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小
澤
純
「
ま
え
が
き
―
―
〝
戦
争
〟
に
立
ち
会
い
続
け
た
言
葉
」
に
よ

れ
ば
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
戦
争
」
と
は
、「
一
九
三
一
年
（
昭

和
六
年
）
九
月
一
八
日
の
満
州
事
変
勃
発
、
日
中
戦
争
に
続
く
太
平
洋
戦

争
、
敗
戦
後
の
占
領
期
」
を
指
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
第
二
次
世
界
大
戦

や
太
平
洋
戦
争
と
い
っ
た
名
称
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ

の
戦
争
が
歴
史
的
な
固
有
名
詞
に
未
だ
な
り
切
ら
ず
日
常
的
な
普
通
名
詞

で
も
あ
っ
た
、
同
時
代
を
生
き
る
作
家
の
視
点
に
寄
り
添
う
」
た
め
と
説

明
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
太
宰
治
の
テ
ク
ス
ト
を
「
戦
争
」
と
い
う
同

時
代
の
事
象
と
の
切
り
結
び
に
お
い
て
把
握
し
た
試
み
の
集
積
で
あ
る
。

各
論
の
方
向
性
を
全
体
と
し
て
統
御
す
る
方
法
論
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

共
通
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
実
体
的
な
太
宰
像
を
退
け
、
テ
ク
ス
ト
そ
の

も
の
の
読
解
か
ら
「
戦
争
」
と
の
接
点
や
距
離
感
を
見
極
め
よ
う
と
す
る

内
海
紀
子
・
小
澤
純
・
平
浩
一
編

『
太
宰
治
と
戦
争
』

山
路
敦
史

〔
書
評
〕

姿
勢
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、「
戦
争
」
へ
の
態
度
表
明
に
か
か
わ
る

テ
ク
ス
ト
が
分
析
さ
れ
も
す
れ
ば
、「
戦
争
」
の
影
が
薄
い
テ
ク
ス
ト
も

等
し
く
検
討
の
対
象
と
な
る
。
安
易
な
概
括
が
難
し
い
太
宰
の
テ
ク
ス
ト

が
、
多
数
の
執
筆
者
の
切
り
口
か
ら
読
解
さ
れ
る
こ
と
で
、「
太
宰
治
と

戦
争
」
の
錯
綜
し
た
複
雑
な
関
係
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク

ス
ト
の
曖
昧
さ
や
両
義
性
と
い
っ
た
ゆ
ら
ぎ
を
最
大
限
に
尊
重
し
な
が
ら

精
読
す
る
と
い
う
執
筆
者
た
ち
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
特
に
目
を
引
か
れ
た
。

　

本
書
は
、
共
同
研
究
と
三
部
構
成
に
し
た
が
っ
て
配
置
さ
れ
た
一
一
本

の
論
文
、
二
本
の
コ
ラ
ム
か
ら
な
る
。

　

最
初
を
飾
る
「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
の
会
の
「【
共
同
研
究
】
ク

ロ
ニ
ク
ル
・
太
宰
治
と
戦
争　

1937-1945

」
で
は
、「
日
中
戦
争
開
戦
か

ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
」の「
戦
局
」「
社
会
」「
文
学
」と
い
う
ト
ピ
ッ

ク
と
太
宰
と
の
か
か
わ
り
と
が
四
ヵ
月
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
時

局
や
文
学
史
的
な
事
象
、
関
連
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
記
述
さ
れ
て
い
て
、
太
宰
の
テ
ク
ス
ト
を
「
戦
争
」
と
い
う
視
座
か
ら

捉
え
よ
う
と
す
る
際
の
端
緒
と
な
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

第
Ⅰ
部
「〝
戦
時
下
〟
の
文
学
（
者
）」
で
は
、「
戦
争
」
が
拡
大
し
て

い
く
時
期
の
文
学
（
者
）
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
滝
口
明
祥
「
戦
時
下
に

お
け
る
〈
信
〉
と
い
う
問
題
系
―
―
太
宰
治
と
戦
争
」
は
、
戦
時
下
の
態

度
表
明
に
か
か
わ
る〈
信
〉を
太
宰
の
複
数
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
検
討
し
て
、



― 47 ― 内海紀子・小澤純・平浩一編『太宰治と戦争』

〈
信
じ
る
‐
信
じ
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
性
の
問
題
と
言
葉
が
不
要
に
な

る
世
界
と
い
う
超
越
性
の
問
題
と
を
示
し
、
読
者
を
テ
ク
ス
ト
に
巻
き
込

む
太
宰
の
戦
略
を
見
出
し
て
い
る
。
野
口
尚
志
「
総
力
戦
体
制
下
の
〈
家

庭
の
幸
福
〉
―
―
「
花
火
」
に
お
け
る
青
年
の
身
体
」
は
、〈
劣
悪
者
〉

と
い
う
表
象
を
、
人
間
を
人
材
と
し
て
確
保
す
る
一
方
で
、
選
別
排
除
す

る
総
力
戦
体
制
下
の
矛
盾
が
宿
っ
た
記
号
と
し
て
捉
え
、〈
劣
悪
者
〉
の

青
年
を
殺
す
こ
と
で
「
幸
福
」
を
得
た
家
庭
が
描
か
れ
た
「
花
火
」
に
、

総
力
戦
体
制
下
の
家
庭
像
へ
の
過
剰
な
適
応
と
し
て
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
看

取
し
て
い
る
。
井
原
あ
や
「
戦
時
下
の
朗
読
文
学
―
―
作
家
・
メ
デ
ィ
ア
・

投
稿
」
は
、
朗
読
文
学
と
い
う
場
に
お
け
る
様
々
な
文
脈
を
可
視
化
し
、

教
養
人
の
た
め
の
朗
読
文
学
が
「
夜
鶴
の
声
」
の
登
場
に
よ
っ
て
大
衆
向

け
に
謙
虚
さ
を
打
ち
出
す
も
の
と
な
っ
た
点
、
読
者
投
稿
を
募
っ
て
い
た

『
婦
人
画
報
』
に
よ
っ
て
朗
読
文
学
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
形
成
さ
れ
た

点
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
五
味
渕
典
嗣
の
コ
ラ
ム
「
パ
ロ
デ
ィ
の
強
度

―
―
「
十
二
月
八
日
」
論
の
た
め
に
」
は
、「
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
」

言
説
を
定
型
と
見
な
し
て
き
た
従
来
の
理
解
に
疑
問
を
呈
し
、と
り
わ
け
、

そ
の
言
説
が
ま
だ
定
型
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
真
っ
先
に

創
作
主
題
と
し
て
手
を
つ
け
た
太
宰
の
「
新
郎
」
や
「
十
二
月
八
日
」
に

定
型
に
対
す
る
批
評
や
パ
ロ
デ
ィ
を
読
む
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
「〝
聖
戦
〟
と
〝
敗
戦
〟
の
時
空
」
で
は
、「
戦
争
」
末
期
の
テ

ク
ス
ト
が
分
析
対
象
と
さ
れ
る
。
松
本
和
也
「「
散
華
」
に
お
け
る
〝
小
説
〟

と
〝
詩
〟」
は
、
三
田
君
と
三
井
君
の
死
を
文
学
の
完
成
と
す
る
点
に
時

局
へ
の
肯
定
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
玉
砕
と
し
て
の
死
が
抜
き
取
ら
れ
た

上
で
な
お
成
立
す
る
詩
の
純
粋
な
美
し
さ
も
併
せ
て
指
摘
し
、「
散
華
」

を
散
文
詩
と
し
て
読
む
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
吉
岡
真
緒
「『
津
軽
』

論
―
―
言
語
空
間
『
津
軽
』
の
反
逆
」
は
、「
純
血
種
の
津
軽
人
」
を
自

称
す
る
「
私
」
や
津
軽
の
換
喩
と
さ
れ
る
弘
前
、「
私
」
の
旅
が
〈
既
知

の
町
〉・〈
未
知
の
町
〉
の
区
分
に
よ
っ
て
巡
礼
化
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
テ

ク
ス
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
を
指
摘
し
、
中
央
の
権
力
に
対
す
る
服
属
と

反
逆
と
が
複
雑
に
織
り
込
ま
れ
た
言
語
空
間
と
し
て
の
『
津
軽
』
の
構
造

を
明
る
み
に
し
て
い
る
。
斎
藤
理
生
「「
瘤
取
り
」
論
―
―
「
前
書
き
」・

『
コ
ブ
ト
リ
』・『
現
代
』
を
手
が
か
り
に
」
は
、『
お
伽
草
紙
』
の
な
か
の

一
篇
「
瘤
取
り
」
を
「
前
書
き
」
と
典
拠
と
な
っ
た
絵
本
『
コ
ブ
ト
リ
』

と
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
人
と
人
、
あ
る
い
は
人
と
鬼
と
の
関

係
に
生
じ
て
い
る
ズ
レ
が
、
か
え
っ
て
親
和
的
な
関
係
性
を
築
け
る
可
能

性
を
論
じ
つ
つ
、「
瘤
取
り
」
が
掲
載
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
雑
誌
『
現
代
』

の
方
向
性
と
の
ズ
レ
も
指
摘
し
て
い
る
。
大
國
眞
希
「「
竹
青
」
―
―
漢

籍
の
世
界
と
「
私
」
の
黄
金
風
景
」
は
、「
竹
青
」
を
太
宰
が
典
拠
と
し

た
『
聊
斎
志
異
』
と
比
較
し
つ
つ
、
末
尾
の
女
房
が
竹
青
へ
と
変
貌
し
た

理
由
を
女
房
や
魚
谷
の
改
心
と
す
る
解
釈
を
退
け
、
魚
谷
が
窓
枠
か
ら
固
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有
の
風
景
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
房
に
元
か
ら
備
わ
っ
て
い
た

竹
青
的
な
美
し
さ
が
顕
現
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
若
松
伸
哉
の
コ

ラ
ム
「「
私
の
胸
底
の
画
像
」
を
語
る
『
惜
別
』
―
―
伝
記
小
説
の
流
行

と
太
宰
治
作
品
」
は
、
一
九
四
二
年
頃
か
ら
言
及
さ
れ
る
伝
記
小
説
（
論
）

が
、
対
象
人
物
の
死
を
描
写
し
て
意
味
づ
け
、
そ
れ
を
描
く
作
者
の
態
度

を
重
要
視
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
惜
別
』
や
『
右
大
臣
実
朝
』、「
散
華
」

と
い
っ
た
太
宰
の
伝
記
小
説
に
は
、対
象
人
物
の
死
が
直
接
描
写
さ
れ
ず
、

語
り
手
が
作
中
人
物
と
し
て
登
場
す
る
特
異
性
が
あ
る
と
述
べ
る
。

　

第
Ⅲ
部
「〝
戦
後
〟
へ
の
架
橋
」
で
は
、
戦
中
と
戦
後
と
の
連
続
／
不

連
続
性
が
検
討
さ
れ
る
。
内
海
紀
子
「
こ
の
戦
争
の
片
隅
に
―
―
「
佳
日
」

か
ら
戦
争
表
象
を
考
え
る
」
は
、
中
心
に
対
す
る
周
縁
か
ら
の
反
抗
と
し

て
描
か
れ
て
い
た
〈
つ
つ
ま
し
さ
〉
が
、
総
力
戦
体
制
下
の
テ
ク
ス
ト
「
佳

日
」「
作
家
の
手
帖
」「
雪
の
夜
の
話
」
に
お
い
て
は
、
個
を
捨
て
全
体
へ

奉
仕
す
る
無
私
の
表
象
へ
と
変
容
し
、
戦
後
に
お
い
て
は
戦
時
下
の
無
力

さ
を
示
す
記
号
と
し
て
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
長
原
し

の
ぶ
「『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
論
―
―
戦
争
と
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、『
パ
ン
ド

ラ
の
匣
』
の
物
語
の
時
間
軸
に
加
え
、
素
材
と
な
っ
た
木
村
庄
助
の
「
病

床
日
記
」
と
そ
れ
を
基
に
本
来
刊
行
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
『
雲
雀
の
声
』

に
内
包
さ
れ
た
時
間
に
も
目
を
配
り
、
終
戦
と
い
う
単
一
の
時
間
軸
に
回

収
さ
れ
な
い
テ
ク
ス
ト
の
重
層
的
な
時
間
性
と
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
性
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
小
澤
純
「「
日
本
一
」
を
書
く
こ
と
、
書
か
な
い

こ
と
―
―「
散
華
」・『
お
伽
草
紙
』・「
未
帰
還
の
友
に
」の
テ
ク
ス
ト
連
関
」

は
、『
お
伽
草
紙
』
で
「
桃
太
郎
」
が
書
か
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
慰

労
」
と
は
無
縁
な
「
日
本
の
詩
」
で
あ
る
こ
と
と
「
日
本
一
」
を
書
く
こ

と
に
対
す
る
「
私
の
責
任
」
を
回
避
す
る
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
、「
日
本

一
の
男
」
を
描
い
た
「
散
華
」
と
「
責
任
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
「
未
帰
還

の
友
に
」
の
検
討
に
向
か
い
、
テ
ク
ス
ト
を
横
断
す
る
「
責
任
」
の
問
題

系
を
見
出
し
て
い
る
。
平
浩
一
「「
戦
後
」
の
日
付
―
―
志
賀
直
哉
「
灰

色
の
月
」
と
『
世
界
』、
あ
る
い
は
太
宰
治
」
は
、「
灰
色
の
月
」
の
同
時

代
評
価
を
類
別
し
な
が
ら
、
末
尾
に
書
き
加
え
ら
れ
た
日
付
に
よ
っ
て
生

じ
得
る
二
つ
の
解
釈
可
能
性
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
を
歴
史
や
読
者
へ
と

開
い
て
い
く
方
向
性
と
志
賀
個
人
の
日
付
に
閉
じ
て
い
く
方
向
性
と
を
示

し
な
が
ら
、
太
宰
が
「
如
是
我
聞
」
で
「
灰
色
の
月
」
を
酷
評
し
た
の
は
、

自
ら
が
歴
史
的
に
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
感
か
ら
前
者
の
解
釈
を

否
定
す
る
た
め
だ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

本
書
は
太
宰
を
中
心
と
し
た
研
究
書
だ
が
、
そ
の
成
果
は
「
戦
争
」
と

太
宰
の
テ
ク
ス
ト
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
接
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
だ
け

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
太
宰
と
は
一
つ
の
起
（
基
）
点
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
議
論
に
よ
っ
て
文
学
と
「
戦
争
」
と
の
接
点
や
距
離
感
を
見
極

め
る
地
点
へ
と
誘
わ
れ
る
。
太
宰
研
究
に
お
い
て
重
要
な
成
果
で
あ
る
だ
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け
で
な
く
、「
戦
争
」
と
い
う
視
座
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
よ
う
と

す
る
際
に
も
示
唆
に
富
む
一
冊
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
、
三
五
九
頁
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
九
年
五
月
発
行
、
定
価

五
八
〇
〇
円
＋
税
）


