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（1）

波多野精一と敗戦

［
１　

問
題
の
所
在
］

　

波
多
野
精
一
（
明
治
十
年
～
昭
和
二
十
五
年
）
は
、
大
正
半
ば
か
ら
昭
和
十
年

代
初
頭
に
か
け
て
、
西
田
幾
多
郎
や
和
辻
哲
郎
と
も
ど
も
、
京
都
帝
大
文
学
部
で

教
鞭
を
執
り
、
み
ず
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
根
ざ
す
、
独
自
の
宗
教
哲
学
を

確
立
し
た
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
全
六
巻
の
全
集
は
、『
宗
教
哲
学
』（
昭

和
十
年
）、『
時
と
永
遠
』（
昭
和
十
八
年
）
と
い
っ
た
、
重
厚
か
つ
精
緻
な
学
術
書

で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
そ
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
、
波
多
野
自
身
の
厳

格
な
風
貌
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
「
時
論
」
の
類
を
含
ま
な
い
、
全
集
の
「
超
時
代
的
」
性
格
を
反
映

し
て
か
、
従
来
の
波
多
野
研
究
に
は
一
定
の
偏
り
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

神
学
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
的
な
観
点
か
ら
草
せ
ら
れ
た
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
で
、
そ

の
社
会
認
識
や
時
代
認
識
を
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
俎
上
に
載
せ
た
論
文
は
、
管

見
の
限
り
、
皆
無
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
は
、
そ
の
交
流
圏
に
、
西
田
幾
多
郎
や
和
辻
哲
郎
、
ま
た
、

田
辺
元
や
西
谷
啓
治
ら
、
狭
義
の
「
哲
学
者
」
の
枠
を
超
え
、
少
な
か
ら
ず
時
局

に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
論
客
を
有
す
る
思
想
家
へ
の
視
角
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
不
十

分
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
上
、
否
、
日
本
思

想
上
に
お
い
て
、
類
ま
れ
な
業
績
を
遺
し
た
波
多
野
の
全
体
像
を
詳
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
観
点
に
偏
っ
た
従
来
の
研
究
成
果
に
対
し
、

今
こ
そ
別
の
視
角
か
ら
す
る
、
新
た
な
知
見
を
付
け
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
波
多
野
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
そ
の
社
会
認
識
・
時
代
認
識
を
照
射

す
る
資
料
は
、
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
全
集
第
六
巻
に
は
多
数
の
書

簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
敗
戦
前
後
の
手
紙
を
見
る
と
、
波
多
野
が

そ
の
論
文
と
は
一
転
、
実
に
直
裁
に
、
時
局
へ
の
見
識
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
公
開
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
け
に
、

戦
時
下
な
ら
び
に
米
軍
占
領
下
の
日
本
を
生
き
た
波
多
野
の
ま
な
ざ
し
を
、
あ
り

の
ま
ま
に
伝
え
る
貴
重
な
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
課
題
意
識
に
則
っ
て
、
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
て
こ
な

波
多
野
精
一
と
敗
戦

村　

松　
　
　

晋
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か
っ
た
、
波
多
野
の
社
会
認
識
・
時
代
認
識
、
な
か
ん
ず
く
敗
戦
前
後
の
そ
れ
を
、

彼
が
遺
し
た
書
簡
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

い
ま
だ
覚
書
の
域
を
出
な
い
小
論
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
の
試
み
が
、
波
多

野
を
よ
り
ト
ー
タ
ル
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す
た
め
の
、
一
契
機
を
提
示
す
る
も
の

に
な
り
う
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
２　
「
大
東
亜
戦
争
」
と
波
多
野
］

　

本
稿
は
波
多
野
の
敗
戦
認
識
を
主
軸
に
据
え
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
前
に
戦
時
下
の
波
多
野
は
、
眼
前
の
戦
争
に
い
か
な
る
眼
を
向
け
て

い
た
の
か
、
ま
ず
、
こ
の
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、

波
多
野
の
交
流
圏
に
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
の
「
思
想
的
意
義
付
け
」
に
積
極
的
に

か
か
わ
っ
た
論
客
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
波
多
野
が
彼
ら
の
文
章
を
い
か
に

読
み
、
い
か
な
る
評
価
を
下
し
て
い
た
か
、
そ
れ
ら
を
直
接
証
し
す
る
文
章
は
、

全
集
の
な
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
遺
さ
れ
た
書
簡
を
注
意
深
く
ひ
も
と

く
と
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
文
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
頂
戴
の
御
本
（
倫
理
学
中
巻
）
先
日
来
深
き
興
味
と
感
激
と
を
も

つ
て
読
ん
で
を
り
ま
し
た
が
、
今
日
読
み
を
は
り
ま
し
た
。
平
凡
な
感
想

を
不
躾
に
御
耳
に
入
れ
て
失
礼
と
は
存
じ
ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い

て
こ
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
著
書
に
出
会
つ
た
こ
と
は
私
と
し
て
は
近
頃
初
め

て
で
あ
り
ま
し
て
、
敬
服
に
堪
へ
な
い
は
勿
論
の
こ
と
、
特
に
わ
が
国
の

文
化
の
将
来
を
お
も
つ
て
心
か
ら
の
よ
ろ
こ
び
を
禁
じ
得
ま
せ 
ん 
。
（

）

　

こ
こ
で
波
多
野
が
「
深
き
興
味
と
感
激
と
を
も
つ
て
読
ん
」
だ
と
絶
賛
し
て
い

る
の
は
、
和
辻
哲
郎
が
戦
時
下
の
昭
和
十
七
年
に
公
刊
し
た
大
著
『
倫
理
学
』
中

巻
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
周
知
の
と
お
り
、
天
皇
に
対
す
る
「
滅
私
奉
公
」「
義

勇
奉
公
」
こ
そ
、「
人
倫
の
道
」
で
あ
り
、「
正
義
」
と
は
、
か
く
し
て
「
万
民
に

所
を
得
し
め
る
」
あ
り
方
を
指
す
と
す
る
、
明
確
な
主
張
に
集
約
さ
れ
る
も
の

だ
っ
た
。

　

波
多
野
が
本
書
の
い
か
な
る
箇
所
に
「
深
き
興
味
と
感
激
と
を
も
つ
」
た
の
か
、

右
の
一
節
だ
け
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
手
紙
が
、
著
者
へ
の
礼
状
で

あ
る
こ
と
も
、
割
り
引
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
の
書
簡
で

も
本
書
に
ふ
れ
て
、「
非
常
に
傑
出
し
た
あ
ら
ゆ
る
長
処
を
そ
な
へ
た
名
著
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
、「
は
つ
き
り
し
た
信
念
に
よ
つ
て
貫
か
れ
」
て
い
る
点
を
評
価
し
て

い
る
こ
と
か
ら
鑑
み 
て 
、「
人
倫
の
道
」
へ
の
「
は
つ
き
り
し
た
信
念
に
よ
つ
て
貫

（

）

か
れ
」
た
和
辻
『
倫
理
学
』
中
巻
を
、
戦
時
下
の
波
多
野
が
、「
深
き
興
味
と
感
激

と
を
も
つ
て
読
ん
」
で
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
波
多
野
は
眼
前
に
展
開
す
る
戦
争
を
、
そ
れ
こ
そ
、
天
皇
に

対
す
る
「
滅
私
奉
公
」「
義
勇
奉
公
」
を
行
う
場
な
ど
と
し
て
、
肯
定
す
る
文
章
は

遺
さ
な
か
っ
た
。
戦
時
中
の
波
多
野
の
心
情
は
、
次
の
よ
う
な
書
簡
に
こ
そ
、
典

型
的
に
表
れ
て
い
る
。

　

今
の
若
い
人
は
わ
れ
柿
鈎
の
や
う
に
い
ろ
柿
鈎
と
反
省
な
ど
は
せ
ず
に
、

い
は
ゞ
「
言
挙
げ
」
せ
ず
に
、
ま
つ
し
ぐ
ら
に
時
局
の
真
只
中
に
突
入
し

て
行
く
や
う
で
す
。
や
つ
ぱ
り
戦
争
を
や
る
に
は
こ
れ
で
な
く
て
は
い
け

な
い
の
で
す
。
し
か
し
戦
後
に
は
き
つ
と
戦
争
に
関
す
る
反
省
が
強
く
盛
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に
湧
き
起
る
で
せ
う
。
私
に
は
こ
ん
ど
の
や
う
に
関
係
諸
国
が
戦
争
を
あ

た
り
ま
へ
の
事
柄
と
あ
た
ま
か
ら
認
め
て
か
ゝ
り
、
国
際
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム

を
露
骨
に
肯
定
し
て
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
戦
争
は
、
近
時
に
は
め
づ
ら
し
い
や

う
に
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
戦
争
も
生
き
る
か
死
ぬ
る
か
の
最
後

の
決
定
を
促
す
や
う
な
苛
烈
さ
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
す
。
文
化
と
生
命

と
を
破
壊
す
る
戦
争
の
暴
威
を
痛
切
に
感
ぜ
し
む
る
、
こ
ん
ど
の
戦
争
ほ

ど
の
も
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
果
し
て
こ
れ

で
い
ゝ
で
せ
う
か
―
戦
争
の
現
実
の
中
に
没
頭
し
て
ゐ
る
間
は
、
こ
れ
は

禁
ぜ
ら
る
べ
き
問
ひ
で
す
が
、
戦
後
は
き
つ
と
思
慮
及
び
教
養
あ
る
人
々

の
心
と
頭
と
を
悩
ま
す
に
ち
が
ひ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
気
持
ち
を
私
は
禁

ず
る
こ
と
が
で
き
ま
せ 
ん 
。
（

）

　

公
に
さ
れ
た
文
章
の
み
な
ら
ず
、
書
簡
に
お
い
て
も
波
多
野
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
に
類
す
る
言
葉
は
、
一
切
見
ら
れ
な
い
。
右
の
手
紙
が
示

唆
す
る
ご
と
く
、
眼
前
の
戦
争
の
無
謀
さ
を
問
い
質
し
、
祖
国
の
将
来
を
憂
え
る

ト
ー
ン
が
強
く
う
か
が
え
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
な
い
。

　

た
だ
、
波
多
野
に
お
け
る
戦
争
否
定
の
根
拠
を
問
い
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
で
は
の
ま
な
ざ
し
が
、
い
さ
さ
か
乏
し
い
感
が
あ
る
。
右
の

文
で
い
う
な
ら
ば
、「
文
化
と
生
命
を
破
壊
す
る
戦
争
の
暴
威
」
と
い
う
一
言
が
示

唆
す
る
よ
う
に
、
波
多
野
に
お
い
て
戦
争
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
そ
の
張
り

詰
め
た
実
存
か
ら
否
ま
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
「
文
化
」
へ
の
関
心
・

そ
の
存
続
へ
の
危
惧
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
否
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
印
象
を
受
け

る
。
た
と
え
ば
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
崩
壊
の
知
ら
せ
を
受
け
た
便
り
で

も
、
そ
の
眼
は
、「
ド
イ
ツ
文
化
」
の
帰
趨
に
こ
そ
、
注
が
れ
て
い
る
の
が
興
味
深

い
。

　

か
ね
て
ひ
そ
か
に
恐
れ
た
事
、
予
期
し
た
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ド
イ

ツ
も
と
う
柿
鈎
仆
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
わ
れ
柿
鈎
に
と
つ
て
大
き
な
痛
恨

事
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
は
き
つ
と
ま
た
起
ち
上
る
に
ち
が
ひ

あ
り
ま
せ
ん
。
尤
も
そ
れ
は
文
化
の
方
向
精
神
の
方
向
に
お
い
て
で
あ
り

ま
せ
う
が
。
ナ
チ
ス
主
義
は
勢
力
を
失
ふ
で
せ
う
が
、
そ
れ
は
大
体
に
お

い
て
決
し
て
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ナ
チ
ズ
ム
は
ド
イ
ツ

の
国
民
精
神
を
鼓
舞
発
揚
し
た
功
績
は
た
し
か
に
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し

払
っ
た
代
償
も
可
な
り
高
価
だ
つ
た
の
で
す
。
か
の
ス
パ
ル
タ
式
の
軍
国

主
義
、
窮
屈
極
ま
る
統
制
主
義
画
一
主
義
は
天
才
や
独
創
心
を
萎
縮
せ
し

め
ま
し
た
。
あ
の
偏
狭
な
民
族
的
独
善
主
義
は
毛
嫌
ひ
し
た
猶
太
人
の
選

民
思
想
と
何
の
択
ぶ
所
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
御
用
哲
学
御
用
文
学
御
用
科

学
の
横
行
闊
歩
す
る
処
に
は
優
秀
な
独
創
的
文
化
の
育
つ
余
地
は
な
い
で

せ
う
。
か
う
考
へ
ま
す
と
他
山
の
石
と
い
ふ
感
じ
を
全
く
は
ら
ひ
の
ぞ
け

る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
か
と
存
じ
ま 
す 
。
（

）

　

右
の
書
簡
を
見
る
限
り
、
波
多
野
が
ナ
チ
ズ
ム
に
批
判
的
な
の
は
、
キ
リ
ス
ト

者
と
し
て
、
そ
の
擬
似
宗
教
性
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
も
、
そ
の
侵
略
主
義
が

許
せ
な
い
か
ら
で
も
な
い
。
彼
が
ナ
チ
ス
崩
壊
に
つ
き
、「
決
し
て
悲
し
む
べ
き

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
る
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
が
「
天
才
や
独
創
心
を
萎

縮
せ
し
」
め
、「
優
秀
な
独
創
的
文
化
の
育
つ
余
地
」
を
排
除
・
殲
滅
し
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
波
多
野
は
ナ
チ
ズ
ム
を
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
と
い
う
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よ
り
も
、「
思
慮
及
び
教
養
あ
る
人
々
」
の
一
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

顧
み
て
、
波
多
野
が
和
辻
の
『
倫
理
学
』
中
巻
を
褒
め
た
の
も
、
ま
さ
に
「
わ

が
国
の
文
化
の
将
来
を
お
も
つ
て
心
か
ら
の
よ
ろ
こ
び
を
禁
じ
得
」
な
か
っ
た
か

ら
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
波
多
野
は
、
こ
こ
で
も
「
思
慮
及
び
教
養
あ
る
人
々
」
の

一
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
、「
文
化
」
へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
、
和
辻
の
著
作
を
讃

え
た
の
で
あ
る
。

　

戦
争
を
は
じ
め
、
現
実
に
向
き
合
う
際
の
、
波
多
野
の
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
、

波
多
野
研
究
を
志
す
も
の
に
、
ひ
と
つ
の
論
点
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
事
実
、
敗
戦
後
十
年
を
経
た
昭
和
三
十
年
、「
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」

を
考
え
る
座
談
で
は
、
波
多
野
に
近
い
人
々
か
ら
も
、
既
に
こ
ん
な
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
の
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。「
ど
う
も
波
多
野
先
生
の
眼
中
に
は
、
日

本
の
現
実
よ
り
も
海
外
の
学
会
の
あ
る
サ
ー
ク
ル
の
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
高
踏

的
な
態
度
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
」「
も
し
波
多
野
先
生
が
、
西

田
先
生
や
田
辺
先
生
と
同
じ
よ
う
に
、
現
代
の
精
神
的
境
位
に
立
た
れ
て
、
あ
の

深
い
学
殖
と
強
靭
な
思
索
力
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
現
代
の
問
題

と
対
決
し
て
下
さ
っ
た
ら 
」 
（

）

　

こ
の
指
摘
は
、
波
多
野
逝
去
か
ら
五
年
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
謦

咳
に
接
し
え
た
人
の
率
直
な
見
方
と
し
て
、
傾
聴
に
値
す
る
。
爾
来
、
五
十
年
を

閲
し
た
今
日
、
こ
の
発
言
を
知
る
人
も
、
少
な
く
な
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
し
か

し
、
右
記
の
指
摘
は
、
波
多
野
研
究
に
携
わ
る
者
の
み
な
ら
ず
、
日
本
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
史
に
関
心
を
有
す
る
者
が
、
等
し
く
負
う
べ
き
重
要
な
問
い
か
け
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
に
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

［
３　

敗
戦
を
め
ぐ
る
真
情 
―
明
治
の
栄
光
―
］

　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、「
終
戦
」
を
告
げ
る
昭
和
天
皇
の
肉
声
を
、
波

多
野
も
ま
た
聴
い
て
い
た
。
眼
前
の
戦
争
を
、「
文
化
と
生
命
と
を
破
壊
す
る
戦

争
の
暴
威
を
痛
切
に
感
ぜ
し
む
る
、
こ
ん
ど
の
戦
争
ほ
ど
の
も
の
は
こ
れ
ま
で
に

な
か
つ
た
」
と
痛
嘆
し
た
波
多
野
は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
「
玉
音
放
送
」
に
、

心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
事
実
、
彼
は
放
送
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
次
の

よ
う
な
趣
旨
の
手
紙
を
、
し
た
た
め
て
い
る
。

　

拝
啓　

本
日
正
午
、
ラ
ヂ
オ
に
よ
つ
て
陛
下
の
玉
音
を
拝
し
、
感
激
措

く
所
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
英
断
、
何
と
い
ふ
あ
り
が
た
さ
か
た
じ

け
な
さ
で
せ
う
。
不
完
全
な
ラ
ヂ
オ
の
前
に
聴
き
落
さ
じ
と
延
び
上
つ
て

耳
を
傾
け
な
が
ら
、
私
は
思
は
ず
感
涙
に
咽
び
ま
し
た
。
こ
れ
で
わ
が
国

わ
が
国
民
わ
が
文
化
は
破
壊
よ
り
救
は
れ
ま
し
た
。
…
尤
も
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
困
難
が
わ
れ
柿
鈎
の
行
く
へ
を
遮
り
現
は
れ
る
で
せ
う
か
。
し
か
し

ど
ん
な
困
難
で
も
そ
れ
を
克
服
し
得
べ
き
途
は
開
か
れ
、
復
興
と
発
展
と

の
望
み
は
わ
れ
柿
鈎
の
進
路
を
照
し
て
を
り
ま
す
。
御
持
論
通
り
、
国
体

と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神
と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
、
わ

が
国
の
文
化
の
建
設
は
、
わ
れ
柿
鈎
の
た
ふ
と
き
、
よ
ろ
こ
び
に
充
ち
た

る
、
新
し
き
任
務
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 
ん 
（

）

　
『
宗
教
哲
学
』、『
時
と
永
遠
』
の
著
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
・
波
多
野
の
イ
メ
ー
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ジ
か
ら
す
る
と
、「
陛
下
の
玉
音
を
拝
し
、
感
激
措
く
所
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ご
英
断
、
何
と
い
ふ
あ
り
が
た
さ
か
た
じ
け
な
さ
で
せ
う
」
と
天
皇
へ
の
思
い
を

告
白
し
、
さ
ら
に
戦
後
日
本
の
使
命
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
「
国
体
と
歴
史
と
に

基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神
と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
、
わ
が
国
の
文
化
の
建
設
」

だ
と
言
い
切
る
姿
勢
な
ど
、「
意
外
」の
念
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
波
多
野
の
書
簡
は
、
お
お
よ
そ
、
こ
う
し
た
「
告
白
」

で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
彼
が
か
ね
て
よ
り
、「
国
体
」
を
重
視
し
て
い
た
こ

と
は
、
戦
局
も
押
し
迫
っ
た
八
月
十
二
日
、「
一
億
玉
砕
な
ど
と
い
ふ
こ
け
お
ど
し

の
声
も
以
前
よ
り
聞
え
て
を
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
事
で
、
国
民
を

も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
体
を
も
犠
牲
に
し
て
さ
ゝ
や
か
な
名
誉
欲
を
満
足
さ
せ
よ

う
と
す
る
自
暴
自
棄
の
声
で
な
く
て
何
で
せ
う 
か 
。」と
強
い
調
子
で
書
い
て
い
る

（

）

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
聖
断
」
や
「
国
体
」
へ
の
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は
、
キ
リ
ス
ト
者
・

波
多
野
に
お
い
て
、
何
ら
「
矛
盾
」
す
る
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
波
多
野
を
し
て
右
の
よ
う
な
吐
露
を
な
さ
し
め
た
の

は
、
そ
の
若
き
日
の
時
代
経
験
、
こ
と
に
、「
自
由
」
の
時
代
と
し
て
の
、「
明
治
」

へ
の
確
信
だ
っ
た
。

　

物
に
は
裏
も
あ
り
又
弊
も
伴
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
な
ど
の
や
う
に

若
い
時
か
ら
自
由
主
義
の
う
ち
に
呼
吸
し
て
来
た
も
の
に
は
、
日
清
戦
争

以
来
の
新
領
土
は
無
く
な
つ
て
も
、
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義

の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理
想
が
復
活
す
る
で
あ

ら
う
こ
と
は
、
又
と
な
き
よ
ろ
こ
び
な
の
で
す
。
私
は
こ
ん
ど
の
あ
り
が

た
き
御
詔
書
に
お
い
て
、
総
理
大
臣
の
宮
の
国
民
に
告
げ
ら
れ
た
御
言
葉

に
お
い
て
、
明
か
に
そ
の
曙
光
を
認
め
う
る
や
う
な
気
が
致
し
ま 
す 
。
（

）

　

波
多
野
の
な
か
で
「
明
治
」
と
は
、「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩

沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
」、
恵
ま
れ
た
時
代
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
。
実
は
最
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
何
気
な
く
言
わ
れ
た
こ
の
言
葉
に
は
、「
国

体
の
精
神
」
が
支
配
す
る
世
俗
領
域
と
、
信
仰
生
活
の
領
域
と
を
、
別
個
に
捉
え

て
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
、
い
わ
ば
二
元
論
的
な
思
考
が
か
い
ま
み
え
る
。
し
か

し
、
波
多
野
の
実
感
に
即
し
て
い
え
ば
、「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
」
キ
リ
ス
ト

者
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
し
て
や
「
思
慮
及
び
教
養
あ
る
人
々
」
の
一
人
で
あ
る
こ

と
は
、
互
い
に
「
衝
突
」
す
る
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
何
ら
問
題
な
く
統
一
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、「
明
治
時
代
の
理
想
」

の
ゆ
え
と
自
負
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

然
ら
ば
、
か
く
も
恵
ま
れ
た
時
代
を
す
ご
し
た
祖
国
日
本
は
、
な
に
ゆ
え
「
自

由
主
義
」
を
圧
殺
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
生
き
る
か
死
ぬ
る
か
の
最
後
の
決
定
を
促

す
や
う
な
苛
烈
さ
を
示
」
す
戦
争
に
突
入
し
、
つ
い
に
「
文
化
と
生
命
と
を
破
壊

す
る
」
に
至
っ
た
の
か
。
波
多
野
に
お
い
て
そ
の
訳
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
明
治

時
代
の
理
想
」に
内
在
す
る
も
の
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
「
戦
争
理
解
」
が
示
唆
に
富
む
。

　

御
詔
書
に
よ
つ
て
、
多
数
の
国
民
は
指
導
者
た
ち
が
彼
等
に
強
い
た
無

知
と
自
惚
の
夢
よ
り
さ
ま
さ
れ
真
の
自
覚
へ
と
向
ふ
べ
き
機
会
を
与
へ
ら

れ
た
も
の
だ
と
私
は
信
じ
ま 
す 
。
（

）
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陸
軍
軍
閥
が
国
体
護
持
と
か
皇
室
中
心
な
ど
と
呼
ん
で
ゐ
る
も
の
の
う

ち
に
は
、
自
己
の
階
級
の
特
権
利
益
等
の
支
持
者
と
し
て
皇
室
又
は
国
家

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
甚
だ
危
険
な
、
乃
至
不
敬
な
要
素
が
多
分
に
含
ま

れ
て
ゐ
る
事
が
明
か
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
ん
ど
の
戦
争
終
結
に
よ
つ
て
軍

閥
と
い
ふ
特
権
階
級
が
姿
を
消
す
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
私
の
衷
心
よ
り
の

よ
ろ
こ
び
を
禁
じ
難
い
所
で
あ
り
ま 
 す

。

　

私
は
ず
つ
と
以
前
か
ら
、
日
本
が
武
力
主
義
を
と
つ
た
こ
と
は
、
根
本

的
の
誤
り
で
、
何
と
弁
護
し
よ
う
と
支
那
事
変
は
事
実
上
侵
略
で
あ
る
と

信
じ
て
を
り
ま
し
た
。
又
大
東
亜
戦
争
も
、
根
本
に
お
い
て
は
、
軍
人
や

指
導
者
た
ち
、
並
び
に
彼
ら
に
誤
り
引
摺
ら
れ
た
国
民
の
、
無
知
自
惚
の

夢
よ
り
起
つ
た
の
だ
と
信
じ
て
を
り
ま
し
た
。
戦
争
が
終
り
、
正
真
正
味

の
敗
戦
と
き
ま
り
、
今
ま
で
秘
密
に
さ
れ
て
ゐ
た
事
情
も
一
部
分
は
は
つ

き
り
と
公
表
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
ま
す
ゝ
そ
の
感
を
深
く
致
し
ま 
 す

。

　

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
波
多
野
は
戦
争
の
要
因
を
、
い
さ
さ
か
シ
ン
プ
ル

な
二
項
対
立
図
式
と
し
て
把
握
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
戦
争
は
「
陸
軍
軍
閥
」

と
い
っ
た
人
々
が
、
波
多
野
の
享
受
し
て
き
た
「
理
想
」、
す
な
わ
ち
「
国
体
の
精

神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理

想
」
を
退
け
て
、「
武
力
主
義
を
と
」
る
な
か
で
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
一

方
、
天
皇
も
含
め
「
多
数
の
国
民
」
は
、
彼
ら
に
「
無
知
と
自
惚
の
夢
」
を
強
い

ら
れ
て
、「
誤
り
引
き
摺
ら
れ
」
て
き
た
、
文
字
通
り
の
「
被
害
者
」
だ
と
の
図
式

で
あ
っ
た
。
波
多
野
は
「
昭
和
の
戦
争
」
を
、「
明
治
の
理
想
」
を
体
験
し
え
た
者

（　

）
１０

（　

）
１１

の
立
場
か
ら
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た

　

こ
う
し
た
対
立
図
式
に
基
づ
い
て
、
か
の
戦
争
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
敗
戦
は
、

「
明
治
時
代
の
理
想
」
を
蔑
し
た
面
々
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て

「
明
治
時
代
の
理
想
」
が
建
て
ら
れ
る
た
め
の
「
好
機
到
来
」
と
期
待
さ
れ
る
の
は

必
然
だ
っ
た
。
事
実
、
波
多
野
は
戦
後
日
本
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
、「
明
治
時

代
の
理
想
」
の
「
復
活
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

記
者
団
と
の
会
見
に
お
け
る
、
首
相
の
宮
殿
下
の
御
答
へ
は
、
今
ま
で

の
御
座
な
り
の
声
明
な
ど
と
雲
泥
の
ち
が
ひ
で
新
内
閣
の
為
政
の
方
針
、

従
つ
て
今
後
の
国
是
を
大
膽
率
直
に
明
瞭
に
力
強
く
開
陳
し
た
も
の
と
し

て
、
深
き
感
銘
を
も
つ
て
読
み
ま
し
た
。
殊
に
圧
迫
に
対
し
て
自
由
を
、

武
力
主
義
に
対
し
て
文
化
主
義
を
、
侵
害
主
義
に
対
し
て
平
和
強
調
主
義

を
、
新
し
き
日
本
の
理
想
と
し
て
掲
げ
た
点
は
、
衷
心
よ
り
の
感
激
と
満

腔
の
尊
敬
と
を
喚
び
起
こ
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
ど
も
の
や
う
に

明
治
時
代
に
育
つ
た
も
の
は
、
そ
の
真
の
精
神
そ
の
深
き
魂
が
、
新
し
き

時
代
を
導
く
べ
き
炬
火
と
な
つ
て
国
民
の
行
く
手
を
照
さ
う
と
し
て
ゐ
る

の
を
見
て
、
な
つ
か
し
さ
う
れ
し
さ
で
胸
一
杯
に
な
り
ま
す
。
私
は
以
前

よ
り
日
本
は
明
治
時
代
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
し
て
を
り
ま
し

た
。
最
近
に
は
領
土
な
ど
は
擲
つ
て
明
治
時
代
の
昔
に
返
り
謙
虚
と
聡
明

と
の
精
神
を
も
つ
て
裸
一
貫
よ
り
出
直
ほ
す
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
、
東
京

の
某
氏
と
文
通
に
よ
つ
て
肝
胆
相
照
ら
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま 
 す

。

　

こ
こ
で
波
多
野
が
賞
賛
す
る
、「
首
相
の
宮
殿
下
」
の
「
御
答
へ
」
と
は
、
東
久

邇
宮
稔
彦
首
相
が
、
米
軍
上
陸
の
八
月
二
十
八
日
、
記
者
団
を
前
に
行
っ
た
会
見

（　

）
１２
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の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
一
億
総
懺
悔
」
論
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
右
の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
波
多
野
は
こ
の
点
に
重
き
を
置

い
た
読
み
方
は
、
全
く
し
て
い
な
い
。
手
紙
は
、
会
見
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
八

月
三
十
日
の
翌
日
に
、
さ
っ
そ
く
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
、
読
後
、
波
多
野
が
受

け
た
感
銘
の
大
き
さ
を
、
照
射
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

波
多
野
の
こ
う
し
た
読
み
方
自
体
、
興
味
深
い
論
点
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
波
多
野
が
文
中
、「
圧
迫
に
対
し
て
自
由
を
、
武
力
主
義

に
対
し
て
文
化
主
義
を
、
侵
害
主
義
に
対
し
て
平
和
協
調
主
義
を
、
新
し
き
日
本

の
理
想
と
し
て
掲
げ
」
て
進
み
ゆ
く
こ
と
を
、
戦
後
日
本
が
、
よ
う
や
く
手
に
す

る
こ
と
を
得
た
、
新
し
い
針
路
と
し
て
で
な
く
、「
明
治
時
代
の
昔
に
返
」
る
こ
と

と
し
て
、
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
き
良
き
時
代
」
へ
の
「
郷
愁
」
に
基
づ
い
た
、

「
復
古
志
向
」
な
ど
で
は
毛
頭
な
い
。「
圧
迫
に
対
し
て
自
由
を
、
武
力
主
義
に
対

し
て
文
化
主
義
を
、
侵
害
主
義
に
対
し
て
平
和
協
調
主
義
を
掲
げ
」
る
こ
と
が
、

「
明
治
時
代
の
理
想
」
と
同
義
に
解
さ
れ
て
い
る
事
実
が
証
し
す
る
よ
う
に
、
波
多

野
に
と
っ
て
「
明
治
時
代
の
理
想
」
と
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え
出
で
た
、
普
遍

的
な
国
家
理
想
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
「
明
治
時
代
の
昔
に
返
」

る
と
は
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
賭
け
て
求
め
続
け
た
、
普
遍
的
な
も
の
、
理
想
的
な

も
の
の
再
確
立
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。

　

右
記
の
手
紙
が
し
た
た
め
ら
れ
た
、
翌
々
日
の
九
月
二
日
、
東
京
湾
に
停
泊
中

の
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
号
船
上
で
、
降
伏
文
書
の
調
印
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
日
本
の

敗
戦
、
確
定
の
時
で
あ
る
。「
日
清
戦
争
以
来
の
新
領
土
」
獲
得
の
歴
史
を
生
き
て

き
た
、「
明
治
人
」
波
多
野
に
と
っ
て
、
こ
の
日
は
、
人
間
的
に
は
、「
悲
痛
」
な

思
い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
玉
音
放
送
」
一
週
間
に
し
て
、
す
で
に
「
日
清
戦
争
以
来
の
新
領
土

は
無
く
な
つ
て
も
、
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理
想
が
復
活
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
又
と
な
き
よ
ろ

こ
び
な
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
た
波
多
野
は
、
こ
の
未
曾
有
の
事
態
に
臨
ん
で
も
、

た
じ
ろ
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
明
治
人
」
波
多
野
は
、
来
る
べ
き
日
本
に
、「
日

清
戦
争
以
来
の
新
領
土
」
以
上
の
世
界
、「
国
体
と
歴
史
と
に
基
ゐ
を
据
ゑ
、
精
神

と
道
義
と
に
生
命
の
中
心
を
置
く
」、
い
わ
ば
真
の
「
明
治
の
栄
光
」
を
か
い
ま
み

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

降
伏
文
書
調
印
か
ら
三
日
後
の
九
月
五
日
、
波
多
野
が
さ
っ
そ
く
も
の
し
た
書

簡
に
は
、
戦
後
日
本
に
託
さ
れ
た
、
彼
の
希
望
が
率
直
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

筆
致
は
、『
全
集
』巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
厳
格
な
風
貌
と
精
緻
な
学
術
論
文
か
ら
は
、

想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
素
朴
で
飾
ら
ず
、
明
る
さ
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
。

　

総
理
大
臣
の
宮
殿
下
の
記
者
団
へ
の
御
答
へ
を
読
ん
で
、
そ
の
率
直
な

誠
実
な
態
度
に
い
た
く
打
た
れ
ま
し
た
。
将
来
の
国
是
と
し
て
自
由
、
平

和
、
文
化
の
三
つ
の
理
念
を
高
く
掲
げ
て
ゐ
る
点
に
は
、
満
腔
の
共
鳴
と

感
激
と
感
謝
と
を
覚
え
ま
し
た
。
こ
れ
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

こ
そ
わ
が
国
が
新
し
く
又
永
遠
に
生
き
得
る
所
以
で
あ
り
ま
せ
う
。
全
体

主
義
や
武
力
主
義
で
心
が
ゆ
が
ん
で
育
て
上
げ
ら
れ
た
今
時
の
若
い
人
た

ち
は
、
明
治
の
御
世
の
新
鮮
な
空
気
を
無
邪
気
に
吸
つ
た
わ
れ
ゝ
老
人
の

や
う
に
無
邪
気
な
感
激
を
感
じ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
…
か
う
い
ふ
理
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念
が
国
民
の
進
み
行
く
道
の
行
手
を
照
す
炬
火
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
事
そ

の
事
だ
け
で
も
、
大
変
な
変
革
で
す
。
実
に
う
れ
し
い
事
で
す
。
そ
れ
に

つ
け
て
も
、
私
は
長
生
き
が
し
た
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
も
う
年
老
い
、

精
力
は
殆
ど
使
ひ
尽
し
て
、
新
し
き
時
代
の
建
設
に
何
の
新
し
き
貢
献
を

も
な
し
得
ぬ
で
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
新
し
き
世
界
の
希
望

の
曙
光
を
身
に
浴
び
る
ま
で
、
こ
の
世
に
留
ま
る
を
許
し
て
い
た
だ
け
る

な
ら
ば
、
何
と
い
ふ
幸
福
で
あ
り
ま
せ 
 う

。

　

想
え
ば
波
多
野
は
、
敗
戦
後
間
も
な
い
書
簡
の
な
か
で
、「
新
し
き
任
務
」「
新

し
き
生
」
そ
し
て
「
新
し
き
御
世
の
新
し
き
光
」
等
々
、
戦
後
日
本
を
「
新
し
き
」

と
い
う
言
葉
で
形
容
し
、
ま
た
そ
こ
に
、「
光
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
や

ま
な
か
っ
た
。
波
多
野
に
と
っ
て
敗
戦
は
、
こ
の
「
光
」
を
覆
い
隠
し
て
き
た

「
全
体
主
義
や
武
力
主
義
」
が
一
掃
さ
れ
る
な
か
、「
自
由
、
平
和
、
文
化
の
三
つ

の
理
念
を
高
く
掲
げ
」
た
「
明
治
時
代
の
理
想
」
が
、「
国
民
の
進
み
行
く
道
の
行

手
を
照
す
炬
火
」
と
な
る
と
い
う
、「
希
望
の
曙
光
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

［
４　

お
わ
り
に　

―「
オ
ー
ル
ド
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
の
波
多
野
］

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
上
、
類
稀
な
業
績
を
遺
し
た
波

多
野
精
一
そ
の
人
を
、「
時
代
」
を
生
き
た
一
人
の
思
想
家
と
し
て
、
よ
り
ト
ー
タ

ル
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す
契
機
を
探
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
従
来
の
波
多
野
研
究

で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
彼
の
社
会
認
識
・
時
代
認
識
に
肉
迫
す
べ
く
、
遺
さ
れ

（　

）
１３

た
書
簡
に
着
目
し
た
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
詳
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
波
多
野
は
決
し
て
現
実
に
無
関
心
で

は
な
か
っ
た
が
、
か
く
し
て
現
実
に
対
峙
す
る
波
多
野
の
基
幹
と
な
っ
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
自
覚
と
い
う
よ
り
も
、「
思
慮
及
び
教
養
あ
る
人
々
」
の
一

人
と
し
て
の
自
覚
、
な
か
ん
ず
く
、「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢

に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理
想
」
を
生
き
得
た
者
と
し
て
の
自
負

に
こ
そ
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
波
多
野
の
ま
な
ざ
し
を
、
い
か
に
捉
え
て
い
く
べ
き
か
、
そ
れ
は「
大

東
亜
戦
争
」
下
の
波
多
野
の
あ
り
方
を
考
慮
に
い
れ
た
、
主
要
著
作
の
再
読
と
も

ど
も
、
今
後
の
波
多
野
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
研
究
史
上

の
課
題
と
い
い
う
る
が
、
こ
の
点
を
議
論
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
波
多

野
よ
り
三
十
七
歳
年
下
に
な
る
、
丸
山
眞
男
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
丸

山
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
あ
る
座
談
に
お
い
て
、
津
田
左
右
吉
を
念
頭
に
置
き
つ

つ
、
次
の
よ
う
な
「
世
代
分
析
」
を
述
べ
て
い
る
。

　

あ
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
日
本
を
後
の
奴
が
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
と
、
そ
ん
な
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な
る
よ
う
な
「
素

晴
ら
し
さ
」
は
も
う
真
っ
平
御
免
だ
と
い
う
感
じ
と
の
間
に
は
大
分
ズ
レ

が
あ
り
、
そ
れ
が
学
問
の
世
界
で
も
、
例
え
ば
老
大
家
と
若
い
歴
史
家
と

の
間
の
問
題
意
識
の
ち
が
い
と
し
て
現
れ
て
き
て
い 
 る

。

　

本
稿
で
見
て
き
た
波
多
野
の
ま
な
ざ
し
は
、
丸
山
の
こ
の
著
名
な
指
摘
そ
の
ま

ま
に
、「
老
大
家
」
津
田
左
右
吉
ら
に
も
相
通
ず
る
、
典
型
的
な
「
オ
ー
ル
ド
リ
ベ

ラ
リ
ス
ト
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
丸
山
は
右
の
発
言
に
続
け
、「
昭
和
に
な
っ
て
急
に

（　

）
１４
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横
合
か
ら
軍
部
と
い
う
乱
暴
者
が
出
て
き
て
せ
っ
か
く
の
先
代
の
苦
心
の
経
営
を

台
な
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
風
に
理
解
せ
ず
に
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
明
治

時
代
に
内
在
し
て
い
た
契
機
の
顕
在
化
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」「
日
本
の

興
隆
と
没
落
、
成
功
と
過
誤
と
を
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
行
く

こ
と
が
必 
 要

」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
波
多
野
は
ま
さ
に
、「
昭
和
に
な
っ
て

急
に
横
合
か
ら
軍
部
と
い
う
乱
暴
者
が
出
て
き
」
た
せ
い
で
、「
あ
ん
な
に
素
晴
ら

し
か
っ
た
日
本
」
が
「
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
」
な
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
従
っ
て
、「
日
本
」
が
「
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
」
な
っ
た
こ
と
を
「
明
治

時
代
に
内
在
し
て
い
た
契
機
の
顕
在
化
」
と
捉
え
る
見
方
に
は
、
到
底
、
与
し
え

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
彼
我
の
見
方
の
「
正
否
」
を
検
討
す
る
こ
と
は
試
み
な
い
が
、
た
だ
、

丸
山
の
指
摘
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
あ
え
て
論
点
を
提
出
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、

先
に
質
し
た
波
多
野
の
言
葉
「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩
沢
に
浴

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
明
治
時
代
の
理
想
」、
こ
の
表
現
が
、
看
過
し
得
な
い
問
題

性
を
胚
胎
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

波
多
野
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
が
「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自
由
主
義
の
恩

沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
」
の
は
、
そ
の
、「
恩
沢
」
な
ら
び
に
「
許
さ
れ

た
」
と
い
う
表
現
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
明
治
時
代
の
理
想
」
の
、
い
わ
ば
賜
物

と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
波
多
野
が
「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
自

由
主
義
の
恩
沢
に
浴
」
し
え
た
の
は
、
そ
れ
を
「
明
治
時
代
」
が
「
許
」
し
た
が

ゆ
え
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
波
多
野
そ
の
人
が
、
み
ず
か
ら
の
信
仰
と
異
質
な

い
し
対
極
の
精
神
を
「
戴
き
つ
ゝ
」
行
く
こ
と
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
か
ら
、
言

（　

）
１５

い
換
え
れ
ば
波
多
野
に
お
い
て
、
そ
の
信
仰
と
現
実
と
の
緊
張
関
係
が
希
薄
で

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
見
直
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
国
体
の
精
神
を
戴
き
つ
ゝ
」
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
「
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
た
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
両
者
が
何
の
緊
張
感
も
、
あ
る
い
は
内
面
的
な

結
び
つ
き
も
持
つ
こ
と
な
く
、
単
に
並
列
・
同
居
し
て
い
る
精
神
の
あ
り
方
が
表

れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
「
言
い
す
ぎ
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
右
記
の
発
言
に
は
、
た
と
え
ば
「
国
家
の
理
想
」
を
説
い
て
現
実
国
家
の
混
迷

を
撃
っ
た
矢
内
原
忠
雄
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
に
徹
す
る
こ
と
で
、
田
辺
元
の
国

家
論
を
問
い
質
し
た
南
原
繁
ら
の
よ
う
に
、
信
仰
と
い
う
超
越
的
批
判
原
理
に

よ
っ
て
現
実
を
相
対
化
せ
ん
と
す
る
、
超
越
的
普
遍
者
に
と
ら
わ
れ
た
者
な
ら
で

は
実
存
的
緊
張
は
、
残
念
な
が
ら
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
書
簡
の
な
か
に
は
、
戦
後
の
労
働
運
動
や
米
軍
へ
言
及
等
、
考

究
に
値
す
る
興
味
深
い
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
、
戦
後
の
波
多
野
に
お
け
る
可

能
性
に
も
、
当
然
な
が
ら
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
諸
点
に
関
し

て
は
、
別
稿
に
て
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
１
）
和
辻
哲
郎
宛　

昭
和
十
七
年
八
月
十
八
日　
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
六
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九
［
以
下
、
本
巻
か
ら
の
引
用
は
、『
波
多
野
』
と
略

記
］
一
七
三
～
一
七
四
頁
。

（
２
）
い
ず
れ
も
松
村
克
巳
宛　

昭
和
十
七
年
八
月
二
十
一
日　
『
波
多
野
』
二
六

四
頁
。
な
お
戦
時
中
の
松
村
の
言
動
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
宮
田
光
雄
『
権
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威
と
服
従　

近
代
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
書
十
三
章
』
新
教
出
版
社
、
二
〇

〇
三
、
一
六
六
～
一
七
三
頁
を
参
照
。

（
３
）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
年
六
月
二
十
八
日
、『
波
多
野
』、
三
四
九
頁
。

（
４
）
佐
藤
洽
六
宛　

昭
和
二
十
年
五
月
三
十
日
、『
波
多
野
』
四
一
九
頁
。

（
５
）
い
ず
れ
も
久
山
康
の
発
言　

久
山
康
編
『
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
』
創
文

社
、
昭
和
三
十
一
年
、
二
九
九
～
三
〇
〇
）。

（
６
）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日　
『
波
多
野
』
三
五
七
頁
。

（
７
）
村
岡
典
嗣
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
十
二
日　
『
波
多
野
』
一
〇
四
頁
。

（
８
）
石
原
謙
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
三
日　
『
波
多
野
』　

二
四
九
頁
。

（
９
）
松
村
克
己
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
五
日　
『
波
多
野
』
二
八
二
頁
。

（　

）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
年
九
月
一
日　
『
波
多
野
』
三
五
九
頁
。

１０
（　

）
香
川
鉄
蔵
宛　

昭
和
二
十
年
九
月
十
一
日　
『
波
多
野
』
三
六
〇
頁
。

１１
（　

）
松
村
克
己
宛　

昭
和
二
十
年
八
月
三
十
一
日　
『
波
多
野
』
二
八
三
頁
。

１２
（　

）
石
原
謙
宛　

昭
和
二
十
年
九
月
五
日　
『
波
多
野
』　

二
五
一
頁
。

１３
（　

）
丸
山
眞
男
「
座
談
会　

日
本
の
運
命
―
興
廃
の
岐
路
」　
『
世
界
』
昭
和
二
十

１４

五
年
三
月
号　
［『
丸
山
眞
男
座
談
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
二

三
八
頁
］

（　

）
い
ず
れ
も
丸
山
、
同
右
、
二
四
〇
頁

１５
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Seiichi Hatano and Defeat of Pacific Wars

Susumu MURAMATSU

　This study focuses on letters of the well-known theologian Seiichi Hatano from around 1945 that 

clarify his perception of society and of the times.  It becomes clear through this study that one side of 

Hatano was that of an “old liberalist” who had great pride in the Meiji era.

 
Key words:　Seiichi Hatano, the Meiji era, the old liberalist, Christianity
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