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家
と
拡
大
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
な
ぜ
に
「
顕
彰
」
す
る
こ
と
が
戦
争

正
当
化
に
つ
な
が
る
の
か
評
者
に
は
今
一
つ
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
（�

東
洋
書
林
、
平
成
十
七
年
五
月
、
Ａ
５
判
、
四
三
〇
頁
、
本
体

六
〇
〇
〇
円
）

（
札
幌
村
神
社
宮
司
）

矢
野
敬
一
著

『
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
』

高

原

光

啓

　

近
代
日
本
の
慰
霊
や
顕
彰
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
藤
田

大
誠
氏
の
整
理
（「
日
本
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
研
究
の
現
状
と
課

題
」、『
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
十
二
号
）
に
よ
れ
ば
、「
神
道

学
や
宗
教
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
・
社
会
学
・
民
俗
学
・
文
化
人

類
学
・
政
治
学
・
法
学
な
ど
多
彩
な
観
点
か
ら
行
な
は
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
。
こ
う
し
た
多
様
な
研
究
が
あ
る
中
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る

本
書
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
の
矢
野
敬

一
氏
は
長
年
新
潟
県
、
特
に
岩
船
郡
内
を
詳
細
に
調
査
し
、
そ
の
蓄

積
を
基
に
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
に
関
わ
る
諸
相
を
考
察
す
る
。
そ
の

際
の
目
的
は
、

　
　

�

近
代
に
お
い
て
慰
霊
、
追
悼
、
そ
し
て
顕
彰
と
い
っ
た
事
象
が

ど
の
よ
う
な
政
治
的
力
学
を
は
ら
み
、
ま
た
そ
う
し
た
力
学
を

通
し
て
家
あ
る
い
は
郷
土
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
共
同

性
が
い
か
に
構
成
、
も
し
く
は
再
編
成
さ
れ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

次
元
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
さ
れ
て
い
な
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か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

と
す
る
。
無
論
、
こ
れ
だ
け
で
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
か
は
分
か
り
に
く
く
、
追
々
、
内
容
を
略
述
す
る
中
で
理
解

さ
れ
る
と
思
う
が
、
ま
ず
内
容
紹
介
の
前
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、

著
者
の
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
定
義
で
あ
る
。
慰
霊
と
は
「
聖
職
者

が
関
与
し
何
ら
か
の
宗
教
的
儀
礼
を
と
も
な
っ
て
死
者
の
霊
に
対
応

す
る
場
合
」
を
指
し
、「
聖
職
者
が
関
与
せ
ず
に
死
者
を
想
起
し
て

悼
む
場
合
」
を
追
悼
と
す
る
。
ま
た
顕
彰
に
は
「
傑
出
し
た
故
人
の

業
績
を
記
念
し
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る

世
俗
的
な
性
格
を
帯
び
」
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
性
の
あ
る
慰

霊
、
世
俗
的
な
顕
彰
、
そ
の
中
間
に
宗
教
色
・
世
俗
性
共
に
希
薄
な

追
悼
が
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
を
明
確

に
し
、
論
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
に
は
様
々
な
政
治
的
力

学
が
作
用
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
力
学
を
明
か
す

べ
く
、
以
下
の
論
を
展
開
す
る
。

　
　

序　

近
代
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
研
究
の
視
角
と
方
法

　
　
　

一
本
書
の
課
題

　
　
　

二
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
祖
先

　
　

第
一
部　

死
者
へ
の
ま
な
ざ
し
と
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
編
成

　
　
　

第
一
章　

�

戦
死
者
と
新
聞
報
道―

昭
和
期
の
『
新
潟
新
聞
』

に
み
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
言
説
的
枠
組
み

　
　
　

第
二
章　

郷
土
と
い
う
次
元
で
の
戦
死
者

　
　
　

第
三
章　

祖
先
祭
祀
と
家
の
歴
史
の
編
成

　
　

第
二
部　

人
物
の
顕
彰
と
郷
土
史
像
の
編
成

　
　
　

第
一
章　

旧
藩
主
・
旧
藩
時
代
と
郷
土
意
識

　
　
　

第
二
章　

�

戦
国
武
将
の
顕
彰
と
祭
礼
の
誕
生―

名
勝
の
発
見

と
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト

　
　
　

第
三
章　

古
代
へ
の
ま
な
ざ
し
と
郷
土
史
の
方
法

　
　

結　

家
と
祖
先
を
め
ぐ
る
知
の
成
立
と
展
開

　

先
ず
序
の
前
半
に
お
い
て
、
先
述
し
た
本
書
の
目
的
、
位
置
づ
け

が
語
ら
れ
る
。
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
は
ら
む
政
治
的
力
学
と
は
何

か
。
そ
の
力
学
に
よ
っ
て
家
や
郷
土
は
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
の

か
。
近
代
以
降
、
家
や
郷
土
の
一
体
性
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た

の
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
後
半
で

は
祖
先
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、「
明
治
四
〇
年
代
、
道
徳
教
育

へ
の
国
家
に
よ
る
統
制
と
相
ま
っ
て
唱
道
さ
れ
た
国
家
主
義
的
道
徳

運
動
の
産
物
」
で
あ
る
国
民
道
徳
論
を
手
が
か
り
に
検
討
す
る
。
国

民
道
徳
論
で
は
祖
先
崇
拝
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の

背
景
に
は
当
時
祖
先
祭
祀
の
衰
退
化
へ
の
危
機
感
が
あ
り
、
祖
先
崇

拝
の
あ
り
方
の
再
編
成
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
祖
先
を
私
的
、

公
的
次
元
に
区
別
し
、
公
的
な
祖
先
は
公
祖
・
国
民
的
祖
先
な
ど
と

概
念
化
さ
れ
、
国
民
誰
も
が
崇
拝
す
べ
き
祖
先
を
持
つ
よ
う
図
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
一
人
一
人
が
祖
先
と
の
関
係
を
認
識
し
、
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改
め
て
家
、
郷
土
、
国
な
ど
へ
意
識
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
分
析
す
る
。

　

第
一
部
で
は
、
戦
死
を
含
め
た
死
を
ど
の
よ
う
に
慰
霊
・
追
悼
・

顕
彰
の
対
象
へ
と
化
す
仕
組
み
が
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
個
別

の
死
が
い
か
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
と
関
わ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の

過
程
で
編
成
さ
れ
ゆ
く
家
や
郷
土
の
あ
り
方
な
ど
を
課
題
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、
新
潟
県
に
お
け
る
戦
死
者
の
公
葬
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
新
聞
報
道
の
分
析
を
通
じ
て
試
み
ら
れ
る
。
そ
の
儀
式
全
般
の

み
な
ら
ず
、
我
が
子
を
失
っ
た
遺
族
の
あ
る
べ
き
姿
も
新
聞
記
事
は

示
し
、
読
者
を
導
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
、
郷

土
全
体
が
戦
死
者
を
ど
う
受
け
止
め
、
ど
う
関
わ
っ
た
か
考
察
す
る
。

郷
土
は
戦
死
者
を
自
分
た
ち
の
誇
り
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
と
い
う
。

そ
う
し
た
一
体
性
の
成
立
に
公
葬
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
捉

え
、
そ
の
実
像
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
家
に
お
け
る

死
は
ど
う
扱
わ
れ
、
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た

か
を
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
あ
る
家
の
墓
、
過
去
帳
、
位
牌
、

神
棚
仏
壇
な
ど
か
ら
祖
先
祭
祀
の
移
り
変
わ
り
を
読
み
取
る
。
一
見
、

田
舎
の
、
言
わ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
祖
先
祭
祀
の
実
態
が
窺
え
る
が
、
そ

の
中
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
で
あ
る
皇
室
に
縁
あ
る
物
や
戦
争
の

影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
は
印
象
的
だ
。

　

第
二
部
で
は
、
近
世
・
中
世
・
古
代
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
上
の
人
物

が
郷
土
の
中
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た

か
。
そ
の
人
物
に
関
わ
る
慰
霊
・
顕
彰
は
い
か
な
る
物
だ
っ
た
か
検

証
さ
れ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
、
旧
藩
主
や
旧
藩
時
代
が
求
心
力
を

持
つ
よ
う
に
な
り
、
旧
藩
主
が
地
域
の
歴
史
的
一
体
性
を
成
立
さ
せ

る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
以
降

に
旧
藩
主
な
ど
を
奉
祀
し
た
神
社
が
相
次
い
で
創
建
さ
れ
て
い
っ
た

背
景
の
中
で
、
慰
霊
・
顕
彰
の
対
象
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
旧
藩

主
が
旧
藩
臣
に
対
す
る
追
悼
・
慰
霊
も
司
っ
た
事
例
を
紹
介
。
多
様

な
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
像
を
提
示
す
る
。
第
二
章
で
は
、
あ
る
戦
国

武
将
へ
の
慰
霊
・
顕
彰
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
郷
土
の
一
体
性
が
い
か
に
作
用
し
た
か
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
見

出
さ
れ
る
娯
楽
的
な
要
素
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
幅
広
く
論
じ
ら
れ
る
。

第
三
章
で
は
、
神
話
に
登
場
す
る
奴
奈
川
姫
を
対
象
に
し
、
そ
の
顕

彰
に
至
る
道
程
、
当
時
の
奴
奈
川
姫
を
巡
る
郷
土
研
究
や
郷
土
教
育

の
手
法
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
こ
に
は
柳
田
国
男
の
民
間
伝
承
論
の
受

容
過
程
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
読
み
応
え
の
あ
る
論
考
で
あ
る
。

　

最
後
の
結
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
及
を
踏
ま
え
、
農
村
社
会
学
と

民
俗
学
か
ら
家
や
祖
先
に
関
わ
る
言
及
を
検
討
。
と
り
わ
け
鈴
木
栄

太
郎
の
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
や
柳
田
国
男
の
『
先
祖
の
話
』

を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
中
で
も
、
柳
田
の
論
と
国
民
道
徳
論
と
の

関
係
や
柳
田
の
祖
先
観
を
探
る
部
分
は
惹
き
付
け
ら
れ
る
。
章
末
で

は
現
今
の
死
を
巡
る
状
況
を
概
観
す
る
中
で
、
家
の
あ
り
方
や
来
世

観
の
変
容
を
指
摘
す
る
。
こ
の
二
つ
は
柳
田
が
描
い
た
世
界
観
の
根
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幹
を
成
す
部
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
最
早
、
従
前
の
世
界
観
が
共
有

さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
が
慰
霊
・
追
悼
・
顕

彰
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の
か
、
生
と
死
を
め
ぐ
る
あ
り
方
は

ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
と
い
っ
た
新
た
な
問
い
を
示
し
、
本
書

の
締
め
く
く
り
と
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
本
書
の
大
ま
か
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
こ

こ
か
ら
は
評
者
の
関
心
に
引
き
つ
け
つ
つ
所
感
を
述
べ
た
い
。
先
ず

感
嘆
す
べ
き
は
、
筆
者
の
資
料
を
渉
猟
し
た
労
力
で
あ
る
。
膨
大
な

参
考
文
献
、
郷
土
資
料
、
新
聞
雑
誌
等
を
丹
念
に
読
み
込
み
分
析
を

重
ね
、
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
諸
相
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
力
学
を

浮
か
び
上
が
ら
す
、
そ
の
論
の
進
め
方
に
は
謹
ん
で
敬
意
を
表
し
た

い
。
本
書
で
は
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
に
属
す
る
家
や
郷
土
の
多
種
多
様

な
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
様
々
な
力
学

が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
看
破
し
、
そ
の
力
学
に
よ
り
家
や
郷
土
が

一
体
性
を
持
つ
に
至
っ
た
と
指
摘
す
る
。
更
に
そ
こ
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
次
元
へ
と
繋
が
る
道
筋
が
つ
い
た
と
い
う
視
点
は
重
要
に
感
じ

ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
第
一
部
の
戦
死
者
を
巡
る
論
述
を
通
し
て
少
し

検
討
し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
、
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
と
来

れ
ば
、
靖
国
神
社
の
こ
と
を
想
起
す
る
が
、
本
書
で
は
主
題
と
さ
れ

な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
、「
靖
国
で
の
祭
祀
に
収
斂
さ
れ
る
戦
死

者
の
慰
霊
は
、
何
ゆ
え
国
民
全
体
で
共
有
す
べ
き
も
の
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
勘
案
す
る
う
え
で
、

よ
り
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
戦
死
者
に
対
す
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰

の
様
相
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
国
民
道
徳
論
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
影
響

は
あ
っ
た
と
は
言
え
、
ロ
ー
カ
ル
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
へ
と
容

易
に
展
開
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
の
点
に

関
し
て
は
、
感
情
の
共
同
体
と
い
う
考
え
方
を
以
て
説
明
し
て
い

る
。
こ
れ
は
「
戦
死
の
意
義
を
共
に
受
け
止
め
、
戦
死
者
を
追
悼
し

慰
霊
へ
と
向
か
う
感
情
を
共
有
す
る
範
囲
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い

う
。
こ
う
し
た
共
同
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
「
戦
死
者
個
々
が
た
ん
に
遺

族
の
追
悼
対
象
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
郷
土
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な

次
元
、
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
で
追
悼
対
象
と
化
し
慰
霊
す
べ

き
存
在
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
構
造
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
納
得
で
き
る
。
た
だ
、
感
情
の

共
同
体
と
言
え
ど
も
恐
ら
く
そ
の
内
実
は
複
雑
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル

か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
へ
と
移
る
方
向
性
は
多
様
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
戦
死
者
の
問
題
か
ら
離
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
著
者
は
第

一
部
第
三
章
に
て
祖
先
祭
祀
の
実
態
を
検
討
す
る
中
で
、
他
家
と
の

違
い
を
例
に
し
な
が
ら
「
祖
先
を
め
ぐ
る
認
識
の
力
学
は
け
っ
し
て

一
枚
岩
で
は
な
」
い
と
認
め
て
い
る
。
著
者
自
身
強
調
す
る
「
家
単

位
、
地
域
単
位
で
の
微
視
的
な
力
学
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
国
家

に
よ
る
関
与
も
加
味
し
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
丹
念
に
読
み
取
る
必
要
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が
あ
る
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
の
更
な
る
論
及
が
欲
し
い
。

　

そ
の
際
、「
国
家
に
よ
る
関
与
」
と
い
う
点
か
ら
、
制
度
的
側
面

へ
の
言
及
も
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
部
第
二
章
で
公
葬
の
形
式

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
時
期
で
あ
る
昭
和
十
年
代
は
神
社

祭
祀
制
度
が
見
直
さ
れ
、
整
備
・
充
実
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
と
重
な

る
。
そ
う
し
た
制
度
の
変
遷
が
地
域
、氏
神
、祭
祀
等
を
通
じ
て
ロ
ー

カ
ル
な
人
々
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
検
証
す
る
こ
と
は
重

要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
中
央
の
施
策
が
ど
の
よ
う
に
変
化
を

与
え
た
か
、
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ロ
ー
カ
ル
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
の

兼
ね
合
い
を
視
野
に
入
れ
た
論
考
を
読
ん
で
み
た
い
。

　

更
に
敢
え
て
言
う
と
、
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
を
扱
う
こ
と
は
、

そ
の
三
つ
の
現
在
に
も
繋
が
る
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の

結
で
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
人
の
宗
教
観
や
霊
魂
観
、
家
、

地
域
の
あ
り
方
な
ど
大
き
く
変
容
し
て
い
る
（
石
井
研
士
著
『
デ
ー
タ

ブ
ッ
ク
現
代
日
本
人
の
宗
教　

増
補
改
訂
版
』
参
照
）。
そ
う
し
た
中
に

お
い
て
、
近
代
の
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
は
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
て
い

く
の
か
、
ま
た
今
後
、
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
は
ど
う
展
開
し
て
い
く

の
か
、
矢
野
氏
な
ら
で
は
の
詳
細
な
研
究
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

以
上
、
縷
々
述
べ
て
き
た
。
誤
読
を
犯
し
た
点
も
あ
っ
た
か
と
恐

れ
る
。
加
え
て
、
無
い
物
ね
だ
り
の
所
感
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
一
切
の
責
任
は
評
者
に
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

く
。
評
者
の
愚
考
に
拘
わ
ら
ず
、
本
書
の
持
つ
価
値
は
損
な
わ
れ
な

い
。
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
、
国
民
道
徳
論
、
近
代
日
本
の
地
域
社
会

と
い
っ
た
重
要
な
問
題
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
一
冊
で
あ
り
、
会

員
諸
氏
は
じ
め
一
般
読
者
に
も
お
薦
め
す
る
。
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰

研
究
の
更
な
る
深
化
を
願
い
つ
つ
、
書
評
を
終
え
た
い
。

　
（�

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
八
年
三
月
、
Ａ
５
判
、
二
八
六
頁
、
本

体
七
〇
〇
〇
円
）

（
甲
斐
奈
神
社
権
禰
宜
）




