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一
、
本
書
の
概
要

　
近
代
国
家
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
戦
没
者
慰
霊
の
問
題

は
ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
た
の
か
。
と
く
に
合
戦
の
敗
者
は
ど
の

よ
う
に
弔
わ
れ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
答
え
る
書
が
、

室
井
康
成
氏
に
よ
る
『
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
―
日
本
人
は
敗
者
と

ど
う
向
き
あ
っ
て
き
た
の
か
』（
以
下
、「
本
書
」
と
す
る
）
で
あ
る
。

　
室
井
氏
が
注
目
し
た
の
は
「
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
な
ど
と
呼
ば

れ
る
塚
状
の
遺
跡
群
」
で
あ
る
（
本
書
二
頁
）。
こ
れ
ら
は
、「
い
ず

れ
も
往
古
の
戦
争
で
死
亡
し
た
人
々
の
亡
骸
の
全
部
も
し
く
は
一
部

を
埋
葬
し
、
霊
的
な
処
遇
を
施
す
た
め
に
築
造
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
」、「
過
去
の
戦
死
者
の
記
憶
の
依よ
り
し
ろ代

と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
遺

跡
な
の
で
あ
る
（
二
～
三
頁
）。
た
だ
し
、
伝
承
の
と
お
り
に
合
戦

の
戦
死
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
後
付
け
の
も
の

が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
塚
の
歴
史
的
真
贋
が
ど
う
で
あ
れ
、

そ
の
い
わ
れ
を
説
く
伝
承
か
ら
は
、
こ
れ
を
語
り
伝
え
て
き
た
人
々

の
、
過
去
の
戦
死
者
に
対
す
る
想
い
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
室
井
氏
は
主
張
す
る
（
四
頁
）。
本
書
が
目
的
と
す
る
の
は
「
塚

に
仮
託
し
て
語
ら
れ
る
、
人
々
の
戦
死
者
に
対
す
る
想
い
を
掬
い
あ

げ
る
こ
と
」
で
あ
る
（
二
三
頁
）。

　
室
井
氏
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
と
い
っ
た

過
去
の
戦
争
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
塚
状
の
遺
跡
と
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ

る
伝
承
の
、
い
わ
ば
概
説
書
で
あ
る
」（
四
頁
）。
本
書
は
、
室
井
氏

が
日
本
中
に
存
在
す
る
六
六
五
も
の
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
（
以
下
、

こ
れ
ら
の
総
称
と
し
て「
首
塚
」と
す
る
）を
調
査
し
た
成
果
で
あ
る
。

本
書
は
一
般
書
で
あ
り
、
室
井
氏
自
身
が
「
通
史
と
し
て
書
い
た
か

ら
こ
れ
は
概
略
。
こ
れ
を
た
た
き
台
に
研
究
し
て
く
れ
る
人
が
現
れ

れ
ば
」
と
述
べ
る
（
１
）
。
だ
が
、
本
書
は
柳
田
國
男
の
問
題
提
起
を
受
け

継
ぎ
つ
つ
、
戦
後
七
〇
年
（
二
〇
一
五
年
）
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
て
首
塚
研
究
に
慰
霊
と
い
う
新
し
い
論
点
を
あ
た
え
た
。
そ

の
意
義
は
初
め
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
本
書
の
章
立
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

書
　
評

室
井
康
成 
著

『
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
―
日
本
人
は
敗
者
と
ど

う
向
き
あ
っ
て
き
た
の
か
』（

洋
泉
社
、
二
〇
一
五
年
）

内
田
　
　
力
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七
巻
第
一
号
）

は
じ
め
に

序
章
　
　「
首
塚
」
は
、
い
か
に
語
ら
れ
て
き
た
か

第
一
章
　「
大
化
の
改
新
」
と
蘇
我
入
鹿
の
首
塚

第
二
章
　「
壬
申
の
乱
」
を
め
ぐ
る
塚

第
三
章
　
平
将
門
の
首
塚
・
胴
塚

第
四
章
　「
一
ノ
谷
合
戦
」
の
敗
者
と
勝
者

第
五
章
　
楠
正
成
・
新
田
義
貞
の
結
末

第
六
章
　「
関
ヶ
原
合
戦
」
の
敗
者
た
ち

第
七
章
　「
近
代
」
へ
の
産
み
の
苦
し
み

終
章
　
　「
客
死
」
と
い
う
悲
劇

首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
等
の
一
覧

お
わ
り
に

　
章
立
て
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
ひ
と
つ
の
特
徴
的
な
趣
向

を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
首
塚
に
関
わ
り
の
あ
る
歴
史
上
の
敗
者

を
つ
う
じ
て
、
前
近
代
の
日
本
史
を
通
史
と
し
て
語
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
は
、
被
葬
者
と
さ
れ
る
人
物
の
年
代
の
順
に
章
が
配
列
さ

れ
て
い
る
。
蘇
我
入
鹿
か
ら
西
郷
隆
盛
ま
で
が
並
べ
ら
れ
る
様
子
は

圧
巻
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
の
広
範
囲
を
解
説
し
て
い
る

が
た
め
に
、
室
井
氏
は
最
新
の
研
究
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
も
の
の
、
各
々
の
専
門
家
の
目
か
ら
す
れ
ば
不
審
な
記
述
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
般
書
な
ら

で
は
の
試
み
で
あ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
敗
者
の
側
か
ら
み
た
日
本
通

史
、
さ
ら
に
い
え
ば
多
声
的
な
通
史
叙
述
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

二
、
記
憶
研
究
・
記
念
碑
研
究
と
し
て

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
一
般
書
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
一
般
書

の
体
裁
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
歴
史
学
全
体
に
対
し
て
い
く
つ
か
の

研
究
上
の
論
点
を
提
起
す
る
（
２
）

。
な
か
で
も
記
憶
研
究
・
記
念
碑
研
究

と
し
て
の
側
面
は
、
歴
史
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
。

　
民
俗
学
者
で
あ
る
室
井
氏
に
よ
る
本
書
を
、
歴
史
学
に
ひ
き
つ
け

て
読
解
す
る
こ
と
に
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
室
井
氏
自
身
、

本
書
の
な
か
で
民
俗
学
と
歴
史
学
を
対
立
的
に
あ
つ
か
う
。
歴
史
学

は
史
料
に
基
づ
い
て
論
じ
、事
実
か
否
か
に
主
た
る
関
心
を
持
つ
が
、

室
井
氏
は
民
俗
学
に
「
拠
っ
て
立
」
ち
、塚
の
歴
史
的
真
贋
よ
り
も
、

伝
承
が
「
真
実
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
人
々
の
心
情
」
を
問
う
（
四
、

二
一
頁
）。
史
実
と
伝
承
を
対
比
さ
せ
て
、「
史
書
に
記
さ
れ
た
「
事

実
」
と
、
民
間
レ
ヴ
ェ
ル
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
「
真
相
」
と
の
間

に
は
〔
中
略
〕
大
き
な
落
差
が
あ
る
」
と
書
く
の
も
、
同
様
の
発
想

で
あ
る
（
五
五
頁
）。

　
し
か
し
、
記
憶
研
究
（
人
々
の
記
憶
を
対
象
と
し
て
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
歴
史
認
識
と
の
関
係
を
探
る
研
究
）
が
分
野
を
超
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・
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あ
っ
て
き
た
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か
』（
内
田
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え
て
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
民
俗
学
と
歴
史
学

の
対
立
よ
り
も
む
し
ろ
両
者
の
共
通
性
に
目
が
向
く
。
そ
こ
で
わ
た

し
は
、ド
イ
ツ
史
を
専
門
と
す
る
歴
史
家
で
あ
る
松
本
彰
に
よ
る『
記

念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ
―
戦
争
・
革
命
・
統
一
』
を
本
書
の
傍
ら

に
並
べ
た
い
（
３
）
。
同
書
は
、
ド
イ
ツ
各
地
に
膨
大
に
存
在
す
る
記
念

碑
、
な
か
で
も
数
の
多
い
戦
争
記
念
碑
が
人
々
の
記
憶
を
映
し
出
す

存
在
で
あ
る
と
考
え
、
近
現
代
に
お
け
る
記
念
碑
の
建
造
や
改
変
を

丹
念
に
追
う
こ
と
で
ド
イ
ツ
史
を
再
考
す
る
書
で
あ
る
。
集
合
的
な

記
憶
や
感
情
の
媒
体
と
し
て
特
定
の
種
類
の
場
や
立
体
物
を
捉
え
る

視
角
は
、
本
書
と
共
通
す
る
。
本
書
は
記
憶
研
究
や
記
念
碑
研
究
と

し
て
も
独
自
の
論
点
を
提
供
す
る
。
一
例
と
し
て
、
首
塚
と
信
仰
と

の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
く
つ
か
の
首
塚
や
胴
塚
は
、
現
在
で
も

人
々
に
と
っ
て
た
た
り
や
病
気
治
癒
譚
の
よ
う
な
信
仰
の
対
象
で
あ

り
、そ
れ
が
歴
史
上
の
敗
者
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
点
は
記
念
碑
や
史
跡
を
考
え
る
と
き
に
見
逃
し
や
す
い
点
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
本
書
の
終
章
で
室
井
氏
は
、
敗
者
が
「
客
死
」

し
た
こ
と
に
対
す
る
人
々
の
感
情
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、「「
客

死
」
を
忌
み
、
で
き
う
べ
く
ん
ば
死
者
を
故
地
へ
と
も
ど
す
べ
き
だ

と
い
う
心
意
」
を
首
塚
伝
承
の
な
か
か
ら
抽
出
す
る
（
二
六
八
頁
）。

こ
れ
も
本
書
独
自
の
視
点
で
あ
る
。

三
、
歴
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
首
塚
の
存
在

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
被
葬
者
と
さ
れ
る
人
物
の
時
代
順

に
首
塚
を
解
説
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
漏
れ
た
問
題
が
存
在
す
る
こ

と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ひ
と
つ
は
、
虚
構
の
存
在
を
弔
っ
た
首
塚
の
存
在
で
あ
る
。
本
書

は
、
す
べ
て
の
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
を
網
羅
し
て
あ
つ
か
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
指
摘
し
よ
う
。
京
都
市
西
京
区
大
枝

山
に
あ
る
首
塚
大
明
神
は
、
巻
末
の
「
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
等
の

一
覧
」
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
（
４
）
。
山
城
国
と
丹
波
国
の
国
境
に
位
置

す
る
こ
の
首
塚
は
、
源
頼
光
に
征
伐
さ
れ
た
酒
呑
童
子
の
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
れ
っ
き
と
し
た
敗
者
の
弔
い
場
所
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
リ
ス
ト
か
ら
外
さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
酒
呑
童
子
が

鬼
だ
か
ら
、
説
話
上
の
存
在
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
と
て
も
、
実
際
に
何
ら
か
の
征
伐
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
慰
霊
の
場
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
に
は
か
わ

り
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
代
で
も
な
お
新
し
い
首
塚
が
創
出
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
大
阪
府
枚
方
市
に
あ
る
「
阿ア

テ

ル

イ

弖
流
為
と

母モ

レ礼
の
塚
」
で
あ
る
。
室
井
氏
の
過
去
の
論
文
で
は
言
及
さ
れ
て
い

た
も
の
の
（
５
）
、
本
書
の
「
一
覧
」
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場

所
が
首
塚
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
馬
部
隆
弘
が
詳
細
に
論
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じ
た
と
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
一
部
の
ひ
と
が
唱
え
は
じ
め
た
説

を
も
と
に
し
て
、
九
〇
年
代
以
降
に
官
民
が
そ
の
説
を
伝
承
だ
と
強

弁
し
た
た
め
で
あ
っ
た
（
６
）
。
お
そ
ら
く
こ
の
経
緯
が
「
一
覧
」
か
ら
外

れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
で
は
伝
承
の
真
贋
を
見
極
め

る
こ
と
を
目
的
に
し
な
か
っ
た
以
上
、
こ
の
首
塚
は
一
覧
に
ふ
く
め

る
べ
き
で
あ
っ
た
。
中
世
や
近
世
に
伝
承
が
創
作
さ
れ
た
例
は
積
極

的
に
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
、
現
代
に
創
作
さ
れ
た
例
を
と
り
あ
げ

な
い
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
（
７
）

。
被
葬
者
の
時
代
順
に
章
を
構
成
す
る

本
書
の
手
法
に
は
魅
力
が
大
き
く
、
本
節
の
指
摘
は
な
い
も
の
ね
だ

り
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
が
首
塚
等
の
も
つ
大
き
な
一
側
面
を
捨

象
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
に
意
識
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　
本
書
の
読
後
は
、
わ
た
し
の
よ
う
に
首
塚
を
訪
れ
て
み
た
く
な
る

だ
ろ
う
。
巻
末
の
「
一
覧
」
を
み
る
と
全
国
各
地
に
多
数
の
首
塚
が

存
在
す
る
。
手
は
じ
め
に
自
宅
の
近
所
の
首
塚
に
行
く
の
も
良
い
。

新
聞
の
地
方
面
を
み
る
と
首
塚
に
関
す
る
記
事
は
存
外
多
い
こ
と
に

気
づ
く
の
で
、
そ
こ
を
実
見
す
る
の
も
良
い
。
本
書
が
解
明
し
た
の

に
し
た
が
っ
て
特
定
の
人
物
に
関
わ
る
首
塚
を
回
る
の
も
良
い
し
、

『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
に
沿
っ
て
首
塚

の
分
布
を
再
構
成
す
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
書
は

読
み
手
に
新
し
い
関
心
を
抱
か
せ
、
行
動
を
促
す
。
そ
れ
は
、
室
井

氏
の
見
出
し
た
テ
ー
マ
が
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
を
存
分
に
示
し
て
い

る
。

　
国
内
実
地
調
査
や
ゼ
ミ
旅
行
、
遠
方
で
の
学
会
出
席
の
折
に
は
、

本
書
所
収
の
「
首
塚
・
胴
塚
・
千
人
塚
等
の
一
覧
」
を
確
認
し
て
か

ら
旅
程
を
組
む
こ
と
を
読
者
の
み
な
さ
ま
に
お
す
す
め
し
た
い
。
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首
塚
・
同
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・
千
人
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―
日
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は
敗
者
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ど
う
向
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あ
っ
て
き
た
の
か
』（
内
田
）

註（1
）「
気
鋭
新
鋭
　
六
六
〇
か
所
の
塚
網
羅
の
通
史
」（『
読
売
新
聞
』

二
〇
一
六
年
一
月
三
〇
日
夕
刊
、
一
一
面
）。

（
２
）
な
お
、
室
井
氏
は
同
一
主
題
を
専
門
論
文
の
か
た
ち
で
も
発
表
し

て
い
る
。
一
般
書
で
あ
る
本
書
と
は
異
な
る
書
き
ぶ
り
な
の
で
、
ぜ

ひ
あ
わ
せ
て
読
ま
れ
た
い
。
室
井
康
成
「
首
塚
伝
承
考
―
戦
死
者
埋

葬
譚
の
モ
テ
ィ
ー
フ
分
類
」（『
古
城
』
五
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
３
）
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
。

（
４
）
首
塚
大
明
神
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
山
田
邦
和

「
ま
ち
か
ど
歴
史
散
歩
②
　
酒
呑
童
子
の
正
体
―
老
ノ
坂
峠
、
首
塚
大

明
神
」（『
歴
史
街
道
』
一
九
九
九
年
六
月
）。
ち
な
み
に
、
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
お
な
じ
地
区
に
位
置
す
る
。

（
５
）
前
掲
註
（
２
）
室
井
論
文
一
二
四
頁
。
正
確
に
い
う
と
、
枚
方
市

に
は
首
塚
と
胴
塚
が
存
在
す
る
。
室
井
氏
が
論
文
内
で
言
及
し
た
の

は
胴
塚
の
ほ
う
で
あ
る
。

（
６
）
馬
部
隆
弘
「
蝦
夷
の
首
長
ア
テ
ル
イ
と
枚
方
市
―
官
民
一
体
と
な
っ

た
史
蹟
の
捏
造
」（『
史
敏
』
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
７
）
京
都
・
清
水
寺
は
坂
上
田
村
麻
呂
に
所
縁
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
九
九
四
年
に
岩
手
県
の
有
志
が
寺
内
に
ア
テ
ル
イ
と
モ
レ
の
慰
霊

碑
を
建
立
し
た
（
モ
レ
は
副
将
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
ア
テ
ル
イ
に

対
す
る
弔
い
は
今
日
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
大
学
院
生
）


