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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

静
寂
の
中
の
茶

釜

こ
れ
か
ら
ど

ん
な
音
を
醸
し
出

す
の
か

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

し
ん
と
し
た
茶
室
の
中
。
や
が
て
、
ち
っ
、

ち
っ
、
と
小
さ
な
音
が
聞
こ
え
る
。
釜
の
中
の

水
が
少
し
づ
つ
沸
き
始
め
る
音
で
あ
る
。
身
動

き
で
も
し
て
い
れ
ば
気
づ
か
な
い
ほ
ど
に
微

か
す

か

な
こ
の
音
を
、
蚯

み
み

蚓
ず

鳴
き
と
呼
ぶ
。
湯
が
沸
き

起
こ
る
に
つ
れ
、
虫
の
声
は
次
第
に
遠
き
波
の

ご
と
く
、
つ
い
に
は
雷
声
の
ご
と
し
と
喩

た
と

え
ら

れ
る
。
特
に
、
し
ゅ
う
し
ゅ
う
と
沸
き
起
こ
る

さ
ま
は
、
う
ら
寂
し
い
海
岸
の
情
景
に
な
ぞ
ら

え
て
松
風
と
呼
ば
れ
、
侘

わ

び
茶
の
心
を
象
徴
す

る
言
葉
と
も
な
っ
て
き
た
。

茶
の
点

て

前
ま
え

は
、
刻
々
と
変
化
す
る
釜
の
音
と

と
も
に
進
ん
で
ゆ
く
。高
く
鳴
っ
て
い
た
釜
に
、

柄
ひ

杓
し
ゃ
く

で
ひ
と
汲

く

み
の
水
を
注
ぐ
。
す
う
っ
、
と

静
ま
り
返
る
湯
。
茶
事
が
終
わ
り
に
近
づ
く
に

つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
炭
が
勢
い
を
失
い
、
鳴
り

が
低
く
な
る
。

そ
れ
が
ま
た
も

の
寂
し
く
、
茶

事
の
余

よ

韻
い
ん

を
残

す
。今

改
め
て
考

え
て
み
る
と
、

こ
の
よ
う
に
湯

の
煮

に

え
音
を
聞

き
分
け
て
愉

た
の

し

ん
で
い

た

と

は
、
な
ん
と
昔

の
人
は
心
豊
か

で
あ
っ
た
こ
と

か
。
今
よ
り
も

不
便
で
、
人
の

寿
命
も
短
か
っ

た
は
ず

な

の

に
、
な
ん
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
を
生
き
て
い

た
こ
と
か
と
、今

い
ま

更
さ
ら

な
が
ら
に
感
慨
を
覚
え
る
。

電
子
音
に
慣
れ
、
分
刻
み
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

こ
な
す
現
代
人
に
は
、
な
か
な
か
で
き
な
い
発

想
で
あ
る
。

私
は
仕
事
柄
、
古
い
釜
を
見
る
機
会
が
多
く

あ
る
が
、
昔
の
職
人
は
よ
く
こ
こ
ま
で
手
を
入

れ
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ

る
。
私
も
負
け
じ
と
自
作
に
手
を
入
れ
て
い
く

の
だ
が
、
そ
れ
は
、
深
い
海
に
潜
っ
て
鮑

あ
わ
び

を
採

る
感
覚
に
似
て
い
る
。
も
う
少
し
、
あ
と
も
う

少
し
で
届
き
そ
う
、
辛
抱
、
辛
抱
…
！
息
を
と

め
て
死
に
も
の
狂
い
で
到
達
す
る
。
し
か
し
、

悔
し
く
も
、
四
百
年
前
の
作
り
手
が
、
そ
ん
な

苦
を
し
て
も
の
を
作
っ
て
い
た
よ
う
に
は
思
え

な
い
。
も
っ
と
深
く
潜
り
な
が
ら
、
も
し
か
し

て
海
底
の
景
色
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
ん
な
余
裕
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
。
鮑
を

採
り
つ
つ
、
採
る
こ
と
自
体
を
楽
し
む
。
だ
か

ら
こ
そ
、
多
種
の
高
度
な
技
巧
を
凝
ら
し
な
が

ら
も
、
の
び
の
び
と
遊
び
心
溢

あ
ふ

れ
る
も
の
を
造

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
私
も
い
つ
か
そ

の
境
地
で
笑
い
た
い
。

釜
は
、
鉄
を
素
材
と
す
る
こ
と
か
ら
、
朽
ち

て
行
く
こ
と
が
宿
命
だ
。
何
百
年
も
の
長
い
年

月
を
使
わ
れ
て
い
く
う
ち
自
然
に
で
き
た
荒
れ

を
味
わ
い
と
し
て
観
賞
す
る
。
そ
し
て
、
と
こ

と
ん
古
び
て
破
れ
た
り
欠
け
た
り
し
た
も
の
の

姿
を
「
や
つ
れ
」
と
呼
ん
で
愛

め

で
る
。
茶
の
湯

の
世
界
で
は
そ
の
よ
う
に
、
釜
の
朽
ち
ゆ
く
特

性
に
美
を
見
い
だ
し
て
き
た
。
釜
師
が
新
た
な

釜
を
作
る
場
合
も
、
た
だ
ツ
ル
ピ
カ
と
き
れ
い

に
仕
上
げ
る
の
で
な
く
、
「
朽
ち
」
を
、
つ
ま

り
失
わ
れ
た
も
の
の
気
配
や
時
間
を
い
か
に
表

現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
力
を
絞
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

効
率
化
、
高
速
化
。
そ
の
た
め
に
い
ろ
ん
な

も
の
を
捨
て
、
そ
の
お
か
げ
で
飛
躍
的
な
経
済

発
展
を
と
げ
た
現
代
日
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま

で
来
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
と
私

は
思
う
。
類

た
ぐ
い

な
い
繊
細
な
感
性
で
微
細
な
差
異

を
感
じ
分
け
、
そ
れ
を
高
度
な
技
術
で
洗
練
さ

せ
て
ゆ
く
と
い
う
古
来
の
手
法
が
、
日
本
人
の

腕
に
泌

し

み
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
形
を
変
え
て

様
々
な
分
野
に
生
か
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
で

は
な
い
か
。
今
、
人
は
速
く
歩
き
過
ぎ
、
走
り

過
ぎ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
持
ち
前
の
感
性
は

曇
り
、
走
る
こ
と
に
ば
か
り
熱
中
し
て
景
色
を

見
る
余
裕
す
ら
失
い
が
ち
だ
。

釜
の
音
は
、
深
い
静
寂
を
生
み
出
す
音
。
静

寂
に
身
を
置
き
、
季
節
と
と
も
に
去
り
行
く
も

の
に
想
い
を
馳

は

せ
る
。こ
ん
な
こ
と
か
ら
ま
ず
、

始
め
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

鶺
鴒
鳴
く

（
９
月

日
〜

日
ご
ろ
）

昨
年
８
月
、

歳
で
母
が
亡
く
な
っ
た
。

乳
が
ん
だ
っ
た
。

母
は
河

か
わ

野
の

裕
ゆ
う

子
こ

と
い
う
歌
人
で
、
入
院

中
も
、
在
宅
看
護
に
移
っ
て
か
ら
も
、
原

稿
を
書
き
、新
聞
歌
壇
の
選
歌
を
続
け
た
。

ベ
ッ
ド
の
上
で
、
仰

あ
お

向
む

け
の
ま
ま
投
稿
歌

の
ハ
ガ
キ
を
繰
っ
て
い
た
姿
を
思
い
出

す
。
先
日
、
母
の
マ
ッ
ト
レ
ス
を
干
そ
う

と
持
ち
上
げ
て
み
る
と
、

間
に
何
枚
か

投
稿
ハ
ガ
キ
が
落
ち
て
い
る
の
が
見
つ
か

っ
て
、
あ
あ
、
と
思
っ
た
。

作
っ
た
歌
は
、
ベ
ッ
ド
の
上
で
手
帳
に

書
き
つ
け
て
い
た
が
、
鉛
筆
を
持
つ
力
が

な
く
な
る
と
、家
族
が
口
述
筆
記
を
し
た
。

亡
く
な
る
前
日

父
が
聞
き
取
っ
た

手
を
の
べ
て
あ
な
た
と
あ
な
た
に
触
れ

た
き
に
息
が
足
り
な
い
こ
の
世
の
息
が

河
野
裕
子
『
蟬

せ
ん

声
せ
い

』

が
母
の
最
後
の
歌
に
な
っ
た
。

死
の
直
前
ま
で
、
母
に
歌
を
作
ら
せ
た

力
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
傍そ

ば

で
見
て

い
る
と
、
そ
れ
は
無
理
を
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
も
、
母
に
と
っ
て
ご
く
自
然
な
こ

と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。歌
の
数
々
は
、

今
も
母
の
存
在
を
身
近
に
留
め
て
く
れ
て

い
る
。
お
守
り
の
よ
う
に
。
日
々
に
ま
ぎ

れ
て
多
く
の
言
葉
は
流
れ
て
い
っ
て
し
ま

い
が
ち
だ
け
れ
ど
、
「
言
葉
を
の
こ
す
」

と
い
う
こ
と
、
「
言
葉
は
の
こ
る
」
と
い

う
こ
と
を
思
う
。

（
次
回
９
月

日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
能

楽
金
剛
流
宗
家
夫
人
の
金
剛
育
子
さ
ん
で

す
） ９

月
の
中
旬
近
く
に
な
る
と
、
渓
流
や

川
な
ど
の
水
辺
で
鶺

せ
き

鴒
れ
い

が
鳴
き
始
め
ま

す
。
鶺
鴒
は
雀

す
ず
め

の
よ
う
な
小
鳥
で
す
が
、

長
い
尾
を
上
下
に
振
る
習
性
が
あ
り
「
石

た
た
き
」
と
か
「
庭
た
た
き
」
と
も
呼
ば

れ
る
小
鳥
。
い
つ
も
せ
わ
し
な
く
尾
を
叩

た
た

き
つ
け
る
よ
う
に
振
る
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
伊

い
ざ

弉
な
ぎ

諾
の

尊
み
こ
と

と
伊

い
ざ

弉
な
み

冉
の

尊
み
こ
と

が
鶺

鴒
の
交
尾
を
み
て
、
無
事
に
結
婚
で
き
た

と
い
う
神
話
に
由
来
し
て
「
恋
教
え
鳥
」

の
異
名
も
あ
り
ま
す
。
「
行
く
水
の

目

に
と
ど
ま
ら
ぬ

青
あ
を

水
み
な

沫
わ

鶺
鴒
の
尾
は

触
れ
に
た
り
け
り
」
と
い
う
美
し
い
歌

は
北
原
白
秋
の
作
。

永
田

紅
さ
ん

歌
人

■

言
葉
を
の
こ
す
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