
い
き
ま
し
た
。

古
橋
さ
ん
は
毎
月
、
ク
ラ
ブ
で
パ
ー

テ
ィ
を
し
て
い
ま
し
た
。
ハ
ウ
ス
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
が
流
れ
る
な
か
、
ド
ラ
ァ
グ
ク
イ
ー

ン
の
シ
ョ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
出
会
っ

た
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
人
た
ち
は
圧
倒
的
に
か
っ
こ
よ

か
っ
た
。
バ
イ
ト
し
て
い
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
オ
ー
ナ
ー
に
﹁
こ
れ
か
ら
の
ア
ー
ト
界

は
ク
ィ
ア
の
ほ
う
が
上
手
く
や
っ
て
る
ん

じ
ゃ
な
い
？
﹂
な
ん
て
冗
談
め
か
し
て
言

わ
れ
た
り︵
笑
︶。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
自
分

は
ゲ
イ
だ
と
気
づ
い
た
け
ど
、
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
恥
じ
る
気
持
ち
が
全
然
な

か
っ
た
一
因
は
、
素
敵
な
生
き
方
の
先
輩

た
ち
に
出
会
っ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

素
敵
な

め
ぐ
り
あ
い
の
連
続

大
学
に
破
天
荒
な
先
輩
が
い
て
﹁
百
個

く
ら
い
の
ペ
ン
キ
缶
に
絵
を
描
い
て
、
バ

イ
ク
で
突
っ
込
む
展
示
を
や
る
か
ら
手
伝

え
﹂
と
言
わ
れ
て︵
笑
︶。
そ
ん
な
パ
ン
ク

な
人
た
ち
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
借
り
て
展
覧

会
を
し
て
た
ん
で
す
け
ど
、
あ
る
と
き
、

使
用
料
を
払
え
ず
に
い
る
と
、
オ
ー
ナ
ー

が
﹁
こ
こ
で
働
い
て
払
っ
て
も
い
い
よ
﹂

と
言
っ
て
く
れ
て
。
そ
の
と
な
り
が
ダ
ム

タ
イ
プ
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
グ
ル
ー

プ
の
オ
フ
ィ
ス
で
、
中
心
的
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
古ふ

る

橋は
し

悌て
い

二じ

さ
ん
が
い
て
、
そ
ん
な
ふ
う

に
大
学
の
外
で
色
ん
な
人
と
つ
な
が
っ
て

ト
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
。

H
I
V
へ
の
差
別
は
﹁
外
国
人
や
ゲ
イ
、

セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
カ
ー
が
ウ
イ
ル
ス
の
温
床
﹂

み
た
い
に
、
こ
の
社
会
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
背
負
わ
せ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
に
ど
う
対
峙

す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

90
年
代
当
初
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
う

ち
、
や
っ
と
ゲ
イ
だ
と
気
づ
い
た
ば
か
り

の
自
分
に
は
あ
ま
り
に
も
経
験
が
不
足
し

て
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
現
場
に
踏
み
込
ま
な

い
と
手
が
か
り
が
掴
め
な
い
よ
う
な
気
が

し
て
い
て
。

古
橋
さ
ん
が
95
年
に
亡
く
な
っ
た
後
、

ぼ
く
は
セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
を
始
め
て
、
仕

事
の
合
間
、
主
に
夜
に
ず
っ
と
日
記
を
付

け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
三
、四
年
後
、
東

京
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
三
人
の
セ
ッ
ク
ス

ワ
ー
カ
ー
た
ち
とT

he Biters

と
い
う

ユ
ニ
ッ
ト
を
作
っ
て
、
自
分
た
ち
の
仕
事

の
日
記
を
展
示
し
ま
し
た
。﹁
売ば

い

女た

﹂
と

﹁Bite

︵
噛
み
つ
く
︶﹂
を
掛
け
た
名
前
。

そ
の
展
示
を
観
た
あ
る
美
術
館
の
方
が
﹁
本

に
し
た
い
﹂
と
言
っ
て
く
れ
て
出
版
さ
れ

た
の
が
﹃
売
男
日
記
﹄
で
す
。

の
ち
に
古
橋
さ
ん
が
H
I
V
に
感
染

し
た
こ
と
を
公
表
し
た
と
き
、
ダ
ム
タ
イ

プ
を
中
心
と
し
た
京
都
の
ア
ー
ト
界
の
一

部
は
呼
応
し
て
﹁
こ
の
未
曽
有
の
感
染
症

に
ア
ー
ト
だ
け
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。

社
会
運
動
も
展
開
し
よ
う
﹂
と
。﹁
ア
ー

ト
は
H
I
V
に
ど
う
向
き
合
う
？ 

そ
も

そ
も
ア
ー
ト
っ
て
可
能
な
の
？
﹂
と
い
う

問
い
か
け
が
あ
っ
て
、
本
当
に
そ
れ
ぞ
れ

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
身
心
を
削
っ
て
い
ま

し
た
。
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
ぼ
く
は
い
き

な
り
難
問
に
直
面
し
て
、
そ
の
う
ち
ア
ー

InterviewAkira the Hustler

星
っ
て
、
み
ん
な
生
き
て
い
る
か
ら

「
こ
の
本
は
当
時
、数
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
の
久
し
ぶ
り
の
作
品
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

今
の
名
前
で
活
動
し
は
じ
め
た
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。」

2
0
0
0
年
の
初
版
が
売
り
切
れ
、18
年
に
は
韓
国
で
も
出
版
、昨
年
、約
四
半
世
紀
ぶ
り
に
再
版
さ
れ
た『
売ば

い

男た

日に
っ

記き

』。

「
あ
ん
た
が「
慈
し
み
、悲
し
む
」事
が
で
き
る
、人
間
で
あ
る
事
を
思
い
出
し
た
ら
、ど
う
か
そ
の
銃
を
持
つ
手
を
降
ろ
し
て
く
れ
。」

セ
ッ
ク
ス
ワ
ー
ク
の
合
間
に
綴
っ
た
、こ
ん
な
言
葉
が
、英
語
、 

韓
国
語
、中
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
キ
ラ
さ
ん
の
こ
れ
ま
で
の
出
会
い
、現
在
の
実
感
な
ど
を
お
聞
き
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
す
。

ア
キ
ラ
・
ザ
・ハ
ス
ラ
ー
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）

光
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
。

撮影：大島拓也

情
け
な
い
人
同
士
、
語
り
た
い
言
葉
が
。

続
き
は
本
誌
で
ど
う
ぞ
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1
9
4
5
年
か
ら
80
年
と
い
う
時
間
が
流
れ
、

か
つ
て
の
戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り
ま
し
た
。

戦
争
を
経
験
せ
ず
と
も
、現
在
も
戦
火
の
報
道
に
悲
し
み
を
覚
え
る
人
は
多
い
は
ず
で
す
。

し
か
し
、80
年
前
は
、日
本
が
戦
争
の
当
事
者
で
あ
り
、加
害
者
で
し
た
。

ニ
ッ
ポ
ン

―
つ
ま
り
、「
大
日
本
帝
国
」は
一
体
何
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
特
集
で
は「
大
東
亜
共
栄
圏
」、「
七
三
一
部
隊
」、「
慰
安
婦
」問
題
な
ど
の
史
実
を
取
り
あ
げ
ま
す
。

独
り
善
が
り
の
政
策
、人
間
を
モ
ノ
と
し
て
扱
う
差
別
・
暴
力
、日
本
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
な
ど
、

戦
後
80
年
を
過
ぎ
た
今
も
他
人
事
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

親
鸞
の
語
録『
歎
異
抄
』に
は
、き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
私
た
ち
が「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
」も
す
る
、と
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
東
本
願
寺（
真
宗
大
谷
派
）の
多
く
の
先
達
も
こ
ぞ
っ
て
戦
争
に
加
担
し
ま
し
た
。

そ
の
反
省
ゆ
え
に
敗
戦
か
ら
50
年
を
経
た
宗
派
の「
不
戦
決
議
」（
1
9
9
5
年
）に
は
、

戦
争
を「
未
然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
」と
の
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
ニ
ッ
ポ
ン
が
し
た
こ
と
」を
忘
れ
ず
、過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
。

後
に
続
く
人
た
ち
に
穏
や
か
な
世
界
を
手
渡
し
た
い
。
平
和
へ
の
道
に
立
つ
た
め
の
特
集
で
す
。

＊
本
特
集
に
は
、
テ
ー
マ
を
追
及
す
る
に
際
し
て
、
差
別
や
残
虐
行
為
に
つ
い
て
の
記
述
、
関
係
す
る
画
像
の
掲
載
が
あ
り
ま
す
。

真宗大谷派の機関紙『真宗』（1937年11月号）の表紙写真（カラー化）。1937年10月16日、
真宗大谷派、本願寺派、高田派、興正派、佛光寺派、木辺派の各本山は同日同刻に「報
国法要」を勤めた。『真宗』には「立教開宗以来はじめての、特別法要」で、「法要の趣旨
は真宗教徒として非常時国難に処し、日頃の固き信念に基づく烈々たる国民精神の上より、
（中略）いよいよ尽忠報国に邁進」すべき、とある。当時の教団は積極的に戦争に加担した。

ニ
ッ
ポ
ン
が
し
た
こ
と

―
な
ぜ
戦
争
は
ダ
メ
な
の
か

特
集



―
ま
ず
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
東
亜
共
栄
圏
と
は
、
一
言
で
言
え

ば
、日
本
が
経
済
的
自
給
を
目
指
し
た
圏

域
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦（
1
9
1
4

〜
1
9
1
8
年
）後
、
日
本
が
世
界
で
戦

総
力
戦
体
制
の
た
め
、

自
給
を
目
指
し
た
圏
域

争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
、
国
家
の
総
力

を
挙
げ
た
「
総
力
戦
」
が
求
め
ら
れ
て

い
き
ま
す
。
そ
こ
で
必
要
だ
っ
た
の
が
、

自
前
で
兵
器
を
作
れ
る
軍
事
工
業
力
と
、

そ
の
原
料
の
確
保
で
す
。

た
だ
日
本
は
、
石
油
を
は
じ
め
軍
事

物
資
を
帝
国
内
で
調
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
状
況
だ
っ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ

や
イ
ギ
リ
ス
か
ら
調
達
し
な
が
ら
、
中

国
と
戦
争
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
中
国
と
の
関
係
が
影
響
し
て
、
ア
メ

リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
も
関
係
が
悪
化
。

そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
第

二
次
世
界
大
戦（
1
9
3
9
〜
1
9
4
5

年
）が
起
こ
り
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
始
ま
り
は
、

1
9
3
9
年
9
月
の
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ

ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
戦
争
で
す
が
、
そ
の

影
響
が
実
は
非
常
に
大
き
い
で
す
。
そ

の
時
、
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
に

物
を
売
っ
て
稼
い
だ
ポ
ン
ド
を
ド
ル
に

換
え
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
石
油
や
く
ず

鉄
を
購
入
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、

ポ
ン
ド
と
ド
ル
の
切
り
替
え
が
停
止
に

な
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
物
資
を
購
入
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
日
本

に
大
き
な
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
日
本
は
、
資
源
が
豊
か
な

東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ボ
ー
キ
サ
イ
ト（
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
重
要
原
料
）な
ど
の
獲

得
を
目
指
し
ま
す
。
そ
れ
を
後
押
し
し

た
の
が
1
9
4
0
年
4
月
以
降
の
ド
イ

ツ
の
席
巻
で
す
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
と

オ
ラ
ン
ダ
が
ド
イ
ツ
に
負
け
た
と
い
う

の
が
重
要
で
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ

ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民

地
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
の
植

民
地
で
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
本
国
へ
の

侵
攻
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
植
民
地
が
不

安
定
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
日
本
が

安
達
宏
昭

「
大
東
亜
共
栄
圏
」と
は

―
あ
ま
り
に
も「
日
本
的
」だ
っ
た
政
策
の
内
実

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
翌
1
9
4
2
年
、

当
時
の
首
相
で
あ
る
東
条
英
機
は
、戦
争
を
遂
行
し
つ
つ

「
大
東
亜
共
栄
圏
」建
設
の
大
事
業
に
邁
進
す
る
と
内
外
に
示
し
ま
し
た
。

―
こ
の
政
策
の
立
案
、実
行
か
ら
破
綻
ま
で
の
全
貌
を
描
い
た

『
大
東
亜
共
栄
圏 

帝
国
日
本
の
ア
ジ
ア
支
配
構
想
』（
中
公
新
書
、2
0
2
2
年
）の
著
者

安
達
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

続
き
は
本
誌
で
ど
う
ぞ
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―「
七
三
一
部
隊
」の
概
観
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

七
三
一
部
隊
は
、
敗
戦
ま
で
存
続
し

た
、
大
日
本
帝
国
陸
軍
の
防ぼ

う

疫え
き

給き
ゅ
う

水す
い

部ぶ

で
す
。
こ
の
名
称
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

日
本
軍
兵
士
が
風
土
病
な
ど
に
罹か

か

ら
な

身
も
生
命
も
収
奪
し
た
部
隊

い
よ
う
清
潔
な
水
を
供
給
す
る
こ
と
が

任
務
で
す
が
、
も
う
一
つ
の
任
務
が
あ

り
ま
し
た
。
当
時
、
陸
軍
軍
医
学
校
の

防
疫
研
究
室
は
毒
ガ
ス
や
細
菌
兵
器
の

研
究
や
開
発
を
し
て
お
り
、
七
三
一
部

隊
は
そ
の
実
験
部
隊
で
も
あ
っ
た
の
で
、

防
疫
給
水
と
併あ

わ

せ
て
、
本
土
で
は
で
き

な
い
非
人
道
的
な
人
体
実
験
を
行
う
と

い
う
二
重
の
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
部

隊
の
中
心
に
は
京
都
大
学
医
学
部
出
身

の
軍
医
、
石
井
四
郎
が
い
ま
し
た
。

最
初
、
中
国
の
黒こ

く

竜り
ゅ
う

江こ
う

省し
ょ
う、
哈ハ

爾ル

浜ピ
ン

近
く
の
背ぺ

イ

蔭イ
ン

河ホ
ー

に
施
設
を
つ
く
り
、

1
9
3
3
年
に
は
人
体
実
験
を
し
て
い

ま
す
。
人
は
青
酸
カ
リ
を
注
射
す
る
と

ど
れ
く
ら
い
で
死
ぬ
か
、
ど
れ
ほ
ど
の

電
流
で
焼
け
死
ぬ
か
、
蒸
留
水
だ
け
で

何
日
生
き
ら
れ
る
か
。
細
菌
兵
器
の
開

発
に
加
え
、
色
々
な
人
体
実
験
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

1
9
3
9
年
に
は
平ピ

ン

房フ
ァ
ンに
5
キ
ロ
四

方
の
大
規
模
施
設
が
完
成
し
、
3
千
人

に
及
ぶ
研
究
者
な
ど
が
い
て
、「
マ
ル
タ
」

と
呼
ば
れ
た
被
験
者
の
た
め
の
監
獄
も

あ
り
ま
し
た
。
当
然
、
こ
こ
で
も
人
体

実
験
を
し
ま
し
た
。
こ
の
平
房
本
部
の

名
称
が
七
三
一
部
隊
で
、
欧
米
や
ソ
連

の
研
究
施
設
に
模
し
て
作
ら
れ
た
総
合

研
究
所
で
し
た
。

―「
非
人
道
的
」と
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

ど
ん
な
点
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
明
確
に
区
別
す
べ
き
は
、

七
三
一
部
隊
は
、
薬
や
治
療
法
を
開
発

す
る
た
め
に
実
験
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
正
反
対
で
す
よ
ね
。
戦
争

の
た
め
、
人
を
殺
す
た
め
に
実
験
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
人
道
か
ら
逸

非
人
道
的
と
形
容
す
る
理
由

吉
中
丈
志

「
七
三
一
部
隊
」と
は

―
非
人
道
的「
実
験
」の
な
い
未
来
の
た
め
に

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー

「
京
都
大
学
は
七
三
一
部
隊
に
関
係
し
て
い
た
」。

戦
争
と
ソ
連
領
抑
留
を
経
た
父
親
の
そ
ん
な
一
言
を
聞
い
た
吉
中
さ
ん
。

部
隊
の
主
要
人
物
が
卒
業
し
た
京
大
に
入
学
、

部
隊
の
こ
と
は
学
内
で
時
折
耳
に
し
た
そ
う
で
す
。

だ
ん
だ
ん
と
関
心
が
深
ま
り
、
20
年
以
上
こ
の
課
題
を
追
究
し
て
い
ま
す
。

戦
時
下
の
「
実
験
」、
差
別
、
倫
理
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。

続
き
は
本
誌
で
ど
う
ぞ
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―「
慰
安
婦
」問
題
に
は「
従
軍
慰
安

婦
」問
題
、「
戦
時
性
暴
力
」ま
た
は「
日

本
軍
性
奴
隷
制
」
の
問
題
な
ど
の
呼
称

が
あ
り
ま
す
。

被
害
の
当
事
者
、
支
援
者
の
立
場
、

こ
の
問
題
へ
の
距
離
の
取
り
方
な
ど
、

取
り
組
む
人
の
ま
な
ざ
し
が
呼
称
に
反

日
本
軍
・
戦
時
・

性
暴
力
の
問
題

映
さ
れ
ま
す
ね
。
ち
な
み
に
「
従
軍
慰

安
婦
」
と
い
う
呼
称
は
戦
後
の
造
語
で
、

現
在
あ
ま
り
使
わ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

「
慰
安
婦
」
が
置
か
れ
た
状
態
は
、
世

界
的
に
は
性
奴
隷
状
態
と
認
識
さ
れ
る

の
で
「
日
本
軍
性
奴
隷
制
」
の
問
題
と

言
う
人
も
多
い
で
す
。

1
9
7
7
年
に
裴ペ

奉ポ
ン

奇ギ

さ
ん
が
当
事

者
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
で
証
言
し
た
の
が

最
初
で
、
そ
の
後
91
年
8
月
に
金キ

ム

学ハ
ク

順ス
ン

さ
ん
が
自
分
の
受
け
た
被
害
を
告
発
し
、

更
に
各
国
か
ら
証
言
が
続
き
、
史
実
が

掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、
慰
安
所
に
い

た
「
慰
安
婦
」
の
み
な
ら
ず
、
慰
安
所

の
外
で
も
多
く
の
人
が
同
様
に
追
い
ま

わ
さ
れ
、
誘
拐
、
監
禁
さ
れ
、
性
奴
隷

状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
。
更
に
年
齢
、

民
族
、
社
会
階
級
な
ど
に
よ
っ
て
被
害

に
様
々
な
異
な
り
が
あ
る
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
ら
は
一ひ

と

括く
く

り
に
で
き
な
い
の
で

「
日
本
軍
戦
時
性
暴
力
」
ま
た
は
「
日

本
軍
の
性
暴
力
」
と
い
う
呼
称
も
使
わ

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
慰
安

婦
」
問
題
に
は
、
制
度
上
の
慰
安
所
で

行
わ
れ
た
性
暴
力
の
問
題
、
そ
し
て
、

非
制
度
上
で
行
わ
れ
た
性
暴
力
の
問
題

も
あ
り
ま
す
。

現
在
確
認
で
き
る
、
最
も
古
い
慰
安

所
は
1
9
3
2
年
、
上
海
に
あ
っ
た
海

軍
の
例
で
す
。
続
い
て
陸
軍
も
慰
安
所

を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
日
本
軍
は
「
慰

安
婦
」
制
度
に
大
し
た
問
題
は
な
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
は
遊
郭
が

ず
っ
と
あ
っ
て
、
明
治
か
ら
公こ

う

娼し
ょ
う

制
度

も
あ
る
の
で
、
当
初
は
そ
の
軍
隊
版
と

し
か
思
っ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
か
こ
こ
ま

で
ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
戦
後
約
50
年
を

経
た
告
発
に
多
く
の
人
が
驚
い
た
わ
け

梁
・
永
山
聡
子

「
慰
安
婦
」問
題
と
は

―
大
日
本
帝
国
の「
根
幹
」に
向
き
合
う

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー

か
つ
て
「
慰
安
婦
」
問
題
は
戦
争
の
「
枝
葉
」
と
考
え
て
い
た
―
―
。

そ
う
語
る
梁
・
永
山
さ
ん
は
今
、

こ
の
問
題
を
戦
争
の
「
根
幹
」
と
見
据
え
、
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

な
ぜ
戦
争
は
ダ
メ
な
の
か
、
そ
の
「
根
幹
」
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

続
き
は
本
誌
で
ど
う
ぞ
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2
0
2
5
年
8
月
15
日
、
戦
後
80
周
年
を
迎
え
る
。

満
州
事
変
、
日
中
戦
争
を
経
て
太
平
洋
戦
争
、
そ

し
て
敗
戦
。
明
治
・
大
正
時
代
の
日
清
日
露
の
戦
役
、

第
一
次
世
界
大
戦
も
含
め
た
日
本
の
戦
争
の
歴
史
が

終
息
を
み
て
、
80
年
の
年
月
が
流
れ
た
。

こ
の
間
、
日
本
人
は
様
々
な
文
化
を
通
じ
て
戦
争

を
見
返
し
て
き
た
。
日
本
の
戦
争
映
画
も
ま
た
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
日
本
人
は
戦
争
映
画
を
通
じ
て
、
自

分
た
ち
が
経
験
し
た
戦
争
を
い
か
に
し
て
観
察
し
て

き
た
だ
ろ
う
か
。

数
々
の
戦
争
映
画
の
な
か
で
も
、
広
く
日
本
人
の

記
憶
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
作
品
と
い
え
ば
、『
ひ

め
ゆ
り
の
塔
』、『
二
十
四
の
瞳
』、『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』

な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
か
。

特
に
文
学
作
品
を
原
作
と
し
た
『
二
十
四
の
瞳
』

と
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
は
、
俗
に
い
う
感
動
の
名
作

で
あ
り
、
多
く
の
日
本
の
人
び
と
が
胸
を
振
る
わ
せ

涙
を
流
し
た
。
戦
争
は
二
度
と
起
こ
し
て
は
な
ら
な

い
悲
劇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
作
品
、

い
わ
ゆ
る
反
戦
映
画
で
も
あ
る
。

日
本
の
戦
争
映
画
は
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
の
も

と
、
民
主
主
義
国
家
と
し
て
、
過
去
の
戦
争
に
対
し

て
反
省
の
立
場
を
と
る
反
戦
映
画
で
あ
る
こ
と
が
基

本
で
あ
る
。

反
戦
と
と
も
に
、『
二
十
四
の
瞳
』
も
『
ビ
ル
マ
の

竪
琴
』
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
前

者
で
は
、
島
の
小
学
校
の
教
師
と
、
の
ち
に
戦
争
に

駆
り
出
さ
れ
戦
死
す
る
子
ど
も
た
ち
の
間
の
絆
。
後

者
で
は
、
ビ
ル
マ
と
い
う
異
国
の
地
で
、
故
郷
や
家

族
を
遠
く
想
い
な
が
ら
戦
死
し
て
無
惨
に
骸
を
荒
野

や
密
林
に
さ
ら
す
戦
友
を
弔
う
た
め
に
、
た
だ
一
人
、

僧
侶
と
な
っ
て
ビ
ル
マ
に
留
ま
る
決
意
を
す
る
水
島

上
等
兵
の
心
情
。
そ
う
し
た
人
間
の
素
朴
な
「
哀
し

く
美
し
い
も
の
」
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、

許
さ
れ
ざ
る
戦
争
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
。

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
戦
争
映
画
は
い
つ
ま
で
も
反

戦
映
画
の
名
作
と
し
て
、
人
び
と
の
心
に
残
り
続
け

て
き
た
の
だ
。

戦
争
映
画
に
お
け
る
共
感
、
そ
う
、
わ
れ
わ
れ
は

映
画
館
の
暗
闇
の
な
か
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

さ
れ
る
主
人
公
の
一
部
始
終
の
行
動
や
心
の
移
り
ゆ

く
様
に
同
化
し
て
い
る
。
一
緒
に
行
動
を
と
も
に
す

る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
と
映
画
の
間
に
親
和
性
が
う

ま
れ
る
。

竹
山
道
雄
が
書
い
た
原
作
小
説
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』

ながた よしつぐ
1963年、大阪府生まれ。戦争映画研究者、
作家。大阪府立大学大学院人間社会学研究科
博士課程修了。論文に「抗日映画論――恥辱
と抵抗の構造」（大阪府立大学、学位論文）。

映
画『
ビ
ルマ
の
竪
琴
』が

お
き
忘
れ
た
も
の

 

永
田
喜
嗣

『戦争映画を解読せよ！
ナチス、大日本帝国、ヒロシマ・
ナガサキ』
著者／永田喜嗣
発行／青弓社
定価／3,960円（税込）
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今
年
は
敗
戦
か
ら
80
年
に
な
り
ま
す
。
長
崎
人

権
平
和
資
料
館
は
、
1
9
9
5
年
10
月
1
日
、
史

実
に
基
づ
い
て
日
本
の
加
害
責
任
を
訴
え
よ
う
と

市
民
の
手
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
30
年
目
を

迎
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
当
資
料
館
は
、「
訪

れ
る
一
人
ひ
と
り
が
、
加
害
の
真
実
を
知
る
と
と

も
に
被
害
者
の
痛
み
に
思
い
を
馳
せ
、
一
日
も
早

い
戦
後
補
償
の
実
現
と
非
戦
の
誓
い
の
た
め
に
献

身
す
る
こ
と
、
そ
し
て
反
核
・
反
戦
・
反
差
別
・

平
和
の
実
現
と
相
互
の
人
間
連
帯
に
寄
与
す
る
こ

と
」
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

当
資
料
館
で
は
、「
人
権
な
く
し
て
平
和
な
し
」

「
韓
国
・
朝
鮮
人
、
中
国
人
被
爆
者
」「
朝
鮮
人
強

制
連
行
、
中
国
人
強
制
連
行
」「
写
真
で
見
る
日
本

の
侵
略
　
朝
鮮
、中
国
」「
日
本
は
ア
ジ
ア
で
何
を

し
た
の
か
」「
皇
民
化
」「
す
べ
て
は
天
皇
と
国
家

の
た
め
に
」「
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
」「
南
京

大
虐
殺
」「
永
遠
に
消
せ
な
い
7
3
1
細
菌
部
隊
」

「
日
本
は
な
ぜ
無
責
任
で
あ
り
続
け
る
の
か
―
日

本
軍
は
ア
ジ
ア
各
地
で
残
虐
行
為
を
働
い
た
」「
弾

圧
に
抵
抗
し
、
戦
争
に
反
対
し
た
人
々
」「
性
差
別

と
性
暴
力
」「
清
算
さ
れ
て
い
な
い
過
去
―
日
本

の
戦
後
補
償
の
現
状
」「
消
え
去
ら
な
い
こ
の
国
の

植
民
地
主
義
」「
そ
し
て
、い
ま
私
た
ち
は
… 

ど
ん

な
戦
争
に
も
反
対
し
ま
す
」
な
ど
、
過
去
に
日
本

が
行
っ
た
植
民
地
支
配
や
侵
略
戦
争
に
お
け
る
加

害
行
為
を
史
実
に
基
づ
い
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
若
い
人
た
ち
や
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん

は
、
過
去
の
戦
争
で
日
本
は
被
害
者
だ
っ
た
と
い

う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
当
資
料
館
に
来
て
自

分
が
知
っ
て
い
る
日
本
と
は
違
っ
た
日
本
を
知
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
加
害
者
で
あ
っ
た

日
本
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
も
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど

か
っ
た
の
か
と
そ
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
残
虐
な
こ
と
が
朝
鮮
や
中
国
、

ア
ジ
ア
の
人
た
ち
に
で
き
た
の
か
。
当
時
の
こ
と

を
知
っ
て
い
た
人
は
、「
当
時
、
朝
鮮
人
や
中
国
人

は
人
間
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
教
育
を
受
け

て
き
た
し
、
そ
う
い
う
仕
打
ち
を
し
て
き
た
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
れ
ほ
ど

残
虐
な
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し

さきやま のぼる
1958年生まれ。1995年10月の当館の設立に
携わり、2000年2月から当館の事務局長、
2020年11月から理事長。両親が長崎で被爆し
た原爆被爆二世で、全国被爆二世団体連絡協議
会会長も務める。

長
崎
人
権
平
和
資
料
館
の
理
念

被
害
者
の
痛
み
を
心
に
刻
み
、
人
権
保
障
と
戦
後
補
償
の
実
現
、

そ
し
て
非
戦
の
誓
い
を
。

長
崎
人
権
平
和
資
料
館  

理
事
長
　
崎
山  

昇
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火
事
の
中
、
地
面
に
倒
れ
た
。
と
、
誰
か
が
自
分
の
上
に
覆
い
か

ぶ
さ
り
、
気
が
つ
い
た
ら
、
そ
の
人
は
も
う
灰
と
な
り
、
す
で
に

火
は
消
え
、
自
分
は
そ
の
灰
に
守
ら
れ
、
生
き
て
い
た
。
そ
の
自

分
の
真
先
に
す
べ
き
こ
と
が
、
自
分
を
守
っ
て
死
ん
だ
そ
の
人
を

否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
ね
じ
れ
の
生
の
中

に
、
そ
も
そ
も
「
正
解
」
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
戦
争
に
負
け
る
と

は
、
あ
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
「
ね
じ
れ
」
を
生
の
条
件
と
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

│
加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』
2
0
0
5
年
、
ち
く
ま
文
庫

こ
の
と
き
詩
人
た
ち
は
あ
ざ
む
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
断
じ
て

そ
う
で
は
な
い
。
同
胞
の
隊
伍
が
ア
ジ
ア
の
各
地
に
も
た
ら
し
た

残
虐
行
為
と
、
現
代
詩
人
が
、
日
本
の
現
代
詩
に
、
美
辞
と
麗
句

を
武
器
と
し
て
も
た
ら
し
た
言
葉
の
残
虐
行
為
と
は
、
絶
対
に
お

な
じ
も
の
で
あ
る
。│

吉
本
隆
明
『
高
村
光
太
郎
』
1
9
5
8
年
、
五
月
書
房

悪
か
ら
善
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
方
法
は
な
い
。

│
加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』

生
の
条
件
と
し
て
の
敗
戦
、
そ
の
ね
じ
れ
。
こ
の
中
で
生
き
て

い
る
。
自
ら
が
寄
っ
て
立
つ
も
の
の
根
本
に
、
ま
た
自
ら
の
中
に
、

避
け
が
た
い
「
悪
」
が
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
。
そ
こ
か
ら
始

め
る
。
そ
れ
以
外
に
は
始
め
ら
れ
な
い
。

母
屋
を
つ
く
り
か
え
る

小
田
原
の
ど
か

おだわら のどか
彫刻家・評論家、出版社『書肆九十九』
代表、芸術学博士（筑波大学）。横浜
国立大学教員。主な著作に『近代を彫
刻／超克する』（講談社）、『モニュメン
ト原論―思想的課題としての彫刻』（青
土社）など。1985年、宮城県生まれ。
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