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日
韓
一
一
〇
〇
〇
年
の
歴
史
の
終
焉

－
名
越
、
軍
閥
両
先
生
を
偲
ん
で
～

空

　

花

　

正

　

人

今
日
の
よ
う
に
こ
じ
れ
き
っ
た
日
韓
関
係
を
、
他

界
さ
れ
た
お
二
人
の
先
生
は
ど
う
ご
覧
に
な
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
二
人
は
、
日
本
教
師

会
や
日
韓
教
育
文
化
協
議
会
な
ど
を
通
じ
、
韓
国
と

交
流
を
深
め
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で

あ
る
。
名
越
先
生
は
『
日
韓
2
0
0
0
年
の
真
実
』

を
編
著
さ
れ
た
。
草
間
先
生
は
、
日
本
の
皇
族
の
梨

本
宮
方
子
妃
が
大
韓
帝
国
皇
太
子
に
嫁
が
れ
て
、
ど

れ
ほ
ど
日
鮮
両
民
族
の
心
の
絆
を
深
め
る
こ
と
に
寄

与
し
た
か
を
内
外
に
示
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
温
か
い

ま
な
ざ
し
で
韓
国
朝
鮮
の
人
々
や
歴
史
を
見
つ
め
て

お
ら
れ
た
。

果
た
し
て
こ
れ
か
ら
我
々
は
同
じ
よ
う
な
温
か
い

ま
な
ざ
し
で
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
絶
望
的
で
あ

る
。
明
治
の
項
の
福
澤
諭
吉
の
よ
う
に
、
亜
細
亜
東

方
の
悪
友
と
は
謝
絶
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

日
韓
併
合
は
誅
求
苛
烈
な
植
民
地
支
配
だ
っ
た
の

か
、
同
化
政
策
は
犯
罪
的
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
に

一
部
で
あ
る
が
、
朝
鮮
で
の
学
究
生
活
が
長
か
っ
た

学
者
が
、
現
代
で
い
う
「
歴
史
戦
」
だ
「
修
正
主
義
」

復
刊
第
十
四
号
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
　
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

だ
、
な
ど
の
雑
音
の
少
な
か
っ
た
戦
後
間
も
な
い
頃

に
論
壇
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
紹
介
し
た
い
。

『
朝
鮮
統
治
へ
の
反
省
』
　
鈴
木
武
雄
　
『
世
界
』

岩
波
書
店
　
昭
和
二
十
一
年
五
月
号
（
創
刊
第
五
号
）

著
者
は
一
九
二
八
年
か
ら
敗
戦
ま
で
京
城
帝
大
で

助
教
授
か
ら
教
授
ま
で
勤
め
、
戦
後
は
東
大
教
授
を

経
て
退
官
後
は
武
蔵
大
学
学
長
ま
で
な
っ
た
経
済
学

博
士
で
あ
る
。

「
敗
戦
の
結
果
と
は
い
え
、
朝
鮮
に
対
す
る
日
本

の
領
土
的
・
政
治
的
支
配
と
い
う
こ
の
大
前
提
は
取

り
除
か
れ
た
。
た
と
え
種
々
の
事
情
に
よ
っ
て
日
鮮

人
の
感
情
が
こ
こ
し
ば
ら
く
の
間
疎
隔
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
し
て
も
、
や
が
て
は
必
ず
再
び
相
寄
る
べ
き

こ
と
が
確
信
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
こ
そ
、
優

越
感
を
払
拭
し
た
日
本
人
と
被
支
配
者
感
情
を
一
擬

し
た
朝
鮮
人
と
、
こ
の
両
民
族
の
精
神
的
結
合
は
初

め
て
自
然
的
な
姿
を
呈
す
る
に
相
違
な
い
の
で
あ

る
。
」
と
率
直
な
反
省
の
気
持
ち
を
表
出
し
さ
ら
に
、

「
日
本
の
朝
鮮
統
治
の
根
本
方
針
が
『
一
視
同
仁
』

で
あ
り
『
内
鮮
一
鞄
』
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
『
同

化
政
策
』
で
あ
っ
て
、
や
や
も
す
る
と
『
内
鮮
一
鮭
』

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
推
進
せ
ら
れ
た
一
連
の
『
皇

民
化
』
運
動
が
、
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
過
ぎ
し
か

も
総
督
の
治
績
を
示
す
指
標
と
し
て
末
端
当
局
が
い

た
ず
ら
に
数
字
の
上
で
の
成
功
に
の
み
狂
奔
し
た
た

め
に
、
か
え
っ
て
逆
効
果
を
生
ん
だ
場
合
の
多
か
っ

た
こ
と
は
返
す
返
す
も
遺
憾
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
太
平
洋
戦
争
下
、
徴
兵
と
徴
用
と
供
出
と
の
犠

牲
の
度
が
よ
う
や
く
強
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
皇

民
化
は
彼
ら
に
と
り
明
ら
か
に
民
族
の
苦
難
の
み
を

意
味
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
」
　
と
、
猛
反
省
を

促
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
「
『
一
視
同
仁
』
ま
た
は
『
内
鮮

一
捜
』
　
の
第
二
の
面
は
、
文
字
通
り
に
日
鮮
人
を
全

く
平
等
視
し
、
日
本
人
優
越
的
差
別
待
遇
も
し
く
は

差
別
感
情
を
克
服
し
、
い
わ
ゆ
る
植
民
地
関
係
を
止

揚
せ
ん
と
し
た
理
想
主
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い

た
。
そ
こ
に
は
公
式
的
な
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配

に
対
す
る
批
判
と
反
抗
が
あ
り
、
日
韓
合
邦
の
大
前

提
は
覆
し
え
な
い
と
し
て
も
、
同
じ
ア
ジ
ア
人
同
士

で
あ
る
以
上
、
文
明
人
が
野
蛮
人
を
支
配
す
る
従
来

の
公
式
的
植
民
地
体
制
は
こ
こ
に
再
現
さ
る
べ
き
で

な
い
と
い
う
い
わ
ば
同
胞
愛
的
な
新
し
い
外
領
統
治

の
理
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
さ

れ
ば
独
立
運
動
に
ま
で
は
走
り
え
な
い
が
、
し
か
し

良
心
的
な
日
鮮
人
の
多
数
が
こ
の
運
動
を
支
持
し
た

反
面
、
一
部
固
随
な
日
本
人
の
側
に
む
し
ろ
見
出
さ

れ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
か
の

昭
和
十
三
年
以
降
実
施
せ
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
『
内
鮮

共
学
制
』
や
戦
時
下
の
窮
屈
な
主
食
配
給
に
お
け
る

『
内
鮮
一
腫
』
　
の
貫
徹
等
は
こ
の
理
念
を
背
景
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
卑
近
な
事
例
と
し

て
、
満
員
電
車
を
待
つ
乗
客
の
行
列
、
戦
時
下
の
配

給
品
を
買
う
た
め
の
行
列
、
さ
て
は
映
画
館
の
入
場

を
待
つ
行
列
等
す
べ
て
そ
う
し
た
行
列
に
日
鮮
人
が
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入
り
混
じ
っ
て
並
ん
で
い
る
光
景
を
目
撃
し
た
朝
鮮

旅
行
者
な
ら
ば
、
必
ず
や
そ
こ
に
他
の
植
民
地
に
は

見
ら
れ
な
い
朝
鮮
統
治
の
特
異
な
性
格
の
一
面
を
見

出
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
と
、
日
本
人
の

側
の
善
意
を
認
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
日
本
の
教
科
書
で
悪
名
の
高
い
、
創
氏

改
名
に
関
し
て
は
、
明
白
に
弁
護
し
て
い
る
。

「
朝
鮮
に
お
け
る
姓
の
制
度
が
、
そ
の
本
員
の
制

度
と
と
も
に
、
明
ら
か
に
原
始
的
な
血
縁
共
同
体
的

社
会
関
係
の
名
残
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
な

お
社
会
的
慣
行
な
い
し
精
神
生
活
上
に
保
存
せ
ら
れ

た
と
し
て
も
、
実
質
上
例
え
ば
社
会
的
生
産
過
程
に

お
い
て
は
も
は
や
単
な
る
遺
制
に
過
ぎ
ず
、
社
会
関

係
は
す
で
に
父
母
を
中
心
と
す
る
小
血
縁
団
体
す
な

わ
ち
『
家
』
　
の
関
係
に
分
派
し
て
い
た
こ
と
を
思
う

な
ら
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
金
姓
李
姓
朴
姓
等
数
種
の

姓
を
名
乗
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
状
態
を

も
っ
て
し
て
は
、
人
口
の
増
加
、
世
態
の
複
雑
化
、

取
引
の
頻
繁
化
を
き
た
せ
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は

も
は
や
個
人
の
識
別
を
十
分
に
果
た
し
え
な
い
と
い

う
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
家
を
単
位
と
す
る
氏
の
制

度
の
創
設
は
そ
の
こ
と
自
体
近
代
社
会
関
係
に
適
応

す
る
漸
進
的
政
策
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

朝
鮮
人
社
会
の
長
い
伝
統
を
破
壊
す
る
こ
と
を
お
そ

れ
、
こ
の
創
氏
制
度
に
よ
っ
て
在
来
の
姓
そ
の
も
の

は
こ
れ
を
消
滅
せ
し
め
な
い
建
前
を
と
っ
た
こ
と
も

看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
人

式
氏
名
を
名
乗
る
こ
と
を
許
し
た
の
も
、
あ
く
ま
で

朝
鮮
人
の
自
発
的
要
求
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
法
令

の
建
前
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
人
式
氏
名
を
名

乗
ら
ん
と
す
る
朝
鮮
人
に
対
し
て
は
決
し
て
こ
れ
を

日
本
人
の
特
権
と
し
て
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
く
、

戸
籍
上
の
届
出
の
み
に
よ
っ
て
自
由
に
認
め
ら
れ
る

と
い
う
極
め
て
開
放
的
な
性
格
を
持
つ
施
策
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
」

ほ
か
に
も
　
「
世
論
の
支
配
的
な
傾
向
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
朝
鮮
に
対
す
る
日
本
の
帝
国
主
義
的
搾

取
を
強
調
し
、
日
本
の
利
益
の
た
め
に
朝
鮮
人
を
も

っ
ぱ
ら
奴
隷
的
境
遇
に
沈
治
せ
し
め
た
と
断
定
し
て

い
る
。
日
本
の
朝
鮮
支
配
が
本
質
的
に
は
帝
国
主
義

的
で
あ
っ
た
こ
と
は
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
し
か
し
一
切
を
公
式
的
に
簡
単
に
片
づ
け
て

し
ま
う
こ
と
は
か
え
っ
て
良
心
的
な
反
省
と
な
ら
な

い
場
合
が
多
い
。
」
　
と
、
朝
鮮
統
治
が
決
し
て
悪
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
証
拠
と
し
て
次
を
挙
げ
て
い

る。

「
朝
鮮
の
農
業
生
産
力
の
飛
躍
的
発
展
の
背
景
に

は
、
主
と
し
て
日
本
の
技
術
的
指
導
と
資
本
的
援
助

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
大
規
模
な

土
地
改
良
事
業
、
水
利
施
設
の
発
展
が
あ
っ
た
。
な

お
、
統
計
数
字
は
、
日
本
の
技
術
と
資
本
に
よ
る
朝

鮮
米
の
増
産
以
上
の
量
を
日
本
に
移
出
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
朝
鮮
に
対
す

る
日
本
の
米
収
奪
を
結
論
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正

当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
、
搾
取
を
否
定
し
、
「
一

視
同
仁
的
同
化
政
策
究
極
の
目
標
が
日
本
内
地
人
に

比
し
低
劣
な
朝
鮮
人
の
民
度
を
内
地
人
の
水
準
に
ま

で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
の
は
論
を
倹
た
ぬ
。
そ

の
　
（
民
度
向
上
の
）
　
指
標
と
し
て
人
口
を
見
れ
ば
、

朝
鮮
人
の
人
口
増
加
は
併
合
後
の
三
十
四
年
間
に
二

倍
に
、
そ
し
て
職
業
別
で
は
李
氏
朝
鮮
時
代
同
様
、

第
一
次
産
業
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
わ

か
る
が
、
近
代
産
業
勃
興
の
結
果
、
相
対
的
に
鉱
工

業
、
商
業
及
び
交
通
業
等
の
人
口
比
重
が
増
加
し
て

い
っ
た
。
」
　
と
、
お
お
か
た
の
近
現
代
朝
鮮
史
家
が

眼
を
む
き
そ
う
な
、
公
平
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

私
は
、
名
越
先
生
の
お
話
を
思
い
出
し
、
又
希
望

を
持
ち
た
い
と
思
う
。

「
（
韓
国
人
は
な
ぜ
中
国
に
抗
議
し
な
い
の
か
）
　
中

国
は
強
い
し
怒
る
か
ら
で
き
な
い
。
し
か
し
日
本
人

は
す
ぐ
お
詫
び
す
る
。
い
つ
ま
で
も
頭
を
押
さ
え
て

お
か
ね
ば
危
な
い
国
だ
。
日
本
人
の
魂
を
眠
ら
せ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
人
に
教
え
て
あ
げ
よ
う
。

中
韓
両
国
に
文
句
を
言
わ
せ
な
い
方
法
が
あ
る
。
そ

れ
は
日
本
が
も
っ
と
強
く
な
る
こ
と
だ
。
日
本
人
が

強
く
な
っ
た
ら
韓
国
は
み
ん
な
親
日
に
変
わ
る
よ
。

嘗
て
の
日
韓
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
」

（会員）

或
る
高
校
の
卒
業
式
に
あ
っ
た
こ
と
　
（
2
）

藤

　

井

　

雅

　

和

前
稿
で
は
、
或
る
都
立
高
校
の
昭
和
五
十
年
度
の

卒
業
生
が
卒
業
式
式
場
に
国
旗
（
日
の
丸
）
　
を
掲
揚

す
る
事
な
ど
を
要
求
し
、
学
校
側
が
こ
れ
を
拒
否
し

た
と
い
ふ
事
件
に
つ
い
て
、
概
要
を
述
べ
た
。
こ
の

こ
と
は
サ
ン
ケ
イ
新
聞
が
卒
業
式
当
日
の
朝
刊
で
大

き
く
報
道
し
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ

た。
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こ
の
こ
と
が
あ
っ
た
数
年
前
ま
で
は
高
校
の
卒
業

式
と
言
へ
ば
、
国
歌
国
旗
に
反
対
す
る
左
翼
勢
力
に

指
示
さ
れ
た
か
の
や
う
な
一
部
の
過
激
派
高
校
生
に

よ
っ
て
卒
業
式
粉
砕
が
叫
ば
れ
た
り
、
妨
害
行
動
が

お
こ
な
は
れ
た
り
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

民
主
的
な
手
続
き
を
踏
ん
で
学
年
の
生
徒
を
ま
と

め
、
職
員
団
体
に
牛
耳
ら
れ
て
政
治
的
な
運
動
に
明

け
暮
れ
て
ゐ
た
教
員
集
団
に
対
時
し
た
こ
の
高
校
生

た
ち
の
存
在
は
、
社
会
問
題
と
し
て
新
聞
社
が
記
事

化
す
る
に
ふ
さ
は
し
い
衝
撃
的
な
事
実
だ
つ
た
や
う

だ。
実
際
、
こ
の
生
徒
た
ち
の
在
学
中
は
、
国
鉄
の
労

働
組
合
の
一
部
が
、
例
へ
ば
　
「
ス
ト
権
ス
ト
」
　
な
ど

と
い
ふ
そ
の
語
か
ら
し
て
理
解
不
能
の
　
「
ス
ト
ラ
イ

キ
」
　
を
度
々
行
っ
た
た
め
学
校
が
何
日
も
休
校
に
追

ひ
込
ま
れ
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
た
り
、
校
内
の
職
員
団

体
が
屡
々
　
「
違
法
ス
ト
ラ
イ
キ
」
　
を
実
施
し
て
職
務

を
放
棄
し
、
授
業
が
中
止
さ
れ
た
り
な
ど
、
特
に
進

学
校
の
生
徒
ら
に
と
つ
て
は
将
来
の
人
生
に
極
め
て

重
大
な
支
障
を
来
さ
れ
る
損
害
を
被
っ
て
を
り
、
生

徒
ら
は
さ
う
し
た
行
動
の
裏
に
あ
る
或
る
勢
力
に
対

し
て
の
疑
義
を
薄
々
感
じ
取
っ
て
ゐ
て
、
こ
れ
ら
に

反
発
す
る
意
識
が
一
連
の
活
動
に
も
働
い
て
ゐ
た
の

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

先
の
新
聞
記
事
で
は
、
掲
揚
推
進
派
の
生
徒
の
声

も
取
り
上
げ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
小
学
校

一
年
生
の
時
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
っ
た
ぼ
く
ら

は
、
日
の
丸
を
輝
か
し
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
戦

争
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
過
去
を
脱
皮
し
た
新
し

い
考
え
を
と
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
か
」
　
「
先
生
方

の
な
か
に
は
、
日
の
丸
を
掲
げ
よ
な
ど
と
い
う
生
徒

を
育
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
我
々
の
教
育
が
ま
ち

が
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
な
ど
と
反
省
し
て
い
る
と
い

う
が
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
」
　
と
い
ふ
意
見
が
紹
介
さ
れ
て

ゐ
る
。ま

た
、
同
新
聞
は
　
「
視
点
」
　
と
い
ふ
解
説
記
事
の

中
で
、
教
員
側
が
多
数
意
見
を
少
数
派
に
す
り
替
へ

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
指
摘
も
し
て
を

り
、
つ
ま
り
、
多
数
が
絶
対
多
数
で
は
な
い
と
言
ふ

こ
と
を
理
由
に
生
徒
の
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
ゐ
な
い

と
し
た
学
校
側
の
結
論
に
疑
問
を
と
な
へ
、
多
数
決

の
原
理
を
無
視
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て

ゐ
る
。
確
か
に
絶
対
多
数
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
意
見

と
し
て
取
り
上
げ
な
い
と
い
ふ
の
で
は
、
多
数
決
と

い
ふ
も
の
の
考
へ
方
が
覆
さ
れ
る
し
、
我
が
国
の
選

挙
制
度
や
国
会
の
存
在
自
体
も
成
り
立
た
な
い
。

同
紙
に
は
当
時
の
校
長
の
談
話
も
あ
り
、
「
こ
と

し
の
卒
業
生
が
賛
成
多
数
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
来
年

以
降
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
い
う
問
題

は
多
教
の
論
理
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
だ
。

そ
の
意
味
で
慎
重
に
対
処
し
た
の
だ
が
、
ま
ず
ほ
と

ん
ど
の
生
徒
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
と
思
っ
て
い

る
。
」
　
な
ど
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
談
話
の
主
は
教

育
者
、
学
校
経
営
者
と
し
て
は
限
界
を
持
っ
た
人
物

で
あ
っ
た
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
卒
業
式
の
式
次

第
は
校
長
の
専
決
事
項
で
あ
る
と
し
て
最
初
か
ら
拒

否
す
る
と
い
ふ
な
ら
と
も
か
く
、
い
か
に
も
姑
息
な

手
段
で
生
徒
の
要
求
を
躾
さ
う
と
し
、
い
た
づ
ら
に

事
を
長
引
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
事
に
於
い
て
も

職
員
会
議
、
と
い
ふ
よ
り
職
員
団
体
の
顔
色
を
窺
ふ

こ
と
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
時
代
の
校
長
の
通

弊
と
い
へ
よ
う
。

ま
た
、
先
の
記
事
の
生
徒
の
談
話
中
、
こ
の
や
う

な
　
「
生
徒
を
育
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
我
々
の
教

育
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
な
ど
と
反
省
し
」
　
た

と
い
ふ
教
員
の
例
が
あ
つ
た
が
、
こ
の
発
言
を
し
た

教
員
の
中
に
は
、
後
に
指
導
主
事
に
な
っ
て
教
育
委

員
会
に
入
り
、
最
終
的
に
教
育
庁
の
最
高
幹
部
の
一

人
に
な
っ
た
者
も
ゐ
る
と
聞
く
。
従
っ
て
後
日
、
入

学
式
卒
業
式
等
で
国
族
掲
揚
国
歌
斉
唱
を
行
ふ
儀
式

正
常
化
を
推
進
し
た
は
ず
だ
が
、
立
場
が
変
は
る
と

か
う
も
変
貌
す
る
も
の
か
と
い
ふ
点
で
、
記
憶
さ
れ

る
人
物
の
一
人
で
あ
ら
う
。

こ
の
卒
業
生
ら
も
、
数
へ
て
み
る
と
皆
還
暦
を
過

ぎ
て
ゐ
る
。
社
会
に
お
い
て
ど
の
や
う
な
活
躍
を
し

た
の
か
が
興
味
深
い
。

時
代
が
平
成
を
経
て
昭
和
が
遠
の
い
て
行
く
中
、

か
う
し
た
高
校
生
た
ち
の
め
ざ
ま
し
い
活
動
が
あ
っ

た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
や
う
、
こ
こ
に
記
し
て
お

く
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
　
（
九
）

［
次
の
文
章
は
、
八
波
則
吉
編
著
『
現
代
国
語

讃
本
　
巻
三
　
（
現
在
の
中
二
前
期
）
』
　
（
昭
和
十
年

版
）
　
か
ら
で
あ
る
。
漢
字
は
原
文
通
り
正
字
に

し
て
ゐ
る
が
、
ワ
ー
プ
ロ
で
正
字
が
出
な
い
も

の
は
、
今
の
書
体
に
し
て
あ
る
。
送
り
仮
名
は

原
文
通
り
、
読
み
仮
名
は
、
い
く
つ
か
新
た
に
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信
仰
悦至るて
服掌の馨は
せ篤雲む
ら　き　る

も

足
れ
り

と

る
ゝ

加
へ
た
。
］

南

洲

遺

訓

　

　

　

　

　

　

　

西

郷

隆

盛

事
大
小
史
始
く
正
道
を
践
み
、
至
誠
を
推
し
、

一
事
の
詐
謀
を
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
人
多
く
は
事

の
差
葉
零
時
に
臨
み
、
策
略
蒋
網
ひ
て
三

共
の
差
支
を
通
せ
ば
、
後
は
事
宜
次
第
工
夫

の
出
来
る
や
う
に
思
ヘ
ビ
も
、
策
略
の
煩
吃
度

生
じ
、
事
必
ず
敗
る
1
も
の
ぞ
。
正
道
を
以
て

之
を
行
へ
ば
、
目
前
に
は
迂
遠
な
る
や
う
な
れ

ど
も
、
先
に
行
け
ば
成
功
は
早
き
も
の
な
り
。

人
を
相
手
に
せ
ず
、
天
を
相
手
に
紅
よ
。
天
を

相
手
に
し
て
己
を
蓋
し
、
人
を
答
め
ず
、
我

が
誠
の
足
ら
ざ
る
を
尋
ぬ
べ
し
。

己
を
愛
す
る
は
善
か
ら
ぬ
事
の
第
一
な
り
。
修

業
の
出
来
ぬ
も
、
事
の
成
ら
ぬ
も
、
過
を
改

む
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
、
功
に
伐
り
翳
慢
の
生

ず
る
も
、
皆
自
ら
愛
す
る
が
篤
な
れ
ば
、
決
し

妊
把
を
愛
せ
ぬ
も
の
な
り
。
あ
や
ま

過
を
改
む
る
に
、
自
ら
過
て
り
と
さ
へ
思

ひ
付
か
ば
そ
れ
に
て
よ
し
。
其
の
事
を
ば
棄
て

て
顧
み
ず
、
直
ち
に
一
歩
踏
出
す
べ
し
。
過
を

口
惜
し
く
思
ひ
、
取
繕
は
ん
と
て
心
配
す
る

は
、
馨
へ
ば
、
茶
碗
を
割
り
、
其
の
か
け
を
集

め
合
せ
見
る
と
同
じ
に
て
、
詮
も
な
き
こ
と
な

り
○

命
も
い
ら
ず
、
名
も
い
ら
ず
、
官
位
も
金
も
い

ら
ぬ
人
は
始
末
に
困
る
も
の
な
り
。
比
の
始
末

に
困
る
人
な
ら
で
は
、
顛
難
を
共
に
し
て
国
家

の
大
業
は
成
し
得
ら
れ
ぬ
な
り
。

道
を
行
ふ
も
の
は
、
天
下
馨
っ
て
毀
る
も
足
ら

唯
是
一
個
の
眞
崩
誤
り
。
古
よ
り
父
の
仇
を

討
ち
し
人
、
其
の
敷
奉
げ
て
敦
へ
難
き
中
に
、
織

り
曾
我
の
兄
弟
の
み
今
に
至
り
て
見
童
・
婦
女

子
ま
で
も
知
ら
ざ
る
者
の
あ
ら
ざ
る
は
、
衆
に

秀
で
て
誠
の
篤
き
故
な
り
。
誠
な
ら
ず
し
て
世

に
嘗
め
ら
る
1
は
儀
倍
の
春
な
り
。
誠
篤
け

れ
ば
、
た
と
ひ
常
時
知
る
人
な
く
と
も
、
後
世

必
ず
知
己
あ
る
も
の
な
り
。
　
（
南
洲
翁
遺
訓
）

原
話
　
西
郷
隆
盛
　
続
は
南
洲
。
薩
摩
園
（
鹿
見
島
）

の
人
。
明
治
維
新
の
功
臣
。
明
治
十
年
残
。
年

五
十
二
。

編
集
者
註
　
『
南
洲
翁
遺
訓
』
は
全
五
十
五
章
か
ら

成
る
。
こ
の
教
科
書
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
そ
の

中
の
七
草
で
あ
る
。

ず
と
せ
ず
、
天
下
撃
つ

せ
ざ
る
は
、
自
ら
信
ず

一
、
天
下
後
世
ま
で
も

が
故
な
り
。

方
著
書は

会
費
納
入
の
お
願
い

前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
東
京
都
教
師
会

で
は
這
般
の
事
情
に
よ
り
会
費
制
度
を
取
ら
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
般
早
速
お
振
り
込
み
い

た
だ
い
た
方
も
あ
り
、
ま
こ
と
に
有
り
難
う
存
じ
ま

す。
引
き
続
き
、
次
に
よ
り
何
卒
宜
し
く
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

年
額
　
二
千
円

口
座
　
み
ず
ほ
銀
行
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
店

店
番
号
　
7
4
3

普
通
預
金
　
1
3
3
0
1
5
0

名
義
　
佐
藤
健
二

日
本
教
師
会
教
育
研
究
大
会
の
お
知
ら
せ

今
年
度
は
岐
阜
市
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

日
時
　
元
年
8
月
3
日
　
（
土
）
　
1
3
‥
0
0
～
1
7
‥
0
0

4
日
　
（
日
）
　
9
‥
0
0
～
1
2
‥
0
0

会
場
　
「
ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ク
エ
ア
G
L

（
I
R
岐
阜
駅
構
内
）

研
究
主
題

「
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
く
国
民
教
育
の
在
り
方

を
求
め
て
」

な
お
こ
れ
に
伴
い
研
究
紀
要
「
日
本
の
教
育
」
　
も

発
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
執
筆
さ
れ
る
方
は
ご
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

お

願

い

「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

字
数
は
三
千
字
程
度
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
は
数
次
に
分
け
て
掲

載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
発
行
は
一
、
四
、
七
、

十
月
の
年
四
回
で
す
。

仮
名
遣
い
は
古
典
現
代
い
づ
れ
か
に
統
一
し
て

下
さ
い
。
ま
た
、
写
真
や
図
版
は
ご
相
談
く
だ
さ

い。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー

ル
の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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