
動
向
な
ど
、
今
後
、
広
く
比
較
研
究
を
展
開
し
て
い
く
可
能
性
を

有
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。

本
書
の
挑
戦
的
か
つ
独
創
的
な
研
究
テ
ー
マ
設
定
と
そ
の
実
証
的
な
分

析
は
、
日
本
の
政
治
の
「
現
在
」
と
「
未
来
」
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に

な
る
数
々
の
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
が
宗
教
研
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究
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
少
し
で
も
多
く
の
人
文
社
会
科
学
系
の
研
究
者

や
一
般
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

若
干
の
コ
メ
ン
ト

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
断
片
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
戦
後
日
本
の
諸
宗
教
運
動
の
「
政
治
進
出
」
と

「
政
治
関
与
」
に
つ
い
て
、
包
括
的
に
扱
っ
た
稀
有
な
労
作
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
日
本
の
「
政
治
と
宗
教
」
に
関
す
る
研
究
は
、
近
代
の
特
定
時
期

を
対
象
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
書
は
そ
の
研
究

の
射
程
を
大
幅
に
拡
大
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
本
書
に
は
近
代
と
は
異
な
る
戦
後
特
有
の
「
語

り
づ
ら
さ
」
も
う
か
が
わ
れ
た
。
評
者
が
と
く
に
そ
れ
を
感
じ
た
の
は
、

戦
後
の
「
正
統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
る
も
の
の
内
実
で
あ
っ

た
。
研
究
の
戦
略
上
、
近
代
と
の
連
続
性
に
注
目
し
て
、
皇
室
崇
敬
、
敬

神
崇
祖
、
愛
国
心
、
侵
略
戦
争
史
観
の
否
定
、
保
守
的
価
値
観
等
を
基
軸

と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
仮
説
的
に
「
正
統
」
と
見
な
す
こ
と
自
体

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
国
家
に
よ
っ
て
制
度
的
に
も
担
保
さ
れ

て
い
た
近
代
の
「
正
統
」
と
本
書
で
語
ら
れ
る
戦
後
の
「
正
統
」
の
あ
い

だ
に
は
、
社
会
的
な
浸
透
性
の
度
合
い
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
り
世
俗
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（「
国

家
意
識
」）
と
の
関
係
性
の
な
か
で
、
広
く
国
民
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い

る
（
と
考
え
ら
れ
る
）
戦
後
の
「
正
統
」
的
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実

態
に
つ
い
て
、
今
後
、
議
論
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。

ま
た
、
な
ぜ
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
と
社
会
（
貢
献
）
活
動
は
共
通
の

研
究
の
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
筆
者
が
投
げ
か

け
る
問
い
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
の

（
と
）
社
会
貢
献
活
動
」
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、「
政
治
」
は
ほ
と
ん
ど

正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
例
外
的
な
も
の

は
、
平
和
運
動
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
活
動
で
あ
る
）。
憲
法
に
お
い
て

政
教
分
離
を
明
文
化
し
て
い
る
現
代
日
本
で
、
社
会
の
諸
問
題
の
解
決
・

改
善
に
宗
教
が
果
た
し
う
る
公
共
的
役
割
に
注
目
す
る
と
い
う
問
題
関
心

を
強
く
抱
い
て
き
た
当
該
分
野
に
あ
っ
て
は
、
生
々
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
対
立
や
利
害
関
係
が
顕
在
化
し
が
ち
な
「
政
治
」
と
は
、
扱
い
づ
ら
い

厄
介
な
対
象
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
研
究
対
象
と
な
る
団
体

と
研
究
者
と
の
関
係
性
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
踏
み
込
み

づ
ら
い
土
壌
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
だ
ろ
う
（
と
り
わ
け
右
派
や
保
守
系

の
動
き
は
忌
避
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
こ
う
し
た
状
況
は
、

「
政
治
」
に
深
く
関
心
を
寄
せ
て
き
た
社
会
学
の
社
会
運
動
研
究
な
ど
と
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も
対
照
的
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
団
体
が
政
治
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
例
は
少

な
く
な
い
。
本
書
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
団
体
・
運
動
の
有

す
る
「
理
念
」
が
当
該
の
集
団
の
社
会
と
の
関
わ
り
方
を
規
定
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
研
究
上
、
政
治
活
動
と
社
会
（
貢
献
）
活
動
は
同
一
平
面

で
扱
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
何
か
。

い
か
な
る
「
利
害
状
況
（
関
心
）」
な
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
が
突
き
つ
け

る
問
い
は
鋭
く
、
そ
し
て
深
い
。

筆
者
は
「
あ
と
が
き
・
謝
辞
」
に
お
い
て
、
研
究
者
と
し
て
の
自
身
の

孤
独
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
矜
持
を
吐
露
し
て
い
る
。
本
書
の
刊
行
ま
で
の

過
程
に
お
い
て
は
（
も
し
か
し
た
ら
、「
刊
行
後
も
」
か
も
し
れ
な
い

が
）、
そ
の
同
時
代
的
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
高
さ
ゆ
え
の
困
難
や
苦

労
も
少
な
く
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
研
究
者
の
社
会
的
責
任
に

対
す
る
著
者
の
真
摯
な
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
自
戒
も
込
め
つ
つ
賛
辞
を
送

り
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
三
九
三
頁
、
花
伝
社
、
二
〇
一
五
年
四
月
刊
、
定
価
三
五
〇

〇
円
＋
税
）


