
特
別
講
演
②

平
成
七
年
度
の
日
本
医
史
学
総
会
が
名
古
屋
市
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
の
実
行
委
員
会
は
そ
の
特
別
講
演
の
統
一
的
テ
ー
マ
を
、

尾
張
・
美
濃
・
飛
騨
三
国
の
医
史
学
史
に
関
わ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

右
の
観
点
か
ら
、
美
濃
を
代
表
す
る
医
史
学
的
事
実
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
り
、
近
世
近
代
を
通
し
て
の
医
家
、
江
馬
家
に
関
わ
る
こ
と

が
提
案
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
演
者
に
筆
者
が
指
名
さ
れ
た
。
江
馬
家
文
書
を
使
っ
て
の
研
究
は
諸
先
輩
が
着
手
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内

心
は
紐
泥
た
る
思
い
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
長
期
間
に
わ
た
り
江
馬
家
文
書
研
究
会
に
参
加
し
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
学
恩
を
蒙
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
の
謝
意
表
明
の
気
持
ち
に
駆
ら
れ
て
、
こ
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
た
び
は
、

江
馬
家
文
書
を
使
っ
て
の
研
究
成
果
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
江
馬
家
文
書
研
究
の
成
果
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
関
わ
っ
た

人
々
の
こ
と
を
述
べ
て
、
筆
者
の
微
視
的
感
懐
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
し
た
。

江
馬
家
文
書
研
究
の
会
合
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
も
の
の
、
現
在
、
筆
者
は
こ
の
会
に
長
期
欠
席
中
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
の
事
務

局
担
当
者
遠
藤
正
治
氏
か
ら
の
こ
の
た
び
の
推
娩
と
、
標
題
の
人
々
の
業
績
を
早
い
う
ち
に
ま
と
め
て
お
く
と
い
う
示
唆
に
対
し
て
、
い
さ

さ
か
な
り
と
も
応
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
標
題
は
「
江
馬
家
文
書
世
界
を
生
き
た
人
々
」
の
冒
頭
に
、
私
に
と
っ

て
の
、
と
い
う
言
葉
を
付
け
る
類
い
の
も
の
で
あ
る
。

江
馬
家
文
耆
世
界
を
生
き
た
人
々

岩
崎
鐵
志
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江
馬
庄
次
郎
氏
は
本
家
相
続
人
と
し
て
昭
和
四
十
四
年
に
神
戸
か
ら
大
垣
に
居
を
移
し
て
い
た
。
そ
の
後
間
も
な
い
昭
和
四
十
六
年
の
暮

れ
に
、
青
木
一
郎
氏
の
訪
問
が
あ
っ
て
、
屋
根
裏
に
積
ま
れ
た
典
籍
や
文
言
等
を
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
報
が
蘭
研
の
支
部
的
集
ま
り
の
「
東
海
蘭
学
の
会
」
に
伝
え
ら
れ
、
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
、
江
馬
庄
次
郎
・
壽
美
子
夫
妻
の
御
了

解
を
得
て
、
そ
の
会
員
有
志
に
よ
る
、
江
馬
家
文
書
の
整
理
を
手
始
め
と
す
る
研
究
会
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
（
斎
藤
信
氏
槁
、
「
江
馬
文
書
目

録
」
ま
え
が
き
。
同
、
「
江
馬
文
書
研
究
会
」
の
こ
と
、
「
江
馬
文
書
研
究
会
の
２
０
年
」
所
収
参
照
）
。

そ
の
最
初
の
成
果
が
『
江
馬
文
書
目
録
」
（
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
五
日
刊
）
で
あ
り
、
次
に
、
江
馬
家
歴
代
へ
の
来
簡
を
翻
字
し
、
注
解
を

施
し
て
出
版
す
る
研
究
作
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
江
馬
家
文
書
の
柱
と
も
い
う
べ
き
書
状
、
す
な
わ
ち
蘭
学
・
漢
学
・
医
学
・
書
画
等

の
学
芸
に
秀
で
た
人
々
か
ら
発
給
さ
れ
た
書
状
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
が
先
に
、
『
江
馬
家
来
簡
集
』
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
二

○
日
刊
）
、
後
に
『
江
馬
細
香
来
簡
集
」
（
昭
和
六
十
三
年
六
月
一
日
刊
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
者
の
研
究
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
毎
月
一
回
そ
の
会
場
を
準
備
し
、
か
つ
、
一
宮
駅
（
愛
知
県
一
宮
市
）
か
ら
の
交
通
手
段
の
確
保
に
至

る
ま
で
、
濃
や
か
な
配
慮
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
、
当
時
の
「
内
藤
記
念
く
す
り
資
料
館
」
（
現
、
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
）
の
館
長
、
青
木

允
夫
氏
へ
の
感
謝
の
念
を
最
初
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

次
に
、
江
馬
家
文
書
を
世
に
問
う
契
機
を
つ
く
っ
た
青
木
一
郎
氏
と
、
こ
れ
に
応
じ
た
江
馬
庄
次
郎
氏
と
の
阿
畔
の
交
遊
、
更
に
は
江
馬

家
文
書
を
活
用
さ
れ
た
人
々
の
う
ち
か
ら
、
安
井
広
氏
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

「
蘭
学
事
始
」
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
人
は
、
杉
本
勲
・
渡
辺
公
敏
・
竹
内
幹
彦
の
諸
氏
と
と
も
に
、
「
み
な
千
古
の
人
と
な
れ

り
」
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
み
な
、
江
馬
家
文
書
の
世
界
で
永
遠
の
生
を
生
き
る
人
々
な
の
で

あ
る
。
他
方
、
現
在
活
躍
中
の
研
究
者
の
業
績
に
つ
い
て
言
及
を
敢
え
て
避
け
た
こ
と
も
、
本
標
題
を
過
去
形
に
し
た
所
以
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
紙
碑
を
建
て
る
」
と
い
う
故
中
野
操
氏
の
言
に
倣
い
、
そ
の
精
神
を
汲
む
初
め
と
し
て
、
江
馬
庄
次
郎
・
青
木
一
郎
・
安
井
広
三
氏

の
著
作
目
晃
を
一
覧
に
供
す
る
こ
と
が
本
席
の
目
的
で
あ
る
。
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生
前
の
江
馬
氏
の
見
識
は
、
研
究
会
や
そ
の
後
の
酒
席
の
お
り
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
今
日
残
さ
れ
た
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
写
真
は

皆
、
酒
宴
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
批
判
が
必
要
に
な
ろ
う
と
、
当
時
か
ら
既
に
軽
口
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
）
。

さ
ま
ざ
ま
な
話
題
に
垣
間
見
せ
る
知
見
は
筆
者
な
ど
に
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
配
布
資
料
の
著
作
目
録
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う

に
、
健
筆
家
で
も
あ
っ
て
、
批
判
精
神
の
一
斑
は
多
数
の
エ
ッ
セ
イ
の
基
調
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
江
馬
氏
に
は
、
戦
前
の
ま
さ
に

恵
ま
れ
た
環
境
に
て
成
長
さ
れ
、
最
高
の
教
育
を
身
に
つ
け
ら
れ
た
人
が
も
つ
、
ふ
く
よ
か
な
良
識
と
い
う
も
の
を
納
得
さ
せ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
し
か
も
神
戸
と
い
う
、
世
界
に
解
放
さ
れ
た
都
会
育
ち
の
人
が
も
つ
合
理
的
思
考
も
さ
り
な
が
ら
、
江
馬
氏
に
お
け
る
そ
の
原
型
は
、

江
馬
藺
斎
か
ら
江
馬
活
堂
に
至
る
儒
教
的
合
理
主
義
が
育
て
た
批
判
精
神
、
ま
た
、
近
世
身
分
制
社
会
に
あ
っ
て
方
外
の
士
で
あ
る
医
家
の
、

し
か
も
藺
法
医
の
も
つ
相
対
的
な
自
由
度
を
内
包
し
た
家
学
と
家
庭
教
育
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
最
晩
年
の
、
し
か
も
大
垣
市
民
病
院
に
入
院
さ
れ
た
お
り
の
対
話
で
い
つ
も
感
じ
た
の
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
の

精
神
を
揺
曳
し
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
イ
と
は
、
弓
永
眠
」
の
論
理
」
と
題
し
て
、
「
郷
土
研
究
岐
阜
」
第
十
号
（
昭
和
五
十
年

十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
要
点
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
死
」
は
貧
富
貴
賤
の
別
な
く
す
べ
て
の
人
を
訪
れ
る
。
死
ぬ
こ
と
を
怖
い
と
思
わ
な
い
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
私
の
よ
う
な

信
仰
心
の
な
い
者
は
ど
う
し
た
ら
安
心
立
命
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

其
寝
也
有
呼
吸
而
死
其
死
也
無
呼
吸
而
寝

こ
れ
は
藺
斎
が
子
孫
の
た
め
に
書
き
残
し
た
教
訓
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
拙
訳
な
が
ら
そ
の
意
味
は
「
寝
る
と
い
う
こ
と
は
呼
吸
が

も
な
い
。
更
』

た
の
で
あ
る
。

一
江
馬
庄
次
郎
氏
に
つ
い
て
（
配
布
資
料
参
照
、
略
歴
・
論
文
等
四
二
点
・
著
書
等
五
点
）

大
垣
藩
医
江
馬
家
の
資
料
が
戦
災
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
今
日
に
保
全
さ
れ
て
い
る
の
は
、
江
馬
家
歴
代
の
尽
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

な
い
。
更
に
今
、
江
馬
庄
次
郎
氏
の
遺
言
を
守
っ
て
壽
美
子
夫
人
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
資
料
が
岐
阜
県
歴
史
博
物
館
へ
寄
託
さ
れ
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二
青
木
一
郎
氏
に
つ
い
て
（
配
布
資
料
参
照
、
略
歴
・
論
文
等
百
点
・
著
書
等
十
八
点
）

昭
和
四
十
六
年
一
月
の
青
木
氏
の
江
馬
家
訪
問
以
後
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
経
緯
で
、
江
馬
家
文
書
が
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る

が
、
青
木
氏
の
関
心
の
赴
く
と
こ
ろ
は
、
著
作
目
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
坪
井
信
道
（
寛
政
七
年
ｌ
嘉
永
一
年
、
享
年
五
十
四
歳
）
の
年
譜
的

研
究
か
ら
進
ん
で
、
岐
阜
県
下
の
近
世
医
師
群
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
研
究
に
向
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
医
師
の
業
績

と
交
遊
と
を
資
料
に
即
し
て
挙
げ
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
か
ら
、
後
学
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
の
著
作
は
資
料
集
的
な
意
味
を
も
つ
と

い
う
便
が
あ
る
。

あ
っ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
呼
吸
が
な
く
て
寝
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

若
い
と
き
何
と
な
く
読
み
過
ご
し
た
こ
の
短
い
字
句
を
、
年
と
っ
た
こ
の
ご
ろ
読
み
返
し
て
、
ど
ん
な
名
僧
智
識
の
説
教
を
聞
い
て

も
悟
り
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
私
の
、
死
に
た
い
す
る
恐
怖
が
う
す
ら
い
で
い
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
毎
夜
寝
る
。
翌
朝

生
き
た
ま
ま
眼
を
さ
ま
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
が
誰
も
寝
る
こ
と
を
恐
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
死

期
が
迫
っ
た
と
き
今
度
は
も
う
二
度
と
起
き
る
必
要
の
な
い
眠
り
に
入
る
の
だ
と
思
っ
て
寝
れ
ば
よ
い
、
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蘭

斎
が
、
既
に
ほ
ど
こ
す
術
も
な
い
病
者
の
臨
終
に
何
度
か
立
会
っ
て
、
せ
め
て
最
後
の
心
の
安
ら
ぎ
を
与
え
る
の
も
医
師
と
し
て
の
務

め
と
考
え
、
こ
の
短
い
こ
と
ば
を
そ
れ
ら
の
病
者
の
耳
に
さ
さ
や
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
私
は
思
う
。

東
洋
の
儒
教
思
想
を
根
底
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
上
に
西
洋
の
合
理
精
神
を
積
み
重
ね
た
藺
斎
は
さ
す
が
に
「
死
」
と
い
う
恐
ろ
し

い
も
の
を
、
た
だ
の
十
六
字
を
も
っ
て
「
死
」
即
「
永
眠
」
と
い
う
論
理
で
片
付
け
て
し
ま
っ
た
。
（
後
略
）

江
馬
庄
次
郎
氏
の
死
生
観
に
つ
い
て
の
根
源
は
蘭
斎
に
あ
る
こ
と
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
江
馬
藺
斎
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
青
木

一
郎
氏
に
よ
っ
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

青
木
氏
の
問
題
意
識
の
向
か
う
跡
を
た
ど
っ
て
見
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
江
馬
藺
斎
（
延
享
四
年
ｌ
天
保
九
年
、
享
年
九
十
二
歳
）
に
到
達
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し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
坪
井
信
道
が
誕
生
し
た
年
は
、
江
馬
藺
斎
が
前
野
良
沢
に
つ
い
て
蘭
学
を
修
め
た
年
で
あ
り
、

は
る
か
後
学
の
坪
井
信
道
の
道
筋
が
江
馬
藺
斎
の
そ
れ
と
交
差
す
る
点
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

坪
井
信
道
が
多
く
の
苦
難
を
経
て
、
江
戸
深
川
で
医
業
と
教
育
に
自
己
の
世
界
を
確
立
さ
せ
て
以
来
、
坪
井
家
先
祖
の
供
養
料
を
江
馬
藺

斎
を
通
じ
、
藺
斎
没
後
は
活
堂
を
経
て
菩
提
寺
（
蓮
華
寺
）
に
納
め
る
と
い
う
交
り
は
あ
っ
た
が
、
医
学
上
の
交
流
を
示
す
書
状
等
は
ま
だ
発

見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
「
大
垣
藩
医
江
馬
家
と
坪
井
信
道
」
、
「
医
證
』
、
第
四
六
号
、
昭
和
四
十
九
年
）
。

そ
れ
で
は
青
木
氏
に
と
っ
て
の
江
馬
家
と
は
何
か
。
江
馬
藺
斎
と
坪
井
信
道
と
は
直
接
的
な
師
承
関
係
は
な
く
て
も
、
坪
井
家
の
出
自
を

示
す
美
濃
国
で
の
最
初
の
蘭
学
者
へ
の
表
敬
と
、
青
木
氏
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
青
木
氏
の
藺
学
史
研
究
の
な
か
で
は
、
初
代
江
馬
元
澄
．

二
代
元
恭
藺
斎
以
下
の
江
馬
家
歴
代
（
三
代
元
弘
松
斎
・
四
代
元
益
活
堂
と
弟
の
元
齢
金
粟
・
五
代
信
成
箏
荘
と
弟
の
春
琢
）
の
医
業
と
そ
の
門
下

生
、
つ
ま
り
師
弟
関
係
を
縦
軸
に
し
た
時
間
的
展
開
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
遊
関
係
を
横
軸
に
し
た
空
間
的
展
開
を
追
求
で
き
る
可
能
性
を
、

江
馬
家
文
書
に
見
出
だ
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

坪
井
信
道
に
関
わ
る
家
系
、
弟
子
、
業
績
に
つ
い
て
の
探
求
と
い
う
一
つ
の
分
野
は
、
緒
方
洪
庵
の
歴
史
的
意
義
へ
連
続
す
る
条
件
を
内

包
し
て
い
る
も
の
の
、
時
代
的
に
は
、
江
馬
藺
斎
の
世
界
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘭
学
成
立
の
時
点
に
ま
で
湖
り
え
た
こ
と
に
な
り
、

ま
た
、
江
馬
家
門
人
を
介
し
て
美
濃
国
の
医
業
の
展
開
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
青
木
氏
の
業
績
の
な
か
で
顕
著
な
点
は
、
診
察
し
つ
つ
執
筆
し
つ
つ
、
そ
の
う
え
の
社
会
的
活
動
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
昭
和

四
十
六
年
の
坪
井
信
道
顕
彰
碑
の
建
立
か
ら
始
ま
っ
て
、
昭
和
五
十
六
年
の
小
森
玄
良
顕
彰
碑
建
立
に
至
る
建
碑
の
仕
事
で
あ
り
、
展
覧
会

裏
方
の
準
備
で
あ
っ
た
（
資
料
参
照
）
。
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
著
作
刊
行
の
ほ
か
に
多
い
の
は
、
各
種
新
聞
へ
の
寄
稿
が
目
立
つ
。
青
木

氏
の
晩
年
の
仕
事
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
啓
蒙
活
動
も
あ
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

三
安
井
広
氏
に
つ
い
て
（
配
布
資
料
参
照
、
略
歴
・
論
文
等
四
十
点
・
著
書
等
五
点
）
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想
に
見
ら
れ
る
。

例
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
と
出
発
が
医
学
史
研
究
の
中
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
例
は
、
安
井
氏
の
場
合
で
い
え
ば
、
晩
年
の
労
作
で
あ
る
『
西

尾
幡
豆
医
師
会
史
』
全
三
巻
の
特
別
企
画
に
あ
る
と
い
え
る
。

労
作
と
い
う
所
以
は
、
安
井
氏
自
ら
が
座
談
会
記
事
の
原
稿
作
成
を
テ
ー
プ
録
音
か
ら
起
こ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
な
作

業
量
で
あ
る
。
ま
さ
に
現
在
進
行
中
の
伊
藤
圭
介
日
記
（
名
古
屋
市
東
山
植
物
園
蔵
）
の
う
ち
の
『
瓊
浦
遊
記
」
の
翻
字
作
業
を
自
ら
さ
れ
た

安
井
氏
の
医
学
史
研
究
の
前
段
に
は
三
河
国
の
郷
土
史
に
関
心
を
示
し
、
考
古
学
関
係
者
と
の
交
遊
が
あ
っ
た
と
恵
美
子
夫
人
は
い
う
。

学
位
論
文
等
の
医
療
関
係
の
専
門
分
野
の
論
文
を
別
に
す
れ
ば
、
郷
土
史
一
般
の
な
か
か
ら
絞
り
こ
ま
れ
て
、
や
は
り
地
域
に
か
か
わ
る
植

物
学
者
の
伝
記
的
研
究
に
進
ま
れ
、
そ
れ
を
契
機
に
し
て
医
学
史
の
分
野
へ
踏
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
二
十
二
年
の
開
業
以

後
十
年
余
の
、
四
十
八
歳
頃
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
前
野
良
沢
・
江
馬
藺
斎
の
蘭
学
習
得
の
年
代
に
相
当
す
る
。

江
馬
家
文
書
と
の
関
わ
り
は
、
「
東
海
藺
学
の
会
」
の
会
員
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
初
め
に
門
人
帖
の
翻
字
を
担
当
さ
れ
、
次

に
蘭
学
者
か
ら
の
『
江
馬
家
来
簡
集
」
出
版
に
参
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
江
馬
細
香
来
簡
集
』
出
版
に
は
関
与
さ
れ
な
か
っ
た
。
安
井
氏

の
問
題
意
識
は
学
芸
全
般
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
ぱ
ら
医
学
史
に
関
わ
る
点
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
安
井
氏
の
医
学
史
研
究
が
中
年
以
後
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
戦
中
戦
後
の
体
験
者
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か

ろ
う
。
戦
争
に
よ
っ
て
人
生
に
お
け
る
様
々
な
仕
事
の
中
断
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
方
向
転
換
や
新
開
拓
に
む
か
わ
れ
た
年
代
で
あ
っ
た

安
井
氏
に
お
け
る
『
西
尾
幡
豆
医
師
会
史
」
の
歴
史
的
意
義
は
、
戦
中
戦
後
に
お
け
る
医
療
活
動
に
関
す
る
座
談
会
記
事
を
と
り
ま
と
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
体
験
を
総
括
し
た
と
見
ら
れ
る
点
に
あ
る
。

こ
の
歴
史
認
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
「
あ
と
が
き
」
、
「
医
学
史
を
学
ぶ
の
弁
」
（
第
一
巻
）
、
「
七
十
年
の
生
活
体
験
」
（
第
三
巻
）
と
い
う
随

ろ
う
ｃ

ろ
ア
フ
○
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言
葉
が
な
い
。

「
あ
と
が
き
」
で
は
、
歴
史
は
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
一
挙
一
動
が
現
代
史
の
歩
み
で
あ
っ
て
将
来
に
つ
な
が
る
も
の
、

と
い
い
（
第
一
巻
）
、
「
現
会
員
の
第
二
次
大
戦
中
の
諸
体
験
」
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
第
二
巻
）
。
更
に
、
准
看

護
婦
学
校
創
設
に
触
れ
て
、
そ
の
卒
業
生
に
韓
国
国
籍
の
学
生
の
存
在
意
義
を
強
調
し
、
「
彼
女
ら
が
母
親
と
な
っ
て
つ
ぎ
の
世
代
に
も
対
日

好
感
情
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
」
（
第
三
巻
）
と
結
ん
で
い
る
。

ま
た
、
「
医
学
史
を
学
ぶ
の
弁
」
で
は
、
「
医
学
史
は
決
し
て
故
事
来
歴
を
詮
索
ば
か
り
す
る
う
し
ろ
向
き
の
学
問
で
は
な
い
。
そ
う
し
た

資
料
を
現
代
に
生
か
し
、
現
代
医
学
を
推
進
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
は
伝
研
時
代
に
、
岡
西
順
次
郎

か
ら
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
み
て
既
往
症
と
現
在
の
病
状
、
将
来
へ
の
洞
察
力
を
養
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
、
長
年
に
わ

た
り
児
童
園
児
診
察
の
校
医
開
業
医
と
し
て
、
直
面
し
た
生
ワ
ク
チ
ン
輸
入
の
社
会
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

か
く
て
安
井
氏
に
お
い
て
は
、
日
常
の
医
療
活
動
に
触
発
さ
れ
て
強
い
問
題
意
識
を
い
だ
き
、
そ
の
歴
史
的
考
察
を
す
る
と
い
う
方
法
論

に
よ
っ
て
、
「
七
十
年
の
生
活
体
験
」
の
自
侍
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
一
端
が
ベ
ル
ッ
研
究
に
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ッ
論
文
の

翻
訳
や
ベ
ル
ッ
の
伝
記
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
の
調
査
に
何
度
か
赴
き
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
著
書
の
校
正
を
了
え
、
そ
の
日
は
名

古
屋
丸
善
か
ら
原
稿
用
紙
を
買
っ
て
帰
宅
後
、
日
常
の
仮
眠
中
の
死
去
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
先
述
の
伊
藤
圭
介
研
究
の
仕
事
と
い
い
、
こ
の
ベ
ル
ッ
研
究
と
い
い
、
刊
行
直
前
に
逝
去
さ
れ
た
こ
と
に
は

し
か
し
な
が
ら
、
先
の
江
馬
庄
次
郎
、
青
木
一
郎
両
氏
に
つ
い
て
も
い
え
る
が
、
三
人
の
仕
事
ぶ
り
は
、
立
川
昭
二
氏
が
引
用
す
る
西
鶴

の
『
日
本
永
代
蔵
」
の
文
章
、
「
こ
の
人
死
光
り
」
（
「
ち
く
ま
」
、
第
二
八
六
号
、
一
九
九
五
年
一
月
号
）
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
死
の
自
覚
を
自
然
体
と
し
て
秘
め
、
老
い
の
楽
し
み
を
生
き
た
人
々
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。（

静
岡
県
立
大
学
短
期
大
学
部
）
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