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一
、
柳
田
國
男
の
用
語
に
は
、
慰
霊
も
追
悼
も
な
い

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
の
昭
和
二
〇
年
、
連
日
の
空
襲
警
報
の

も
と
、
す
で
に
七
〇
歳
の
古
稀
を
迎
え
て
い
た
柳
田
國
男
は
、
日
本

各
地
の
民
俗
の
伝
承
情
報
を
総
合
的
に
分
析
し
な
が
ら
、の
ち
に『
先

祖
の
話
』
と
し
て
結
実
す
る
文
章
群
を
書
き
続
け
て
い
た
。「
少
な

く
と
も
国
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ん
だ
若
人
だ
け
は
、
何
と
し
て
も
こ

れ
を
仏
徒
の
い
う
無
縁
ぼ
と
け
の
列
に
、
疎
外
し
て
お
く
わ
け
に
は

行
く
ま
い
と
思
う
」、
と
記
す
そ
の
柳
田
國
男
の
著
作
に
は
、
な
ぜ

か
、『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
の
索
引
を
み
る
か
ぎ
り
、「
慰
霊
」
の

語
も
「
追
悼
」
の
語
も
み
ら
れ
な
い
。
柳
田
の
よ
う
な
近
代
日
本
の

知
識
人
に
と
っ
て
、
こ
の
慰
霊
と
追
悼
と
い
う
語
は
新
し
い
も
の
で

あ
り
、
ま
だ
学
問
的
表
現
の
場
で
は
、
通
常
の
使
用
に
ふ
さ
わ
し
い

語
と
し
て
の
位
置
を
得
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦

後
の
昭
和
三
〇
年
初
版
の
『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
刊
）
の
語
列
に
も

現
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
刊
の
二
版
で
も
、
九
つ
の
語
が
提
示

さ
れ
て
い
る
「
い
れ
い
」
で
は
、
そ
の
最
後
尾
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
し
、二
つ
の
語
が
提
示
さ
れ
る
「
つ
い
と
う
」
で
は
、「
追

討
」
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
時
代
の
趨
勢
に
流
さ
れ
な
が
ら
、
歴
史

学
や
民
俗
学
ま
た
社
会
学
な
ど
が
、
あ
ら
た
め
て
戦
争
研
究
を
活
発

化
さ
せ
た
の
は
、
マ
ス
コ
ミ
先
導
の
流
れ
に
沿
う
「
戦
後
五
十
年
」

を
期
し
た
一
九
九
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
に
お
け
る
共
同
研
究
も
そ
の
一
環
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
研
究
会
の
現
場
で
も
戦
没
者
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て

当
初
は
慰
霊
と
追
悼
と
い
う
用
語
が
不
用
意
に
用
い
ら
れ
る
ま
ま
で
、

両
者
の
区
別
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
議
論
が
及
ん
だ
の
は
研
究
会
の

最
終
段
階
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

二
、
祭
祀
と
供
養
の
区
別

　

日
本
の
民
俗
に
お
け
る
死
者
へ
の
一
連
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
民
俗

民
俗
学
か
ら
み
る
慰
霊
と
追
悼

新

谷

尚

紀
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学
、
文
化
人
類
学
、
宗
教
社
会
学
、
歴
史
学
、
等
々
の
研
究
者
の
間

で
は
、
用
語
の
使
用
が
恣
意
的
な
ま
ま
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
そ
の

ま
ま
流
通
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
残
念
な
が
ら
そ
の
現
状
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
民
俗
学
の
研
究
蓄
積
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
葬
送
の

儀
礼
と
し
て
は
基
本
的
に
、
死
者
の
葬
儀
、
死
者
と
死
霊
の
供
養
、

異
常
死
者
の
場
合
に
は
死
霊
の
慰
霊
と
供
養
、
先
祖
の
供
養
、
祖
先

や
祖
霊
や
祖
先
神
の
祭
祀
、
ま
で
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
、

死
者
、
死
霊
、
先
祖
、
祖
先
、
祖
霊
、
祖
先
神
、
と
い
う
異
な
る
概

念
の
語
に
対
し
て
、
安
易
に
、
祭
祀
と
い
う
語
を
結
び
付
け
る
傾
向

性
が
現
状
と
し
て
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
死
者
祭
祀
、
死
霊
祭
祀
、

先
祖
祭
祀
、
祖
先
祭
祀
、
祖
霊
祭
祀
、
祖
先
神
祭
祀
な
ど
と
い
う
表

現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
死
者
祭
祀
と
死
霊
祭
祀
と
い

う
語
は
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
祭
祀
と
は
基
本
的
に
、
神

の
霊
や
先
祖
の
霊
を
迎
え
祭
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
神
の

霊
や
先
祖
の
霊
を
迎
え
て
供
物
を
さ
さ
げ
て
も
て
な
し
感
謝
や
祈
願

な
ど
を
行
な
い
、
そ
し
て
送
る
と
い
う
一
連
の
儀
礼
的
行
為
を
表
す

語
で
あ
る
。
和
語
の
「
ま
つ
る
」
は
幅
広
く
用
い
ら
れ
る
日
常
語
で

上
記
の
死
者
か
ら
祖
先
神
ま
で
す
べ
て
に
対
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
仕
え
ま
つ
る
、
お
ろ
が
み
ま
つ
る
、
捧
げ
ま
つ
る
、

な
ど
助
動
詞
と
し
て
の
機
能
も
併
せ
も
つ
曖
昧
性
を
残
す
語
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
漢
語
の
「
祭
祀
」
は
限
定
的
に
用
い
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
死
者
に
対
し
て
、
そ
の
霊

を
「
ま
つ
る
」、
と
い
う
言
い
方
は
あ
り
得
て
も
、「
祭
祀
」
す
る
と

い
う
言
い
方
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
ま
つ
る
」
は
慰
霊

や
供
養
に
近
い
意
味
で
あ
り
、
死
者
の
霊
を
慰
め
そ
の
安
ら
か
な
落

ち
着
き
を
願
う
た
め
の
儀
礼
的
行
為
で
あ
っ
て
、
神
霊
や
祖
霊
を
迎

え
も
て
な
し
そ
の
霊
験
に
感
謝
も
し
く
は
祈
願
し
て
送
る
、
と
い
う

よ
う
な
「
祭
祀
」
で
は
な
い
。
死
者
に
対
し
て
は
む
し
ろ
供
養
と
い

う
言
い
方
が
日
本
の
民
俗
の
分
析
の
上
で
は
適
切
で
あ
り
有
効
で
あ

る
。
供
養
と
は
仏
教
用
語
のpujana

の
訳
語
で
、
仏
・
法
・
僧
の

三
宝
や
父
母
、
師
長
、
亡
者
に
飲
食
や
衣
料
、
資
材
な
ど
を
供
給
し

資
養
す
る
こ
と
で
あ
り
、
死
者
の
冥
福
を
祈
っ
て
回
向
す
る
こ
と
を

い
う
語
で
あ
る
。
祭
祀
と
供
養
と
い
う
語
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
死

者
や
死
霊
は
ま
だ
供
養
や
慰
霊
の
対
象
で
あ
っ
て
祭
祀
の
対
象
と
は

い
い
が
た
い
。
先
祖
、
祖
先
、
祖
霊
、
祖
先
神
に
な
る
と
、
祭
り
や

祭
祀
が
ふ
さ
わ
し
い
。
つ
ま
り
、
先
祖
と
い
う
語
は
供
養
と
祭
祀
の

両
方
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
曖
昧
な
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
先
祖
と
祖
先
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
現
在

で
は
同
じ
よ
う
な
意
味
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
日
本
各
地
で
用
い
ら
れ
て
き
た
民
俗
語
彙
と
し
て
は
、
先
祖

の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
祖
は
中
国
古
代
の
『
書
経
』
に
も
み
ら

れ
る
語
で
、
日
本
で
も
古
く
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
「
と
お
つ
と

や
」
と
か
「
さ
き
つ
お
や
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、「
せ
ん
そ
」
と
い
う
言
い
方
も
、『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
上
に
「
せ
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ん
そ
の
御
霊
開
か
せ
給
へ
」
と
か
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
の
上
に
「
か

の
せ
ん
そ
の
お
と
ど
は
い
と
か
し
こ
く
」
な
ど
と
あ
り
、
早
く
か
ら

日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
初
頭
の
『
日
葡

辞
書
』
は
「
せ
ん
そ
」
と
「
せ
ん
ぞ
」
の
両
方
の
読
み
方
が
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
お
り
、
現
代
の
民
俗
で
も
同
じ
く
両
方
の
言
い
方
が

あ
る
。
一
方
、
祖
先
も
中
国
古
代
の
『
魏
志
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
語

で
あ
る
が
、
中
国
で
も
あ
ま
り
使
用
さ
れ
ず
、
中
国
で
は
む
し
ろ
始

祖
と
そ
の
嫡
長
子
の
代
々
を
示
す
祖
宗
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
。

祖
先
と
い
う
語
は
日
本
で
も
前
近
代
に
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
明
治
に
な
っ
てA

ncestor

の

訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
、
法
律
用
語
と
な
り
、
学
校
教
育
に
お
い

て
も
「
ソ
セ
ン
ヲ
タ
ッ
ト
ベ
」
と
か
「
祖
先
と
家
」
な
ど
と
教
科

書
で
用
い
ら
れ
て
一
般
化
し
た
。
学
術
用
語
と
し
て
はA

ncestor�
W

orship

の
訳
語
と
し
て
の
祖
先
崇
拝
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
民
俗
に
お
い
て
は
、
す
で
に
柳
田
國
男
が
『
先
祖
の
話
』

な
ど
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
死
ん
で
ま
も
な
い
死
者
の
霊
魂
は

不
安
定
で
生
き
て
い
る
者
に
危
害
を
加
え
る
可
能
性
の
あ
る
危
険
な

も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
一
周
忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
な
ど
の
年
忌
供

養
や
命
日
ご
と
の
供
養
、
そ
れ
に
毎
年
の
盆
供
養
や
彼
岸
行
事
な
ど

で
子
孫
の
ま
つ
り
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
清
め
ら
れ
て

い
き
、
三
十
三
年
忌
や
五
十
年
忌
を
も
っ
て
弔
い
上
げ
と
し
、
そ
れ

以
後
は
死
者
の
霊
魂
は
個
性
を
失
っ
て
先
祖
群
へ
融
合
す
る
、
ま
た

神
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
祖
の
霊
、
つ
ま

り
祖
霊
の
集
合
体
へ
と
統
合
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
で

は
、
死
者
が
先
祖
へ
と
変
化
す
る
の
は
い
つ
か
、
民
俗
の
中
で
は
曖

昧
で
あ
る
。
盆
に
迎
え
る
霊
も
新
盆
や
三
年
目
の
盆
供
養
ま
で
は
ま

だ
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
仏
さ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
特
別
待
遇
す
る

が
、
そ
れ
以
後
に
な
る
と
そ
の
家
の
死
ん
だ
者
全
員
の
霊
を
漠
然
と

先
祖
さ
ん
、
精し

ょ
う
ろ霊

さ
ん
な
ど
と
い
っ
て
仏
壇
や
盆
棚
で
ま
つ
っ
て
い

る
。
墓
地
の
石
塔
で
も
明
治
以
降
一
般
化
し
て
き
た
「
先
祖
代
々
之

墓
」
と
刻
む
大
型
の
石
塔
で
は
そ
の
家
の
代
々
の
当
主
だ
け
で
な
く

夭
死
し
た
若
者
や
子
供
た
ち
も
含
め
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
そ
の
家
の

死
者
全
員
が
墓
誌
に
記
さ
れ
そ
こ
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う

で
あ
る
。
仏
壇
の
位
牌
や
墓
地
の
石
塔
を
、
死
者
供
養
の
装
置
と
み

な
す
か
、
先
祖
祭
祀
の
装
置
と
み
な
す
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。

位
牌
や
石
塔
は
三
十
三
年
忌
や
五
十
年
忌
の
弔
い
上
げ
に
は
流
し
て

し
ま
っ
た
り
焼
却
し
た
り
倒
し
て
撤
去
し
て
し
ま
う
例
も
多
い
か
ら

で
あ
る
。
新
盆
が
あ
け
る
三
年
目
く
ら
い
ま
で
は
ま
だ
新
し
い
仏
さ

ん
と
か
新あ

ら

精じ
ょ
う

霊ろ
う

と
呼
ぶ
な
ど
供
養
を
必
要
と
す
る
死
者
と
い
う
感

覚
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
安
定
化
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
弔
い
上

げ
の
三
十
三
年
忌
ま
で
の
期
間
は
、
供
養
す
べ
き
死
者
で
あ
る
と
同

時
に
祭
り
を
う
け
る
先
祖
で
も
あ
る
、
と
い
う
感
覚
、
つ
ま
り
死
者

と
先
祖
と
の
区
別
の
曖
昧
さ
が
日
本
の
民
俗
の
中
に
は
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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供
養
と
祭
祀
、
弔
い
と
祭
り
、
と
い
う
語
が
混
同
し
て
用
い
ら
れ

て
お
り
、
し
か
も
先
祖
と
は
何
か
、
そ
の
概
念
が
曖
昧
な
日
本
の
民

俗
を
も
と
に
先
祖
祭
祀
を
定
義
す
る
に
は
、
広
義
の
先
祖
祭
祀
と
狭

義
の
先
祖
祭
祀
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
広
義
の
先
祖

祭
祀
と
は
、
死
者
供
養
か
ら
祖
先
神
祭
祀
ま
で
の
死
者
に
対
す
る
す

べ
て
の
儀
礼
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
狭
義
の
先
祖
祭
祀
と
は
、
神
格

化
さ
れ
た
先
祖
つ
ま
り
祖
先
神
祭
祀
の
儀
礼
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
重
要
な
点
を
明
示
し
て
い
る
の
が
、
柳
田
國
男
の
い
う
「
ほ

か
い
」
と
「
ま
つ
り
」
の
ち
が
い
で
あ
る
。
盆
に
帰
っ
て
く
る
亡
者

や
餓
鬼
た
ち
へ
供
え
ら
れ
る
「
ほ
か
い
」
の
膳
は
、
決
し
て
下
げ
て

食
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
秋
の
氏
神
の
収
穫
祭
な
ど
神
霊

を
迎
え
て
祀
る
祭
礼
行
事
に
お
け
る
供
物
は
、
直な

お

会ら
い

と
い
っ
て
神
に

供
え
た
も
の
を
下
げ
て
人
び
と
が
共
食
の
宴
を
催
す
の
が
常
で
あ
る
。

死
ん
で
ま
も
な
い
死
者
の
死
霊
や
ま
つ
り
手
の
な
い
無
縁
の
亡
者
へ

の
供
物
は
「
ほ
か
い
」
で
あ
っ
て
河
原
な
ど
に
流
し
送
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
り
、
決
し
て
神
霊
や
祖
霊
へ
の
「
ま
つ
り
」
の
た
め
の
供
物

の
よ
う
に
、
祭
壇
か
ら
下
げ
て
人
び
と
が
直な

お

会ら
い

の
共
同
飲
食
を
す
る

こ
と
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
す
で
に
学
界
で
も
社
会
で
も
、
死
者

祭
祀
や
死
霊
祭
祀
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
て
し
ま
っ
て
い
る

現
状
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
こ
こ
に
発
言
し
て
お
き
た
い

の
は
、
第
一
に
、
死
者
に
対
す
る
儀
礼
と
観
念
を
分
析
す
る
上
で
は
、

こ
の
供
養
と
祭
祀
と
い
う
日
本
語
文
化
圏
の
二
つ
の
言
語
と
概
念
の

相
違
を
明
確
に
区
別
し
有
効
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
第
二
に
、
供
養
と
い
う
語
と
概
念
が
英
語
文
化
圏
に
存
在
し

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
翻
訳
の
上
で
曖
昧
化
も
し
く
は
無
化

し
て
し
ま
っ
て
は
重
要
な
分
析
視
点
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
む
し
ろ

そ
の
翻
訳
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
国
民
国
家
と
戦
争
、
そ
し
て
戦
死
者

　

人
間
の
死
に
は
通
常
死
と
異
常
死
と
が
あ
る
。
通
常
死
の
場
合
に

は
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝

統
的
な
葬
送
儀
礼
に
よ
っ
て
死
者
の
肉
体
と
霊
魂
は
落
ち
着
く
べ
き

と
こ
ろ
へ
落
ち
着
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
争

に
よ
る
死
は
異
常
死
で
あ
る
。
異
常
死
の
場
合
は
通
常
の
葬
送
儀

礼
と
は
異
な
る
儀
礼
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
ー
リ

ン
ト
ン
国
立
墓
地
、
無
名
戦
士
の
墓
、
五
月
三
〇
日
のM

em
orial�

D
ay

、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
のT

he�Cenotaph

、
ウ

エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
境
内
の
無
名
戦
士
の
墓
、
一
一
月
一
一
日

のRem
em

brance�D
ay

、
等
々
、
戦
没
将
兵
の
た
め
の
追
悼
や
記

念
の
装
置
、
ま
た
追
悼
記
念
日
が
、
近
代
戦
争
を
経
験
し
た
多
く
の

国
民
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
民
軍
を
常
備
す
る
近
代
国
民
国
家
に
と
っ
て
戦
争
は
将
兵
の
戦

死
を
不
可
避
と
す
る
営
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
と
し
て
の
戦
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没
将
兵
の
葬
儀
と
墓
地
と
追
悼
施
設
の
設
営
が
当
然
準
備
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
策
の
検
討
と
実
現
と
は

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国
家
に
よ
っ
て
先
取
り
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
後
追

い
的
な
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
や
社
会
の
伝

統
的
な
死
と
葬
送
を
め
ぐ
る
民
俗
の
文
化
的
多
様
性
を
反
映
し
て
そ

れ
ら
は
多
様
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
陸
軍
墓
地
、
靖
国
神
社
、
忠
魂

碑
、
忠
霊
塔
、
千
鳥
が
淵
戦
没
者
墓
苑
、
八
月
一
五
日
の
終
戦
記
念

日
、
な
ど
が
戦
没
将
兵
の
追
悼
や
記
念
、
そ
し
て
慰
霊
の
装
置
と
し

て
設
営
さ
れ
機
能
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
、歴
史
学
、文
化
人
類
学
、

民
俗
学
な
ど
に
お
け
る
国
際
的
な
研
究
交
流
の
活
発
化
と
と
も
に
、

英
語
文
化
圏
のm

em
orial

、rem
em

brance
、com

m
em

oration

な
ど
の
語
が
、
記
念
、
追
悼
、
慰
霊
、
祭
祀
な
ど
の
日
本
語
に
翻

訳
さ
れ
、
研
究
者
を
は
じ
め
一
般
社
会
に
も
流
通
し
は
じ
め
て
い
る
。

最
近
で
はFallen�Soldiers

を
英
霊
と
翻
訳
し
た
本
も
出
版
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
生
死
観
、
霊
魂
観
、
身
体
観
な
ど
、
文
化
や
社

会
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
異
の
あ
る
問
題
を
扱
う
上
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
に
現
れ
て
い
る
観
念
の
繊
細
な
差
異
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
共
有
で
き
る
術
語
の
設
定
に
向
け
て
、
言
語
の
翻
訳
は
文
化
の

翻
訳
と
い
う
文
脈
か
ら
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
、
言
語
と
文
化
の
翻
訳

　

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
戦
没
者
の
追
悼
記
念
日
や
追
悼

記
念
碑
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
粟
津
賢
太
氏
の
「
記
憶
の
場
の
成

立
と
変
容―

欧
米
に
お
け
る
戦
没
記
念
施
設
を
中
心
に

（
1
（

―

」
が
詳

し
い
。
以
下
、
そ
の
粟
津
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
紹
介
し
て
お
こ

う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
最
近
で
は
五
月
最
終
月
曜
日
と
な
っ
て
い
る

が
、
五
月
三
〇
日
が
、
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
し
た
す
べ
て
の
戦
争
の
戦

没
将
兵
のM

em
orial�D

ay

と
さ
れ
て
い
る
。
紆
余
曲
折
は
あ
る
も

の
の
、
こ
れ
は
も
と
も
と
一
八
六
五
年
に
終
結
し
た
南
北
戦
争
の
戦

死
者
の
墓
を
花
で
飾
り
、
敬
意
を
表
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
記
念
日

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
第
一
次
大
戦
が
終
わ
っ
た
日
の
一
一
月
一

一
日
、
最
近
で
は
そ
れ
に
も
っ
と
も
近
い
日
曜
日
が
、
そ
の
後
の
第

二
次
大
戦
の
戦
没
者
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
戦
没
者
を
追
悼
す
る

Rem
em

brance�D
ay

と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
リ
ン
ト

ン
国
立
墓
地
の
無
名
戦
士
の
墓
に
は
一
戦
争
に
つ
き
一
遺
体
の
み
が

選
ば
れ
て
、
そ
の
戦
争
の
す
べ
て
の
無
名
戦
士
を
代
表
す
る
も
の
と

し
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ー
リ
ン
ト
ン
国
立
墓
地
に
は
約
二

五
〇
万
㎡
に
二
〇
万
人
以
上
の
戦
没
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
が
、
無

名
戦
士
の
墓
と
い
う
の
は
、
一
戦
争
に
つ
き
誰
と
も
特
定
で
き
な
い

一
遺
体
の
み
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
戦
場
か
ら
誰
と
も

特
定
で
き
な
い
数
体
の
遺
体
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
中
か
ら
一
体
だ
け

が
選
ば
れ
て
そ
の
戦
争
に
お
け
る
す
べ
て
の
無
名
戦
士
を
代
表
す
る

も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
第
一
次
大
戦　

第
二
次
大
戦　

朝
鮮
戦
争　

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
無
名
戦
士
が
そ
れ
ぞ
れ
一
遺
体
ず
つ
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埋
葬
さ
れ
て
お
り
、
墓
碑
に
は
次
の
よ
う
な
刻
印
が
あ
る
。

　
　

�H
E

R
E

�R
E

S
T

�IN
�H

O
N

O
R

E
D

�G
L

O
R

Y
�A

N
�

A
M

ERICA
N

�SO
LD

IER�K
N

O
W

N
�BU

T
�T

O
�GO

D

．（
神

の
み
ぞ
そ
の
名
を
知
る
兵
士
、名
誉
と
栄
光
に
包
ま
れ
て
こ
こ
に
眠
る
）

　

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
に
一
九
二

〇
年
に
建
設
さ
れ
た
戦
没
記
念
碑
セ
ノ
タ
ー
フT

he�Cenotaph

が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
ほ
ど
近
い
英
国
歴
代
王
室
の
霊
廟
の
あ

る
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
境
内
の
一
角
に
は
、
無
名
戦
士
の

墓
が
同
じ
く
一
九
二
〇
年
に
象
徴
的
な
一
体
の
遺
体
だ
け
が
す
べ

て
の
戦
没
者
の
代
表
と
し
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
セ
ノ
タ
ー

フcenotaph

は
空
の
墓em

pty�tom
b�

を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語

kenotaphin

に
由
来
す
る
語
で
、
一
般
の
記
念
碑
を
さ
す
が
、
ロ

ン
ド
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
に
あ
る
セ
ノ
タ
ー
フT

he�Cenotaph

は
定
冠
詞
が
つ
き
、
語
頭
が
大
文
字
に
さ
れ
て
特
別
な
ロ
ン
ド
ン
の

戦
没
記
念
碑
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
全
土
に
現
存

す
る
戦
没
者
記
念
碑
の
総
数
は
国
立
戦
争
博
物
館T

he�Im
perial�

W
ar�M

useum

に
よ
る
「
戦
没
記
念
碑
総
目
録
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
調
査
に
よ
れ
ば
五
四
〇
〇
〇
以
上
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ

ら
の
ほ
と
ん
ど
は
一
九
一
八
年
以
降
の
一
〇
年
間
に
建
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
境
内
の
無

名
戦
士
の
墓
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
一
日

に
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ド
ル
戦
線
か
ら
回
収
さ
れ
た
身
元
も
姓
名
も

わ
か
ら
な
い
戦
没
者
の
一
遺
体
で
、
こ
の
無
名
戦
士
は
大
英
帝
国
を

守
っ
た
一
般
的
な
人
間a�plane�m

an

の
代
表
と
み
な
さ
れ
、U

N
-

K
N

O
W

N
�BY

�N
A

M
E�O

R�RA
N

K

　

と
い
う
点
が
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。

五
、
平
田
篤
胤
の
御み

霊た
ま

信し
ん

仰こ
う

　

一
方
、
近
代
日
本
の
戦
没
将
兵
に
対
す
る
扱
い
の
上
で
特
徴
的
な

も
の
の
第
一
が
、
戦
没
将
兵
を
神
に
祀
り
あ
げ
る
と
い
う
信
仰
と
習

俗
で
あ
る

（
（
（

。
そ
の
信
仰
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
や
す
い
の
は
古
代

以
来
の
御ご

霊り
ょ
う

信し
ん

仰こ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
そ
の
信

仰
の
中
核
と
い
え
ば
む
し
ろ
平
田
篤
胤
の
説
い
た
「
御み

国く
に

の
御み

民た
み

」

の
思
想
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
御み

霊た
ま

信し
ん

仰こ
う

で
あ
る
。「
御
国
の
御
民
」

の
思
想
と
は
、
天
皇
を
神
の
子
孫
と
し
て
現あ

き

津つ

御み

神か
み

と
位
置
づ
け
る

一
方
で
、
一
般
の
人
び
と
も
ま
た
神
の
子
孫
に
他
な
ら
な
い
と
す
る

考
え
方
で
あ
る
。「
神た

魂ま

は
も
と
、
産む

す

霊び
の

神か
み

の
賦く

ま

り
た
ま
へ
る
も
の
」

「
こ
の
平
篤
胤
も
神
の
御み

末す

胤え

に
さ
む
ら
ふ
」（『
霊た

ま

の
真み

柱は
し
ら』）

と
い
い
、

「
世
に
有
ゆ
る
事
物
は
此
天
地
の
大
な
る
、
及
び
我
々
が
身
体
ま
で

も
尽

こ
と
ご
とく

天
神
地
祇
の
御み

霊た
ま

の
資よ

り
て
成
れ
る
物
に
て
、
各
々
某
々
に

神
等
の
持
分
け
坐ま

し
て
」
い
る
（『
玉た

ま

襷だ
す
き』

第
三
巻
）
の
で
あ
り
、「
賤

の
男
我
々
に
至
る
ま
で
も
神
の
御
末
に
相
違
な
し
」（『
古
道
大
意
』）、

と
い
う
の
で
あ
る

（
（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
延
長
線
上
に
、
伝
統
的
な
仏
教

式
の
葬
儀
に
よ
る
死
者
の
供
養
と
成
仏
と
い
う
方
式
と
は
異
な
る
、
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神
道
式
の
葬
儀
、
神
葬
祭
に
よ
る
死
者
の
み
た
ま
が
祖
霊
と
し
て
さ

ら
に
は
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
い
う
方
式
が
、
国
学
の
理
念
の
も
と

に
定
式
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
寺
檀
制

度
の
も
と
で
仏
教
式
の
葬
儀
に
よ
る
成
仏
と
来
世
へ
の
往
生
観
が
圧

倒
的
に
浸
透
し
て
い
た
か
に
み
え
、
ま
た
そ
の
後
の
近
代
社
会
に

あ
っ
て
も
私
的
な
家
族
や
村
落
社
会
に
お
い
て
は
仏
教
式
の
葬
儀
が

あ
い
か
わ
ら
ず
一
般
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
併
行

し
て
国
家
的
な
死
者
儀
礼
の
場
で
は
こ
の
よ
う
な
国
学
的
神
道
的
な

霊
魂
観
と
来
世
観
が
一
躍
普
及
し
、
国
民
的
精
神
活
動
の
上
に
多
大

な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
村
落
社
会
レ
ベ
ル

で
の
仏
教
式
供
養
成
仏
と
国
家
と
軍
隊
レ
ベ
ル
で
の
神
道
式
英
霊
祭

祀
と
い
う
い
わ
ば
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
相
反
的
で
あ
り
な
が

ら
そ
れ
が
同
時
に
相
補
的
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
近

代
国
民
国
家
日
本
に
お
け
る
死
者
儀
礼
の
特
徴
で
あ
っ
た
。　

六
、
招
魂
弔
祭
と
忠
魂
英
霊

招
魂
と
慰
霊
と
い
え
ば
、
村
上
重
良
氏
の
『
慰
霊
と
招
魂

（
4
（

』
と
い
う

書
名
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幕
末
維
新
期
の
国
事
殉
難
者

に
対
す
る
儀
礼
を
表
す
語
は
招
魂
弔
祭
で
あ
り
、
招
魂
慰
霊
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
招
魂
弔
祭
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
二
月
に
京

都
の
東
山
霊
山
の
霊
明
社
で
行
な
わ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ

は
同
年
八
月
に
長
州
藩
の
内
請
に
よ
っ
て
孝
明
天
皇
か
ら
幕
府
に
対

し
て
示
さ
れ
た
安
政
の
大
獄
以
来
の
犠
牲
者
の
「
霊
魂
を
招
集
し
礼

を
以
て
収
葬
し
子
孫
を
し
て
祭
祀
せ
し
め
」
る
よ
う
に
、
と
の
勅
文

に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
に

津
和
野
藩
の
国
学
者
福
羽
美
静
ら
が
中
心
と
な
っ
て
京
都
祇
園
社
の

境
内
に
小
社
を
建
て
て
三
条
実
萬
、
水
戸
斉
昭
以
下
六
十
四
名
の
忠

死
の
霊
を
奉
祭
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
で
戊
辰
戦
争
の
犠

牲
者
を
も
含
め
た
招
魂
弔
祭
の
施
設
と
し
て
、明
治
二
年（
一
八
六
九
）

東
京
九
段
に
招
魂
社
（
一
八
七
九
年
に
靖
国
神
社
と
改
称
）
が
建
立
さ

れ
る
。
こ
の
間
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
五
月
十
日
の
太
政
官
布

告
に
「
其
忠
魂
を
慰
め
ら
れ
た
く
」
の
文
言
が
み
ら
れ
、
そ
こ
に
慰

霊
に
通
じ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
戦
没
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
慰
霊
と
い
う
動

詞
と
儀
礼
よ
り
も
、
英
霊
、
忠
魂
、
忠
霊
な
ど
の
名
詞
の
呼
称
が
与

え
ら
れ
、
そ
れ
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
英
霊
の
語
は
古
く

は
『
隋
書
』
な
ど
中
国
の
古
典
に
よ
れ
ば
英
華
霊
秀
の
気
の
鍾あ

つ

ま
っ

て
生
じ
た
人
、
つ
ま
り
す
ぐ
れ
た
人
の
意
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は

幕
末
の
水
戸
藩
士
藤
田
東
湖
の
「
英
霊
い
ま
だ
か
つ
て
泯ほ

ろ

び
ず
、
と

こ
し
え
に
天
地
の
間
に
あ
り
」
と
い
う
漢
詩
の
一
節
が
志
士
の
間
で

愛
唱
さ
れ
て
以
来
広
ま
っ
た
語
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
と
く
に

日
露
戦
争
を
画
期
と
し
て
、
勇
戦
忠
死
の
英
霊
と
い
う
か
た
ち
で
一

般
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
『
靖
国
神
社
誌

（
（
（

』
が
祭
神
を
英

霊
と
呼
ん
で
か
ら
そ
れ
以
降
、
靖
国
神
社
と
英
霊
の
語
は
不
可
分
の
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も
の
と
な
っ
た
。
日
露
戦
争
に
よ
る
戦
没
者
の
激
増
は
一
方
で
、
全

国
各
地
の
村
落
に
お
い
て
戦
没
者
の
氏
名
を
刻
む
忠
魂
碑
の
建
立
を

促
し
、
は
じ
め
は
日
露
戦
役
紀
念
碑
な
ど
と
と
も
に
氏
神
の
神
社
境

内
に
建
立
さ
れ
た
が
や
が
て
、
学
校
教
育
の
場
で
あ
る
小
学
校
の
敷

地
内
に
移
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
期
に
入
り
日
中
戦
争
が
激
化
す
る
と
、

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
陸
軍
の
強
い
支
援
を
受
け
て
大
日
本
忠

霊
顕
彰
会
が
設
立
さ
れ
、
各
地
に
納
骨
施
設
を
と
も
な
う
巨
大
な
忠

霊
塔
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
（
（

。

七
、
慰
霊
と
追
悼

　

死
者
に
対
す
る
儀
礼
と
言
語
で
、
同
じ
日
本
語
で
も
慰
霊
と
追
悼

と
は
そ
の
意
味
内
容
が
異
な
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

追
悼
は
通
常
死
と
異
常
死
の
両
者
と
も
に
該
当
す
る
語
で
あ
る
が
、

慰
霊
は
事
故
死
や
戦
闘
死
な
ど
異
常
死
の
場
合
が
主
で
あ
る
。
そ
し

て
追
悼
の
場
合
は
死
者
は
あ
く
ま
で
も
追
想
し
な
が
ら
そ
の
死
が
哀

悼
さ
れ
る
死
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
慰
霊
は
事
故
死
と
戦
闘
死
と

で
大
き
く
異
な
る
。
事
故
死
の
場
合
は
、た
と
え
ば
昭
和
六
〇
年（
一

九
八
五
）
八
月
の
御
巣
鷹
山
へ
の
日
航
機
墜
落
事
故
や
、
ま
た
信
楽

鉄
道
（
一
九
九
一
年
）
や
福
知
山
線
尼
崎
（
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
の
鉄

道
事
故
、
東
京
湾
の
釣
船
富
士
丸
と
海
上
自
衛
隊
潜
水
艦
な
だ
し
お�

（
一
九
八
八
年
）
や
ハ
ワ
イ
沖
の
水
産
学
校
練
習
船
え
ひ
め
丸
と
米
原

子
力
潜
水
艦
ク
リ
ー
ン
ビ
ル
（
二
〇
〇
一
年
）
と
の
衝
突
沈
没
事
故

な
ど
、
こ
こ
十
数
年
の
間
に
も
頻
発
し
て
い
る
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
故
の
遭
難
者
に
対
す
る
慰
霊
の
場
合
、
さ
ま
よ
え
る
死
者
の
霊
魂

が
想
定
さ
れ
て
そ
の
招
魂
と
慰
霊
の
た
め
、
浮
遊
す
る
霊
魂
の
安
息

所
、
共
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
の
慰
霊
碑
が
建
立

さ
れ
、
犠
牲
者
た
ち
の
集
団
的
な
霊
魂
が
共
に
慰
め
ら
れ
か
つ
お
の

お
の
の
死
者
の
安
息
が
願
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
慰

霊
碑
の
一
般
的
機
能
で
あ
り
、
霊
魂
の
安
息
と
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な

い
こ
と
へ
の
祈
願
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
戦
闘
死
の
場
合
に
は
招
魂
慰
霊
に
よ
る
積
極
的
意
味
づ

け
が
な
さ
れ
社
祠
が
設
営
さ
れ
る
な
ど
し
て
戦
死
者
は
霊
的
存
在
と

し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
り
う
る
。
つ
ま
り
死
者
が
神
と
し
て
祀
り
上

げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
だ
同
じ

戦
争
の
場
合
で
も
戦
闘
死
の
将
兵
と
一
般
の
被
災
者
と
で
は
ま
た
異

な
る
。
た
と
え
ば
広
島
や
長
崎
の
原
爆
被
災
者
に
対
す
る
原
爆
慰
霊

碑
の
場
合
な
ど
は
戦
闘
死
で
は
な
い
た
め
に
、
戦
争
の
犠
牲
者
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
そ
の
安
息
と
冥
福
が
祈
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
慰
霊
の
場
合
に
は
、
儀
礼
の
上
で
も
事
故
や
戦
争
の
被
災
者
の

場
合
に
は
仏
教
式
の
追
善
供
養
に
よ
る
成
仏
、
ま
た
宗
教
色
を
極
力

廃
し
た
方
式
も
近
年
で
は
考
案
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
死
者
の
安
息
と
冥
福
を
祈
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
か
つ
て
の
戦
時
体
制
下
で
の
戦
闘
死
の
将
兵
の
場
合
に
は
神
道

式
の
招
魂
弔
祭
に
よ
る
祭
神
、
と
い
う
死
者
の
安
息
の
境
地
が
想
定
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さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
前
述
の
よ
う
に
英
語
のm

em
orial

が
日

本
語
で
は
記
念
、
追
悼
、
慰
霊
、
祭
祀
、
供
養
、
な
ど
の
語
に
翻
訳

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
匡
正
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
死
者
を
神
に
祀
り
上
げ
る
信
仰
・
習
俗
・
霊
魂
観
念
を
有

す
る
日
本
語
文
化
圏
の
言
語
と
、
そ
れ
を
有
し
な
い
英
語
文
化
圏
の

言
語
と
を
安
易
に
翻
訳
し
て
、
厳
密
で
重
要
な
意
味
内
容
の
相
違

を
曖
昧
化
も
し
く
は
無
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
言
語
の
意
味

内
容
を
よ
く
ふ
ま
え
た
正
確
な
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

m
em

orial

に
は
「
記
念
＋x

」
の
含
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
のx

の
部
分
の
解
説
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
覚
え
て
お
く
と
か

記
憶
し
て
お
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
に
加
え
て
死
者
に
共
感

し
抱
き
し
め
慈
し
む
、
決
し
て
貴
方
の
こ
と
と
あ
の
事
件
の
こ
と
は

忘
れ
な
い
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
感
覚
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら

を
含
め
て
よ
り
正
確
な
日
本
語
へ
の
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
慰
霊
に
は
「com

fort�the�spirit

＋y

」
の
含
意
が
あ
る

が
、
そ
のy

の
部
分
と
は
「spirit

＝
霊
魂
」
を
「com

fort

＝
慰

め
る
」、
だ
け
で
な
く
そ
の
慰
め
ら
れ
た
霊
魂
が
霊
性
を
獲
得
し
て

「
神
＝deities/gods

」　

に
祀
り
上
げ
ら
れ
、
時
と
し
て
は
霊
験
あ

る
祭
神
と
し
て
人
々
の
祈
願
の
対
象
と
も
な
り
う
る
、
と
い
う
動
態

ま
で
を
も
含
む
意
味
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
正
確
に
英

語
に
翻
訳
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
らirei　

と
イ
タ
リ
ッ
ク
体

で
表
記
し
て
上
記
の
よ
う
な
そ
の
解
説
を
英
語
で
付
す
の
が
正
確
で

あ
ろ
う
。
同
様
に
、
英
霊
は
靖
国
神
社
の
祭
神
の
意
味
に
限
定
し
て

eirei　

と
解
説
付
き
で
表
記
す
べ
き
で
あ
り
、Fallen�Soldiers

や

W
ar�D

ead

を
安
易
に
英
霊
と
翻
訳
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
の
最
近
の
具
体
例
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
L
・
モ
ッ
セ
のFallen 

Soldiers ; R
eshaping the M

em
ory of the W

orld W
ars 

の
訳

書
、『
英
霊　

創
ら
れ
た
世
界
大
戦
の
記
憶

（
7
（

』
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ

ん
こ
の
著
書
と
翻
訳
書
の
出
版
の
学
術
的
か
つ
社
会
的
意
義
の
高
さ

は
そ
の
内
容
の
充
実
と
と
も
に
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ

で
注
意
し
た
い
の
は
翻
訳
上
の
訳
語
の
問
題
で
あ
る
。
訳
者
の
宮
武

実
知
子
氏
に
よ
れ
ば
、Fallen�Soldiers

を
「
戦
没
兵
士
」
で
な
く

「
英
霊
」
と
訳
す
理
由
は
、「
戦
場
で
死
ん
だ
将
兵
が
さ
ま
ざ
ま
な
祭

祀
や
儀
礼
を
通
じ
て
神
格
化
さ
れ
る
場
合
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
た
め
、「
英
霊
」
と
訳
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、

cult

を
祭
祀
、rite

を
儀
礼
と
翻
訳
し
た
と
い
う
（
凡
例
）。
し
か
し
、

ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
戦
没
将
兵
の
「
神
格
化
」
と
日
本
社
会
に
お

け
る
「
英
霊
祭
祀
」
と
の
文
化
的
差
異
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
り
、
そ
の
点
を
等
閑
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

欧
米
社
会
でFallen�Soldiers

がShrine

にD
eities/Gods　

も

し
く
は�Saint�

と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
そ
の
点

こ
そ
明
白
で
あ
っ
て
も
微
妙
で
あ
っ
て
も
決
し
て
等
閑
視
す
べ
き
で

な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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戦
闘
死
者
に
対
す
る
招
魂
慰
霊
と
社
祠
奉
祭
と
い
う
儀
礼
に
よ
っ

て
創
り
出
さ
れ
る
神
々
は
、
そ
の
創
出
も
祭
祀
も
解
釈
も
そ
の
と
き

ど
き
の
生
き
て
い
る
人
間
の
利
害
関
係
に
よ
っ
て
、
平
和
祈
願
か
ら

護
国
祈
願
、
さ
ら
に
事
態
に
よ
っ
て
は
戦
意
高
揚
、
戦
勝
祈
願
、
戦

争
戦
死
の
美
化
、
に
ま
で
意
味
づ
け
が
無
限
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
宿

命
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の
歴
史
と
民
俗
に
お
け
る
招
魂
慰
霊

と
社
祠
奉
祭
と
い
う
儀
礼
の
意
味
と
そ
の
特
徴
と
が
、
言
語
の
相
違

を
超
え
て
日
本
語
文
化
圏
以
外
の
言
語
文
化
圏
の
研
究
者
と
の
間
で

相
互
に
議
論
さ
れ
文
化
差
の
認
識
が
共
有
さ
れ
理
解
さ
れ
あ
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
英
語
のT

he�Glorious�D
ead　

と
日
本
語
の
英
霊
と

の
相
違
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
明
確
に
し
て
英
語
文
化
圏
の
研
究
者

と
日
本
語
文
化
圏
の
研
究
者
が
相
互
に
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
場
合
に
も
、「
慰

霊
」
と
「
追
悼
」
の
相
違
に
は
と
く
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
昭

和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
毎
年
八
月
一
五
日
の
全

国
戦
没
者
追
悼
式
で
壇
上
の
標
柱
の
文
字
が
は
じ
め
は
「
全
国
戦
没

者
追
悼
之
標
」で
あ
っ
た
の
が
昭
和
五
〇
年（
一
九
七
五
）か
ら
は「
全

国
戦
没
者
之
霊
」
へ
と
変
更
さ
れ
た
例
な
ど
、
戦
没
者
を
め
ぐ
る
信

仰
の
問
題
の
次
元
で
の
考
察
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
戦
没

者
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
問
題
と
し
て
も
注
意
深
く
考
察
さ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
八
月
一
五

日
と
は
、
三
木
武
夫
首
相
に
よ
る
戦
後
初
の
「
八
月
一
五
日
の
靖
国

参
拝
」
が
行
な
わ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
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憶
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追
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