
一
「
若
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
 
 

戦
争
に
か
か
わ
る
与
謝
野
晶
子
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
思
い
 
 

浮
か
ぶ
の
は
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
（
明
治
三
七
・
九
 
 

「
明
星
」
五
一
1
五
二
頁
）
T
）
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
辞
に
は
、
（
旅
順
口
包
囲
軍
の
中
に
在
る
弟
を
嘆
き
て
）
 
 

と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
、
 
 

あ
ゝ
を
と
う
と
よ
君
を
泣
く
 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
 
 

末
に
生
れ
し
君
な
れ
ば
 
 

親
の
な
さ
け
は
ま
さ
り
し
も
 
 

親
は
刃
を
に
ぎ
ら
せ
て
 
 

人
を
殺
せ
と
を
し
へ
し
や
 
 

人
を
殺
し
て
死
ね
よ
と
て
 
 

二
十
四
ま
で
を
そ
だ
て
し
や
 
 

「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と
、
そ
の
後
 
 

－
与
謝
野
晶
子
と
戦
争
－
 
 

松
 
井
 
貴
 
子
 
 

堺
の
衛
の
あ
き
び
と
の
 
 

旧
家
を
ほ
こ
る
あ
る
じ
に
て
 
 

親
の
名
を
継
ぐ
君
な
れ
ば
 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
 
 

旅
順
の
城
は
ほ
ろ
ぶ
と
も
 
 

ほ
ろ
び
ず
と
て
も
何
事
か
 
 

君
知
る
べ
き
や
あ
き
び
と
の
 
 

家
の
お
き
て
に
無
か
り
け
り
 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
 
 

す
め
ら
み
こ
と
は
戦
ひ
に
 
 

お
ぼ
み
づ
か
ら
は
出
で
ま
さ
ね
 
 

か
た
み
に
人
の
血
を
流
し
 
 

獣
の
道
に
死
ね
よ
と
は
 
 

死
ぬ
る
を
人
の
ほ
ま
れ
と
は
 
 

大
み
こ
ゝ
ろ
の
緩
け
れ
ば
 
 

も
と
よ
り
い
か
で
思
さ
れ
む
 
 

あ
ゝ
を
と
う
と
よ
戟
ひ
に
 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
 
 

す
ぎ
に
し
秋
を
父
ぎ
み
に
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お
く
れ
た
ま
へ
る
母
ぎ
み
は
 
 

な
げ
き
の
中
に
い
た
ま
し
く
 
 

わ
が
子
を
召
さ
れ
家
を
守
り
 
 

安
し
と
聞
け
る
大
御
代
も
 
 

母
の
し
ら
髪
は
ま
さ
り
け
り
 
 

暖
簾
の
か
げ
に
伏
し
て
泣
く
 
 

あ
え
か
に
わ
か
き
新
妻
を
 
 

君
わ
す
る
る
や
思
へ
る
や
 
 

十
月
も
添
は
で
わ
か
れ
た
る
 
 

少
女
ご
こ
ろ
を
思
ひ
み
よ
 
 

こ
の
世
ひ
と
り
の
君
な
ら
で
 
 

あ
ゝ
ま
た
誰
を
た
の
む
べ
き
 
 

君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
 
 

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

晶
子
は
、
二
歳
年
下
の
弟
鳶
三
郎
が
日
露
戦
争
の
旅
順
攻
略
 
 

戦
に
投
入
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
こ
の
辞
を
 
 

作
っ
た
。
寺
三
郎
は
十
人
兄
弟
の
六
番
目
、
男
子
の
中
で
は
末
 
 

子
で
あ
る
。
彼
の
勧
め
で
晶
子
は
浪
華
青
年
文
学
会
に
入
り
、
 
 

や
が
て
「
明
星
」
に
短
歌
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
晶
子
 
 

の
実
家
は
堺
の
甲
斐
町
の
老
舗
の
菓
子
屋
駿
河
屋
で
、
前
年
に
 
 

父
宗
七
が
死
去
。
葦
三
郎
が
跡
を
継
ぎ
、
母
つ
ね
が
店
を
切
り
 
 

盛
り
し
て
い
た
。
前
年
に
数
え
年
十
八
才
で
嫁
入
り
し
た
歳
三
 
 

郎
の
棄
せ
い
は
身
重
で
あ
っ
た
。
鳶
三
郎
は
実
際
に
は
旅
順
に
 
 

行
か
ず
、
生
き
て
帰
っ
て
来
た
が
、
乃
木
希
典
の
率
い
る
日
本
 
 

軍
の
死
傷
者
は
五
万
九
千
人
に
上
っ
て
い
る
。
 
 
 

翌
月
、
大
町
桂
月
は
「
文
芸
時
評
」
の
「
雑
評
録
」
（
2
）
で
、
 
 

ざ
也
。
」
「
家
が
大
事
也
、
妻
が
大
事
也
、
国
は
亡
び
て
も
よ
し
、
 
 

こ
の
詩
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
晶
子
に
対
し
て
「
放
 
 

縦
に
し
て
思
ひ
切
っ
た
事
言
ふ
人
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
桂
月
 
 

は
、
「
教
育
勅
語
、
さ
て
は
宣
戦
詔
勅
を
非
議
す
。
大
胆
な
る
わ
 
 
 

商
人
は
戦
ふ
べ
き
義
務
な
し
と
言
ふ
は
、
余
り
に
大
胆
す
ぐ
る
 
 

言
葉
也
」
と
攻
撃
す
る
。
晶
子
の
、
天
皇
を
引
き
合
い
に
出
し
 
 

て
の
物
言
い
や
、
固
よ
り
も
家
族
を
大
切
な
も
の
と
す
る
考
え
 
 

の
表
明
が
、
こ
の
よ
う
な
、
非
難
に
み
ち
た
批
評
を
ひ
き
お
こ
 
 

し
た
と
い
え
よ
ゝ
つ
。
 
 
 

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
第
 
 

三
連
の
「
す
め
ら
み
こ
と
は
戦
い
に
／
お
ほ
み
ず
か
ら
は
出
で
 
 

ま
さ
ね
」
の
部
分
で
、
桂
月
は
こ
れ
を
「
な
ほ
自
ら
は
出
で
ま
 
 

さ
ね
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
天
皇
を
個
人
攻
 
 

撃
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
り
、
こ
の
引
用
が
 
 

意
図
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
悪
意
に
解
釈
し
ょ
う
と
い
う
桂
月
 
 

の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
桂
月
は
、
こ
の
詩
の
発
表
以
前
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か
ら
、
晶
子
の
作
風
の
伝
統
的
で
は
な
い
面
に
批
判
的
で
あ
っ
 
 

た
。
（
3
）
 
 
 

晶
子
は
、
撞
月
の
批
評
に
対
し
て
「
ひ
ら
き
ぶ
み
」
（
4
〉
で
、
 
 

鉄
幹
へ
の
手
紙
の
体
裁
を
と
っ
て
応
え
て
い
る
。
自
分
は
天
皇
 
 

を
敬
っ
て
い
る
こ
と
、
戦
争
に
は
勝
て
と
祈
っ
て
い
る
こ
と
を
 
 

述
べ
つ
つ
、
戦
死
を
美
徳
と
す
る
風
潮
に
批
判
を
加
え
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
、
「
ま
こ
と
の
心
」
を
詠
む
こ
と
の
み
を
是
と
す
る
 
 

晶
子
の
強
烈
な
自
己
肯
定
は
、
こ
の
詩
を
め
ぐ
る
論
争
を
、
桂
 
 

月
対
晶
子
と
い
う
個
人
の
論
争
に
と
ど
ま
ら
ず
拡
大
さ
せ
る
こ
 
 

と
に
な
っ
た
。
 
 
 

晶
子
の
詩
に
や
や
遅
れ
て
、
大
塚
楠
渚
子
も
次
の
よ
う
な
詩
 
 

を
発
表
し
て
い
る
。
 
 

ひ
と
あ
し
踏
み
て
夫
思
ひ
 
 

ふ
た
あ
し
国
を
思
へ
ど
も
 
 

三
足
ふ
た
た
び
夫
お
も
ふ
 
 

女
心
に
各
あ
り
や
 
 

朝
日
に
匂
ふ
日
の
本
の
 
 

国
は
世
界
に
只
一
つ
 
 

妻
と
呼
ば
れ
て
契
り
て
し
 
 

入
も
此
世
に
只
ひ
と
り
 
 

か
く
て
御
国
と
我
夫
と
 
 

い
づ
れ
重
し
と
と
は
れ
な
ば
 
 

た
ゞ
答
へ
ず
に
泣
か
ん
の
み
 
 

お
百
度
詣
あ
ゝ
容
あ
り
や
 
 

（
「
お
百
度
詣
」
明
治
三
八
・
一
「
太
陽
」
一
一
七
頁
）
 
 

同
じ
く
戦
場
に
い
る
家
族
を
思
う
気
持
ち
を
詠
み
な
が
ら
、
 
 

楠
緒
子
に
比
べ
て
晶
子
の
表
現
が
い
か
に
積
極
的
で
人
目
を
引
 
 

く
も
の
で
あ
る
か
わ
か
る
。
し
か
し
、
晶
子
の
詩
の
す
べ
て
が
 
 

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
表
現
に
満
ち
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

晶
子
の
欝
を
見
て
み
よ
う
。
 
 
 

第
一
連
は
「
あ
ゝ
を
と
う
と
よ
、
君
を
泣
く
」
と
朗
唱
す
る
 
 

ご
と
く
力
強
い
リ
ズ
ム
で
詠
い
出
さ
れ
、
「
親
の
な
さ
け
は
ま
 
 

さ
り
し
も
」
ま
で
は
比
戟
的
穏
や
か
な
表
現
で
あ
る
。
「
親
は
刃
 
 

を
に
ぎ
ら
せ
て
」
あ
た
り
か
ら
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
感
情
が
顔
を
 
 

出
し
始
め
る
が
、
晶
子
の
詩
と
い
う
こ
と
で
ま
だ
許
容
範
囲
で
 
 

あ
ろ
う
。
第
二
連
で
は
、
興
奮
を
維
持
し
っ
つ
も
抑
え
気
味
に
 
 

表
出
さ
れ
た
第
一
速
か
ら
の
感
情
の
昂
ぶ
り
が
噴
出
し
、
「
ほ
 
 

ろ
び
ず
と
て
も
、
何
事
ぞ
、
」
の
表
現
が
引
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
 
 

あ
た
り
か
ら
、
い
く
ら
晶
子
の
詩
と
は
い
え
、
こ
れ
は
、
と
い
 
 

う
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
第
三
連
に
至
っ
て
、
感
情
の
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昂
ぶ
り
は
最
高
潮
に
達
し
、
論
争
を
呼
ん
だ
激
し
い
表
現
に
至
 
 

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
作
品
の
眼
冒
で
あ
り
、
強
く
人
の
心
に
 
 

訴
え
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
天
皇
を
持
ち
出
し
た
こ
と
が
問
題
 
 

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
第
四
連
で
は
、
晶
子
の
口
調
は
攻
撃
 
 

性
を
弱
め
る
。
息
子
を
戦
争
に
と
ら
れ
た
老
母
の
嘆
き
を
詠
ん
 
 

で
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
ひ
た
す
ら
耐
え
忍
ん
で
泣
く
女
性
の
 
 

涙
は
「
お
百
度
請
」
で
も
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
連
の
 
 

陰
に
隠
れ
て
気
づ
か
れ
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
晶
子
は
 
 

当
時
の
、
時
代
が
是
と
す
る
女
性
像
を
も
自
ら
の
詩
の
素
材
と
 
 

し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
五
連
で
も
夫
の
帰
 
 

り
を
待
つ
若
い
新
妻
の
涙
を
詠
ん
で
お
り
、
全
五
連
の
う
ち
、
 
 

二
つ
の
連
が
た
だ
戻
す
る
ば
か
り
の
女
性
を
詠
む
こ
と
に
使
わ
 
 

れ
て
い
る
。
は
っ
き
り
と
自
身
の
考
え
を
表
明
す
る
自
分
と
の
 
 

対
比
と
し
て
こ
れ
ら
の
女
性
を
と
ら
え
、
作
品
に
詠
ん
で
い
る
 
 

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
詩
で
晶
子
自
 
 

身
の
発
言
と
思
わ
れ
る
部
分
を
よ
り
際
立
っ
て
見
せ
る
効
果
を
 
 

生
ん
で
い
る
。
 
 

二
 
晶
子
と
天
皇
 
 

「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
は
、
天
皇
が
詠
ま
れ
て
い
る
 
 

た
め
に
、
非
常
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
詩
と
な
っ
た
が
、
そ
 
 

れ
で
は
、
晶
子
に
と
っ
て
天
皇
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
 
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

晶
子
は
、
国
語
問
題
に
関
す
る
発
言
で
、
し
ば
し
ば
天
皇
を
 
 

引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
小
学
修
身
に
「
テ
ン
ナ
ウ
」
で
は
 
 

な
く
「
テ
ン
ノ
ウ
」
と
あ
る
こ
と
は
、
「
皇
室
に
対
す
る
最
大
不
 
 

敬
」
（
5
〉
で
あ
り
、
明
治
天
皇
の
歌
に
原
表
記
と
異
な
る
仮
名
遣
 
 

を
す
る
こ
と
は
、
「
全
く
乱
暴
至
極
の
沙
汰
」
（
且
な
の
で
あ
る
。
 
 

天
皇
に
か
か
わ
る
表
記
を
例
と
し
て
文
部
省
を
攻
撃
す
る
姿
勢
 
 

は
、
国
粋
主
義
が
強
ま
る
時
勢
の
中
で
自
説
を
述
べ
る
に
あ
 
 

た
っ
て
、
明
ら
か
に
意
識
的
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
「
君
死
に
 
 

た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
が
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
か
ら
、
 
 

「
天
皇
」
と
い
う
も
の
が
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
素
材
で
 
 

あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
う
ま
く
使
う
こ
と
を
意
図
し
た
結
果
 
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
晶
子
は
文
部
省
が
定
め
た
仮
名
遣
を
、
 
 

「
畏
れ
多
く
も
明
治
天
皇
御
集
の
御
歌
が
、
あ
れ
だ
け
正
確
な
 
 

学
問
的
仮
名
遣
で
お
認
め
に
な
つ
て
ゐ
る
尊
厳
な
典
礼
を
破
壊
 
 

し
奉
る
や
う
な
結
果
と
も
な
る
」
（
7
〉
と
批
判
し
っ
つ
、
「
今
上
 
 

陛
下
が
特
に
典
雅
な
る
文
字
文
章
の
存
在
す
る
こ
と
を
国
民
の
 
 

前
に
お
示
し
に
な
つ
た
事
を
、
私
は
難
有
い
と
存
じ
上
げ
て
居
 
 

ま
す
。
」
（
8
〉
と
天
皇
を
賛
美
し
、
自
説
を
補
強
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

遡
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
を
 
 

発
表
し
た
当
時
は
、
ま
だ
「
天
皇
」
の
持
つ
効
果
を
そ
れ
ほ
ど
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ま
で
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

晶
子
は
、
詩
歌
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
自
己
の
実
 
 

感
を
、
時
を
置
か
ず
に
一
気
に
発
露
す
る
こ
と
、
読
者
に
迎
合
 
 

せ
ず
、
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
た
い
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
で
 
 

あ
る
と
い
う
詩
論
を
表
明
し
て
い
る
。
（
9
〉
こ
の
考
え
は
、
晶
子
 
 

の
欝
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
見
て
よ
い
。
こ
の
詩
歌
観
か
ら
す
 
 

れ
ば
、
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
は
弟
の
出
征
に
対
し
て
 
 

抱
い
た
思
い
を
、
後
先
を
考
え
る
余
裕
も
持
た
ず
に
吐
露
し
た
 
 

も
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ま
で
の
晶
子
の
文
学
的
素
養
を
考
え
る
と
、
源
氏
物
語
 
 

を
繰
り
返
し
読
み
、
他
の
王
朝
物
語
も
愛
読
し
て
い
た
の
で
あ
 
 

る
か
ら
、
晶
子
の
性
格
か
ら
し
て
、
作
品
の
中
に
の
め
り
込
ん
 
 

で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
晶
子
に
と
っ
て
の
「
天
 
 

皇
」
は
現
実
の
天
皇
で
も
あ
り
、
物
語
の
中
に
生
き
て
い
る
天
 
 

皇
で
も
あ
る
。
物
語
に
登
場
す
る
姫
君
に
自
ら
を
同
化
し
て
い
 
 

た
で
あ
ろ
う
晶
子
の
脳
裏
に
あ
る
天
皇
は
、
非
常
に
近
し
い
存
 
 

在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
作
品
の
素
材
の
一
つ
と
し
て
心
に
 
 

浮
か
ん
で
来
た
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
 
 

わ
れ
る
。
「
ひ
ら
き
ぶ
み
」
で
「
あ
れ
は
歌
に
侯
。
」
と
明
言
し
、
 
 

王
朝
物
語
や
軍
記
物
と
同
列
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
 
 

は
、
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
「
ひ
ら
き
ぶ
み
」
の
後
、
晶
子
は
論
 
 

争
の
表
舞
台
か
ら
退
く
。
そ
し
て
、
論
争
を
通
し
て
認
識
し
た
 
 

「
天
皇
」
と
い
う
素
材
の
効
果
を
熟
考
し
、
積
極
的
に
利
用
す
る
 
 

に
至
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
彼
の
戦
争
詩
 
 

晶
子
は
、
日
露
戦
争
の
後
も
、
戦
争
が
あ
る
た
び
に
、
戦
争
 
 

を
題
材
と
し
て
詩
を
詠
ん
で
い
る
。
 
 
 

第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
詠
ま
れ
た
「
戦
争
」
（
1
。
〉
と
い
う
 
 

題
の
詩
で
は
、
「
大
錯
誤
の
時
が
来
た
」
と
戦
争
を
非
と
し
な
が
 
 

ら
も
、
自
分
の
身
内
が
関
係
し
て
い
な
い
た
め
か
、
結
局
は
戦
 
 

う
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
真
の
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
 
 

「
い
ま
は
戟
ふ
時
で
あ
る
」
と
詠
む
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
大
戦
が
終
結
し
た
時
に
は
、
「
一
九
一
八
年
よ
」
（
1
1
〉
 
 

と
邁
し
て
、
無
邪
気
に
終
戦
を
喜
び
、
非
常
に
楽
天
的
に
、
無
 
 

条
件
に
、
「
人
間
の
善
」
を
詠
い
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
自
分
 
 

の
身
辺
に
戦
争
の
被
害
が
及
ぶ
こ
と
が
な
く
、
観
念
的
に
詠
ん
 
 

だ
結
果
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

昭
和
に
入
っ
て
の
作
品
「
辞
四
牽
」
（
1
2
）
に
な
る
と
、
確
か
に
 
 

戦
争
を
非
と
す
る
考
え
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
 
 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
「
我
は
思
ふ
、
／
な
ど
か
此
の
尊
 
 

き
戦
死
者
の
霊
を
／
此
の
ふ
る
さ
と
に
送
る
に
／
一
等
車
を
以
 
 

て
せ
ざ
り
し
や
。
／
我
が
涙
ま
た
落
つ
。
」
と
、
晶
子
の
辞
と
し
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て
は
非
常
に
控
え
め
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
女
性
の
 
 

涙
を
素
材
に
用
い
て
い
る
。
評
論
で
も
、
「
合
法
的
に
解
決
を
計
 
 

ら
う
と
し
な
い
で
暴
力
の
非
常
手
段
に
訴
へ
る
こ
と
は
、
明
治
 
 

天
皇
の
教
育
勅
語
に
要
約
せ
ら
れ
た
国
民
の
生
活
理
想
と
全
く
 
 

相
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
〈
1
3
）
と
、
間
接
的
な
言
い
回
し
を
注
意
 
 

深
く
用
い
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
、
時
代
の
影
響
、
圧
迫
と
い
っ
 
 

た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
志
賀
直
哉
が
未
定
稿
二
〇
八
（
1
4
〉
で
 
 

書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
軍
部
が
台
頭
し
、
息
苦
し
 
 

い
時
代
に
な
っ
て
い
た
。
（
ほ
〉
 
 
 

直
哉
は
、
日
露
戦
争
の
頃
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
 
 

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
森
鴎
外
の
「
う
た
日
記
」
に
収
 
 

め
ら
れ
た
詩
「
邦
銀
」
（
1
6
）
を
見
て
も
わ
か
る
。
日
露
戦
争
で
の
 
 

陣
中
吟
で
あ
り
な
が
ら
、
「
南
山
の
 
た
た
か
ひ
の
日
に
／
袖
 
 

口
の
 
こ
が
ね
の
ぼ
た
ん
／
ひ
と
つ
お
と
し
つ
／
そ
の
邦
銀
惜
 
 

し
」
で
始
ま
り
、
「
ま
す
ら
を
の
 
玉
と
砕
け
し
／
も
も
ち
た
り
 
 
 

そ
れ
も
惜
し
け
ど
／
こ
も
惜
し
相
銀
／
身
に
添
ふ
打
紐
」
で
 
 

終
わ
る
「
打
紐
」
は
、
軍
医
と
し
て
戦
場
に
あ
る
も
の
が
詠
ん
 
 

だ
詩
と
し
て
は
、
恐
ろ
し
く
不
謹
慎
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
 
 

を
詠
み
、
公
刊
す
る
こ
と
が
、
日
露
戦
争
の
時
代
に
は
ま
だ
許
 
 

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
「
若
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
も
、
そ
 
 

の
時
代
の
雰
囲
気
の
中
で
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

太
平
洋
戦
争
末
期
、
晶
子
の
最
晩
年
に
発
表
さ
れ
た
歌
「
峰
 
 

の
雲
」
〈
1
7
〉
は
、
海
軍
に
志
願
し
た
四
男
（
ほ
）
を
思
っ
て
詠
ん
だ
 
 

も
の
で
あ
る
が
、
 
 

日
の
本
の
大
宰
相
も
病
む
わ
れ
も
同
じ
涙
す
大
き
詔
書
に
 
 

永
軍
の
大
尉
と
な
り
て
わ
が
四
郎
み
軍
に
往
く
猛
く
戟
へ
 
 

子
が
船
の
黒
潮
越
え
て
戦
は
ん
日
も
甲
斐
な
し
や
病
ひ
す
 
 
 

る
母
 
 

子
が
乗
れ
る
み
軍
船
の
お
と
な
ひ
を
待
つ
に
も
あ
ら
ず
武
 
 
 

運
あ
れ
か
し
 
 

戦
あ
る
太
平
洋
の
西
南
を
思
ひ
て
わ
れ
は
寒
き
夜
を
泣
く
 
 
 

と
、
か
つ
て
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
を
詠
ん
だ
面
影
 
 

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
子
を
思
う
心
情
も
表
出
さ
れ
て
は
い
る
 
 

が
、
表
立
っ
て
戦
争
に
異
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
子
の
武
運
 
 

を
祈
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
死
ぬ
な
」
と
も
、
「
無
事
で
帰
 
 

れ
」
と
も
言
え
ず
、
武
運
を
祈
る
陰
で
、
ひ
そ
か
に
子
の
無
事
 
 

を
願
う
母
に
は
、
や
は
り
涙
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
病
身
で
あ
 
 

る
こ
と
に
よ
る
晶
子
の
気
力
の
衰
え
は
大
き
い
も
の
で
あ
ろ
う
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が
、
言
論
の
自
由
が
ほ
と
ん
ど
抹
殺
さ
れ
た
こ
の
時
代
の
圧
力
 
 

の
大
き
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
晶
子
で
さ
え
も
、
時
勢
の
圧
迫
と
 
 

気
力
の
衰
え
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

註
 
 
 

（
1
）
 
初
出
で
の
題
は
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
」
。
晶
子
の
著
作
 
 

は
、
初
出
の
雑
誌
以
外
は
r
定
本
 
与
謝
野
晶
子
全
集
」
（
昭
和
 
 

五
三
1
五
六
 
帝
談
社
）
に
よ
る
。
ル
ビ
を
省
略
し
、
新
字
に
 
 

改
め
た
。
 
 

（
2
）
 
明
治
三
七
・
一
〇
「
太
陽
」
一
五
七
貫
。
 
 

（
3
）
 
「
文
芸
時
評
」
の
〓
是
一
非
」
（
明
治
二
毛
・
九
「
太
陽
」
一
 
 

五
四
－
一
五
五
頁
）
。
 
 

（
4
）
 
明
治
二
宅
・
〓
 
「
明
星
」
九
人
－
一
〇
l
一
貫
。
 
 

（
5
）
 
「
仮
名
通
に
就
い
て
」
（
大
正
一
〇
・
一
〇
－
〓
「
明
星
」
、
全
 
 

集
十
九
巻
四
二
八
貫
）
。
 
 

（
6
）
 
「
文
部
省
の
新
仮
名
達
に
対
す
る
抗
議
（
こ
」
（
大
正
一
四
・
 
 

二
「
婦
人
公
論
」
、
原
題
「
文
部
省
の
極
端
な
実
用
主
義
」
、
全
 
 

集
十
九
巻
一
人
六
頁
）
。
同
様
の
発
言
は
「
国
語
と
仮
名
」
（
昭
 
 

和
二
二
二
ニ
ー
日
「
横
浜
貿
易
新
報
」
、
全
集
十
九
巻
四
六
 
 

二
頁
）
 
に
も
見
ら
れ
る
。
 
 

（
7
）
 
「
国
語
国
字
の
尊
重
」
（
昭
和
五
・
四
・
六
日
「
横
浜
貿
易
新
報
」
、
 
 

全
集
二
〇
巻
一
五
一
貫
）
。
 
 

M
租
血
 
 

（
ほ
）
 
 

（
ほ
）
 
 
 

（
1
4
）
 
 
 

（
ほ
）
 
 

（
8
）
 
「
日
本
人
と
し
て
」
（
昭
和
二
二
二
九
日
「
横
浜
貿
易
新
報
」
、
 
 

全
集
十
九
巻
三
〇
入
貢
）
。
 
 

（
9
）
 
「
新
体
詩
の
作
り
方
」
（
大
正
六
・
三
「
婦
人
画
報
」
、
全
集
十
 
 

六
巻
一
四
五
貫
）
。
「
詩
歌
の
本
質
」
（
「
涜
星
の
道
」
大
正
〓
テ
 
 

五
 
新
潮
社
、
全
集
十
二
巻
四
七
二
貫
）
。
 
 

（
1
0
）
 
大
正
二
丁
八
二
七
日
「
読
売
新
開
」
、
全
集
九
巻
〓
一
〇
－
 
 

〓
二
一
貫
。
 
 

大
正
七
二
二
「
婦
人
公
論
」
、
全
集
一
〇
巻
三
六
七
－
三
六
人
 
 

頁
。
 
 

昭
和
一
〇
二
 
「
冬
相
」
、
全
集
一
〇
巻
四
七
六
－
四
七
人
頁
。
 
 

「
国
民
と
兇
変
」
（
昭
和
七
・
五
二
≡
日
「
横
浜
貿
易
新
報
」
、
 
 

全
集
二
〇
巻
四
一
四
頁
）
。
 
 

【
志
賀
直
哉
全
集
」
第
九
巻
（
昭
和
四
九
二
二
 
岩
波
書
店
 
 

六
四
二
頁
）
。
 
 

志
賀
直
哉
は
軍
医
を
利
用
し
て
巧
妙
に
徴
兵
拒
否
を
し
た
。
詳
 
 

細
は
拙
稿
「
志
賀
直
哉
の
文
学
環
境
」
（
「
比
較
文
学
・
文
化
論
 
 

集
」
 
〓
号
 
平
成
六
二
二
 
四
一
－
六
〇
貫
）
。
 
 

岩
波
文
庫
r
う
た
日
記
」
昭
和
一
五
・
五
 
四
〇
－
四
一
頁
。
 
 

昭
和
一
七
・
一
「
冬
相
」
、
全
集
七
巻
四
七
六
頁
。
 
 

ロ
ダ
ン
が
命
名
し
た
ア
ウ
ギ
エ
ス
ト
の
名
を
自
ら
畳
と
改
名
し
 
 

て
海
軍
に
志
願
し
た
。
 
 

55   




