
ん
時
間
が
か
か
った
と
思
う
｡
祖
父
に
限
ら
ず
ー
直
接
の
戦
争
体
験

●特集/ 戦争を知らないあなたへ

た
の
は
､
お
そ
ら
-
中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
広

平
和
主
義
は

生
き
延
び
る
こ
と
が

で
き
る
の
か

凍
り
つ
い
た
夏
の
記
憶
山

グ
ロ
ー
バ

ル
二
丁ロ
リ
ズ
ム
時
代
の

戦
争
論

曲
管
争
の
記
憶

r

直
接
の
戦
争
体
験
を
持
た
な
い
私
が
'
戦
争
を
意
識
し
始
め
た
の

は
い
つ
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
｡
祖
父
の
戦
争
体
験
を
聞
く
機
会
の
あ

っ
た
私
が
､
そ
の
話
を
比
較
的
ま
と
も
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

島
で
被
爆
し
た
祖
父
は
､
原
爆
の
｢語
-
部
｣
と
し
て
晩
年
を
過
ご

し
た
｡

戦
時
中
､
祖
父
は
衛
生
隊
の
病
院
船
に
乗
っ
て
南
太
平
洋
各
地
を

にのL

航
海
し
た
後
､
広
島
湾
に
浮
か
ぶ
陸
軍
似
島
検

疫
所
附
属
病
院
に
勤

務
し
て
い
た
｡
そ
こ
で
8
月 
6
日
原
爆
投
下
を
目
の
当
た
り
に
す
る

こ
と
に
な
る
｡
そ
の
と
き
の
祖
父
の
記
憶
と
体
験
を
'
私
は
後
に
祖

父
の
手
記
を
通
じ
て
許
し
-

竹
内
良
男
編 

JH

くわ

知
る
こ
と
に
な
っ
た 

雲
母
書
房
)
本
土
の
病
院
は
壊
滅
し
､

O

小
原
克
博  

(同志社大学教授)
大
量
の
被
爆
者
が
似
島
に
遜
ば
れ
る
が
､
医
薬
品
は
す
ぐ
に
底
を
つ

き
､
麻
酔
な
し
の
切
断
手
術
ま
で
行
わ
れ
た
と
い
う
｡

数
千
人
も
の
被
爆
者
の
死
を
見
届
け
な
が
ら
終
戦
を
迎
え
た
祖
父

は
､
他
の
原
爆
体
験
者
同
様
､
戦
後
し
ば
ら
-
は
そ
の
経
験
を
口
に

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
他
人
に
簡
単
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
心
の
痛
み
と
､
多
-
の
人
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
後
ろ
め
た
さ
が
､
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
う
｡
よ
う
や
く 
1
9

いれいひこ･<りゆう 

7
0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
､
祖
父
は
似
島
で

･遺
骨
発

慰

霊

碑

建

立

掘
を
進
め
る
か
た
わ
ら
､
そ
こ
で
の
体
験
を
は
じ
め
て
人
前
で
話
し

始
め
る
こ
と
に
な
る
｡
以
降
､
亡
-
な
る
直
前
ま
で
｢語
り
部
｣
と

し
て
の
役
割
を
自
ら
に
課
し
て
き
た
｡
毎
年 
8
月
に
な
る
と
広
島
で

｢語
-
部
｣
を
し
て
い
た
祖
父
は
､
夏
前
､
最
後
の
病
床
に
あ
っ
て
も

しば

｢広
島
に
行
か
に
ゃ
｣
と
声
を
絞
-
出
し
て
い
た
｡ 

戦
争
と
向
き
合
う

断
片
的
と
は
い
え
､
祖
父
の
経
験
を
聞
い
て
き
た
私
が
'
そ
の
意

味
を
自
分
の
秋
越
と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う
に
な
る
に
は
､
ず
い
ぶ

者
が
牡
を
去
っ
て
い
く
中
で
､
残
さ
れ
た
者
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て

そ
の
経
験
や
教
訓
を
継
承
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か 

こ
の
素
朴
な
闘
い
が
'
私
が
減
争
や
平
和
の
問
題
と
向
き
合
う
際
の

原
点
に
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
自
分
の
立
場
と
し
て
非
戦
･平
和
主
義 O

が
ま
す
ま
す
少
な
-
な
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
焦
燥
の
課
題
と

す
ら
言
え
る
｡
そ
う
し
た
課
題
を
模
索
す
る
た
め
に
も
'
あ
え
て
私

自
身
の
経
版
も
交
え
'
間
週
を
論
じ
て
い
き
た
い
.

冷
戦
の
崩
壊

日
本
が
経
験
し
た
最
後
の
戦
争
を
間
接
的
に
し
か
知
り
得
な
い
私

が
､
自
分
の
身
に
降
り
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
戟
争
を
多
少
な
り
と

も
感
じ
た
の
が
米
ソ
の
冷
我
で
あ
っ
た
｡
｢核
の
冬
｣
の
リ
ア
リ
テ
ィ

や
世
界
最
終
戦
争
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
､
当
時
､
さ
ま
ざ
ま
な
風
説

と
と
も
に
､
小
中
学
生
の
日
常
会
話
に
ま
で
及
ん
で
い
た
｡
冷
戦
の

時
代
は
大
国
と
大
国
の
利
害
の
ぶ
つ
か
-
あ
い
､
国
家
群
と
国
家
群

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
が
､
両
陣
営
間
の
緊
張
の
源
と
な
っ
て
い

た
｡
そ
し
て
冷
戦
終
結
は
'
大
規
模
戦
争
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た

安

し4.I･/

を
表
明
す
る
と
き
'
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
思
索
の
結
果
と
い
う
よ
-
〜 

(.'･/

祖
父
か
ら
託
さ
れ
た
あ
る
種
の
迎
命
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
｡
し
か

し
'
そ
れ
を
自
覚
的
に
受
け
と
め
て
い
-

る
平
和
主
義
の
恵
基
を
き
び
し
く
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
､
峨
後
､
平
和
主
義
を
か
か
げ
て
き
た
日
本
社

会
に
と
っ
て
も
同
株
で
あ
る
と
思
う
｡

た
め
に
は
､
現
代
に
お
け

あんと
堵

感
を
世
界
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

冷
峨
構
造
の
崩
壊
を
予
兆
し
た
出
来
事
と
し
て
'
東
西
ド
イ
ツ
を

そ
こ
で
以
下
に
お
い
で
は
'
現
代
に
お
け
る
戦
争
の
あ
-
方
を
た

けんでん

ど
り
な
が
ら
､ 
9
･
11
以
降
､
テ
ロ
に
対
す
る
戦
い
が
喧

さ
れ
る

伝

時
代
の
中
で
､
我
々
が
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勘
所
が
ど
こ
に 

1
f.I

あ
る
の
か
を
示
唆
し
た
い
.
た
し
か
に
､
牝
争
は
他
人
の
力
を
は
る

か
に
超
え
る
次
元
を
有
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
自
分
の
課
題
と
し
て

取
り
結
ぶ
接
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
な
ん
ら

か
の
接
点
を
そ
れ
ぞ
れ
が
兄
い
だ
し
て
い
-
こ
と
は
'
職
争
体
験
者

へだ隔て
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊 
(89
年
)
が
あ
る
が
､
当
時
'

ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
私
は
､
率
い
に
も
そ
の
場
に
立
ち
会
う
こ

と
が
で
き
た
｡
ハ
ン
マ
ー
で
叩
-
と
'
簡
単
に
砕
け
散
る
粗
悪
品
と

も
言
え
る
よ
う
な
壁
が
何
人
も
の
命
を
せ
っ
て
き
た
の
か
と
思
う
と
､

壁
を
た
た
き
壊
す
歓
者
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
､
こ
み
上
げ
る
悲
し

さ
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
経
験
は

｢歴
史
は
変
わ
る
の
だ
｣
と
い
う
希
望
を
私
に
刻
み
込
み
､
こ
の
出
来 

(
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会
を得
た 

事
か
ら
ソ
連
崩
壊
に
至
る
時
代
の
転
換
期
に
は 
'
人
類
が
戦
争
根
絶

と
い
う
理
想
に
大
き
く
近
づ
い
た
か
の
よ
う
な
感
慨
す
ら
抱
い
た
｡

と
こ
ろ
が 
'
じ
つ
さ
い
に
は
そ
の
後 
'
冷
戦
に
変
わ
る
別
種
の
紛

争
･戦
争
が
立
て
続
け
に
起
こ
る
｡
冷
戦
終
結
後
､
た
し
か
に
国
家

と
国
家
が
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
合
う
戦
争
は
少
な 
-
な
っ
た
｡
し
か

し
､
そ
れ
に
代
わ
っ
て
､
民
族 
'
宗
教
の
違
い
が
関
与
し
て
起
こ
る

ひ人はつ

よ
う
な
地
域
紛
争
が

る
よ
う
に
な
る
｡
ど
の
よ
う
な
紛
争
に

頻

発

す

も
複
雑
な
原
因
が
あ
る
の
で
､
じ
つ
さ
い
に
は
ケ
ー
ス
･バ
イ
･ケ

ー
ス
で
検
証
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
青
う
ま
で
も
な
い
が
､
冷
戦

以
降
の
紛
争
･峨
争
の
特
徴
を
説
明
す
る
試
み
が
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ

れ
て
き
た
｡
そ
の
中
で
も 
'
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
説
明
概
念
の

一
つ
が
｢文
明
の
衝
突
｣
で
あ
る 
.

文
明
の
串

と
宗
教
戦
争

米
･
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
政
治
学
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
･
ハ
ン
チ
ン
ト

ン
が
､
冷
戦
後
の
戦
争
は
異
な
っ
た
文
明
同
士
の
衝
衆
を
特
徴
と
す

る
こ
と
､
そ
の
中
で
も
西
洋
文
明
と
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
が
衝
突
す
る

可
能
性
の
高
い
こ
と
を
示
唆
し
た
｡
彼
に
と
っ
て
は
ー
湾
岸
戦
争 

(91
年
)
は
冷
戦
後
最
初
の
西
洋
対
イ
ス
ラ
ー
ム
の
文
明
間
戦
争
で
あ

っ
た
｡
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
文
明
の
衝
突
論
を
め
ぐ
っ
て
､
賛
否
両
論 
'

多
様
な
試
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
さ
な
か 
'
0

'
同
時

1
年 
9
月 
11
日 

多
発
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
｡
結
果
的
に
､
彼
の
推
論
の
正
し
さ
を

近
代
化
や
政
教
分
離
の
理
解
の
仕
方 
'
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
適
用
方
法

な
ど
も
､
地
域
や
国
に
よ
っ
て
､
ま
さ
に
千
差
万
別
で
あ
る
｡
つ
ま

り
'
文
明
論
的
な
対
立
軸
だ
け
を
強
調
し
て
し
ま
う
と
､
ほ
ん
ら
い

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
内
部
の
多
様
な
力
学
関
係
に
日

が
届
か
な
く
な
り 
'
結
果
的
に
､
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
固
定
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
再
生
産
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
日
本
の
場
合 
'
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
や
文
化
に
､
否
応
な 
-
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
の
バ
イ

ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
に
な
り
が
ち
な
の
で
､
そ
の

こ
と
に
よ
り
我
々
に
と
っ
て
な
に
が
見
え
に
-
-
な
っ
て
い
る
の
か
､

と
い
う
点
を
意
識
し
て
お
く
こ
と
は
特
に
重
要
だ
ろ
う
｡

イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
｣
の
本
拠
地
を

今
年 
3
月
､
イ
ラ
ン
を
訪
ね
､
宗
教
指
導
者
や
研
究
者
に
会
う
機

シ
ー
ア
派
の
様
子
や
イ
ラ
ン
の
宗
教
政
策
の 
1端
に
触

裏
付
け
る
出
来
事
と
し
て 
'
こ
の
惨
事
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､

ハ
ン
チ
ン
ー
ン
の
理
解
を
離
れ
て
'
｢文
明
の
衝
突
｣
論
が
一人
歩
き

す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
｡
プ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
よ
っ
て
世
界
中
に
呼
び

か
け
ら
れ
た
｢テ
ロ
に
対
す
る
戦
い
｣
や
イ
ラ
ク
戦
争 
'
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
頻
発
し
た
テ
ロ
事
件
な
ど
も
､
し
ば
し
ば
文
明
の
衝
突
と
い
う

文
脈
で
理
解
さ
れ
､
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
勢
力
と
の
戦
い
が 

21
世
紀
初
所
の
紛
争
･戦
争
を
特
徴
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

と
こ
ろ
で 
'
文
明
の
衝
突
や
宗
教
紛
争
を
､
グ
ロ
ー
バ
ル 
‥
ア
ロ

リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
現
代
の
紛
争
の
原
因
と
し
て
見
る
こ
と
は
､

ど
の
程
度
安
当
な
の
だ
ろ
う
か
｡
冷
戟
終
了
後
､
各
地
の
紛
争
や
戦

争
の
質
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
認
紙
を
促
す
点
で
'

こ
の
見
方
は 
1定
の
有
用
性
を
持
っ
て
い
る 

俗
化
し
た
｢文
明
の
衝
奨
｣
論
に
重
要
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
､

こ
こ
で
は 
1
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
.
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る

が
'
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
し
て
も
西
洋
文
明
に
し
て
も 
'
じ
つ
さ
い

に
は
決
し
て
一枚
岩
で
は
な
い
｡
文
明
や
宗
教
と
い
う
大
き
な
枠
組

み
で 
'
事
柄
を
わ
か
り
や
す
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
､
こ
の
当
た 

-
前
の
事
実
を
見
過
ご
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
｡

ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
や
宗
教
理
解
の
間
に
は 
'
1

口
に
西
洋
文
明
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
ほ
ど
に
大

き
な
違
い
が
あ
る 
.
同
様
に
､
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と 
1ロ
に
言
っ
て

も
へ
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ナ
派
と
い
っ
た
宗
派
問
の
遠
い
だ
け
で
な 

メ
リ
カ
の
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
に
し
て
｢イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
｣
と

い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る 
.
過
剰
な
ま
で
の
宗

ぷペってさ

教
的
情
熱
に
よ
り
暴
力
す
ら
辞
さ
な
い
連
中 
'

意
味
合
い
が 
'
そ
の
青
紫
に
は
初
め
か
ら
す
り
込
ま
れ
て
い
た
｡ 

9
･
11
以
降
､
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
､
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
い

っ
そ
う
強
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
.
そ
れ
だ
け
に
､

わいきJく

現
実
を
単
純
化
し
歪
曲
す
る
こ
の
種
の
概
念
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る 
(詳
細
は
､
小
原
ほ
か
『原
理
主
義
か
ら
世
界
の
動
き
が
見
え
る
l 

p
H
P新
書 
'
参
照 
)｡

イ
ラ
ン
と
い
う
国
家
は 
'
大
統
領
を
筆
頭
に
強
烈
な
ア
メ
リ
カ
批

判
を
繰 
-
返
し
て
き
た
｡
し
か
し
､
現
実
に
は
若
い
人
々
を
中
心
に
'

れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
収
穫
で
あ
っ
た
が
､
イ
ラ
ン
の
人
々
の
生

活
ぶ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
に
よ 
-
貴
重
な
経
験
と
な
っ

た
｡イ

ラ
ン
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
｢テ
ロ
支
援
国
家
｣
と
し
て
批
判
さ
れ 

ま
た
､
プ
ッ
シ
ュ
大
統
領
か
ら

悪
の
枢
軸
｣
と
名
指
し
さ
れ
た
国

多
く
の
イ
ラ
ン
人
が
ア
メ
リ
カ
に
あ
こ
が
れ
､
衛
星
テ
レ
ビ
な
ど
を

通
じ
て
ア
メ
リ
カ
的
な
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
｡
私
の
友
人
で

あ
る
イ
ラ
ン
人
の
大
学
教
授
は 
'
学
生
に
対
し
､
ど
こ
に
留
学
し
て

も
よ
い
と
言
え
ば 
'
お
そ
ら
く 
9
割
以
上
の
学
生
が
ア
メ
リ
カ
を
選

ぶ
だ
ろ
う
と
語
っ
て
く
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に 

こ
は
ら

か
つ
ひ
ろ 

1
9
6
5
年
生
まれ
｡現
在
へ
同
志
社
大
学
神
学
部

'

｢
しんか人

教
授
｡
寺
門
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
､
比
較
宗
教
倫
理
学
｡
近
著
に 

家
と
宗
教

共
著
､
法
蔵
館 
08
年
)

宗
教
か
ら
見
る
近
現
代
日
本 
j
(

･歴
史
･身
体
を
舞
台
と
し

r

で
あ
る
｡
両
国
は 
'
79
年
'
世
界
を
震

さ
せ
た
ア
メ
リ
カ
大
使
館

神
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー

掘

人
質
事
件
以
来
の
因
縁
の
関
係
と
も
言
え
る
が 
'
そ
の
時
代
か
ら
ア

自
然
･宗
教

て
]
(単
著
､
教
文
館 
02
年
)
な
ど
が
あ
る
. 

2 3  2 2

O

た
し
か
に
､

し
か
し
同
時
に
､
通

蔑
的

-
､な

と
い
っ
た
侮

'
外
部
世
界
に
強
い
関

･神
学
研
究
科r国､ 
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心
を
示
し
な
が
ら 
'
同
時
に
自
分
た
ち
の
固
有
の
立
脚
点
を
確
認
す 

/),.I

る
作
業
は
今
後
も
続
く
だ
ろ
う
｡
変
化
の
兆

し
は
存
在
し
て
お
り 
'

偏
見
や
誤
僻
に
よ
っ
て
､ .そ
れ
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡

ゲ
ー
ム
世
代
の
戦
争
論

o

世
界
の
情
勢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら 
'
私
が
日
常
的
に
心
配
し
て
い

る
こ
と
が 
1
つ
あ
る 
小
学
生
に
は
じ
ま 
-
､
多
く
の
若
者
が
｢モ

t

ン
ス
タ
ー
ハ
ン
タ
ー
｣
な
ど
戦
闘
型
の
ゲ
ー
ム
に
熱
中
し
て
い
る
｡

近
-
に
敵 
(モ
ン
ス
タ
ー 
)
の
脅
威
を
感
じ
た
と
き
､
よ
り
強
い
武

装
に
よ
っ
て
自
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
ー
ゲ
ー
ム
的
に
は
ま
っ

た
-
正
し
い
判
断
で
あ
る
｡
ま
た
､
相
手
に
決
定
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
強
力
な
武
器
を
手
に
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
つ
こ
と
も
､

ゲ
ー
ム
の
世
界
で
は
ご 
-
当
た
り
前
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
現

代
の
ゲ
ー
ム
愛
好
者
た
ち
は
､
口
本
の
平
和
主
義
へ
の
理
解
や
北ハ感

を
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か 
と
心
配
に
な
る
こ
と
が
あ
る
｡

善
し
悪
し
は
と
も
か 
-
と
し
で
､
小
中
学
生
の
頃
か
ら 
'
チ
ビ
も

た
ち
の
多
-
は
､
こ
の
よ
う
な
現
実
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
見
据

え
'
新
世
代
の
平
和
教
育
を
し
て
い -
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
､
今
の
小
中
学
生
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
､

や
は
り
ゲ
ー
ム
的
な
感
度
で
反
射
的
に 
'
現
実
の
軍
事
的
な
脅
威
に

対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
つ
ま
り
､
軍
事
的
な
脅
威
を
与

え
る
国
に
対
し
て
は
､
十
分
か
つ
強
力
な
武
装
に
よ
っ
て
対
抗
す
べ

き
と
考
え
て
も
お
か
し
-
は
な
い
｡
武
装
に
よ
っ
て
こ
そ
平
和
が
守

ら
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
'
平
和
主
義
や
態
法 
9
条
は
'
非
現

実
的
で
弱
腰
の
理
想
論
に
し
か
見
え
な
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
､
大
人
は
子
ど
も
た
ち
に
対

し
'
多
様
な
モ
ン
ス
タ
ー
に
立
ち
向
か
う
方
法
を
語
る
準
備
が
で
き

て
い
る
だ
ろ
う
か
｡
｢モ
ン
ス
タ
ー
･ペ
ア
レ
ン
ー
｣
が
横
行
す
る
時

代
､
こ
れ
は
な
か
な
か
の
難
問
だ
と
思
う
｡

平
和
主
義
の
未
来

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
広
島
､
ド
イ
ツ
､
イ
ラ
ン
､
そ
し
て
ゲ
ー

ム
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
､
私
の
中
で
は
､
戟
争
や
平
和
を
考

え
る 
!続
き
の
経
験
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら
を
通
じ
て 
'
私
が
言
い
た

か
った
こ
と
を
老
婆
心
な
が
ら
最
後
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡

そ
れ
は
､
日
本
が
平
和
主
義
を
今
後
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
に

し
て
も
､
自
国
史
の
文
脈
で
自
己
完
結
的
な
結
論
を
め
ざ
す
の
で
は

な
-
､
移
り
ゆ 
-
世
界
情
勢
･社
会
情
勢
を
踏
ま
え
な
が
ら 
'
国
際

社
会
に
通
用
す
る
､
あ
る
い
は
国
際
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
る
平
和
の

｢語
り
部
｣に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
いう
こ
と
で
あ
る
｡

今
な
お
勢
力
均
衡
政
策 
(武
力
に
よ
る
平
和
実
現
)
が
国
際
社
会
の

主
流
で
あ
り
続
け
る
中
で
､
こ
れ
は
文
明
史
的
に
見
て
も
'
き
わ
め

て
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
課
題
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
平
和
主
義
の
命
遇 

Jか･<

は
､
こ
の
課
題
へ
の
対
応
如
何
に
か
か
っ
て
い
る 
. 
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