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本
日
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
多
く
の
も
の
が
、
長
く
敬
愛
し
て
来
ま
し
た
こ
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け

る
、
最
も
高
い
精
神
生
活
を
代
表
せ
ら
れ
る
皆
さ
ん
方
に
接
し
得
ら
れ
ま
し
た
事
は
、
深
く
私
の
光
栄
と

す
る
所
で
あ
り
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
こ
こ
五
十
年
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
優
れ
た
物
的
、
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
智

的
方
法
を
学
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
技
術
的
操
作
が
常
に
あ
る
一
点
の
飽
和
点
に
達
す
る
と
き
、
不

思
議
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
理
智
に
対
し
て
、
沈
黙
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
て
、
こ
の
沈
黙
の
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
代
っ
て
、
漸
次
に
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
侵
入
し
て
来
た
も
の
は
、

ロ
シ
ア
の
愛
の
精
神
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
作
用
の
行
わ
れ
た
歴
史
は
、
こ
こ
三
十
年
の
間
に
、
私
の
知
り
得
ら
れ
る
限
り
、
三
度
の
繰
り
返

し
を
行
い
ま
し
た
。
最
初
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
が

這
入
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
、
ゾ
ラ
と
フ
ロ
オ
ベ
ル
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
と

バ
ル
ザ
ッ
ク
が
這
入
っ
て
来
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
侵
入
が
終
る
や
、
再
び
ロ
シ
ア
か
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
、

ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
、
チ
ェ
ホ
フ
が
復
活
し
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ロ
シ
ア
時
代
も
ま
た
過
ぎ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
近
ご
ろ
、
最
も
日
本
文
学
の
胸
中
に
浸
み
入
っ
た
の
は
、
ア
ン
ド
レ
・
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ジ
イ
ド
氏
と
プ
ル
ー
ス
ト
と
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
氏
と
で
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
女
中
で
さ
え
も
、

ジ
イ
ド
氏
の
作
品
を
探
し
求
め
て
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
入
院
し
て
い
た
病
院
の
看
護
婦
は
、

廊
下
を
歩
き
な
が
ら
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
氏
の
話
を
し
て
い
た
の
を
私
は
聞
い
た
こ
と
さ
え
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
、
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
の
交
互
移
入
の
間
に
、
絶
え
ず
黙
々
と
続
い
て
い

る
日
本
本
来
の
伝
統
的
文
学
は
、
あ
た
か
も
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
氏
の
、
か
の
無
の
科
学
的
探
求
を
、

無
の
詠
歎
に
置
き
換
え
た
が
ご
と
き
思
想
と
、
美
の
追
求
と
を
以
っ
て
、
終
始
一
貫
、
何
ら
の
主
張
を
開

始
す
る
こ
と
な
く
、
今
に
到
っ
て
も
な
お
力
強
い
呼
吸
を
つ
づ
け
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
は
日
本
文
学
と
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
の
関
係
の
、
大
略
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
、
日
本
独
特
の

伝
統
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
の
精
神
を
了
解
せ
ら
れ
る
上
に
、
自
国
民
で
さ
え
困
難
を
感
じ
る
も
の
が
、
一

つ
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
い
か
な
る
政
治
上
の
運
動
に
も
、
い
か
な
る
生
活
の
転
換
に
於
て
も
、

ま
た
、
い
か
な
る
他
国
の
思
想
の
移
植
の
と
き
に
於
て
も
、
こ
の
不
思
議
な
、
不
明
瞭
な
、
し
か
も
、
無

類
に
誠
実
な
精
神
の
活
動
が
、
影
響
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
丁
度
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
戦
後
に
於
て
、

フ
ラ
ン
ス
国
民
の
、
な
す
べ
き
行
為
の
見
失
わ
れ
た
と
き
に
当
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
無
の
精
神
を
以
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
精
神
の
中
央
に
、
濛
々
と
巨
体
を
登
場
さ
せ
た
、
あ
の
必
然
的
な
文
化
現
象
が
、
当
時
何
人
に

も
理
解
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
日
本
に
於
て
も
、
国
民
の
思
考
力
が
、
自
身
の
行
動
を
見
失
う
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と
き
に
際
し
て
、
常
に
こ
の
無
の
精
神
が
、
地
上
に
下
る
雲
の
如
く
、
も
ろ
も
ろ
の
観
念
の
統
一
を
行
い

つ
つ
、
し
か
も
な
お
、
今
に
至
る
ま
で
、
一
般
に
は
了
解
さ
れ
難
い
働
き
を
す
る
思
想
で
あ
り
ま
す
。
い

か
な
る
国
民
の
中
に
も
、
自
国
民
の
理
解
し
難
い
一
点
を
、
常
に
神
は
与
え
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
触
れ
る
が
否
や
、
大
騒
動
が
勃
発
す
る
と
い
う
死
点
、
こ
の
危
機
に
今
や
日
本
は
面
し
て
お

り
ま
す
が
、
か
か
る
と
き
に
は
、
日
本
民
族
本
来
の
無
の
精
神
は
直
ち
に
実
行
を
見
出
し
、
外
国
人
が
常

に
日
本
人
に
対
し
て
抱
く
と
こ
ろ
の
、
か
の
腹
切
り
と
な
っ
て
、
生
命
を
無
に
し
て
後
悔
す
る
こ
と
も
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
氏
は
こ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
い
か
な
る
事
に
於
て
も
、
自
身

の
生
命
を
投
げ
出
す
こ
と
に
優
る
尊
い
も
の
は
な
い
と
。

　
こ
の
ジ
イ
ド
氏
の
思
想
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
続
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
理
智
の
敗
北
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

ま
た
は
、
勝
利
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
そ
れ
は
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
最
も
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
が
、
か
の
モ
ン
テ
ェ
ニ
ュ
の
代
表
す
る
死
の
回
避
の
智
的
な
フ
ラ
ン
ス
精
神
と
は
、
ひ
ど
く
違
っ
た
、

東
洋
的
な
無
の
思
想
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
も
、
そ
れ
は
死
の
問
題
の
み
に
関
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の

無
の
精
神
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
氏
の
思
想
と
同
様
、
生
の
問
題
に
関
し
て
も
、
行
動
に
於
て
、
思
想

に
於
て
、
自
然
に
返
る
作
用
を
力
強
く
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
精
神
は
、
ジ
イ
ド
氏
と
は
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反
対
に
、
最
も
原
始
的
に
、
自
然
を
解
釈
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
尊
し
と
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
こ

の
精
神
の
謙
虚
さ
は
、
直
ち
に
、
他
国
の
伝
統
の
長
所
を
も
直
感
す
る
才
能
の
訓
練
と
な
っ
て
、
新
し
い

思
想
の
建
設
も
ま
た
同
時
に
始
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
日
本
に
い
る
と
き
に
、
日
本
を
去
る
高
級
な
外
人
の
感
想
を
得
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
と
い
う

国
は
不
思
議
な
国
だ
。
西
洋
料
理
は
外
国
の
ど
の
国
の
一
流
料
理
と
伍
し
て
も
劣
ら
な
い
。
東
京
の
三
菱

街
も
各
国
の
一
流
の
市
街
と
匹
敵
し
て
い
る
。
僅
々
五
十
年
の
間
に
、
か
く
他
国
の
永
年
か
か
っ
て
為
し

上
げ
た
一
流
の
も
の
と
、
何
ら
遜
色
の
な
い
ま
で
に
、
登
り
上
る
と
い
う
精
神
力
を
考
え
る
と
、
不
思
議

な
感
じ
が
す
る
と
同
時
に
、
一
種
の
不
安
な
も
の
を
感
じ
る
、
と
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
外
人
の
感
想
は
鋭
敏
で
種
々
の
暗
示
を
含
ん
で
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
こ

の
外
人
の
直
感
が
正
し
く
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お
解
釈
に
於
て
足
ら
な
い
一
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
と
日
本
の
自
然
の
物
理
的
な
相
違
で
あ
り
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
は
、
互
に
国
を
接
し
て
お
り
ま
す
結
果
、
他
国
か
ら
の
侵
入
を
容
易
に
受
け
る
に

反
し
て
、
日
本
は
敵
国
の
侵
入
を
受
け
た
事
件
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
敵
国
の
侵
入
の
惨
苦
を
知
ら
ぬ

民
族
の
道
徳
と
い
う
も
の
は
、
家
族
を
本
位
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
、
英
国
の
ご
と
く
で
あ
り
ま
す
が
、

国
と
国
と
の
道
徳
に
あ
っ
て
は
、
近
づ
く
他
国
を
容
易
に
信
頼
す
る
。
純
粋
な
自
然
人
と
し
て
の
感
情
の
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豊
か
さ
を
失
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
こ
と
に
私
は
思
い
ま
す
が
、
日
本
人
が
純
粋
性
を
愛
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
国
よ
り
も
勝
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
美
徳
は
、
と
き
に
は
欠
点
と
な
っ
て
、
寛
大
と
自
由
を
失
う
恐
れ
さ
え
生
じ
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
し
か
し
、
ま
た
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
純
粋
さ
の
た
め
に
、
他
国
の
長
所
を
他
の
い
ず

れ
の
国
よ
り
も
公
平
に
、
自
由
に
眺
め
得
ら
れ
る
地
上
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
特
権
は
、
人
間
の
造
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
の
与
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
国
の
最
も
優
れ
た
長
所
が
、
他
国
の
長
所
と
伝
統
と
を
、
何
ら
の
後
悔
も
な
く
認
め
る
と
い
う
美
風

は
、
と
き
と
し
て
、
人
々
に
そ
の
国
土
の
伝
統
の
紛
失
を
示
す
こ
と
と
し
て
、
誤
解
を
与
え
ま
す
。

　
こ
の
誤
解
が
、
永
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
頭
に
浸
み
入
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
り
ま

す
が
、
な
お
一
層
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
日
本
の
特
長
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
地
震
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
恐
る
べ
き
、
地
上
の
恐
怖
の
中
で
、
何
も
の
よ
り
も
暴
力
を
用
い
る
地
震
の
災
厄
は
、
戦
争
以
上

の
文
化
の
破
壊
を
、
易
々
と
し
て
い
た
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は
、
敵
国
の
侵
入
に
代
っ
て
、
自
然

の
侵
入
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
震
の
災
厄
は
、
歴
史
に
現
れ
て
い
る
範
囲
で
は
、
二
百
六
十

回
の
多
数
に
の
ぼ
り
ま
す
。
一
回
の
地
震
の
度
毎
に
、
そ
れ
ま
で
営
々
と
し
て
築
い
た
国
民
の
文
化
と
伝
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統
は
、
一
朝
に
し
て
、
跡
形
も
な
く
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
直
ち
に
、
日
本
は
新
し
い
文
化
の
建
設
に
か

か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
常
に
、
旧
文
化
に
優
っ
た
新
文
化
の
創
造
を

始
め
る
た
め
に
、
他
国
の
文
化
の
最
も
長
所
を
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
の
中
に
移
植
し
ま
し
た
。

　
い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
、
一
世
代
に
一
度
は
来
る
特
種
な
国
民
の
鍛
錬
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
種
族
の

精
神
に
影
響
を
与
え
な
い
筈
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
災
厄
に
襲
わ
れ
る
度
毎
に
、
他

国
の
文
化
と
伝
統
の
長
所
を
見
抜
く
眼
識
や
、
そ
れ
を
吸
収
咀
嚼
す
る
才
能
に
、
ま
す
ま
す
光
り
を
加
え

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
他
国
の
文
化
の
吸
収
摂
取
の
加
わ
る
に
従
っ
て
、
智
識
あ
る
日
本
人
の

一
部
の
者
は
、
自
国
の
伝
統
の
尊
重
と
模
索
に
気
が
つ
き
始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
え
ず
伝
統
が
踏
み

砕
か
れ
る
島
国
の
中
で
、
伝
統
と
は
何
か
と
気
附
く
事
、
そ
れ
自
体
は
悲
劇
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日

本
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
こ
の
悲
劇
か
ら
始
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
他
国
の
文
化
を
受
け
入

れ
る
偏
見
な
き
精
神
と
、
そ
れ
ら
を
融
合
統
一
す
る
伝
来
の
無
の
精
神
と
は
何
ら
分
つ
べ
き
範
疇
と
必
要

を
持
た
ぬ
と
い
う
自
覚
。
　
　
こ
れ
が
近
代
日
本
の
、
諸
精
神
の
原
動
力
を
為
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
こ
の
度
、
当
地
に
来
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
想
像
以
上
に
老
熟
し
た
姿
に
驚
き
を
感
じ
ま
し
た
。

文
化
の
老
熟
と
は
、
自
然
を
変
形
す
る
技
術
の
進
歩
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
驚
く
べ
き
フ
ラ
ン
ス
の
技
術

は
、
同
時
に
思
想
上
に
於
け
る
技
術
の
進
歩
と
な
り
、
第
一
の
自
然
を
さ
ら
に
第
二
の
自
然
に
変
え
、
な
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お
一
層
複
雑
に
、
第
三
の
自
然
を
さ
え
造
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
や
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

於
て
は
、
も
早
や
、
方
法
そ
の
も
の
と
さ
え
な
っ
て
い
る
か
の
感
を
受
け
ま
す
が
、
し
か
し
、
日
本
に
於

き
ま
し
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
い
か
な
る
と
き
に
も
、
第
一
の
自
然
に
返
ら
ざ
る
限
り
、
力
を
失
う
文

化
の
若
さ
と
情
熱
と
を
、
伝
統
の
中
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
人
を
本
分
と
し
て
い
る
日
本
人
に
と
り
ま
し
て
、
興
味
あ
る
事
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス

に
於
け
る
、
世
界
に
類
例
の
な
い
、
個
人
主
義
に
混
合
し
た
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
独
特
な
思
想
上
の
変

形
が
、
全
く
新
し
い
技
術
で
形
造
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が
文
化
の
擁
護
を
目
的
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

く
な
っ
た
と
い
う
現
象
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
の
国
に
し
ま
し
て
も
、
国
内
に
持
ち
上
っ
た
思
想
は
、
そ
の
国
民
の
腹
綿
を
食
っ
て

延
び
上
っ
て
行
く
よ
り
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
世
界
の
平
和
の
た
め
の
第
一
歩
と
は
、
各
国
民
が
、
他
国
民
の
伝
統
の
長
所
を

互
に
了
解
し
合
う
と
い
う
、
鋭
い
感
受
性
以
外
に
は
、
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
や
、
各
国
の
智
性
は
各
自

感
知
す
る
べ
き
国
土
の
歴
史
と
そ
の
地
理
に
向
っ
て
、
認
識
と
方
法
を
あ
ら
た
め
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
と
な

っ
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
が
何
よ
り
も
先
ず
現
実
と
世
界
を
愛
す
る
わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
行
為
だ
と
思
い
ま

す
。
本
日
は
か
く
誠
実
な
お
集
り
に
接
し
ま
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
道
徳
が
い
か
に
文
化
の
危
機
を

9



救
う
目
的
に
向
っ
て
働
き
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
事
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
知
ら
し
め
て
余
り
あ
る
を
思

い
、
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
七
月
九
日
、
巴
里
ポ
ル
ザ
万
国
知
的
協
力
委
員
会
で
の
講
演
）
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