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で
の
戦
時
中
の
統
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
を
取
り

も
ど
し
、
奔
放
に
創
造
活
動
を
発
揮
し
て
、
ア
メ
リ

力
と
肩
を
並
べ
る
ダ
ン
ス
王
国
に
ま
で
上
昇
す
る
発

屎
を
と
げ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
舞
踊
界
の
過
去
を
か
え
り

み
て
思
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
バ
レ
エ
と
い
わ
ず
モ
ダ

ン
ダ
ン
ス
と
い
わ
す
、
舞
踊
家
が
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神

に
堪
え
、
よ
く
独
自
の
努
力
で
こ
こ
ま
て
舞
踊
界
を

発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
立
独
行
、

み
ず
か
ら
の
手
で
達
成
し
た
成
果
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

が
、
戦
後
ま
も
な
く
の
昭
和
二
十
一
年
か
ら
文
部
省

が
施
行
し
な
芸
術
祭
の
功
績
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は

初
め
て
国
か
率
先
し
て
舞
台
芸
術
に
援
護
の
手
を
さ

し
の
べ
た
意
味
で
、
ま
さ
に
画
期
的
な
奨
励
行
事
だ

っ
た
。
そ
れ
が
戦
火
で
荒
廃
し
た
芸
術
界
を
刺
激
し
、

芸
術
家
た
ち
を
奮
起
さ
せ
る
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
っ
た

か
は
測
り
知
れ
な
い
。
舞
踊
界
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

舞
踊
芸
術
か
陽
の
あ
た
る
場
所
に
登
場
し
た
の
は
、

芸
術
祭
が
は
じ
め
て
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
芸
術
祭
は
、
文
化
庁
の
創
設
と
と
も
に
移
管

さ
れ
て
現
在
で
三
十
六
回
を
重
ね
、
そ
れ
だ
け
で
も

芸
術
史
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
が
、
同
時
に
、

た
と
え
ば
舞
踊
界
で
も
、
い
か
に
多
く
の
俊
英
が
授

賞
の
栄
誉
に
輝
い
た
こ
と
か
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

文
化
庁
が
、
舞
踊
界
の
向
上
発
展
に
大
き
な
援
随
力

と
な
っ
た
こ
と
を
今
に
し
て
知
る

C

こ
れ
は
お
世
辞

で
は
な
い
。

そ
し
て
、
第
二
国
立
劇
場
の
建
設
で
あ
る
。
そ
れ

は
当
初
の
予
定
よ
り
も
、
諸
般
の
事
情
で
お
く
れ
て

は
い
る
が
、
近
く
そ
の
建
設
が
完
成
す
る
こ
と
は
間

違
い
か
な
い
。
そ
う
な
れ
は
、
現
代
舞
台
芸
術
の
殿

堂
と
し
て
、
舞
踊
界
の
情
勢
も
新
し
い
段
階
に
入
る

こ
と
か
予
想
さ
れ
る
。

と
い
う
の
か
、
第
二
国
立
劇
場
は
そ
の
建
造
物
だ

け
が
重
要
な
の
で
は
な
く
‘
む
し
ろ
運
営
こ
そ
が
問

題
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
施
方
法
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、

現
状
の
舞
踊
界
に
何
ほ
ど
か
の
変
化
が
生
ず
る
で
あ

随 國

舞踊界の現況

バ
レ
エ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
生
し
た
伝
統
的
な
舞

台
舞
踊
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な

い
か
、
そ
の
西
欧
芸
術
の
バ
レ
エ
が
初
め
て
日
本
の

土
壌
に
移
し
植
え
ら
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
に
七
十
年

前
の
大
正
元
年
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
七
十

年
の
間
に
バ
レ
エ
が
着
実
に
根
づ
い
て
、
順
調
に
生

育
し
、
発
展
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し

も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
事
始
め
は
帝
国
劇
場
が
新
し
い
舞
台
芸
術
の

創
造
を
目
さ
し
て
、
日
本
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
の
上
演

を
も
く
ろ
み
、
高
名
な
イ
タ
リ
ア
入
の
バ
レ
エ
・
マ

ス
タ
ー
‘
G
.
V
・
ロ
ー
シ
ー
を
招
き
‘
ズ
プ
の
素

人
の
研
究
生
に
バ
レ
エ
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
さ
せ
た
の

が
、
そ
の
発
端
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
成
功
を
見
な
か
っ
た
。
そ
の
主

た
る
原
因
は
、
ま
だ
時
期
尚
早
で
、
日
本
人
の
体
質

に
も
な
じ
ま
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
や
が
て
失

意
の
う
ち
に
ロ
ー
シ
ー
は
日
本
を
去
っ
た
。
そ
う
な

る
と
も
う
バ
レ
エ
を
教
わ
ろ
う
に
も
教
師
が
な
い
と

い
う
始
末
で
、
双
葉
の
う
ち
に
枯
れ
て
し
ま
い
、
生

徒
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
石
井
漠
が
、
独
習
で
独
特
の

モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
（
現
代
舞
踊
）
を
創
始
し
た
、
と
い

う
次
第
で
あ
る
。

以
後
の
日
本
の
舞
踊
界
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、

バ
レ
エ
と
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
と
か
併
立
し
て
、
あ
い
と

も
に
発
展
し
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
を
除
け
ば
日
本

ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
舞
踊
界
も

そ
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
を
、
多
少
の
危
惧
は
感
じ

な
が
ら
も
明
る
い
見
と
お
し
で
、
そ
の
実
現
を
今
や

お
そ
し
と
待
望
し
て
い
る
現
状
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
国
立
劇
場
は
、
諸
外
国
の
そ

れ
と
は
設
立
の
事
情
が
い
ち
じ
る
し
く
ち
が
う
。
外

国
の
国
立
劇
場
は
民
間
で
ま
だ
バ
レ
エ
か
興
隆
し
な

い
前
期
に
い
ち
早
く
設
立
を
見
た
関
係
で
、
国
立
劇

場
そ
の
も
の
が
率
先
し
て
バ
レ
エ
の
発
展
を
リ
ー
ド

し
て
き
た

C

し
か
し
、
日
本
で
は
、
す
で
に
民
間
で

発
展
し
て
い
る
現
状
の
な
か
で
、
国
立
劇
場
の
建
設

を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
運
営
の
点
で
大
い

に
配
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
七
十
年
と
い
う
短
い
よ
う
で
長
い
期
間
を
、

民
間
入
の
努
力
に
よ
っ
て
営
々
と
独
自
に
発
展
さ
せ

た
舞
踊
芸
術
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
考
え
る
と
、
国

立
劇
場
か
竣
工
し
た
あ
か
つ
き
で
も
、
そ
の
民
間
人

の
手
で
咲
か
せ
た
舞
踊
芸
術
の
花
を
よ
り
い
っ
そ
う

大
輪
の
花
と
さ
せ
る
た
め
に
、
国
立
劇
場
と
民
間
と

が
手
を
取
り
合
っ
て
共
存
共
栄
の
方
策
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

i こ想 、つ＇

江 ロ 博（舞踊評論家）

独
自
の
舞
踊
界
の
状
況
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
バ
レ
エ
は
、
伝
統
を
遵
守
し
て
そ
の
伝

承
を
基
盤
と
す
る
舞
台
舞
踊
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
モ

ダ
ン
ダ
ン
ス
は

r

舞
台
舞
踊
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
が
な
い
か
、
創
造
す
る
こ
と
を
一
義
的
に
主
眼
と

す
る
。
と
あ
れ
ば
日
本
人
は
、
舞
踊
に
関
す
る
か
ぎ

り
で
は
、
創
造
的
才
能
に
適
し
、
そ
の
点
で
す
ぐ
れ

た
オ
質
を
持
つ
民
族
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
か
。

現
に
ロ
ー
シ
ー
が
去
っ
た
あ
と
の
バ
レ
エ
の
空
白

時
代
に
、
舞
踊
界
を
支
え
て
発
展
さ
せ
た
の
が
モ
ダ

ン
ダ
ン
ス
だ
っ
た
。
石
井
漠
に
つ
づ
い
て
多
く
の
モ

ダ
ン
ダ
ン
サ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
創
造
活
動
を
果

た
し
こ
戦
前
は
特
に
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
時
代
を
形

成
し
、
昭
和
九
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
江
口
隆

哉
•
宮
操
子
夫
妻
が

r

ド
イ
ツ
流
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス

の
新
し
い
血
を
注
き
こ
ん
で
さ
ら
に
発
展
を
と
げ
、

そ
れ
が
現
在
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。

い
っ
ぽ
う
パ
レ
エ
は
長
く
空
白
の
時
代
が
つ
づ
き

ロ
シ
ア
か
ら
亡
命
し
た
エ
リ
ア
ナ
・
パ
ブ
ロ
ワ
と
か
、

革
命
後
の
ソ
ビ
エ
ト
か
ら
来
日
し
て
定
住
し
た
オ
リ

ガ
・
サ
フ
ァ
イ
ヤ
に
よ
っ
て
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
が
育

成
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
根
が
保
た
れ
た
が
、
そ

の
バ
レ
エ
が
に
わ
か
に
活
況
を
呈
し
、
現
在
の
隆
昌

の
端
緒
を
ひ
ら
い
た
の
は
終
戦
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

第
一
弾
は
昭
和
二
十
一
年
の
八
月
、
そ
れ
ま
で
の
戦

時
下
に
あ
っ
て
物
心
と
も
に
苦
境
に
堰
え
て
ほ
そ
ぼ

そ
と
バ
レ
エ
の
灯
を
と
も
し
続
け
て
い
た
バ
レ
エ
舞

踊
家
が
、
こ
の
と
き
と
ば
か
り
に
結
集
し
て
東
京
バ

レ
エ
団
を
組
織
し
、
古
典
バ
レ
エ
の
「
白
鳥
の
湖
」

全
幕
を
は
じ
め
て
長
期
公
演
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

以
後
パ
レ
エ
界
は
僚
原
の
火
の
ご
と
く
燃
え
さ
か

り
｀
．
つ
い
に
現
在
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
バ
レ
リ
ー

ナ
と
し
て
国
際
的
に
羽
ば
た
＜
森
下
洋
子
と
か
大
原

永
子
ら
を
生
み
、
バ
レ
エ
団
も
い
ち
じ
る
し
く
成
長

し
て
、
も
は
や
世
界
的
に
見
て
も
さ
ほ
ど
大
き
く
お

く
れ
を
と
ら
な
い
ま
で
に
向
上
発
展
し
た
。
世
界
の

一
流
に
母
す
る
に
は
も
う
あ
と
一
歩
で
あ
る

C

モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
も
ま
た
終
戟
を
契
機
に
、
そ
れ
ま

-― 11--- ---1 0 --



定

価
年
間
購
読
料

編

集

後

記

0
三
月
に
な
る
と
さ
す
が
に
日
ざ
し
も
春
め
い

て
、
葉
を
落
と
し
た
木
々
の
枝
に
は
小
さ
な
芽

か
一
斉
に
芽
吹
く
日
を
待
っ
て
い
る
よ
う
て
す
。

桜
の
開
花
前
線
が
移
動
を
始
め
る
の
も
間
近
、

各
地
の
花
だ
よ
り
も
賑
や
か
に
な
る
こ
と
で
し

ょ‘つ。
〇
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
は
昨
年
十
―
一
月
、

奈
良
県
明
日
香
村
に
あ
る
史
跡
水
落
造
跡
か
ら

我
か
国
最
古
の
水
時
計
の
漏
刻
台
逍
構
か
出
土

し
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
約
千
三
百
年
前
に
水

時
計
が
実
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
に
な

り
、
新
聞
な
ど
で
＂
中
大
兄
皇
子
の
時
計
台
発

掘
・
日
本
書
紀
を
疾
付
け
”
等
大
き
く
報
道
さ

れ
た
こ
と
を
御
記
憶
の
こ
と
と
忌
い
ま
す
。
こ

の
発
掘
調
企
に
当
た
り
ま
し
た
同
研
究
所
の
狩

野
部
長
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

0
最
近
地
方
美
術
館
プ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

各
地
で
美
術
館
の
建
設
か
盛
ん
で
す
。
立
派
な

施
設
が
で
き
て
も
管
理
運
営
上
の
問
題
が
い
ろ

い
ろ
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
揺
岡
市
美
術
館
の

財
津
副
館
長
に
、
地
方
美
術
館
の
あ
り
方
な
ど

を
諭
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
9
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