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戦
争
体
験
と
戦
後
思
想

―
―
橋
川
文
三
を
中
心
に
―
―

問
題

の
設
定

占
領
下
の
統
制
さ
れ
た
言
論
情
況
を
経
て
、
ア
ジ
ア

・
太
平
洋
戦
争
の
経
験
が
主
題
化
さ
れ
た

の
は
、
冷
戦
体
制
の
確
立
と
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
い
う
事
件
に
直
面
し
た

一
九
五
〇
年
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
お
け
る
戦
争
責
任
意
識
も
、
五
五
年
頃
を
境
に
し
て
新
し
い
段
階
へ
移

行
し
た
が
、
そ
れ
は
鶴
見
俊
輔
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「戦
争
責
任
意
識
の
制
度
的
形
成
の
時
代
」

か
ら

「戦
争
責
任
意
識
を
自
力
で
つ
く
り
だ
す
動
き
」
が
見
え
る
と
い
う
変
化
に
示
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
東
京
裁
判
、
公
職
追
放
、
憲
法
お
よ
び
法
律
の
改
廃
、
教
育
の
改
革
な
ど
で
占
領
軍
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
戦
争
責
任
意
識
を
克
服
し
て
、
自
力
で
戦
争
責
任
意
識
を
創
り
出
す
試
み
が
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
橋
川
文
三

（
一
九
二
二
―

一
九
八
三
年
）
の
思
想
的
作
業
の
う
ち
、　
一
九
五
〇
年

代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
戦
後
思
想
の
中
に
占
め

た
位
置
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
橋
川
の
思
想
的
作
業
の
独
自
性
は
、
「戦
争
体
験
」
論
な
ど

同
時
代
の
思
想
情
況
に
関
す
る
発
言
と
と
も
に
、
日
本
政
治
思
想
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、

「昭
和
超
国
家
主
義
」
に
関
す
る
分
析
な
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
展
開
し
た
点
に
あ
る
。
本
論

文
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
橋
川
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
政
治
学
的
な
分
析
で
あ
る

一
方

で
、
エ
ッ
セ
イ
を
通
じ
た
自
己
分
析
の
様
相
も
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
当
該
期
の
戦
争
責
任
論

・
戦
争
体
験
論
の
動
向
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

本
論
文
で
は
、
第

一
に
、　
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
丸
山
具
男

・
竹
内

好
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
に
戦
争
体
験
を
問
う
と
い
う
立
場
が
、
戦
争
責
任
論

の
動
向
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
分
析
す
る
。
第
二
に
、
丸
山
や
竹
内
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上

で
、
橋
川
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
自
ら
の

「戦
争
体
験
」
に
向
き
合

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、
彼
の

「戦
争
体
験
」
論
、
日
本
浪
曼
派
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
に
、
橋
川
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
関
し
て
、
丸
山
の
思
想
史
の
方
法
論
を
意
識
す
る
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
た

「
昭

和
超
国
家
主
義
」
論
の
独
自
性
を
検
討
す
る
。

一
　

九
山
真

男
と
竹
内
好

の
戦
争
責
任
論

・
戦
争
体
験
論

鶴
見
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
戦
争
責
任
意
識
は
、　
一
九
五
五
年
頃
を
境
に

新
し
い
段
階

へ
移
行
し
た
。
丸
山
具
男
の

「戦
争
責
任
論
の
盲
点
」
は
、
戦
争
責
任
論
に
つ
い
て

明
快
な
立
場
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
論
理
展
開
に
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い
た
も
の

で
あ
る
。
丸
山
は
こ
の
中
で
、
戦
争
責
任
を
主
体
的
に
問
う
た
め
に
、
主
観
的
心
情
で
は
な
く
客

観
的
結
果
を
重
視
す
る
政
治
的
な
責
任
問
題
の
考
え
方
を
導
入
し
、
具
体
的
に
は
天
皇
と
共
産
党

の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
「自
ら
の
地
位
を
非
政
治
的
に
粉
飾

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
大
の
政
治
的
機
能
を
果
す
と
こ
ろ
に
日
本
官
僚
制
の
伝
統
的
機
密
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
秘
密
を
集
約
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
官
僚
制
の
最
頂
点
と
し
て
の
天
皇
に
ほ

か
な
ら
ぬ
」
と
い
う
論
点
を
提
示
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
共
産
党
が
有
効
な
反
フ
ア
シ
ズ
ム

・

反
帝
国
主
義
闘
争
を
組
織
化
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
戦
後
に
お
け
る
共
産
党
の
非
転
向

と
い
う

″
超
越
的
立
場
″
へ
の
違
和
感
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

野

不日
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こ
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
思
想
の
科
学
研
究
会

一
九
五
六
年
度
総
会
で
は
、
「戦
争
責
任
に

つ
い
て
」
と

い
う
主
題
で
討
論
が
展
開
さ
れ
た
。
丸
山
は
そ
の
中
で
も
、
「責
任
の
意
識
が
な

く
、
か
え

っ
て
支
配
層
を
構
成
し
て
い
た
人
々
が
被
害
者
意
識
し
か
持

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
つ
ま
り
支
配
層
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
の
自
覚
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま

す
。
じ
ゃ
何
故
日
本
の
支
配
層
に
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
覚
が
少
な
か

っ
た
か
、
と
い
う

問
題
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
、
「戦
争
に
突
入
し
た
頃
の
日
本
の
天
皇
制
自
身
が
い
わ
ば

一
個
の

厖
大
な

「無
責
任
の
体
系
」
だ
と
思
う
の
で
す
」
と
自
説
を
展
開
し
た
。
「要
す
る
に
私
が
問
題

に
し
た
か

っ
た
こ
と
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
争
を
客
観
的
に
推
進
し
た
諸
力
と
、
彼
等
の
主
観
的

な
意
途
な
り
意
識
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
日
本
の
場
合
非
常
に
大
き
い
こ
と
、
し
か
も
そ
の
こ
と
自

身
単
に
人
柄
と
か
モ
ラ
ル
の
問
題
で
な
く
、
そ
う
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
が
で
て
来
る
機
構
的
な
必
然
性

が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
社
会
科
学
的
に
、
ま
た
歴
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
非
常
に
大

事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
丸
山
の
戦
争
責
任
論
は
、
「超
国
家
主
義
の
論
理
と

心
理
」
貧

九
四
六
年
）
や

「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」
貧

九
四
九
年
）
を
始
め
と
す
る
、

「
日
本
フ
ア
シ
ズ
ム
」
批
判
の
豊
か
な
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

竹
内
好
も
ま
た
、
思
想
の
科
学
研
究
会

一
九
五
六
年
度
総
会
に
参
加
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は

ほ
と
ん
ど
発
言
を
残
さ
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
討
論
の
記
録
が

『思
想
の
科
学
会
報
』
に
掲
載
さ

れ
る
際
に
寄
せ
た

一
文
に
、
彼
の
立
場
性
が
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。
竹
内
は
そ
の
中
で
、
第

一
に

「戦
争
責
任
は
究
極
に
は
個
人
の
責
任
、
し
た
が

っ
て
道
徳
責
任
に
帰
着
す
る
―
あ
る
い
は
そ
れ

が
出
発
点
に
な
る
」
こ
と
、
第
二
に
そ
の
問
題
を
追
求
す
る
方
法
と
し
て
、
コ
ロ白
と
い
う
経
路
」

が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
戦
争
責
任
を
考
え
る
場
合
に
、
「
日
本

の
近
代
化
の
型
の
問
題
」

（と
り
わ
け
、
中
国
と
の
比
較
）
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
こ
こ
に
は
、
戦

後
の
思
想
情
況
に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
た
問
題
を
、
あ
え
て
戦
中
の
自
ら
の
市
一場
を
探
求
す
る
作

業
と
し
て
間
う
と
い
う
、
自
己
省
察
の
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

竹
内
の
ア
ジ
ア
ヘ
の
責
任
論
は
、
「戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「戦
争
責
任
論
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
加
害
意
識
の
連
続
が
前
提
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
戦
争
処
理
が
完
結
し
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
戦
争
そ
の
も
の
が
事
実
と
し
て
お
わ

っ
て
い
な
い
と

い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る

よ
う
に
思
う
」
と
し
て
、
戦
争
体
験
と
戦
争
責
任
を
普
遍
化
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
指
摘
し
た
箇

所
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

私
は
、
（中
略
）
日
本
の
行

っ
た
戦
争
の
性
格
を
、
侵
略
戦
争
で
あ

っ
て
同
時
に
帝
国
主

義
対
帝
国
主
義
の
戦
争
で
あ
り
、
こ
の
二
重
性
は
日
本
の
近
代
史
の
特
質
に
由
来
す
る
と
い

う
仮
説
を
立
て
た

（『近
代
日
本
思
想
史
講
座
』
第
七
巻

「近
代

の
超
克
し
。
し
た
が

っ

て
、
侵
略
戦
争
の
側
面
に
関
し
て
は
日
本
人
は
責
任
が
あ
る
が
、
対
帝
国
主
義
戦
争
の
側
面

に
関
し
て
は
、
日
本
人
だ
け
が

一
方
的
に
責
任
を
負
う
い
わ
れ
は
な
い
と
い
う
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
ヘ
の
責
任
の
強
調
は
、
東
京
裁
判
が
ア
メ
リ
カ
の
主
導
の
下
に
な
さ
れ
た

責
任
追
及
で
あ

っ
て
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
点
を
欠
い
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
い

う
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
上
で
、
竹
内
は
、
「民
族
感
情
に
自
然
な
責
任
感
の
伝
統
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
」
す
る

「責
任
意
識
」
、
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
中
国
に
対
す
る
侵
略
の
痛
み

を
も
と
に
し
た

「責
任
意
識
」
の
構
築
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

竹
内
は

一
九
六
〇
年
の
日
米
安
保
条
約
反
対
運
動
以
降
、
世
代
間
で
の
戦
争
観
の
乖
離
に
不
安

を
抱
き

つ
つ
、
戦
争
体
験
に
関
す
る
文
章
を
い
く

つ
か
発
表
し
た
。
「戦
争
体
験
の

一
般
化
に
つ

い
て
」
で
は
、
安
保
運
動
と
い
う
共
通
体
験
を
戦
争
体
験
の
結
実
と
見
て
、
逆
に
戦
争
体
験

へ
と

さ
か
の
ぼ
る
方
法
、
す
な
わ
ち

「戦
争
体
験
を
戦
後
体
験
と
重
ね
あ
わ
せ
て
処
理
す
る
と
い
う
方

法
」
を
提
起
し
て
い
る
。

若

い
世
代
の

一
部
あ
る
い
は
多
数
が
、
前
世
代
の
戦
争
体
験
を
白
眼
視
し
た
り
拒
否
し
た

り
す
る
の
は
、
戦
争
体
験
の
封
鎖
性
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
も

っ
と
も
な
理
由
が
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
も
し
彼
ら
が
主
観
的
に
拒
否
す
れ
ば
戦
争
体
験
の
世
代
と
切
れ
る
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
が
戦
争
の
傷
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
彼
ら
も
ま
た

戦
争
体
験
の
特
殊
化
の
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
遺
産
を
拒
否
す
る
と
い
う

姿
勢
そ
の
も
の
が
遺
産
の
虜
で
あ
る
。
歴
史
を
人
為
的
に
切
断
す
る
こ
と
に
私
は
反
対
で
は

な
い
が
、
切
断
す
る
た
め
に
は
方
法
を
も

っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
の
認
識
を
離

れ
て
そ
の
方
法
が
発
見
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
文
章
か
ら
は
、
竹
内
が
、
戦
争
体
験
を
ど
の
よ
う
に
し
て

一
般
化
す
る
の
か
と
い
う
課
題

に
つ
い
て
、
世
代
を
超
え
た

「理
念
」

へ
と
練
り
上
げ
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
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れ
よ
う
。
そ
う
し
た
問
題
関
心
は
、
次
に
取
り
上
げ
る
橋
川
の
議
論
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
一　
橋
川
文
三
の

「
戦
争
体
験
」
論

―

思
想
史
研
究
と

エ
ッ
セ
イ

の
間
―

丸
山
や
竹
内
と
は
異
な
り
、
橋
川
文
三
の
文
章
に
は

「戦
中
派
」
と
し
て
の
独
自
の
問
題
関
心

が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
橋
川
は

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
「戦
争
体
験
」

と

「世
代
」
を
め
ぐ
っ
て
、
繰
り
返
し
発
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
第

一
に

「戦
中
派
」
の
立
場
か

ら
す
る
先
行
世
代
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
い
う
側
面
、
第
二
に

「戦
後
派
」
か
ら
の
突
き
上

げ
に
応
答
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
橋
川
の
問
題
提
起
を
世
代
論
に
収
敏
さ
せ
る

な
ら
、
そ
の
議
論
の
射
程
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
世
代
的
自
己
主
張
に
止

ま
ら
な
い
、
思
想
の
方
法
の
根
幹
に
関
わ
る
問
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
戦
争
体
験
」
論
の
意
味
」
を
始
め
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
文
章
に
は
、
竹
内
の

影
響
を
色
濃
く
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
「戦
争
体
験
」
論
が
本
格
的
な
意
識
と

方
法
の
下
に
追
及
さ
れ
始
め
た
と
い
う
情
況
認
識
に
基
づ
き
、
「戦
争
体
験
」
を
問
う
こ
と
を
通

じ
て
、
責
任
的
主
体
の
立
ち
上
げ
を
目
指
す
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

私
た
ち
が
戦
争
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
超
越
的
意
味
を
も

っ
た
戦
争
を
い
う
の
で
あ

っ

て
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
る
も
の
へ
の
窓
が
ひ
ら
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
体
験
論
の
核

心
に
あ
る
希
望
で
あ
る
。
感
傷
と
か
、
同
窓
会
趣
味
と
か
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
。
（中

略
）
戦
争
体
験
に
こ
も
る
個
々
の
感
傷
の
集
成
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
、
戦
争
体
験
論

の
課
題
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
や
や
お
か
し
い
が
、
「超
越
者
と
し
て
の
戦

争
」
―
そ
れ
が
私
た
ち
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

橋
川
は
、
「同
窓
会
趣
味
」
と
は
責
任
的
主
体
が
問
わ
れ
な
い
構
え
で
あ
る
と
批
判
し
た
が
、

そ
こ
に
は
石
原
慎
太
郎
な
ど
下
の
世
代
か
ら
の
突
き
上
げ
に
応
答
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
上
で
、
橋
川
は
戦
争
に
つ
い
て
、
日
本
人
が
歴
史
意
識
を
形
成
す
る
契
機
と
解
釈
し
た

の
で
あ
る
。

敗
戦
は
、
国
体
と
い
う
擬
歴
史
的
理
念
に
結
晶
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
の
ト
ー
タ
ル

な
挫
折
を
意
味
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
開
国
＝
維
新
過
程
に
お
い
て

一
面

に
お
い
て
は
開
か
れ
、
他
面
に
お
い
て
は
閉
ざ
さ
れ
た
本
来
的
な
歴
史
意
識
の
た
め
の
、
本

当
の
解
放
が
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

橋
川
は
、
「太
平
洋
戦
争
の
過
程
を
、
歴
史
過
程
と
し
て
で
な
く
、
超
越
的
な
原
理
過
程
と
し

て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
提
言
」
を
す
る
こ
と
か
ら
、
竹
内
の
呼
び
か
け
に
応
え
よ
う
と
し
た
。
こ

の
よ
う
な

「戦
争
体
験
」

へ
の
関
心
は
、
先
行
世
代
が
切
り
捨
て
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
深
さ
と

広
が
り
を
問
い
直
す

「世
代
的
な
関
心
」
と
も
重
な

っ
て
い
た
。

橋
川
の
最
初
の
著
作
で
あ
る

『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
は
、
戦
後
初
め
て
の
本
格
的
な
日
本

浪
曼
派
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
「戦
中
派
」
の
戦
時
体
験
の
思
想
的
意
味
を
問
う
た
も
の
で
あ

る
。
彼
が

『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
の
諸
論
稿
を
書
い
た
の
は
、　
一
九
五
七
年
か
ら
六
〇
年
に

か
け
て
、
戦
後
民
主
主
義
思
想
の
論
点
が
ほ
ぼ
出
尽
く
し
、
新
た
な
批
判
に
晒
さ
れ
る
最
中
の
こ

と
で
あ
る
。
丸
川
哲
史
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
橋
川
が
戦
後
過
程
に
お
い
て
日
本
浪
曼
派
の

問
題
を
主
題
化
し
た
こ
と
に
は
、
「戦
後
革
命

（
の
挫
折
）
か
ら

「民
族
」

へ
の
注
目
と
い
う
、

五
〇
年
前
後
に
お
け
る
批
判
的
知
識
人
の
問
題
意
識
の
移
動
」
が
あ
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、

「
日
本
共
産
党
の

「占
領
軍
＝
解
放
者
」
規
定
の
撤
回
と
、
コ
ミ
ン
フ
オ
ル
ム
に
よ
る
新
た
な
指

導
、
新
中
国
の
成
立
な
ど
に
よ

っ
て
加
速
さ
れ
た

「民
族
解
放

・
反
帝
国
主
義
」
路
線

へ
の
傾

斜
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

橋
川
は
こ
の
著
作
の
中
で
、
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
反
近
代
と
古
典
回
帰
を
唱
え
た
日
本
浪

曼
派
、
と
り
わ
け
保
田
典
重
郎
の
色
濃
い
思
想
的
影
響
を
受
け
た
自
ら
の
体
験
を
批
判
的
に
考
察

す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
そ
こ
に
は
日
本
浪
曼
派
を
ウ
ル
ト
ラ

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
黙
殺

す
る
だ
け
で
、
そ
の
心
情
の
あ
り
様
を
内
在
的
に
批
判
し
得
な
い
戦
後
の
論
壇
に
対
し
て
、
疑
念

を
呈
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
橋
川
が
、　
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
顕
著
な
転

向
現
象
の
収
束
し
た
後
に
思
想
形
成
を
行

っ
た
世
代
が
な
ぜ
日
本
浪
曼
派
に

″
い
か
れ
た
″
の
か

を
主
題
と
し
な
が
ら
、
浪
曼
派
体
験
の
思
想
史
的
位
置
付
け
を
試
み
た
の
は
、
日
本
浪
曼
派
に

″
い
か
れ
た
″
精
神
構
造
は
自
分
た
ち
の
世
代
に
止
ま
ら
ず
戦
後
も
生
き
続
け
再
生
産
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
心
情
の
あ
り
様
は
戦
後
社
会
が
問
題
化
し
得
な
い
病
理
と
し
て



(64)甲南女子大学研究紀要第 43号 文学・文化編 (2007年 3月 )

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
関
心
を
提
示
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
敗
戦
ま
で
の
昭

和
精
神
史
を
形
成
し
た
二
つ
の
型
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
転
向
に
加
え
て
、
日
本
浪
曼
派
を
そ

れ
ら
と
等
価
の
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
橋
川
は
日
本
浪
曼
派
の
テ
ク

ス
ト
を
読
む
／
批
判
す
る
と
同
時
に
、
浪
曼
派
体
験
が
破
綻
し
た
戦
後
の
思
想
情
況
に
向
き
合
う

こ
と
を
目
指
し
た
。

戦
後
、
日
本
ロ
マ
ン
派
は
全
く
抹
殺
さ
れ
、
黙
殺
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
、
し
か
る
べ

き
理
由
が
あ

っ
た
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
戦
後
の

い
わ
ゆ
る

「
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
イ
ズ
ム
」
の
風
潮
に
も
か
か
わ
ら
ず

（そ
れ
故
に
か
）
、
日
本

ロ
マ
ン
派
の
提
示
し
た
は
か
な
い
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
そ
れ
と
し
て
ど
こ
か
奥
底
の
方
で

よ
ど
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
を
私
は
い
だ
く
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
反
動

・
復
古
主

義
の
動
向
と
は
か
か
わ
り
な
い
形
で
、
し
か
も
、
そ
れ
に
随
伴
す
る
逆
説
的
な
否
定
的

エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
、
再
び
同
じ
精
神
史
上
の
笑
う
べ
き
ド
ラ
マ
を
現
す
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ

て
そ
れ
が
あ

っ
た
と
同
じ
意
味
で
、
し
か
も
自
ら
が
再
び
登
場
す
る
こ
と
の
愚
劣
さ
を
自
ら

の
イ
ロ
ニ
イ
と
し
て
。

戦
後
の
思
想
情
況
を
見
据
え
る
中
で
、
何
か
わ
だ
か
ま

っ
て
も
の
を
言
う
と
い
っ
た
感
の
あ
る

こ
の
文
章
は
、
「精
神
史
上
の
笑
う
べ
き
ド
ラ
マ
」
を
問
わ
な
い
で
済
ま
し
て
い
る
戦
後
社
会

ヘ

の
異
議
申
し
立
て
こ
そ
が
、
橋
川
の
思
想
的
課
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

文
章
に
は
、
日
本
浪
曼
派
と
い
う
橋
川
に
と

っ
て
自
明
な
あ
る
原
体
験
が
、
他
の
多
く
の
人
々
に

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と

へ
の
憤
り
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
橋
川
は

『日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
の
副
題
と
し
て

「耽
美
的
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
系
譜
」
を
掲
げ
、

あ
え
て
日
本
浪
曼
派
を
そ
の
系
譜
の
う
ち
に
捉
え
る
こ
と
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ウ
ル
ト
ラ

化
を
自
己
の
責
任
外
の
出
来
事
と
し
た
戦
後
の
思
想
情
況
を
批
判
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

「私
た
ち
の
感
じ
と

っ
た
日
本
ロ
マ
ン
派
は
、
ま
さ
に

「私
た
ち
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
！
」
と

い
う
以
外
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
」
と
は
、
橋
川
に
よ
る

「戦
争
体
験
」
の
告
白
で
あ
り
、
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
著
作
は
、
ロ
マ
／ヽ
主
義
の
思
想
構
造
の
特
質
を
歴
史
上
に
辿
る
思
想
史
研

究
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
持
続
す
る
精
神
構
造
に
こ
だ
わ
る
自
己
分

析
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な

「世
代
的
関
心
」
が
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
私
の
日
本
ロ
マ
ン
派
に
対
す
る
関
心
は
二
重
の
構
造
を
も

つ
。　
一
つ
は
、
で
つ

ま
で
も
な
く
、
日
本
ロ
マ
ン
派
と
い
う
精
神
史
的
異
常
現
象
の
対
象
的
考
察

へ
の
関
心
で
あ

り
、
も
う

一
つ
は
、
そ
の
体
験
の
究
明
を
通
し
て
、
自
己
の
精
神
史
的
位
置
づ
け
を
求
め
た

い
と
い
う
衝
動
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
関
心
は
、
い
わ
ば
私
の
世
代
的
関
心
と
も

い
え
る
も

の
で
あ
る
。

そ
の
精
神
的
痕
跡
を
刻
印
さ
れ
る
か
た
ち
で
の
歴
史

へ
の
関
心
は
、
以
後
の
橋
川
の
思
想
的
作

業
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
自
分
の
内
部
に

「無
数
の
死
者
」
を
抱
え
込
ん
だ
と
い
う

「戦
争
体
験
」

へ
の
こ
だ
わ
り
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〓
一　
橋

川
文

三

の

「
昭
和
超

国
家
主
義
」
論

―

思
想
史

の
方
法

論
を
め
ぐ

る
問

い
―

橋
川
文
三
に
お
け
る

「イ
ロ
ニ
イ
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
問
題
関
心
」
は
、
西
郷
隆
盛

・
岡
倉
天
心

・
北

一
輝

・
柳
田
國
男
な
ど
、
明
治
国
家
の
形
成
過
程
を
通
し
て
打
ち
消
さ
れ
て
い

っ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
系
譜
を
辿
り
、
彼
ら
の
ロ
マ
ン
主
義
が
現
実
の
明
治
国
家
体
制
に
対
し
て
い

か
に
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
か
、
を
主
題
と
す
る
思
想
史
研
究
と
し
て
展
開
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
近
代
化
の
過
程
に
お
け
る

「近
代
と
反
近
代
」
の
相
克
を
描
き
出
す
作
業
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
橋
川
の
思
想
史
研
究
を
貫
く
主
題
で
あ
る
こ
と
は
、
「私
が
た
と
え
ば
あ
の
戦

争
の
死
者
に
対
す
る
態
度
は
、
簡
単
に
い
え
ば
西
郷
隆
盛
や
木
戸
孝
允
が
維
新
時
の
死
者
に
涙
し

た
境
遇
と
同
じ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
晩
年
の
文
章
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

日
本
浪
曼
派
批
判
で
示
さ
れ
た
問
題
関
心
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
以
後
の
思
想
史
研
究
に
持

ち
越
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

橋
川
の
思
想
史
の
方
法
論
は
、
丸
山
の

「超
国
家
主
義
」
批
判
を
意
識
す
る
か
た
ち
で
発
表
さ

れ
た

「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
橋
川
は
そ
の
中
で
、
「あ
の
大
平

洋
戦
争
期
に
実
在
し
た
も
の
は
、
明
治
国
家
以
降
の
支
配
原
理
と
し
て
の

「縦
軸
の
無
限
性
、
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云
々
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
超
国
家
主
義
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
は
丸
山
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
結
び
付
い
た
昭
和
初
期
の

「超
国
家
主
義
」
を

「国
家
主

義
の
極
端
形
態
」
と
見
倣
し
、
明
治
期
か
ら
な
し
崩
し
的
に
拡
張
し
た
軍
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
橋
川
の
立
場
性
の
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
橋
川
は
、
日
本
の
超
国
家
主
義
を
国
家
主
義

一
般
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
歴
史
的
視
座
を
構

築
す
る
と
い
う
課
題
を
、
強
く
意
識
し
て
い
た
。

「
昭
和
超
国
家
主
義

の
諸
相
」
で
は
、
朝
日
平
吾
か
ら
、
血
盟
団
、
北

一
輝
、
石
原
莞
爾
に
至

る
ま
で
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
ひ
き
お
こ
し
た
暗
黒
な
衝
動
が
い
か
な
る
構
造
を
も
ち
、
ど
の
よ
う

な
心
性
か
ら
生
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
点
に
関
心
が
示
さ
れ
た
。
橋
川
は

「超
国
家
主
義
」
の
世

界
を
問
題
と
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
特
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
暗
殺
者
の
心
理
に
こ
だ
わ

っ

た
の
で
あ
る
。

人
間
が
絶
対
の
意
識
に
と
ら
え
ら
れ
や
す
い
領
域
の

一
つ
が
宗
教
で
あ
り
、
他
の

一
つ
が

政
治
で
あ
る
と
す
る
な
ら

（も
う

一
つ
、
エ
ロ
ス
の
領
域
が
あ
る
が
）
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、

そ
の
二
つ
の
領
域
に
同
時
に
相
渉
る
行
動
様
式
の

一
つ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
人
間
行
動
の
極
限
形
態
と
し
て
、
自
殺
と
相
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
両
者
の
様
式
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
テ
ロ
リ

ズ
ム
の
文
化
形
態
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
「超
国
家
主
義
」
の
中
に
は
、
「な
ん
ら
か
の
形
で
、
現
実
の
国
家
を
超
越
し
た
価

値
を
追
及
す
る
と
い
う
形
態
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の

中
に

「求
道
＝
革
命
的
自
我
意
識
」
の
存
在
を
読
み
取

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は

テ
ロ
リ
ス
ト
の
心
性
に
内
在
的
に
踏
み
込
む
際
に
、
対
象
と
ど
れ
程
の
距
離
を
と
る
の
か
、
と
い

う
点
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
想
史
研
究
と
し
て
の
完
成
度
は
高
く
な
い
。

た
だ
、
後
に
こ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
た

『近
代
日
本
政
治
思
想
の
諸
相
』
の

「あ
と
が
き
」
を

見
る
な
ら
、
「昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
に
お
け
る

「超
国
家
主
義
」

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

よ
り
深
く
思
想
史
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
問
い
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

私
は
あ
の
凄
ま
じ
い
超
国
家
主
義
時
代
の
経
験
を
た
ん
な
る
錯
誤
と
し
て
で
は
な
く
、
ま

た
特
殊
日
本
的
な
迷
妄
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
あ
る

一
般
的
な
人
間
の
事
実
と
し
て

と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
か
え

つ
て
明
朗
に
こ
れ
に
対
決
す
る
思
想
形
成
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
風
に
考
え
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
私
が
か
つ
て
日
本
浪
曼
派
の
問
題
を
取
り
扱

っ
た
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。　
一
般
に
そ
れ
ら
を
理
解
を
絶
し
た
異
常
現
象
と
し
て
切
捨
て
る

や
り
方
が
、
戦
前
の
あ
の
思
想
的
な
転
換
期
に
お
い
て
、
い
か
に
無
力
で
あ

っ
た
か
と
い
う

こ
と
は
、
私
の
戦
争
体
験
に
刻
み
こ
ま
れ
た
根
本
的
認
識
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
の
種
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
私
が
い
つ
も
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
分
析
な

い
し
批
判
が
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
人
物
な
ら
人
物
の
全
体
像
を
前
に
し
て
、
呆
し
て
十
分

に
有
効
な
威
力
を
発
揮
し
う
る
か
否
か
と
い
う

い
く
分
変

っ
た
関
心
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
或

い
は
学
問
的
な
態
度
と
い
う
よ
り
文
学
的
も
し
く
は
倫
理
的
な
態
度
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ

な
い
し
、
歴
史
論
と
し
て
い
え
ば
、
実
証
と
い
う
よ
り
史
論
に
傾
く
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
、
私
の
方
法
に
お
け
る
偏
見
と
い
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な

い
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る

「文
学
的
も
し
く
は
倫
理
的
な
態
度
」
と
は
、
橋
川
の
思
想
史
研
究
の
ス
タ

イ
ル
を
的
確
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
橋
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
昭
和
超
国
家
主
義
」

へ

の
批
判
も
ま
た
、
超
越
的
な
非
難
に
止
ま
ら
な
い
点
に
お
い
て
、
日
本
浪
曼
派
に
対
す
る
批
判
に

共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
態
度
ゆ
え
に
、
そ
の
思
想
的
作
業
は
困
難
を
極
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
日
本
浪
曼
派

へ
の
批
判
が
、　
一
度
そ
こ
を
か
い
く
ぐ

っ
て
お
り
、
そ
れ
に

″
い
か

れ
た
″
体
験
が
破
綻
し
た
と
い
う
現
実
か
ら
立
て
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
「
昭
和
超
国
家
主

義
」
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
体
験
に
基
づ
か
な
い
点
に
お
い
て
、
そ
の
論
理

と
の
距
離
が
取
れ
て
い
な
い
息
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
心
性

に
内
在
的
に
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
破
綻
す
る
情
況
を
厳
し
く
見
極
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
に
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
日
本
浪
曼
派
批
判
か
ら

「超
国

家
主
義
」
批
判

へ
と
議
論
を
展
開
さ
せ
た
橋
川
の
思
想
的
作
業
の
困
難
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
、
「私
が
た
と
え
ば
あ
の
戦
争
の
死
者
に
対
す
る
態
度
は
、
簡
単

に
い
え
ば
西
郷
隆
盛
や
木
戸
孝
允
が
維
新
時
の
死
者
に
涙
し
た
境
遇
と
同
じ
も
の
で
あ
る
」
と
い
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う
文
章
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の

「戦
争
体
験
」
を

″超
歴
史
的
″
な
視
座
の
中

に
置
き
換
え
て
し
ま
う
、
橋
川
の
心
性
の
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

む
　
す
　
び

橋
川
の
思
想
的
作
業

の
独
自
性
は
、
「
戦
中
派
」
と
し
て

「
戦
争
体
験
」
に
こ
だ
わ
り
、
常

に

そ
の
立
場
か
ら
戦
後
社
会

へ
の
違
和
感
を
表
明
し
た
点
に
あ
る
。
ま
た
、
思
想
史

の
方
法
論
に
つ

い
て
も
、
日
本
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
内
在
的
に
批
判
す
る
、
と

い
う
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
そ

の
思
想
的
作
業

へ
の
評
価
に
関
し
て
は
、
橋
川
が
切
り
開

い
た
地
平
を
見
出
す
と
同
時
に
、
彼
の

議
論

の
困
難
性
を
見
極
め
て
、
そ
の
有
効
性
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
橋

川
が
執
着
し
た
戦
中
か
ら
戦
後

の
精
神
構
造
を
歴
史
化
す
る
と
同
時

に
、
そ
の
呪
縛
か
ら
の
解
放

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
日
本
浪
曼
派
批
判
か
ら

「
超
国
家
主
義
」
批
判

へ
の
展
開

に
は
、
戦
後

の
思
想
情
況
が
影
を
落
と
し
て
い
た
。
橋
川
が
見
出
し
た
領
域
に
つ
い
て
は
、
あ
く

ま
で
彼

の
置
か
れ
た
社
会
的
背
景
を
押
さ
え
な
が
ら
、
そ
の
議
論
を
思
想
史
的
に
位
置
付
け
る
作

業
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
昭
和
超
国
家
主
義

の
諸
相
」

の
問
題
関
心
を
引
き
継
ぐ
か

た
ち
で
発
表
さ
れ
た

『
昭
和
維
新
試
論
』

貧

九
七
〇
―
七
三
年
、
単
行
本
は
八
四
年
）
な
ど
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論

の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
読
む

の
か
、
と

い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
。

江ヽ‐１‐
　
鶴
見
俊
輔

「戦
争
責
任
の
問
題
」
ア
心想
の
科
学
』

一
九
五
九
年

一
月
号

（『鶴
見
俊
輔
著
作
集
』
第

五
巻
、
筑
摩
董
房
、　
一
九
七
六
年
、
三
七
頁
）。

囲
　
橋
川
の
日
本
浪
曼
派
批
判
に
つ
い
て
は
、
平
野
敬
和

「
ロ
マ
ン
派
体
験
の
思
想
史
―
―
橋
川
文
三

『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
を
手
掛
か
り
に
―
―
」
亀
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
二
号
　
文
学

。

文
化
編
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

嘲
　
丸
山
真
男

「戦
争
責
任
論
の
盲
点
」
ア
′じ、想
』

一
九
五
六
年
二
月
号

（『丸
山
真
男
集
』
第
六
巻
、
岩

波
書
店
、　
一
九
九
五
年
、　
三
釜
音
ｃ
。

田
　
買
討
論
）
戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
ア
小想
の
科
学
会
報
』
第

一
七
号
、　
一
九
五
七
年
二
月
二
〇
日
、
三

三
頁
。

同
　
「
（討
論
）
戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
二
五
～
二
六
頁
。

０
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
平
野
敬
和

「著
作
解
題
／
丸
山
真
男

『現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
Ｌ
、
同

「著
作
解
題
／
丸
山
真
男

『戦
中
と
戦
後
の
間
Ｌ

（ア
＞
く
＞
∪
田
道
の
手
帖
　
丸
山
真
男
』
河
出
書
一房

新
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

０
　
「
（討
論
）
戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
四

一
～
四
二
頁
。

閣
　
竹
内
　
好

「戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
『現
代
の
発
見
』
第
三
巻
、
春
秋
社
、　
一
九
六
〇
年

（『竹
内
好

全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、　
一
九
八
〇
年
、
二

一
二
頁
）。

０
　
竹
内
　
好

「戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
二

一
六
頁
。

⑩
　
竹
内
　
好

「戦
争
責
任
に
つ
い
て
」
二

一
七
頁
。

回
　
竹
内
　
好

「戦
争
体
験
の
一
般
化
に
つ
い
て
」
『文
学
』
第
二
九
巻
第

一
三
号
、　
一
九
六

．
年

一
二
月

亀
竹
内
好
全
集
』
第
八
巻
、
二
三
〇
～
二
三

一
頁
）。

囲
　
竹
内
　
好

「戦
争
体
験
の
一
般
化
に
つ
い
て
」
三
二
七
～
三
二
人
頁
。

田
　
橋
川
文
三

「「戦
争
体
験
」
論
の
意
味
」
『現
代
の
発
見
』
第
二
巻
、
春
秋
社
、　
一
九
五
九
年

（『橋
川

文
三
著
作
集
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、　
一
九
八
五
年
、
二
四
七
ヽ
三
四
八
頁
）。

回
　
橋
川
文
三

「
「戦
争
体
験
」
論
の
意
味
」
二
五

一
ヽ
二
五
二
頁
。

間
　
橋
川
文
三

「「戦
争
体
験
」
論
の
意
味
」
二
五
二
頁
。

Ю
　
丸
川
哲
史

「橋
川
文
三

『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
Ｌ

岩
崎
稔

。
上
野
千
鶴
子

・
成
田
龍

一
編

『戦
後

思
想
の
名
著
５０
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
六
頁
。

岡
　
橋
川
文
三

「
日
本
ロ
マ
ン
派
の
諸
問
題
―
―
そ
の
精
神
史
と
精
神
構
造
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
『文
学
』

第
二
六
巻
第
四
号
、　
一
九
五
八
年
四
月
、
四

一
一
頁
。

旧
　
橋
川
文
三

『日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
未
末
祀
、　
一
九
六
〇
年

（『橋
川
文
三
著
作
集
』
第

一
巻
、
筑

摩
書
房
、　
一
九
八
五
年
、
三
六
頁
）。

⑩
　
橋
川
文
三

『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』

一
〇
頁
。

ｍ
　
橋
川
文
三

「戦
中
派
と
そ
の

「時
間
Ｌ

『毎
日
新
聞
』

一
九
八
〇
年
四
月
五
日

（『橋
川
文
三
著
作

集
』
第
五
巻
、
三
六
三
頁
）。

囲
　
橋
川
文
三

「昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
『現
代
日
本
思
想
大
系
』
第
三

一
巻

「解
説
」
、
筑
摩
書

房
、　
一
九
六
四
年

（『橋
川
文
三
著
作
集
』
第
五
巻
、
七
頁
）。

橋
川
文
三

「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
八
頁
。

橋
川
文
三

「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
八
頁
。

橋
川
文
三

「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
六
三
頁
。

橋
川
文
三

『近
代
日
本
政
治
思
想
の
諸
相
』
「あ
と
が
き
」
未
末
祗
、　
一
九
六
八
年
、
三
八
七
頁
。

付
記本

論
文
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
研
究
助
成
お
よ
び
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

（特
別
研
究
員

奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

●D (24)に 3)υ 2)
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The]Experience of World War II and Thought in thc Postwar Days

~ILainly on Hashikawa BunsO―

HIRANO Yukikazu

Abstract: In this papcr,I takc up Hashikawa BunsO's work fron■ thc latter half of 1950's to 60's,and exaⅡ l―

ine the position that it occupied in the thought after thc Pacific war. His originality was in the point to have

made remarks on the experience of the war as well as to have developed the discussion about nationalism. IIis

discussion about nationalism was a politics analysis and the self― analysis through the essay.

First, I inspect the influence that the discussion about the cxperience of the war exercised on the discus―

sion, in the postwar days, about the responsibility for the war, making reference mainly to Maruyama Masao

and Takeuchi Yoshinlio Secondly, I take up Hashikawa's discussion about the cxperience of the war and his

criticis]田 [on the Japan Romantic School.Thirdly,I exanline the originality of his discussion about``ShOwa era

ultranationalisn■ ".


