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敗
戦
後
文
学
と
し
て
の
『
こ
こ
ろ
』

漱
石
と
教
科
書

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に

夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
が
国
語
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
六

年
（
昭
和

）
十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
清
水
書
院
の
『
高
等
国
語
二
』
が
最
初
で

31

あ
る
。
そ
れ
以
前
に
『
こ
こ
ろ
』
が
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
尋

常
小
学
校
用
の
国
定
教
科
書
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
戦
前
の
中
等
学
校
の
国
語
読

本
を
調
べ
て
み
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
教
科
書
教
材
と
し
て
の

『
こ
こ
ろ
』
は
、
敗
戦
後
に
清
水
書
院
が
採
録
す
る
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
１
）
。
た
だ
し
、
清
水
書
院
の
採
録
箇
所
は
、
上
編
「
先
生
と
私
」
の
最
初
の
部

分
で
、
「
わ
た
し
が
鎌
倉
で
先
生
を
み
か
け
、
心
が
引
か
れ
、
時
々
先
生
の
自
宅
へ

遊
び
に
い
く
う
ち
に
、
先
生
は
毎
月
き
ま
っ
た
日
に
雑
司
ヶ
谷
に
墓
参
に
行
く
こ

と
を
知
り
、
先
生
の
淋
し
い
性
格
が
何
か
こ
の
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
疑
い
つ
ゝ
、
そ
の
淋
し
い
先
生
に
心
が
次
第
に
引
か
れ
て
い
く
と
い
う
一
節
」
で

あ
る
。
『
こ
こ
ろ
』
を
教
科
書
に
掲
載
す
る
場
合
の
常
道
で
あ
る
下
編
「
先
生
と
遺

書
」
の
一
節
を
最
初
に
採
録
し
た
の
は
、
一
九
六
三
年
（
昭
和

）
十
一
月
に
発

38

行
さ
れ
た
筑
摩
書
房
の
『
現
代
国
語
二
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
教
材
の
聖
典

カ

ノ

ン

た
る
下
編
「
先
生
と
遺
書
」
の
一
節
が
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、
『
こ
こ
ろ
』
が
定

番
教
材
と
し
て
の
歩
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
ま
で
、
戦
争
を
は
さ
ん
で
数
十
年
の

歳
月
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
戦
前
の
「
中
等
国
語
読
本
」
に
お
け
る
漱
石
教
材
の
採
録
状
況
に

つ
い
て
は
、
橋
本
暢
夫
の
『
中
等
学
校
国
語
科
教
材
史
研
究
』
（
二
○
○
二
年
七

月
、
渓
水
社
刊
）
に
詳
し
い
。
橋
本
に
よ
る
と
、
夏
目
漱
石
が
教
科
書
に
初
め
て

登
場
し
た
の
は
、
一
九
○
六
年
（
明
治

）
に
刊
行
さ
れ
た
『
再
訂

女
子
国
語
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読
本
』
の
巻
五
に
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
一
節
が
「
鼠
を
窺
う
」
の
見
出
し
で
採

録
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
上
編
刊
行
が
一
九
○
五

年
（
明
治

）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
教
材
化
さ
れ
て

38

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
漱
石
教
材
を
採
録
し
た
教
科
書
は
、
「
ほ
ぼ
三
○
五

種
、
八
七
八
冊
」
に
も
の
ぼ
り
、
「
延
九
八
二
」
と
い
う
高
い
頻
度
で
採
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
小
説
が
「
七
八
％
の
七
六
八
回
」
を
占
め
て
い
る
の
だ
が
、
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
が
延
一
九
五
回
、
『
草
枕
』
が
延
四
○
七
回
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
こ
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こ
ろ
」
は
皆
無
で
あ
る
。
小
説
で
は
他
に
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』『
倫
敦
塔
』『
カ
ー

ラ
イ
ル
博
物
館
』『
趣
味
の
遺
伝
』『
二
百
十
日
』『
虞
美
人
草
』『
坑
夫
』『
夢

十
夜
』
な
ど
が
採
録
さ
れ
て
い
る
し
、
『
文
鳥
』『
永
日
小
品
』『
思
い
出
す
事

な
ど
』『
子
規
の
絵
』『
ケ
ー
ベ
ル
先
生
』『
硝
子
戸
の
中
』
な
ど
、
橋
本
の
分

類
に
よ
る
と
「
感
想
・
随
筆
教
材
」
に
あ
た
る
も
の
も
多
く
教
材
化
さ
れ
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、
『
京
に
着
け
る
夕
』『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
な
ど
の
「
紀
行
文

教
材
」
、
『
文
学
論
』
『
文
学
評
論
』
な
ど
の
「
評
論
教
材
」
、
正
岡
子
規
・
中
川

芳
太
郎
・
芥
川
龍
之
介
・
久
米
正
雄
宛
な
ど
の
「
書
簡
教
材
」
、
「
日
記
教
材
」
、

「
俳
句
教
材
」
な
ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
教
材
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
「
こ
こ
ろ
」は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
。

戦
後
の
漱
石
教
材
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
当
初
は
『
硝
子
戸
の
中
』
や
『
虞
美

人
草
』
や
『
草
枕
』
な
ど
、
戦
前
の
「
中
等
国
語
読
本
」
を
踏
襲
し
た
採
録
が
目
立

つ
。
新
し
い
傾
向
と
言
え
る
の
は
、
成
城
国
文
学
会
『
現
代
国
語
三
上
』
（
一
九
五

○
年
）
や
三
省
堂
『
新
国
語

文
学
二
』
（
一
九
五
三
年
）
な
ど
で
『
三
四
郎
』
が

採
録
さ
れ
、
東
京
書
籍
『
国
語
二
年
下
』
（
一
九
五
五
年
）
で
「
私
の
個
人
主
義
」

が
採
録
さ
れ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
（
大
正
３
）
の
発
表
以
来
、
一
九
五
六
年
に
い
た
る
ま
で
四
十
年

以
上
も
教
材
化
さ
れ
な
か
っ
た
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
が
、
一
九
五
○
年
代
に

採
用
が
多
か
っ
た
『
三
四
郎
』
と
入
れ
替
わ
る
形
で
一
九
六
○
年
代
か
ら
七
○
年

代
に
か
け
て
採
録
数
を
増
や
し
続
け
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
戦
前
は
ま
っ
た
く

見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
『
こ
こ
ろ
』
が
、
一
九
六
三
年
の
筑
摩
書
房
版
『
現
代
国

語
二
』
に
よ
る
下
編
『
先
生
と
遺
書
』
の
教
材
化
を
機
に
、
一
九
八
○
年
代
に
は

定
番
教
材
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
漱
石
文
学
の
聖
典
と
し
て
の
歩
み
を
始

カ

ノ

ン

め
る
こ
と
に
な
る
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
教
材
『
こ
こ
ろ
』
の
起
源

一
九
五
六
年
（
昭
和

）
に
初
め
て
夏
目
漱
石
の
『こ
こ
ろ
』
を
採
録
し
た
清
水

31

書
院
の
『
高
等
国
語
二
』
を
編
集
し
た
の
は
、
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
学
長
・

日
本
大
学
教
授
の
高
木
市
之
助
と
、
東
京
教
育
大
学
名
誉
教
授
・
実
践
女
子
大

学
教
授
の
山
岸
徳
平
で
あ
る
。
高
木
市
之
助
は
万
葉
集
の
研
究
者
で
あ
り
、
山

岸
徳
平
は
源
氏
物
語
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
指
導
書
の
執
筆
者
に

は
、
都
立
竹
早
高
校
教
諭
の
三
瓶
達
司
、
埼
玉
県
立
鴻
ノ
巣
高
校
教
諭
の
中
谷

幸
次
郎
、
千
葉
大
学
教
授
の
須
藤
増
雄
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、
教
科
書
自
体
は
、

「
高
木
市
之
助
・
山
岸
徳
平
共
編
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
二
人
の
う
ち
の
い
ず
れ

か
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
『
こ
こ
ろ
』
の
採
録
が
実
現
し
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

一
九
五
八
年
（
昭
和

）
十
一
月
発
行
の
『
教
授
資
料
』
（
清
水
書
院
）
に
は
、

33

「採
録
の
趣
旨
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

森
鷗
外
と
と
も
に
今
日
な
お
最
も
多
く
の
読
者
を
有
し
て
い
る
夏
目
漱
石

の
作
品
は
、
も
ち
ろ
ん
国
語
教
科
書
か
ら
逸
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か

し
、
さ
て
、
い
よ
い
よ
漱
石
作
品
を
採
録
す
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
モ
ア
の

筆
致
を
も
っ
た
「
吾
が
輩
は
猫
で
あ
る
」
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
な
ど
の
系
列
、
ま
た
は

非
人
情
の
文
学
と
し
て
の
「
草
枕
」以
外
、
つ
ま
り
漱
石
文
学
の
根
本
を
な
し
て

い
る
自
我
の
剔
抉
を
は
っ
き
り
作
品
面
に
出
し
て
い
る
作
品
か
ら
素
材
を
選
択

す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
誰
の
作
品
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
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殊
に
漱
石
の
作
品
は
、
そ
の
作
品
全
体
の
緊
密
な
連
関
か
ら
部
分
を
切
り
離

し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
高
等
学
校
の
二
年

と
し
て
、
漱
石
文
学
を
単
な
る
ユ
ー
モ
ア
の
書
と
し
た
り
、
ま
た
現
実
遊
離
の

面
の
あ
る
非
人
情
の
世
界
に
導
き
入
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
の

で
、
青
少
年
に
最
も
多
く
の
愛
読
者
を
も
つ
作
品
「
こ
ゝ
ろ
」
を
と
り
あ
げ
た
の

で
あ
る
。
こ
ゝ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
は
学
窓
生
活
を
お
く
る
者
に
と
っ
て
、

極
め
て
卑
近
な
も
の
と
し
て
映
ず
る
に
ち
が
い
な
い
。
高
校
二
年
の
生
活
も
終

わ
り
に
近
い
時
、
じ
っ
く
り
と
お
の
れ
自
身
の
心
と
対
決
し
、
ひ
い
て
人
間
の
心

の
在
り
方
に
も
理
解
の
眼
を
向
け
さ
せ
た
い
。

国
語
教
科
書
に
お
け
る
〈
暗
い
漱
石
〉
誕
生
を
告
げ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
。
こ

の
「
採
録
の
趣
旨
」
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
な
ど
の
ユ
ー
モ
ア
小
説
と
対
比
さ
れ
る
シ
リ
ア
ス
な
小
説
と
し
て
の

側
面
と
、
『
草
枕
』
の
よ
う
な
「
現
実
遊
離
」
の
「
非
人
情
」
小
説
と
対
比
さ
れ
る
リ

ア
ル
な
小
説
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
「
極
め
て
卑
近
な
も
の
」
を
見
て

取
る
「
学
窓
生
活
を
お
く
る
者
」
の
表
層
的
な
読
み
の
裏
側
に
、
精
読
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
は
ず
の
深
層
の
読
み
と
し
て
、
「
人
間
の
心
の
在
り
方
」
の

問
題
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
「
採

録
の
趣
旨
」
の
執
筆
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
極
め
て
卑
近
な
も
の
」
と
は
、
お
嬢
さ

ん
と
Ｋ
と
「
私
」
と
い
う
三
者
の
間
に
発
生
す
る
色
恋
沙
汰
を
指
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
恋
愛
と
友
情
の
相
剋
、
な
い
し
は
恋
愛
と
学

問
の
相
剋
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
採
録
の
趣
旨
」
の
執
筆
者
の
理
解
で
は
、
「
極

め
て
卑
近
な
も
の
と
し
て
映
ず
る
」
と
こ
ろ
に
、
「
青
少
年
に
最
も
多
く
の
愛
読
者

を
も
つ
」理
由
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
教
科
書
に
採
録
す
る
の
は
、
色
恋
沙

汰
と
と
は
異
な
る
「
人
間
の
心
の
在
り
方
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小

説
の
教
材
価
値
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

色
恋
沙
汰
と
は
別
次
元
の
と
こ
ろ
に
教
材
価
値
を
見
出
し
た
教
科
書
編
纂
者

が
採
録
し
た
の
は
、
『
こ
こ
ろ
』
上
編
の
「
先
生
と
私
」
の
一
節
で
あ
る
。
鎌
倉
の
海

岸
で
偶
然
「
先
生
」
に
出
会
っ
た
「
私
」
が
、
東
京
へ
戻
っ
た
あ
と
、
先
生
の
自
宅
を

訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
て
次
第
に
そ
の
人
間
性
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う

部
分
だ
。
全
部
で
三
十
六
節
あ
る
上
編
「
先
生
と
私
」
の
中
で
も
、
冒
頭
部
分
に

近
い
第
四
節
か
ら
第
七
節
ま
で
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
Ｋ
の
墓
が
あ
る
雑
司
ヶ
谷
へ

の
墓
参
を
描
い
た
部
分
で
あ
り
、
下
編
「先
生
と
遺
書
」
に
つ
な
が
る
問
題
の
所
在

が
暗
示
さ
れ
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
文
に
先
立
っ
て
「
あ
ら
す
じ
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
「
先
生
」
が
「
私
」
に
遺
書
を
届
け
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
ら
す
じ
」
の
後
半
部
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

先
生
は
か
つ
て
、
自
分
と
血
を
分
け
た
実
の
お
じ
に
、
財
産
を
詐
取
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
先
生
の
人
間
へ
の
懐
疑
の
出
発
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
自
己
に
対
す
る
不
信
の
念
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
自
身
、
あ
る
恋

愛
に
関
し
て
、
自
分
の
親
友
を
裏
切
る
行
為
を
犯
す
こ
と
に
よ
り
、
深
い
罪
の

意
識
と
、
人
間
自
体
の
持
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
苦
悩
の
毎
日
を
送
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
倫
理
的
見
地
か
ら
自
己
の
存
在
に
全
く
絶
望
し
、
つ
い
に
自

分
の
生
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
上
編
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
ら
す
じ
」
が
ほ
ど
こ
さ
れ
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て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
科
書
の
読
者
は
、
『
こ
こ
ろ
』
全
編
の
お
お
ま
か
な
構
図

を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
た
上
で
「
先
生
」
の
墓
参
の
場
面
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
第
四
節
に
は
、
「
先
生
の
亡
く
な
っ
た
今
日
に
な
っ
て
、
初
め
て
解
っ
て
来

た
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
教
科
書
の
読
者
は
、
「
自
己
の
存
在

に
全
く
絶
望
」
し
た
「
先
生
」
に
共
感
し
つ
つ
、
「
先
生
」
の
苦
悩
が
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
方
向
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
「あ
ら
す
じ
」で
は
「
恋
愛
と
友
情
の
相
剋
」に
は
詳
し
い
言
及
は

な
さ
れ
ず
、
「
極
め
て
卑
近
な
も
の
」
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
上
編
「
先
生
と
私
」

の
第
四
節
か
ら
第
七
節
の
採
録
に
よ
っ
て
前
景
化
す
る
の
は
、
死
者
と
向
き
合
う

「
先
生
」
の
心
理
の
闇
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
本
文
の
あ

と
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
「
学
習
の
手
び
き
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

一
、
本
文
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
先
生
」
の
人
格
を
説
明
し
て
み
よ

う
。

二
、
「
先
生
」
の
墓
参
り
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
。
本
文
を
読
ん
だ
だ
け
で

推
測
し
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
「
こ
ゝ
ろ
」
全
文
を
読
ん
で
そ
の
点
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

三
、
「
先
生
」
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
お
の
お
の
感
じ
た
点
を
語
り
合
お

う
。

「
学
習
の
手
び
き
」
の
四
と
五
で
は
、
教
科
書
で
既
に
学
習
済
み
の
夏
目
漱
石

の
他
の
小
説
や
、
島
崎
藤
村
の
小
説
と
の
比
較
検
討
が
う
な
が
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
一
か
ら
三
が
『
こ
こ
ろ
』
を
読
解
す
る
学
習
の
中
心
で
あ
る
。
二
で
は
、

『
こ
こ
ろ
』
全
文
を
読
む
こ
と
を
要
求
し
て
は
い
る
が
、
「
先
生
と
遺
書
」
に
描
か
れ

て
い
る
恋
愛
悲
劇
に
寄
り
添
っ
て
「
先
生
」
や
Ｋ
の
心
理
を
追
い
か
け
る
こ
と
を
読

解
の
中
心
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
が
終
わ
り
、
Ｋ
と
い
う
死
者
と
向
き

合
う
先
生
の
心
理
を
考
え
る
こ
と
が
読
解
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
下
編
「
先
生
と

遺
書
」
を
読
む
の
も
、
あ
ら
た
め
て
墓
参
り
の
場
面
に
立
ち
戻
り
、
「
先
生
」
の
心

情
を
忖
度
す
る
た
め
で
あ
る
。
下
編
「
先
生
と
遺
書
」
の
一
節
を
教
材
化
し
、
友

情
と
恋
愛
の
相
克
の
ド
ラ
マ
を
前
景
化
し
た
後
年
の
定
番
教
材
『
こ
こ
ろ
』
と
の
決

定
的
な
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
採
録
方
法
の
中
に
、
教
科
書
編

纂
者
の
〈
欲
望
〉
が
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。

『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
の
基
本
的
な
構
図
は
、
友
を
裏
切
っ
て
自
殺
に
追
い
込

ん
だ
「
先
生
」
が
、
罪
障
感
を
抱
い
た
ま
ま
生
き
長
ら
え
て
、
Ｋ
と
い
う
死
者
に
向

き
合
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
先
生
」
が
乃
木
希
典
の
殉
死
に
深
く
心
を
ゆ

さ
ぶ
ら
れ
る
の
も
、
生
き
残
り
の
罪
障
感
と
い
う
問
題
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
遺
書
の
中
で
直
接
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
西
南
戦
争
の
時
敵
に
旗
を
奪と

ら
れ
て
以
来
、
申
し
訳
の
た
め
に
死
の
う
死
の
う
と
思
っ
て
、
つ
い
今
日
ま
で
生
き

て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
罪
障
感
を
抱
え
て
生
き
て
い
た
「
三
十
五
年
」
と
い

う
年
月
の
重
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
八
九
二
年
（
明
治

）
に
い
っ

25

た
ん
那
須
に
隠
棲
し
た
乃
木
希
典
が
、
日
清
・
日
露
の
戦
争
に
お
い
て
再
び
軍
務

に
就
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
西
南
戦
争
だ
け
で
そ
の
死
を
説
明
す
る
こ
と

は
不
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
同
時
代
の
日
本
人
が
最
も
最
初
に
想
起
し
た
の

は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
一
九
○
四
年
（
明
治

）
の
旅
順
攻
略
戦
と
の
関
係
だ

37

ろ
う
。
旅
順
攻
略
戦
に
お
い
て
第
三
軍
司
令
官
だ
っ
た
乃
木
希
典
は
、
二
○
三
高

地
の
戦
略
的
重
要
性
を
無
視
し
た
無
謀
な
総
攻
撃
を
繰
り
返
し
、
五
万
人
を
超
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え
る
大
量
の
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
一
連
の
戦
闘
で
長
男
の
勝

典
、
次
男
の
保
典
を
相
次
い
で
亡
く
し
て
も
い
る
。
殉
死
の
理
由
と
し
て
は
、
三
十

五
年
前
の
西
南
戦
争
よ
り
も
は
る
か
に
話
が
通
じ
や
す
い
。
逆
に
い
え
ば
、
だ
か

ら
こ
そ
遺
書
の
中
で
は
る
か
昔
の
「西
南
戦
争
」
に
拘
泥
し
て
殉
死
し
た
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
徴
兵
忌
避
者

と
し
て
の
夏
目
漱
石
」（
２
）
を
書
い
た
丸
谷
才
一
も
、
「
『
先
生
』
と
乃
木
大
将
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
ど
う
も
成
立
し
に
く
い
」
と
言
い
、
「
乃
木
大
将
は
い
っ
た
い
誰
に
対

し
て
裏
切
り
の
罪
を
犯
し
た
の
か
」
と
述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
「
兵
士
た
ち
を

二
○
三
高
地
で
さ
ん
ざ
ん
戦
死
さ
せ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
生
き
つ
づ
け
た
乃
木

大
将
は
、
Ｋ
を
死
な
せ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
生
き
つ
づ
け
た
「
先
生
」
と
相
似
形
を

つ
く
る

漱
石
は
お
そ
ら
く
そ
う
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
書
き
つ
け
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
夏
目
漱
石
が
四
国
の
松
山
へ
行
っ
た
の
は
徴
兵
忌
避
の
現
場
で
あ

る
東
京
や
北
海
道
か
ら
遠
く
離
れ
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
か
、
山
口
の
高
等
学
校
へ

行
か
な
か
っ
た
の
は
「
彼
が
『
捨
て
』
ね
ば
な
ら
ぬ
東
京
と
地
続
き
の
た
め
」
で
あ
っ

た
か
ら
だ
と
か
、
「
有
名
な
探
偵
嫌
い
」
も
「
自
分
の
徴
兵
忌
避
が
あ
ば
か
れ
る
こ

と
を
恐
れ
て
ゐ
た
」
せ
い
だ
と
か
い
う
丸
谷
の
説
は
、
牽
強
付
会
の
言
と
い
う
し
か

な
い
。
漱
石
自
身
の
徴
兵
忌
避
に
対
す
る
罪
意
識
と
そ
の
事
実
が
暴
露
す
る
事

に
対
す
る
恐
れ
を
、
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
（
３
）
。

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
定
番
教
材
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
『
こ

こ
ろ
』
の
中
に
一
九
六
九
年
（
昭
和

）
の
段
階
で
「
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
漱
石
」

44

と
い
う
問
題
を
見
出
し
て
い
る
の
が
、
一
九
二
五
年
（
大
正

）
生
ま
れ
の
丸
谷

15

才
一
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
夏
目
漱
石
の
罪
意

識
に
言
及
す
る
次
の
指
摘
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
丸
谷
の
告
白
で
あ
る
と
さ
え
言

え
る
。同

世
代
の
若
者
た
ち
に
対
す
る
漱
石
の
裏
切
り
の
念
の
辛
さ
と
、
い
は
ば
彼

の
幼
馴
染
み
の
友
で
あ
る
明
治
国
家
（
明
治
元
年
に
彼
は
満
一
歳
で
あ
る
）
へ

の
裏
切
り
を
悔
む
心
と
は
、
微
妙
に
交
錯
し
て
ゐ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
も

そ
の
明
治
国
家
に
対
し
て
彼
が
ど
ん
な
に
批
判
的
で
あ
っ
た
か
は
、
『
三
四
郎
』

の
広
田
先
生
が
東
海
道
線
の
車
中
で
呟
く
富
士
山
に
つ
い
て
の
片
言
隻
句
で

も
見
当
が
つ
く
だ
ろ
う
。

三
島
由
紀
夫
と
同
じ
一
九
二
五
年
（
大
正

）
生
ま
れ
の
丸
谷
は
、
昭
和
元

14

年
に
満
一
歳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
漱
石
」
を
「
丸
谷
」
に
、
「
明
治
」
を
「
昭
和
」

に
置
き
か
え
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
丸
谷
才
一
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち

ろ
ん
、
丸
谷
は
『
三
四
郎
』
を
書
い
て
は
い
な
い
が
、
「
昭
和
国
家
に
対
し
て
彼
が
ど

ん
な
に
批
判
的
で
あ
っ
た
か
」
を
示
す
一
節
を
丸
谷
文
学
の
中
か
ら
探
す
の
は
さ

ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
「
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
夏
目
漱
石
」

の
冒
頭
近
く
で
も
、
「
分
析
的
に
語
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
」
と
断
り
な
が
ら
、
自

ら
の
「
軍
人
嫌
い
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
「
ぼ
く
の
少
年
期
の
主

題
は
国
家
と
軍
隊
へ
の
拒
絶
、
虚
し
い
拒
絶
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
ふ
」
と
書
き
つ
け

て
い
る
。
「
幼
馴
染
み
の
友
で
あ
る
明
治
国
家
」
に
対
す
る
夏
目
漱
石
の
ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ト
な
感
情
を
指
摘
す
る
丸
谷
自
身
の
心
理
の
中
に
、
「
幼
馴
染
み
の
友
で
あ

る
昭
和
国
家
」
に
対
す
る
愛
憎
相
半
ば
す
る
複
雑
な
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
は
、

十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
（
昭
和

）
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
講
談
社
文
庫
版
『
笹
ま
く
ら
』

48
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の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
著
者
自
筆
」
の
「
年
譜
」
に
よ
る
と
、
丸
谷
は
ど
う
や
ら
徴

兵
拒
否
は
し
て
い
な
い
ら
し
い
。
新
潟
高
等
学
校
文
科
乙
類
在
学
中
に
徴
兵
さ

れ
、
一
九
四
五
年
（
昭
和

）
三
月
に
「
山
形
連
隊
に
入
営
」
し
て
い
る
。
八
月
に

20

敗
戦
を
迎
え
る
と
九
月
に
は
復
学
。
そ
の
後
、
東
大
英
文
科
に
入
学
し
、
卒
業

後
は
都
立
北
園
高
校
の
教
壇
に
立
ち
、
一
九
五
四
年
（昭
和

）
に
は
国
学
院
大

29

学
助
教
授
に
な
っ
て
い
る
。
作
家
の
「
自
筆
年
譜
」
で
あ
る
し
、
特
に
戦
争
中
の
こ

と
に
つ
い
て
は
ど
こ
ま
で
事
実
に
即
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
記

述
の
背
後
か
ら
丸
谷
才
一
の
戦
争
体
験
の
あ
り
よ
う
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
。
丸
谷
が
意
識
の
上
で
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
戦
争
体
験
を
処
理
し
て
い
よ

う
が
、
級
友
を
含
む
同
世
代
の
青
年
が
数
多
く
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
事
実
が
彼

の
心
に
ま
っ
た
く
何
の
影
も
落
と
し
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ

る
。
徴
兵
忌
避
を
し
て
お
き
な
が
ら
「
乃
木
大
将
の
殉
死
に
あ
れ
ほ
ど
素
直
に
感

銘
を
受
け
る
主
人
公
」
を
描
く
夏
目
漱
石
を
、
敗
戦
後
の
丸
谷
が
「
偽
善
的
な
文

学
者
」
と
し
て
再
発
見
し
得
た
の
は
、
自
ら
が
同
じ
よ
う
に
「
偽
善
的
な
文
学
者
」

で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
偽
善
的
」
と
い
う
言
葉

が
、
虚
構
世
界
の
創
造
者
た
る
作
家
に
と
っ
て
、
褒
詞
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

戦
争
や
震
災
な
ど
の
大
き
な
災
厄
を
体
験
し
た
者
は
、
生
き
残
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
そ
の
も
の
を
基
盤
と
し
た
い
わ
れ
の
な
い
罪
障
感
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
精
神
分
析
学
者
の
野
田
正
彰
は
こ
れ
を
〈
生
き
残
り
症
候
群
〉（
４
）
と

呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
敗
戦
後
の
日
本
人
は
、
死
者
た
ち
が
殉
じ
た
戦
前
の
価
値

観
を
放
棄
し
て
新
た
な
社
会
を
作
り
始
め
て
し
ま
っ
た
以
上
、
少
な
く
と
も
生
き

残
り
の
罪
障
感
に
見
舞
わ
れ
る
潜
在
的
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
だ

、
、
、
、
、
、
、

か
ら
こ
そ
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
こ
だ
わ
り
、
徴
兵
忌
避
者
を
「
自
由
な
反
逆

者
」
と
し
て
描
い
た
『
笹
ま
く
ら
』
（
一
九
七
一
年
、
河
出
書
房
）
の
作
者
で
あ
る
丸

谷
才
一
が
、
『
こ
こ
ろ
』
の
背
後
に
懲
役
忌
避
に
対
す
る
夏
目
漱
石
の
「
重
大
な
罪

意
識
」
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
丸
谷
才
一
の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
生
き
残
り

の
罪
障
感
を
共
有
す
る
者
だ
か
ら
こ
そ
書
き
得
た
と
考
え
た
方
が
合
点
が
い
く
。

一
般
に
青
年
に
と
つ
て
、
自
国
の
戦
争
は
、
自
分
の
命
を
捨
て
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
ゆ
ゑ
、
極
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
漱
石
の

場
合
に
は
、
わ
づ
か
二
年
前
の
徴
兵
忌
避
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
も
し
あ
の
と

き
あ
あ
い
ふ
処
置
を
講
じ
て
ゐ
な
け
れ
ば
自
分
は
今
ご
ろ
兵
隊
と
し
て
戦
つ
て

ゐ
た
は
ず
だ
と
い
ふ
気
持
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
定
で
き
よ
う
。
し
か
し

問
題
な
の
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
想
像
し
て
味
は
ふ
恐
怖
や
安
堵
感
の
せ
い
で
の

心
の
ド
ラ
マ
で
は
な
い
。
そ
れ
も
も
ち
ろ
ん
あ
つ
た
ら
う
し
、
徴
兵
の
が
れ
が
も

し
あ
ば
か
れ
れ
ば
軍
国
的
な
風
潮
の
な
か
で
指
弾
さ
れ
る
と
い
ふ
怯
え
も
作

用
し
た
ら
う
が
、
自
分
と
違
つ
て
徴
兵
忌
避
を
し
な
か
つ
た
せ
い
で
兵
隊
に
取

ら
れ
、
い
は
ば
自
分
の
身
代
り
の
や
う
に
戦
死
し
て
行
つ
た
同
年
輩
の
若
者
た

ち
に
対
し
て
す
ま
な
い
と
い
う
気
持
、
自
責
の
念
、
自
分
は
卑
怯
者
で
は
な
い

か
と
い
ふ
疑
惑
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
自
分
の
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
の
か
も
し
れ

ぬ
も
の
への
悔
い
は
、
も
つ
と
痛
切
に
彼
を
苦
し
め
た
で
あ
ら
う
。

教
育
現
場
で
の
実
践
を
通
じ
て
定
番
教
材
の
誕
生
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
国

語
教
師
た
ち
の
中
に
も
、
丸
谷
才
一
と
同
世
代
の
文
学
青
年
が
数
多
く
い
た
。

ま
た
、
敗
戦
後
の
日
本
で
教
科
書
編
集
に
携
わ
っ
た
の
は
、
徴
兵
忌
避
者
と
同
じ
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よ
う
に
戦
争
を
や
り
過
ご
し
た
、
丸
谷
才
一
よ
り
も
年
長
の
文
学
研
究
者
た
ち

で
あ
る
。
徴
兵
忌
避
者
を
英
雄
視
し
、
軍
隊
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
言
葉
に
し
て

は
ば
か
ら
な
い
丸
谷
才
一
が
、
そ
の
一
方
で
夏
目
漱
石
の
「
徴
兵
忌
避
に
対
す
る

罪
意
識
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
と
言

え
よ
う
。
定
番
教
材
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
生
き
残
り
の
罪
障
感
と
い
う
問
題
は
、

敗
戦
後
の
教
科
書
編
集
に
携
わ
っ
た
明
治
生
ま
れ
の
国
文
学
者
や
、
復
員
し
て

敗
戦
後
の
日
本
で
教
壇
に
立
ち
、
『
こ
こ
ろ
』
の
定
番
教
材
化
に
貢
献
し
た
国
語

教
師
た
ち
の
問
題
で
も
あ
り
得
る
。
戦
前
に
は
教
材
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

『
こ
こ
ろ
』
が
、
敗
戦
後
に
教
材
化
さ
れ
る
や
一
躍
定
番
教
材
へ
の
道
を
歩
み
始
め

た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を
解
く
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
。

三
、
定
番
教
材
へ
の
道

『
こ
こ
ろ
』
の
定
番
教
材
と
し
て
の
基
本
形
を
作
っ
た
の
は
、
一
九
六
三
年
（
昭

和

）
に
発
行
さ
れ
た
筑
摩
書
房
版
『
現
代
国
語
二
』
で
あ
る
。
清
水
書
院
版
と

38
は
異
な
り
、
下
編
「
先
生
と
遺
書
」
の
一
節
を
採
録
し
て
い
て
、
他
の
教
科
書
会
社

が
『
こ
こ
ろ
』
を
採
録
す
る
際
の
範
型
と
な
っ
た
。
筑
摩
書
房
版
の
教
材
『
こ
こ
ろ
』

は
、
次
の
よ
う
な
リ
ー
ド
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

『
こ
こ
ろ
』
は
、
「
先
生
と
わ
た
く
し
」
「
両
親
と
わ
た
く
し
」
「
先
生
と
遺
書
」

の
上
・
中
・
下
の
三
編
よ
り
成
っ
て
い
る
。
上
編
で
は
、
「
わ
た
く
し
」
な
る
青
年

が
、
偶
然
、
鎌
倉
の
海
岸
で
先
生
と
知
り
合
い
に
な
り
、
そ
の
人
柄
に
ひ
か
れ

て
、
先
生
の
も
と
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
中
編
で
は
、
大
学
を
卒
業
し

て
故
郷
に
帰
り
、
重
病
の
父
を
看
護
し
て
い
る
青
年
の
も
と
に
、
自
殺
し
た
先

生
か
ら
の
遺
書
が
送
り
つ
け
ら
れ
る
。
下
編
は
そ
の
遺
書
で
、
先
生
（
以
下
本

文
中
の
「
わ
た
く
し
」
）
の
暗
い
過
去
が
語
ら
れ
、
死
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
心

事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
採
っ
た
の
は
そ
の
下
編
の
一
部
で
あ
る
。

『
こ
こ
ろ
』
全
編
の
あ
ら
ま
し
を
提
示
し
た
上
で
本
文
に
つ
な
げ
て
い
る
点
で

は
、
清
水
書
院
版
と
共
通
し
て
い
る
。
本
文
は
下
編
「
先
生
と
遺
書
」
の
一
部
で
あ

り
、
二
六
節
最
後
の
部
分
か
ら
三
二
節
ま
で
の
あ
ら
す
じ
を
は
さ
ん
で
、
二
三
節

か
ら
五
○
節
ま
で
が
、
二
段
組
で
二
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
五

一
節
以
後
の
物
語
に
つ
い
て
も
、
本
文
の
あ
と
に
要
約
が
示
さ
れ
て
い
る
。
採
録

部
分
の
物
語
の
焦
点
は
、
お
嬢
さ
ん
を
め
ぐ
る
「
先
生
」
と
Ｋ
と
の
争
闘
で
あ
り
、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
Ｋ
の
自
殺
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
水
書
院
版
と
は
異
な
り
、

教
科
書
の
読
者
に
見
え
て
く
る
の
は
、
「
恋
愛
と
友
情
の
相
剋
」
、
言
い
換
え
れ
ば

色
恋
沙
汰
で
あ
る
。
お
嬢
さ
ん
を
め
ぐ
る
争
闘
に
勝
利
し
、
生
き
残
っ
た
先
生

が
、
祥
月
命
日
に
墓
参
し
て
Ｋ
と
い
う
死
者
と
ど
の
よ
う
な
思
い
で
向
き
合
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
問
題
は
後
景
に
退
か
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
採
録

部
分
の
前
後
に
あ
ら
す
じ
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
『
こ
こ
ろ
』
全
編
の
あ
ら

ま
し
は
理
解
で
き
る
。
清
水
書
院
版
と
同
じ
よ
う
に
、
「
学
習
ノ
ー
ト
５
」
に
は
「
で

き
れ
ば
、
『
こ
こ
ろ
』
全
編
を
通
読
し
て
み
よ
う
。
」と
い
う
記
述
も
あ
り
、
発
展
的

な
学
習
と
し
て
死
者
に
向
き
合
う
「
先
生
」
の
心
情
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
も
で

き
な
い
話
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
教
授
資
料
『
現
代
国
語

学
習
指
導
の
研
究
二
』
（
一
九
六
四
年

四
月
・
筑
摩
書
房
刊
）
の
解
説
で
も
、
漱
石
と
鷗
外
を
「
近
代
日
本
文
学
の
最
高
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峰
」
と
称
揚
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
己
の
心
を
捕
え
ん
と
欲
す
る
人
々
に
、
人
間
の
心
を
捕
え
得
る
こ
の
作

物
を
奨
む
。
」
と
、
漱
石
は
広
告
文
に
書
い
て
い
る
が
、
自
己
と
人
間
の
心
を
深

く
捕
え
る
こ
と
を
願
う
す
べ
て
の
青
年
に
と
っ
て
、
こ
の
作
品
は
心
の
真
実
の
十

字
架
と
し
て
き
び
し
く
光
り
輝
い
て
い
る
。
青
年
期
は
、
自
我
の
問
題
に
悩
み
、

友
情
の
問
題
に
悩
み
、
恋
愛
の
問
題
に
悩
み
、
そ
の
他
多
く
の
人
生
問
題
に
悩

む
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
解
決
の
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
、

友
情
と
恋
愛
の
か
ら
み
合
い
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
自
我
意
識
を
鋭
く
、
深

く
分
析
し
て
、
人
間
存
在
の
深
奥
に
ひ
そ
む
真
実
を
凝
視
し
、
そ
の
倫
理
的

課
題
を
追
求
し
て
い
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
刺
激
が
強
す
ぎ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
決
し
て
自
分
た
ち
の
将
来
に
と

っ
て
も
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
関
心
か
ら
、
学
習
意
欲
を
か
き
立
て

ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。

「
人
間
存
在
の
深
奥
に
ひ
そ
む
真
実
を
凝
視
し
、
そ
の
倫
理
的
課
題
を
追
求
」

と
か
「
心
の
真
実
の
十
字
架
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
つ
け
た
執
筆
者
の
脳
裏
に
は
、

Ｋ
の
死
後
生
き
残
っ
て
罪
障
感
を
背
負
い
続
け
る
「
先
生
」
の
孤
独
な
姿
が
浮
か

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
青
年
期
を
終
え
、
敗
戦
後
の
日
本
で
「
大
人
」
と
し
て
生

き
て
い
る
教
科
書
編
纂
者
や
国
語
教
師
に
と
っ
て
、
死
者
と
向
き
合
う
生
者
の

罪
障
感
こ
そ
「
十
字
架
」
と
い
う
比
喩
に
は
似
つ
か
わ
し
い
。
そ
の
一
方
で
、
下
編

の
二
三
節
か
ら
五
○
節
ま
で
の
採
録
に
よ
っ
て
、
高
校
生
の
前
に
「
主
題
」
と
し
て

立
ち
現
れ
て
く
る
の
は
、
「
友
情
と
恋
愛
の
か
ら
み
合
い
」
と
い
う
「
極
め
て
卑
近

な
も
の
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筑
摩
書
房
版
の
採
録
方
法
は
、
一
方
で
生
き
残
り
の

罪
障
感
を
抱
え
る
教
科
書
編
纂
者
お
よ
び
国
語
教
師
の
「
倫
理
的
課
題
」
を
代

行
し
、
他
方
で
「
極
め
て
卑
近
な
も
の
」
に
心
を
奪
わ
れ
る
高
校
生
の
心
理
に
こ
び

て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
教
科
書
に
付
さ
れ
た
「
学
習
ノ
ー
ト
」
や
「
学
習
の
手
引
き
」
を
見

て
も
、
「
先
生
」
と
Ｋ
の
心
理
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、

学
習
の
ま
と
め
に
相
当
す
る
「
学
習
の
手
引
き
」
三
～
五
に
は
次
の
よ
う
な
課
題

が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

三

友
情
と
恋
愛
の
問
題
か
ら
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
人
間
関
係
に
つ

い
て
話
し
合
お
う
。

四

作
者
は
、
友
情
と
恋
愛
の
問
題
を
追
及
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
で
何
を

描
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。

五

こ
の
小
説
の
文
体
の
特
色
は
、
ど
ん
な
点
に
あ
る
と
思
う
か
。

一
九
六
四
年
（
昭
和

）
四
月
に
教
師
用
指
導
書
と
し
て
発
行
さ
れ
た
『
現
代

39

国
語

学
習
指
導
の
研
究

二
』
の
「
学
習
の
展
開
（
例
）
」
を
見
る
と
、
全
六
時
間

の
中
の
第
三
時
と
第
四
時
が
、
「
友
情
と
恋
愛
の
か
ら
み
合
い
を
た
ど
る
―
心
理

分
析
を
中
心
に
―
」
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
友
情
と
恋
愛
の
問

題
」
を
取
り
上
げ
た
「
学
習
の
手
引
き
」
三
・
四
を
中
心
と
し
た
話
し
合
い
の
時
間

が
、
「
主
題
を
め
ぐ
っ
て
の
討
論
会
」
と
し
て
第
五
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
第
六

時
は
「
漱
石
文
学
の
特
質
と
『
こ
こ
ろ
』
の
真
実
」
と
な
っ
て
い
て
、
教
師
が
講
義
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
六
七
年
に
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改
訂
版
が
出
た
と
き
に
は
、
第
六
時
は
割
愛
さ
れ
、
第
五
時
が
ま
と
め
の
授
業
に

な
っ
て
い
る
。
教
科
書
編
纂
者
が
想
定
し
て
い
る
授
業
展
開
の
中
心
が
、
「
先
生
」

の
恋
愛
と
友
情
を
め
ぐ
る
心
理
的
葛
藤
の
劇
に
置
か
れ
て
い
て
、
教
師
の
実
践
も

そ
う
い
う
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
友
情
と
恋
愛
の
葛
藤

に
即
し
た
授
業
展
開
の
方
が
生
徒
の
「
食
い
つ
き
」
が
よ
く
、
「
漱
石
文
学
の
特
質
」

の
講
義
な
ど
は
蛇
足
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
新
し
く
採
録
さ
れ
た
教
材
で

あ
り
、
教
師
用
指
導
書
の
教
師
に
対
す
る
影
響
力
が
現
在
よ
り
も
相
対
的
に
高

か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
時
期
の
こ
と
だ
け
に
、
「
恋
愛
と
友
情
の
相
克
」
と
い
う
問

題
を
重
要
な
学
習
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
『
こ
こ
ろ
』
が
定
番
教

材
に
な
っ
て
い
く
要
因
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
指
導
書
の
「
教
材
の
研
究
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

主
題

教
科
書
に
採
っ
た
部
分
は
、
下
宿
の
お
嬢
さ
ん
へ
の
愛
情
を
め
ぐ
っ

て
、
「
わ
た
く
し
」
と
友
人
Ｋ
が
対
立
し
、
「
わ
た
く
し
」
の
策
略
に
敗
れ
た
Ｋ
が

自
殺
す
る
話
で
、
青
年
期
の
友
情
と
恋
愛
の
葛
藤
が
死
の
悲
劇
を
導
く
過
程

を
心
理
的
に
描
い
て
い
る
が
、
原
作
『
こ
こ
ろ
』
の
下
編
の
主
題
は
、
Ｋ
の
自
殺
に

よ
っ
て
、
「
わ
た
く
し
」
が
自
己
の
不
信
行
為
に
よ
る
罪
の
意
識
か
ら
の
が
れ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
お
嬢
さ
ん
と
結
婚
し
た
後
も
、
生
き
る
倫
理
的
根
拠
を
失
っ

て
苦
悩
し
、
つ
い
に
自
殺
す
る
に
至
る
後
半
の
部
分
で
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
す

な
わ
ち
自
我
の
拡
充
が
他
人
を
傷
つ
け
、
ひ
る
が
え
っ
て
自
己
を
傷
つ
け
る
こ

と
に
な
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
根
深
さ
が
き
び
し
く
直
視
さ
れ
て
い
る
。

教
科
書
の
読
者
た
る
生
徒
が
「
青
年
期
の
友
情
と
恋
愛
の
葛
藤
が
死
の
悲
劇

を
導
く
過
程
」
に
「
主
題
」
を
見
る
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
教
科
書
で
授
業
を
構
想

す
る
側
は
「
自
己
の
不
信
行
為
に
よ
る
罪
の
意
識
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
お
嬢
さ
ん
と
結
婚
し
た
後
も
、
生
き
る
倫
理
的
根
拠
を
失
っ
て
苦
悩
」
す
る

「
先
生
」
の
中
に
「
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
根
深
さ
」
と
い
う
「主
題
」
を
見
て
い
る
の
で

あ
る
。
教
師
用
指
導
書
の
世
界
を
「
内
」
、
教
科
書
を
読
む
生
徒
の
世
界
を
「
外
」

と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
二
重
基
準
）
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か

も
、
「
友
情
と
恋
愛
の
葛
藤
」
を
追
体
験
し
な
が
ら
教
科
書
を
読
む
高
校
生
は
、

終
生
ぬ
ぐ
う
こ
と
の
で
き
な
い
罪
障
感
を
抱
え
た
ま
ま
苦
悩
の
中
を
生
き
続
け

る
「
先
生
」
を
許
容
し
、
免
罪
す
る
可
能
性
が
高
い
。
『
こ
こ
ろ
』
を
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
と

し
て
読
む
よ
う
な
、
「
卑
近
な
も
の
」
に
関
心
を
寄
せ
る
教
科
書
の
読
者
に
と
っ
て

は
、
苦
悩
と
と
も
に
お
嬢
さ
ん
を
手
に
入
れ
た
「
先
生
」
は
、
そ
の
生
を
肯
定
さ

れ
る
べ
き
主
人
公
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
う
え
、
か
り
に
生
き
残
り
の
罪
障
感
を

抱
え
た
教
師
が
『
こ
こ
ろ
』
を
教
え
た
と
す
れ
ば
、
生
徒
と
と
も
に
行
わ
れ
る
「
先

生
」
の
罪
の
赦
免
は
、
心
理
的
に
は
自
ら
の
罪
障
感
の
解
除
に
も
転
化
し
得
る
。

「
先
生
」
を
断
罪
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
授
業
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
、
自
ら
の
生
き
残
り
の
罪
障
感
を
解
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
心

理
的
機
制
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
先
生
」
と
い
う
普
通
名
詞
を
二

人
称
や
三
人
称
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
一
人
称
と
し
て
も
使
い
得
る
と
い
う
こ

と
が
、
極
め
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
こ
と
に
思
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
教
室
と
い
う
空

間
で
、
「
先
生
の
罪
を
赦
せ
ま
す
か
。
」
と
い
う
発
話
を
し
た
場
合
、
「
先
生
」
と
は

い
っ
た
い
誰
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

「
主
題
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ダ
ブ
ル
・ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
教
え
る
側
と
教
え
ら

れ
る
側
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
し
、
『
こ
こ
ろ
』
の
定
番
教
材
化
を
推
進
す
る
原
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動
力
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
上
編
の
墓
参
場
面
を
採
録
し
た
清
水
書
院
版

と
、
下
編
の
友
情
と
恋
愛
の
葛
藤
の
場
面
を
採
録
し
た
筑
摩
書
房
版
の
決
定
的

な
違
い
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。

四
、
定
番
小
説
誕
生
の
バ
ッ
ク
ス
ト
ー
リ
ー

清
水
書
院
の
『
高
等
国
語
二
』
の
編
者
で
あ
る
高
木
市
之
助
は
、
一
八
八
八
年

（
明
治

）
生
ま
れ
。
一
九
二
四
年
（
大
正

）
の
創
立
時
か
ら
九
州
帝
国
大
学

21

13

に
転
出
す
る
一
九
三
九
年
（
昭
和

）
に
ま
で
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
国

14

語
国
文
学
第
一
講
座
を
担
当
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
〈
国
語
教
育
〉
の

中
心
に
い
た
わ
け
で
あ
る
。

筑
摩
書
房
の
『
現
代
国
語
二
』
の
編
者
で
あ
る
西
尾
実
は
一
八
八
九
年
（
明
治

）
生
ま
れ
。
戦
後
は
国
立
国
語
研
究
所
の
初
代
所
長
と
な
る
が
、
戦
前
は
松
本

22女
子
師
範
学
校
や
東
京
女
子
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
満
蒙

開
拓
青
少
年
義
勇
軍
送
出
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
信
濃
教
育
会
発
行
の

『信
濃
教
育
』
編
集
主
任
を
務
め
て
い
た
。

同
じ
く
『
現
代
国
語
二
』
の
編
集
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
臼
井
吉
見
は
、
一
九

○
五
年
（
明
治

）
生
ま
れ
だ
が
、
松
本
女
子
師
範
学
校
を
退
職
し
て
上
京
し
、

38

東
京
女
子
大
学
に
勤
め
た
あ
と
、
一
九
四
三
年
（昭
和

）
十
月
に
三
十
八
歳
で

18

陸
軍
少
尉
と
し
て
応
召
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
現
代
国
語
二
』
の
教
師
用
指
導
書
の
「
作
品
鑑
賞
」
の
中
で
自
殺
を

決
意
す
る
に
至
る
「
先
生
」
の
心
理
を
詳
述
し
、
「
終
生
ぬ
ぐ
う
こ
と
の
で
き
ぬ
罪

障
意
識
」
に
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
る
の
は
秋
山
虔
で
あ
り
、
「
漱
石
は
『
こ
こ
ろ
』

の
主
人
公
を
自
殺
さ
せ
た
。
し
か
し
自
身
で
は
死
ね
な
か
っ
た
」
と
同
じ
指
導
書

の
「
作
者
研
究
」
に
書
き
つ
け
た
の
は
分
銅
惇
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
九
二
四
年

（
大
正

）
生
ま
れ
で
、
丸
谷
才
一
と
同
世
代
だ
。

13
彼
ら
の
過
去
は
、
敗
戦
後
を
生
き
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
決
し
て
特
別
な
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
人
物
以
外
の
編
者
や
指
導
書
執
筆
者

も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
似
た
よ
う
な
形
で
戦
争
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
た
に
違
い
な

い
。
だ
か
ら
彼
ら
は
、
「
徴
兵
忌
避
者
と
し
て
の
夏
目
漱
石
」
を
書
い
た
丸
谷
才
一

と
同
様
に
、
死
者
と
向
き
合
う
「
先
生
」
の
罪
障
感
に
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
な

心
的
条
件
を
、
少
な
く
と
も
識
域
下
に
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
教
科
書
編
纂
者
の
ど
の
よ
う
な
心
理
が
『
こ
こ
ろ
』
の
採
録
を
う
な
が
し

た
の
か
を
、
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

教
科
書
に
採
録
さ
れ
、
定
番
教
材
と
な
っ
て
多
く
の
教
師
と
高
校
生
に
読
ま
れ

て
き
た
受
容
史
（
５
）
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
高
木
市
之
助
や
西

尾
実
が
『
こ
こ
ろ
』
に
何
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
無
意
味
で

は
あ
る
ま
い
（
６
）
。
二
十
一
世
紀
初
頭
の
現
在
、
夏
目
漱
石
を
研
究
し
て
い
る
国

文
学
者
の
大
半
が
、
教
科
書
で
下
編
の
一
部
を
読
ん
だ
上
で
『
こ
こ
ろ
』
全
編
を

文
庫
本
で
読
ん
で
感
想
文
を
書
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
き
た
高
校
生
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
な
お
さ
ら
だ
。

『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
を
聖
典
に
祭
り
上
げ
て
い
く
最
初
の
導
因
に
な
っ
た
の

カ

ノ

ン

は
、
教
科
書
編
纂
者
お
よ
び
国
語
教
師
が
抱
え
る
敗
戦
後
の
罪
障
感
で
は
な
か

っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
わ
た

し
の
仮
説
で
あ
る
。
受
容
史
と
い
う
観
点
を
導
入
す
れ
ば
、
『
こ
こ
ろ
』
は
ま
さ
し

く
敗
戦
後
文
学
と
し
て
の
相
貌
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
仮
説
の
延
長
線
上
に

は
、
抑
圧
さ
れ
た
生
き
残
り
の
罪
障
感
を
解
除
す
る
た
め
の
「
鑑
賞
」
を
押
し
つ
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け
ら
れ
た
高
校
生
が
、
「
先
生
」
を
免
罪
す
る
よ
う
な
読
み
を
拒
絶
す
る
こ
と
で

研
究
者
と
し
て
出
発
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
第
二
の
仮
説
が
提
示
し
う
る
。

「
先
生
」
に
遺
書
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
青
年
「
私
」
に
読
み
の
比
重
を
移
す
こ
と
で

従
来
の
読
み
を
組
み
換
え
た
小
森
陽
一
は
一
九
五
三
年
（
昭
和

）
生
ま
れ
、
石

28

原
千
秋
は
一
九
五
五
年
（
昭
和

）
生
ま
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敗
戦
後
の
罪
障

30

感
を
抑
圧
し
た
ま
ま
「
偽
善
的
な
」
生
を
営
む
世
代
へ
の
反
発
や
教
壇
に
立
つ
教

師
へ
の
敵
意
が
、
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
に
対
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
の
由
来
で

は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
仮
説
を
検
証
し
て
い
く
た

め
に
は
、
『
こ
こ
ろ
』
が
定
番
教
材
と
な
っ
て
い
っ
た
時
期
に
影
を
落
と
し
て
い
た
は

ず
の
、
政
治
運
動
「敗
戦
後
」
の
罪
障
感
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

し
ば
し
ば
夏
目
漱
石
に
擬
せ
ら
れ
る
村
上
春
樹
の
小
説
な
ど
に
影
を
落
と
し
て

い
る
よ
う
な
政
治
運
動
「
敗
戦
後
」
の
罪
障
感
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
こ
こ
ろ
』
が
未

だ
に
定
番
教
材
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
「
敗
戦
後
」

と
は
じ
つ
は
常
に
現
在
進
行
形
の
問
題
で
は
な
い
の
か
と
い
う
第
三
の
仮
説
も
提

示
し
得
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
仮
説
の
検
証
は
他
日
を
期
し
た
い
。

注（
１
）

関
口
安
義
「
漱
石
と
教
科
書
」
（
一
九
八
二
年
五
月
・
學
燈
社
刊
、
竹

盛
天
雄
編
『
別
冊
國
文
學
Ｎ
Ｏ
．

夏
目
漱
石
必
携
』
所
収
）
に
付
さ
れ

14

た
「
主
要
教
科
書
漱
石
作
品
一
覧
表
」
の
中
で
は
、
一
九
六
三
年
十
一
月
の

筑
摩
書
房
刊
『
現
代
国
語
２
』
が
『
こ
こ
ろ
』
を
収
録
し
た
最
初
の
教
科
書
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
鈴
木
豊
次
や
藤
井
淑
禎
ら
に
よ
っ
て
清
水
書
院
版

の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
井
上
孝
志
の
『
高
等
学
校
に
お
け
る
文
学
の

単
元
構
想
の
研
究
―
「
こ
ゝ
ろ
」
（
夏
目
漱
石
）
の
教
材
解
釈
と
実
践
事
例
の

検
討
を
通
し
て
』
（
二
○
○
二
年
二
月
・
溪
水
社
刊
）
に
、
そ
の
間
の
経
緯
が

簡
潔
に
記
し
て
あ
る
。

（
２
）

初
出
は
一
九
六
九
年
（
昭
和

）
六
月
『
展
望
』
。
そ
の
後
、
一
九
七
九

44

年
（
昭
和

）
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
』
（
筑
摩
書
房
）
の
巻

54

頭
に
収
録
さ
れ
た
。

（
３
）

駒
尺
喜
美
は
「
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
け
る
殉
死
の
意
味
―
丸
谷
さ
ん
へ
の
手

紙
―
」
（
一
九
六
九
年
八
月
、
『
展
望
』
）
の
中
で
、
「
『
こ
ゝ
ろ
』
を
証
拠
と
し

て
漱
石
の
『
う
し
ろ
め
た
さ
』
を
い
い
立
て
る
こ
と
」
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

（
４
）

『
戦
争
と
罪
責
』
（
一
九
九
八
年
八
月
、
岩
波
書
店
刊
）
。

（
５
）

受
容
史
を
考
え
る
上
で
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
最
も
早
い
時
期
の

実
践
記
録
に
、
都
立
航
空
高
専
教
授
だ
っ
た
増
淵
恒
吉
の
「
『
こ
こ
ろ
』
の
学

習
指
導
」
（
一
九
六
六
年
七
月
、
『
日
本
文
学
』
）
が
あ
る
。
増
淵
は
、
一
九

○
七
年
（
明
治

）
生
ま
れ
で
、
臼
井
吉
見
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
。

40

（
６
）

た
と
え
ば
、
一
九
六
七
年
（
昭
和

）
に
刊
行
さ
れ
た
回
想
記
『
国
文

42

学
五
十
年
』
（
岩
波
新
書
）
に
よ
る
と
、
高
木
市
之
助
が
東
京
帝
国
大
学
を

卒
業
し
た
の
は
、
「
明
治
四
十
五
年
七
月
十
日
」
の
こ
と
で
あ
る
。
卒
業
式
に

臨
幸
し
た
明
治
天
皇
は
、
ま
も
な
く
床
に
伏
し
、
崩
御
す
る
。
つ
ま
り
、
高

木
市
之
助
は
、
『
こ
こ
ろ
』
で
「
先
生
」
の
遺
書
を
受
け
取
る
青
年
「
私
」
と
同

世
代
な
の
で
あ
る
。
同
じ
年
に
東
京
帝
国
大
学
選
科
に
入
学
し
て
い
る
西

尾
実
も
、
年
齢
は
一
つ
下
で
同
世
代
で
あ
る
。
彼
ら
が
父
の
時
代
で
あ
る

「
明
治
」
を
ど
う
捉
え
、
「
昭
和
」
を
ど
う
生
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
定
番

教
材
『
こ
こ
ろ
』
誕
生
の
経
緯
を
考
え
る
上
で
は
、
無
視
し
得
な
い
問
題
だ
。


