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水
林
章
著

『『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
─
─
〈
戦
争
〉
を
前
に
し
た
青
年
』

み
す
ず
書
房
　
二
〇
〇
五
年

　

イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
〈
正
義
〉
の
自
明
性
が
否
認
さ
れ

る
に
至
っ
た
現
在
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
終
焉
さ
せ
る
た
め
の
〈
戦
争
〉
自
体

が
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
水
林
章
氏
の
『『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
─
─
〈
戦
争
〉
を
前
に
し
た

青
年
』
は
、
冒
頭
で
こ
の
現
代
の
戦
争
に
言
及
し
、
他
国
の
侵
略
と
現
地

の
人
び
と
の
生
活
の
破
壊
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
行
為
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
力
の
論
理
を
糾
弾
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ

イ
ー
ド
の
言
葉
を
踏
ま
え
る
形
で
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
書
か
れ
た

戦
争
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ラ

ク
戦
争
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
声
が
「
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を

占
め
る
と
い
う
数
字
を
挙
げ
て
水
林
氏
が
驚
き
を
表
明
し
て
い
る
よ
う

に
、
侵
略
戦
争
は
必
ず
自
国
の
行
為
を
是
と
す
る
国
民
の
多
数
派
の
声
に

支
え
ら
れ
て
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
多
数
派
は
当
然
自
国
の
行
為
を

侵
略
行
為
で
は
な
く
、
正
義
の
実
現
と
し
て
受
け
取
る
た
め
に
、
そ
れ
を

相
対
化
す
る
〈
外
部
〉
の
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
は
、
非
力
な
少
数
派
に
自

己
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
日
清
戦
争
に
始
ま
る
日
本
の
帝
国
主
義
的
な
戦

争
・
侵
攻
も
、
こ
の
多
数
派
の
声
に
よ
る
正
当
化
を
受
け
て
遂
行
さ
れ
た

が
、
自
由
主
義
者
の
新
渡
戸
稲
造
が
韓
国
併
合
を
賛
美
し
、
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
担
い
手
と
な
っ
た
吉
野
作
造
が
対
華
二
十
一
ヵ
条
要
求
の
後

押
し
を
し
た
こ
と
は
、
こ
の
〈
外
部
〉
の
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
の
困
難
さ

を
物
語
っ
て
い
る
。
国
民
の
大
多
数
は
、
日
本
が
韓
国
を
領
土
化
し
、
中

国
で
の
権
益
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
自
国
の
〈
発
展
〉
と
し
て
肯
定
し

た
の
で
あ
り
、
し
か
も
最
終
的
に
戦
争
の
犠
牲
と
な
る
の
は
、
そ
れ
に
盲

目
的
な
是
認
を
与
え
た
当
の
国
民
自
身
で
あ
っ
た
。

　

水
林
氏
の
捉
え
る
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
は
、
こ
う
し
た
〈
多
数
派
〉
の

素
直
さ
を
も
っ
た
青
年
を
主
人
公
と
し
、
彼
が
戦
争
の
た
だ
中
に
投
げ

込
ま
れ
、
過
酷
な
経
験
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
良
し
と
す
る
価
値

観
か
ら
脱
却
し
て
い
く
変
容
を
辿
っ
た
物
語
で
あ
る
。「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド

Candide

」
と
は
「
純
真
な
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
形
容
詞
だ
が
、
水
林

氏
は
そ
の
ラ
テ
ン
語
に
お
け
る
原
義
が
「
白
さ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主

人
公
が
外
界
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
素
直
に
自
己
を
開
く
ナ
イ
ー

ブ
さ
に
彩
ら
れ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
主
人
公
の
名
前
が
は
ら
ん
だ
ナ
イ
ー
ブ
な
素
直
さ

が
こ
の
作
品
の
鍵
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
、
膨

大
な
犠
牲
者
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
な
お
「
最
善
の
状
態
」
と
し

て
肯
定
す
る
師
パ
ン
グ
ロ
ス
の
言
説
を
疑
い
な
く
受
け
入
れ
る
ナ
イ
ー

ブ
さ
に
よ
っ
て
、
物
語
の
主
人
公
に
選
ば
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の

属
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
説
を
相
対
化
す
る
眼
差
し
を
獲
得
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
二
つ
の
声
と
眼
差

し
が
交
錯
し
つ
つ
共
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
戦
争
も
含
む
地
上
の

現
象
の
す
べ
て
を
「
最
善
」
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
規
範
的
価
値
観

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
を
相
対
化
し
、
空
無
化
し
て
い
く
言
葉
で
あ

る
。
こ
こ
に
水
林
氏
が
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
に
施
す
分
析
の
眼
目
が
あ
り
、
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緻
密
き
わ
ま
り
な
い
読
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
長
か
ら
ぬ
一
八
世
紀
の
物
語

が
、
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
多
声
的
織
物
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
く
。
た

と
え
ば
第
三
章
に
描
か
れ
る
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ア
バ
リ
ア
の
軍
隊
が
対
峙

し
合
う
様
相
に
お
い
て
、「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
哲
学
者
の
よ
う
に
震
え
な

が
ら
、
こ
の
英
雄
的
な
殺
戮
の
最
中
、
ど
う
に
か
う
ま
く
身
を
隠
し
た
」

と
い
う
一
文
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
内
在
す
る
二
層
の
価
値
観
が
析
出
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
「
英
雄
的
─
殺
戮
」「
哲
学
者
─
震
え
る
」
と
い
う
組

み
合
わ
せ
は
、
肯
定
と
否
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
共
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ

に
戦
争
の
〈
英
雄
性
〉
と
残
虐
性
、
あ
る
い
は
前
者
の
価
値
を
鼓
吹
す
る

哲
学
者
の
言
説
と
そ
の
現
実
的
な
無
力
さ
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
哲
学
者
」
と
は
具
体
的
に
は
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
の
師
で
あ
る
パ
ン
グ

ロ
ス
を
指
す
と
と
も
に
、
そ
の
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と

そ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
暗
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
異
議
の
提
示
が
こ
の

一
文
に
さ
り
げ
な
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
叙
述
に
織
り
込
ま
れ
る
、
戦
争
の
〈
英
雄
性
〉
に
対
す
る
相

対
化
の
方
向
性
が
、
共
同
体
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
き
た
価
値
観
を
自
明

の
も
の
と
し
て
受
容
す
る
身
分
制
・
社
団
制
社
会
か
ら
、
国
家
と
直
接
向

き
合
い
う
る
個
人
の
集
合
と
し
て
の
社
会
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
と
と

も
に
、
主
人
公
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
の
変
容
の
伏
線
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
戦
争
の
遂
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
犠
牲
の
大
き
さ

が
、
現
実
世
界
の
所
与
性
の
換
喩
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
否
認
の

声
を
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
性
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
個
的
に
お
こ

な
い
う
る
地
点
に
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
進
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
前

半
部
分
の
軍
隊
の
描
出
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
に
対
す
る
水
林
氏
の
直
接
的
な
分
析
は
も
っ
ぱ
ら

前
半
部
分
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
客
観
的
に
す

く
い
上
げ
つ
つ
、
全
体
の
展
望
か
ら
の
演
繹
性
に
よ
っ
て
励
起
さ
れ
る
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
明
晰
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
く
叙
述
は
、
テ
ク
ス

ト
分
析
の
規
範
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
色
彩
や
人
名
に
込
め
ら
れ

た
含
意
を
探
り
出
し
て
い
く
方
法
は
、
評
者
自
身
が
好
む
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、ひ
じ
ょ
う
に
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
。
主
人
公
の
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」

の
含
み
は
か
な
り
自
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
の
師
の
パ
ン
グ
ロ
ス
の
名

が
「
全0

的
に
言
語
0

0

的
な
存
在
」
を
意
味
し
、
領
主
の
ト
ゥ
ン
デ
ー
ル
・
テ

ン
・
ト
ロ
ン
ク
が
「
こ
ん
畜
生
」
を
漂
わ
せ
る
と
い
っ
た
指
摘
は
、
小
説

に
寓
意
性
を
帯
び
さ
せ
る
作
者
の
機
能
を
考
え
る
上
で
興
味
深
か
っ
た
。

　

若
干
の
不
満
を
い
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
水
林
氏
の
分
析
が
前
半
部

分
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
る
価
値
観
の
過
渡
性

を
、
主
人
公
の
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
担
い
、
彼
自
身
の
変
容
が

も
た
ら
さ
れ
る
か
が
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
引

用
さ
れ
た
箇
所
で
二
種
類
の
声
を
共
在
さ
せ
、
交
錯
さ
せ
て
い
る
の
は
あ

く
ま
で
も
語
り
手
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
自
身
は
所
与

の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
眼
差
し
を
発
動
さ
せ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
主
人

公
の
価
値
観
の
変
容
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
戦
争
の
過
酷

さ
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
顕
在
化
し
て

い
く
か
が
辿
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
後
半
の
第
二
十
五

章
で
、
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
ヴ
ェ
ニ
ス
に
辿
り
着
い
た
際
の
や
り
取
り
で
も

「
馬
鹿
な
人
間
は
、
大
作
家
の
も
の
と
な
る
と
、
何
か
ら
何
ま
で
あ
り
が

た
が
る
。
私
は
、
自
分
の
た
め
に
、
本
を
読
む
の
で
、
自
分
に
役
に
立
つ

も
の
し
か
、
好
き
に
な
れ
ま
せ
ん
」（
丸
山
熊
雄
・
新
倉
俊
一
訳
、
以
下
同
じ
）

と
い
う
現
地
の
貴
族
の
言
葉
に
、
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
「
何
事
に
よ
ら
ず
、

自
分
で
は
、
け
っ
し
て
判
断
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
、
仕
込
ま
れ
て
来
た
か
ら
、
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こ
の
言
葉
に
、
す
っ
か
り
肝
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
」
う
の
で
あ
り
、「
世
界

秩
序
を
正
当
化
し
存
立
せ
し
め
て
い
る
言
語
的
な
体
制
に
対
す
る
無
自

覚
な
服
従
か
ら
の
自
由
を
描
く
」
と
さ
れ
る
、
主
体
的
な
判
断
力
を
彼
が

身
に
つ
け
る
に
至
っ
た
よ
う
に
は
見
え
難
い
の
で
あ
る
。
叙
述
に
は
ら
ま

れ
て
い
る
二
層
の
声
の
交
錯
に
対
す
る
分
析
は
緻
密
で
強
い
説
得
力
を

も
つ
だ
け
に
、
主
人
公
自
身
の
行
動
・
言
説
の
変
容
と
の
照
応
が
押
さ
え

ら
れ
る
と
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
論
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
〈
高
校
生
に
も
分
か
る
〉
と
い
う
趣
旨
を
も
つ
啓
蒙
性

の
高
い
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
本
書
に
、
そ
れ
を
求

め
る
の
は
望
蜀
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
本
書
を
繙
い
て
い
て
自
然
に
想
起
さ
れ
た
の
は
、
夏
目
漱
石

の
初
期
作
品
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
は
、
そ

の
呼
称
が
示
す
よ
う
に
ま
さ
に
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
の
人
物
に
ほ
か
な
ら

な
い
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
直
接
戦
争
の
姿
は
現
わ
れ
な
い
が
、
以
前
本

誌
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
日
清
戦
争
、
三
国
干

渉
、
日
露
戦
争
と
い
う
、
明
治
日
本
が
経
験
す
る
帝
国
主
義
的
な
歩
み
を

映
し
出
し
て
お
り
、
主
人
公
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
こ
と
に
は
、
明

ら
か
に
「
外
発
的
」
に
戦
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
く
日
本
の
近
代
国
家

と
し
て
の
未
熟
さ
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
世
界
と
は
逆

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
で
あ
る
こ
と
は
、
戦
争
の
遂
行

者
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
日
本
が
〈
成
熟
〉
を
遂
げ

る
こ
と
は
戦
争
の
超
克
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
そ
の
願
い
を

『
こ
ゝ
ろ
』
に
込
め
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
遠
い
後
身
で
あ
る
「
先
生
」
を

「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
さ
せ
た
が
、結
局
漱
石
の
死
後
も
日
本
は
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
と
し
て
戦
争
の
遂
行
者
で
あ
り
つ
づ
け
た
。『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』

に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
造
形
は
必
ず
し
も
彼
が
所
与
の
価
値
観
か
ら
超

脱
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
前
半
部
分
の

叙
述
か
ら
括
り
取
ろ
う
と
す
る
筆
致
に
、
む
し
ろ
水
林
氏
自
身
の
強
い
希

求
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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