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「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」 

与
謝
野
晶
子
の
春
秋 

 

秦 

郁

彦 

 

第

三

回 

  

●
時
流
を
生
き
抜
い
て 

 

明
治
後
半
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
与
謝
野
晶
子
は
押
し
も
押
さ
れ
も
せ

ぬ
歌
壇
の
大
ス
タ
ー
と
し
て
不
動
の
地
位
を
築
い
た
。 

 

ロ
マ
ン
主
義
の
『
明
星
』
は
自
然
主
義
の
新
潮
流
に
押
さ
れ
て
廃
刊
と
な
っ

た
が
、
彼
女
は
次
々
に
単
著
の
歌
集
を
発
表
、
溢
れ
る
才
気
と
華
麗
な
情
熱
に

円
熟
味
も
加
わ
り
、
人
々
は
瞠
目
し
た
。 

 

そ
の
ひ
と
つ
に
斎
藤
茂
吉
が
「
歌
壇
を
震
動
さ
せ
た
」
と
評
し
た
、 

  
 

鎌
倉
や
御
仏
な
れ
ど
釈
迦
牟
尼
は 

 
 

 
 

美
男
に
お
は
す
夏
木
立
か
な 

 

が
あ
る
。
自
在
な
発
想
の
極
致
と
言
え
よ
う
か
。 
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詩
歌
の
分
野
だ
け
で
は
な
い
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
を
背
景
に
、
女

子
教
育
や
婦
人
参
政
権
に
至
る
社
会
的
発
言
を
求
め
ら
れ
る
機
会
も
増
え
、
彼

女
も
新
聞
、
雑
誌
や
フ
ァ
ン
の
要
請
へ
小
ま
め
に
応
じ
る
。
論
争
も
厭
わ
な
か

っ
た
。
国
に
よ
る
母
性
保
護
を
唱
え
た
平
塚
ら
い
て
う
に
対
し
、
晶
子
は
自
立

す
る
女
性
の
姿
を
説
き
譲
ら
な
か
っ
た
が
、
ら
い
て
う
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動

の
元
祖
と
見
な
さ
れ
る
『
青
鞜
』
を
発
刊
し
た
時
は
、「
山
の
動
く
日
来
る
」
と

応
援
歌
を
寄
せ
た
。 

 

昂
然
と
し
て
社
会
問
題
に
立
ち
向
か
う
彼
女
の
自
負
は
「
劫
初
よ
り
作
り
い

と
な
む
殿
堂
に
、
わ
れ
も
黄
金
の
釘
一
つ
打
つ
」（
大
正
一
一
年
）
に
示
さ
れ
て

い
る
が
、
日
本
は
ほ
ぼ
局
外
に
立
っ
た
と
は
い
え
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一

四
―
一
八
）
の
惨
状
を
黙
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
に
二
首
（
い
ず

れ
も
一
九
二
〇
年
）
を
引
用
し
た
い
。 

  
 

更
に
ま
た
我
等
の
血
を
ば
求
む
な
り 

 
 

 
 

平
和
の
仮
面
を
つ
け
た
戦
ひ 

  
 

女
よ
り
智
慧
あ
り
と
い
ふ
男
達 

 
 

 
 

こ
の
戦
ひ
を
歇
め
ぬ
賢
こ
さ 

  

こ
こ
に
示
さ
れ
た
晶
子
は
、
も
は
や
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
の
ナ
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イ
ー
ブ
な
情
の
人
で
は
な
く
、
辛
辣
で
剛
直
な
反
戦
思
想
家
と
評
し
て
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
同
調
に
せ
よ
批
判
に
せ
よ
注
目
し
た
論
者
は
い

な
か
っ
た
。
年
に
一
千
首
ペ
ー
ス
と
さ
れ
た
歌
の
洪
水
に
と
り
ま
ぎ
れ
て
し
ま

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
彼
女
の
私
生
活
は
多
事
多
端
を
き
わ
め
て

い
た
。 

 

詩
歌
集
、
評
論
、
随
想
、
童
話
、
小
説
ま
で
て
が
け
、
講
演
、
短
冊
、
歌 か

扇 せ
ん

、

校
歌
の
作
詞
、
屏
風
か
ら
個
別
の
添
削
に
至
る
ま
で
引
き
受
け
、
十
一
人
の
子

女
を
生
み
育
て
、
男
子
五
人
の
全
員
を
大
学
ま
で
進
ま
せ
た
の
は
想
像
を
絶
す

る
忙
し
さ
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
つ
と
は
な
し
に
与
謝
野
家
の
経
済
は
晶

子
が
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

 

明
治
四
四
年
に
鉄
幹
が
フ
ラ
ン
ス
に
外
遊
し
た
と
き
の
旅
費
も
、
彼
女
が
捻

出
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
半
年
後
に
晶
子
も
夫
を
追
っ
て
渡
仏
し
た
。
二
人

で
パ
リ
郊
外
へ
遊
ん
だ
と
き
、 

  
 

あ
ゝ
皐
月
佛
蘭
西
の
野
は
火
の
色
す 

 
 

 
 

君
も
雛
罌
粟
わ
れ
も
雛
罌
粟 

 

と
詠
ん
だ
（
コ
ク
リ
コ
は
ひ
な
げ
し
）。
円
熟
期
の
絶
唱
と
評
せ
よ
う
。 

数
年
後
に
二
人
は
中
国
大
陸
に
も
旅
し
て
い
る
が
、
売
れ
っ
子
に
な
っ
て
も

晶
子
は
夫
を
立
て
、
師
弟
の
礼
を
忘
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
大
正
一
〇
年
に
わ
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が
国
で
は
最
初
の
男
女
共
学
と
さ
れ
る
文
化
学
院
が
創
立
さ
れ
、
晶
子
は
学
監

に
就
任
、慶
應
大
学
教
授
に
な
っ
て
い
た
鉄
幹
も
大
学
部
本
科
長
を
兼
任
す
る
。 

し
か
し
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
を
発
端
に
、
日
本
は
軍
国
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ

ム
へ
の
道
へ
踏
み
出
し
、
一
二
年
に
は
日
中
の
全
面
戦
争
へ
突
入
す
る
。
か
つ

て
の
日
露
開
戦
期
を
思
わ
せ
る
風
潮
の
な
か
で
、
夫
妻
の
姿
勢
も
徐
々
に
変
わ

っ
て
い
く
。 

昭
和
七
年
の
第
一
次
上
海
事
変
で
、
爆
弾
三
勇
士
の
軍
国
美
談
に
世
論
が
湧

き
た
つ
と
、
鉄
幹
は
新
聞
社
の
公
募
に
応
じ
「
仁
義
の
軍
に
捧
げ
た
る
…
…
壮

烈
無
比
の
三
勇
士
」
と
歌
い
、
一
等
に
入
選
し
た
。 

晶
子
も
満
州
事
変
を
「
非
常
手
段
の
自
衛
策
」
と
容
認
し
た
が
、
時
局
へ
の

発
言
は
控
え
が
ち
と
な
る
。
そ
し
て
同
人
や
弟
子
た
ち
に
囲
ま
れ
て
の
歌
会
や

旅
行
を
楽
し
み
、『
新
々
訳
源
氏
物
語
』（
一
三
年
刊
）
の
執
筆
に
没
頭
し
た
。 

昭
和
一
〇
年
に
夫
と
死
別
し
た
が
、
晶
子
も
病
気
が
ち
の
日
々
を
送
る
。
一

五
年
に
は
駕
籠
で
鞍
馬
山
の
急
坂
を
登
っ
た
り
、
四
男
、
五
男
、
長
女
、
六
女

の
四
人
が
結
婚
す
る
な
ど
の
せ
わ
し
さ
だ
っ
た
が
、
五
月
に
脳
溢
血
で
倒
れ
、

半
身
不
随
と
な
る
。
そ
れ
で
も
作
歌
は
細
々
と
つ
づ
け
た
。 

翌
年
の
一
二
月
七
日
は
晶
子
の
六
十
三
回
目
の
誕
生
日
だ
っ
た
。
荻
窪
の
私

宅
で
同
居
し
て
い
た
外
務
省
課
長
の
秀
夫
妻
が
催
し
た
内
輪
の
祝
賀
宴
に
晶
子

は
車
椅
子
で
食
堂
に
運
ば
れ
、
客
に
挨
拶
し
た
。 

日
米
開
戦
の
大
本
営
発
表
が
流
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
日
だ
っ
た
が
、
直
後
に
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『
短
歌
研
究
』
誌
の
昭
和
一
七
年
一
月
号
は
「
宣
戦
の
詔
勅
を
拝
し
て
…
…
実

に
全
国
民
の
感
激
に
燃
え
た
っ
た
歴
史
的
な
日
」（
編
集
後
記
）
に
ち
な
む
特
集

を
組
む
。「
現
代
歌
壇
を
代
表
さ
れ
る
方
々
」
二
十
人
の
作
品
を
数
首
ず
つ
並
べ

た
が
、
そ
の
な
か
か
ら
、
ま
ず
男
性
歌
人
の
い
く
つ
か
を
引
用
し
て
み
た
い
（
斎

藤
茂
吉
は
『
文
藝
』
の
昭
和
一
七
年
新
年
号
か
ら
）。 

  
 

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
を
新
し
き 

 
 

 
 

 
 

世
界
の
面
前
に
撃
ち
の
め
す
べ
し 

（
土
岐
善
麿
） 

  
 

大
詔
を
宣
明
す
る
東
條
首
相
の
全
身
は 

 
 

 
 

 
 

声
に
な
り
て
ひ
び
く 

（
金
子
薫
園
） 

  
 

大
詔
（
お
お
み
こ
と
）
か
し
こ
み
ま
つ
り
一
億
の 

 
 

 
 

 
 

御
民
（
み
た
み
）
の
心
炎
と
し
燃
ゆ 

（
佐
佐
木
信
綱
） 

  
 

勝
た
む
勝
た
む
か
な
ら
ず
勝
た
む 

 
 

 
 

か
く
お
も
ひ
微
臣
の
わ
れ
も
拳
握
る
も 

（
吉
井
勇
） 

  
 

何
な
れ
や
心
お
ご
れ
る
老
大
の
耄
碌
国 

 
 

 
 

を
撃
ち
て
し
や
ま
む 

 
 

 
 

 

（
斎
藤
茂
吉
） 
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今
よ
り
は
日
本
洋
と
名
を
か
へ
む 

 
 

 
 

御
国
の
も
の
ぞ
太
平
洋
は 

 
 

（
尾
上
柴
舟
） 

  

お
し
な
べ
て
品
格
の
欠
け
た
楽
天
的
な
大
言
壮
語
ば
か
り
で
、
世
界
一
の
大

国
を
相
手
ど
っ
た
大
戦
争
へ
の
不
安
や
焦
燥
は
み
じ
ん
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
昭

和
二
〇
年
の
敗
戦
後
は
気
恥
し
さ
が
先
に
立
っ
て
、
読
み
返
す
人
は
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。 

 

●
「
水
軍
の
大
尉
」
と
な
っ
た
ア
ウ
ギ
ュ
ス
ト 

 

そ
こ
へ
い
く
と
、
た
だ
一
人
の
女
流
歌
人
だ
っ
た
晶
子
の
六
首
（
Ａ
～
Ｆ
）

は
一
味
ち
が
う
。
内
輪
の
歌
誌
『
冬 と

う

柏 は
く

』
の
一
七
年
一
月
号
に
投
稿
し
た
一
首

（
Ｇ
）
を
加
え
、
次
に
列
記
し
た
い
。 

  
 

Ａ 

み
軍 い

く
さ

の
詔
書
の
前
に
涙
落
つ 

 
 

 
 

 
 

代
は
酷
寒
に
入
る
師
走
に
て 

  
 

Ｂ 

水
軍
の
大
尉
と
な
り
て
我
が
四
郎 

 
 

 
 

 
 

み
軍
に
ゆ
く
た
け
く
戦
へ 
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Ｃ 

子
が
船
の
黒
潮
超
え
て
戦
は
ん 

 
 

 
 

 
 

日
も
か
ひ
な
し
や
病
す
る
母 

  
 

Ｄ 

子
が
の
れ
る
み
軍
船
の
お
と
な
ひ
を 

 
 

 
 

 
 

待
つ
に
も
あ
ら
ず
武
運
あ
れ
か
し 

  
 

Ｅ 

強
き
か
な
天
を
恐
れ
ず
地
に
恥
じ
ぬ 

 
 

 
 

  

戦
を
す
な
る
ま
す
ら
た
け
を
は 

  
 

Ｆ 

日
の
本
の
大
宰
相
も
病
む
我
も 

 
 

 
 

 
 

同
じ
涙
す
大
き
詔
書
に 

     

Ｇ 

戦
あ
る
太
平
洋
の
西
南
を
思
ひ
て 

 
 

 
 

 
 

わ
れ
は
寒
き
夜
を
泣
く 

 
 

  

こ
の
七
首
は
、
戦
地
に
息
子
を
送
っ
て
い
た
母
親
な
ら
誰
で
も
詠
み
そ
う
な

あ
り
ふ
れ
た
歌
ぞ
ろ
い
で
、敗
戦
と
同
時
に
忘
れ
去
ら
れ
て
も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。

だ
が
戦
後
す
ぐ
に
復
活
し
た
晶
子
ブ
ー
ム
の
な
か
で
、「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な

か
れ
」
を
Ｂ
「
水
軍
の
大
尉
と
な
り
て
…
…
」
や
Ｅ
「
強
き
か
な
…
…
」
と
対

比
し
て
、
か
つ
て
の
「
反
戦
詩
人
」
か
ら
「
好
戦
」
な
い
し
「
戦
争
協
力
者
」
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へ
転
向
し
た
「
証
拠
」
と
見
な
す
隠
微
な
動
き
が
起
き
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
晶
子
の
弟
子
筋
や
信
奉
者
の
な
か
か
ら
、
反
論
め
い
た
擁
護
論

も
出
た
。
数
例
を
表
２(

本
稿
末
尾)

に
か
か
げ
た
が
、
当
惑
気
味
で
歯
切
れ
が

悪
い
せ
い
か
公
開
論
争
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。 

 

マ
ス
コ
ミ
や
教
科
書
会
社
も
、「
あ
ら
探
し
」と
誤
認
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
か
、

お
お
む
ね
知
ら
ぬ
顔
で
通
し
て
き
た
。
唯
一
か
と
思
わ
れ
る
例
外
は
、
一
九
九

一
年
の
朝
日
新
聞
に「
晩
年
の
与
謝
野
晶
子
―
―
我
が
四
郎
…
…
た
け
く
戦
へ
」

の
見
出
し
で
香
内

か

な

い

信
子
が
発
表
し
た
論
稿
で
あ
る
。 

 

香
内
は
男
子
の
大
物
歌
人
た
ち
に
比
べ
れ
ば
「
晶
子
の
歌
は
暗
く
、
一
ま
つ

の
不
安
を
た
た
え
た
沈
ん
だ
歌
」
と
評
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
踏
み
こ
む
の

は
避
け
、「
家
族
愛
だ
け
に
縮
小
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
」
と
自
問
し
、

「
歴
史
の
流
れ
と
は
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
」
と
自
答
し
た
。
病
中
の
晶

子
は
滔
々
た
る
軍
国
主
義
の
時
流
に
あ
ら
が
う
勇
気
を
持
て
な
か
っ
た
の
だ
、

と
暗
示
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
こ
で
筆
者
な
り
の
考
察
を
示
す
に
あ
た
り
、
突
出
し
た
か
に
見
え
る
Ｂ
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
七
首
全
体
を
セ
ッ
ト
と
し
て
眺
め
る
必
要
性
を
強
調
し
た
い
。 

 

ま
ず
七
首
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
拾
う
と
、「
戦
」
の
五
か
所
は
別
と
し
て
、「
詔

書
」
や
「
病
」、「
寒
さ
」、「
涙
」
が
各
二
か
所
、「
泣
く
」
が
一
か
所
で
、
た
し

か
に
暗
さ
と
不
安
の
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。 

 

七
首
の
う
ち
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
三
首
は
、
対
象
が
息
子
の
四
郎
を
指
す
の
は
た
し
か
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だ
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
戦
意
高
揚
を
説
い
た
Ｅ
や
、
主
戦
場
の
西
南
太
平
洋
へ

の
出
動
を
想
定
し
た
か
の
よ
う
な
Ｇ
を
加
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

晶
子
の
主
た
る
関
心
が
広
義
の
「
家
族
愛
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
立

証
す
る
か
の
よ
う
だ
が
、「
た
け
く
戦
へ
」
と
激
励
し
て
い
る
Ｂ
と
、「
寒
き
夜

を
泣
く
」
の
Ｇ
が
同
居
し
て
い
る
の
は
何
と
も
不
自
然
で
、
わ
か
り
に
く
い
。 

 

そ
れ
以
上
に
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
Ａ
と
Ｆ
で
開
戦
詔
書
に
本
人
ば
か
り
か

首
相
ま
で
が
流
す
涙
の
含
意
だ
。
Ａ
の
涙
は
寒
々
と
し
て
い
て
喜
び
の
涙
で
は

あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
悲
し
み
の
涙
と
解
す
れ
ば
、
そ
れ
を
時
の
東
條
陸
軍
大
将

へ
押
し
つ
け
る
名
分
は
開
戦
詔
書
し
か
あ
り
え
な
い
。 

 

そ
の
詔
書
に
は
「
豈
朕
が
志
な
ら
む
や
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
た
。「
本

当
は
戦
い
た
く
な
い
の
だ
が
―
―
」
と
読
み
と
れ
る
内
情
を
、
一
二
月
一
日
の

御
前
会
議
が
対
米
英
戦
を
決
し
た
直
後
に
東
條
首
相
が
広
橋
真
光
秘
書
官
へ
述

懐
し
た
要
旨
を
広
橋
の
記
録
（『
東
條
内
閣
総
理
大
臣
機
密
記
録
』）
か
ら
引
用

し
た
い
。 

 
 

 

お
上
よ
り
…
…
仲
々
お
許
し
が
な
く
、
漸
く
已
む
を
得
な
い
と
仰
せ
ら
れ
た

時
、
ほ
ん
と
に
お
上
は
真
か
ら
平
和
を
愛
し
大
事
に
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知

っ
た
…
…
宣
戦
の
大
詔
に
豈
朕
が
志
な
ら
ん
や
と
は
お
上
が
特
に
仰
せ
ら
れ
て

挿
入
し
た
文
句
で
あ
る
。 
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晶
子
が
ど
こ
ま
で
昭
和
天
皇
の
憂
慮
を
察
知
し
え
た
か
は
不
明
だ
が
、
か
つ

て
日
本
を
「
亜
米
利
加
の
富
な
く
て
亜
米
利
加
化
す
る
国
」
と
洞
察
し
た
晶
子

は
、
勝
算
の
な
い
対
米
戦
へ
の
不
安
を
隠
さ
ず
、
詔
書
を
隠
れ
み
の
に
し
て
首

相
の
反
省
を
促
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
深
尾
須
磨
子
の
言
う
「
不

可
抗
な
超
人
的
圧
力
」
を
か
わ
す
知
恵
を
兼
ね
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ

れ
、
四
か
月
後
の
一
七
年
五
月
、
晶
子
は
病
没
し
戦
争
の
行
く
末
を
見
届
け
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
 ●

与
謝
野
晶
子
は
厭
戦
論
者
？ 

 

と
こ
ろ
で
日
露
戦
争
で
は
心
配
す
る
の
は
弟
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
日
米
戦
争

に
突
入
し
た
と
き
病
身
の
老
女
に
な
っ
て
い
た
六
十
三
歳
の
晶
子
に
は
、
身
の

上
を
案
じ
る
“
適
齢
期
”
の
息
子
が
五
人
（
別
に
六
男
は
夭
逝
）
も
い
た
。 

 

長
男
の
光
は
四
十
一
歳
の
医
師
で
衛
生
行
政
の
専
門
家
、
戦
後
に
東
京
都
衛

生
局
長
に
就
任
す
る
が
、
当
時
は
公
衆
衛
生
院
教
授
の
任
に
あ
っ
た
。 

 

二
男
の
秀
は
外
交
官
で
、
戦
後
に
イ
タ
リ
ア
大
使
や
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

事
務
総
長
と
な
る
が
、
当
時
は
外
務
省
欧
亜
局
の
課
長
だ
っ
た
。 

 

三
男
の
麟
は
三
十
六
歳
で
満
鉄
に
勤
務
し
た
。 

 

五
男
の
健
は
昭
和
一
五
年
に
東
京
帝
大
法
学
部
を
卒
業
し
て
、
住
友
金
属
に

就
職
（
の
ち
副
社
長
）。 

 

そ
し
て
「
水
軍
の
大
尉
」
に
該
当
す
る
の
が
四
男
の
昱 い

く

だ
が
、
晶
子
夫
妻
が
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パ
リ
で
ア
ト
リ
エ
を
訪
問
し
た
彫
刻
家
ア
ウ
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
と
の
縁
で
大

正
二
年
の
生
誕
時
に
ア
ウ
ギ
ュ
ス
ト
と
命
名
さ
れ
た
。「
ア
ウ
ギ
ュ
ス
ト 

ア
ウ

ギ
ュ
ス
ト 

母
の
粗
末
な
芸
術
な
ん
か 

あ
あ
何
に
な
ろ
う
」
と
い
う
詩
で
、

ロ
ダ
ン
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
知
れ
る
が
、
本
人
は
旧
制
静
岡
高
校
時
代
に
昱
と
改

名
し
て
し
ま
う
。
晶
子
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
深
い
息
子
で
は
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
四
男
の
軌
跡
を
追
っ
て
み
る
と
、
昭
和
一
三
年
に
東
京
帝
大
工
学
部

機
械
工
学
科
を
卒
業
し
て
日
本
電
気
に
就
職
し
た
が
、
同
時
に
海
軍
の
造
兵
中

尉
に
任
ぜ
ら
れ
、
呉
海
軍
工
廠
つ
い
で
舞
鶴
工
廠
に
配
属
さ
れ
た
。
内
藤
初
穂

『
海
軍
技
術
戦
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
に
創
設
さ
れ
た
技
術
系
（
造
船
、
造

兵
、
造
機
の
分
科
は
一
七
年
に
技
術
科
に
統
合
）
の
短
期
現
役
士
官
の
第
一
期

生
で
あ
る
。
二
年
間
を
現
役
勤
務
し
た
あ
と
予
備
役
に
編
入
さ
れ
、
出
身
企
業

に
戻
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、海
軍
は
陸
軍
に
横
取
り
さ
れ
る
の
を
嫌
い
、

残
留
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。 

 

昱
も
一
五
年
六
月
に
造
兵
大
尉
へ
昇
進
し
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
が
、
ひ
き

つ
づ
き
海
軍
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
一
六
年
一
二
月
五
日
付
で
舞
鶴
か
ら
呉
工

廠
付
へ
転
勤
と
な
り
、
三
日
後
に
日
米
開
戦
の
日
を
迎
え
た
。 

 

そ
の
後
は
山
口
県
の
光
工
廠
に
転
勤
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
が
、
外
地

や
軍
艦
に
勤
務
し
た
形
跡
は
な
く
、
技
術
大
尉
と
し
て
終
戦
を
迎
え
た
。
戦
後

は
日
本
電
気
に
復
帰
し
、
生
産
技
術
研
究
所
長
や
宇
宙
開
発
本
部
長
代
理
を
歴

任
し
て
い
る
。 
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
水
軍
の
大
尉
」
と
は
い
え
、
第
一
線
に
向
か
う

配
置
に
は
い
な
か
っ
た
の
で「
た
け
く
戦
へ
」の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
や
や
遠
い
。

籌
三
郎
の
例
と
似
た
誤
情
報
に
振
り
ま
わ
さ
れ
た
の
か
、
母
親
の
一
般
的
心
情

に
寄
り
添
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
、
判
定
は
む
つ
か
し
い
。 

「
岸
壁
の
母
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
母
親
た
ち
の
多
く
は
戦
場
で
わ
が
子

を
失
う
悲
哀
を
味
わ
っ
た
。
晶
子
の
よ
う
に
、
五
人
の
息
子
の
全
員
が
一
人
も

欠
け
ず
戦
争
を
無
事
に
乗
り
切
っ
た
の
は
、
例
外
的
な
幸
運
と
評
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。 

  

詩
人
の
日 ひ

夏 な
つ

耿 こ
う

之 の

介 す
け

は
「
晶
子
の
才
華
は
天
の
成
せ
る
も
の
」
と
評
し
、
伝

説
上
の
詩
聖
サ
フ
ォ
ー
の
再
来
と
讃
嘆
し
た
。「
あ
れ
も
真
実
、
こ
れ
も
真
実
」

と
割
り
切
れ
ば
、
晶
子
が
残
し
た
数
万
の
作
品
群
を
仕
分
け
て
個
別
に
詮
索
す

る
の
は
「
木
を
見
て
森
を
見
な
い
」
弊
に
な
り
か
ね
な
い
。
必
要
な
視
点
は
、

彼
女
の
全
体
像
を
と
ら
え
た
上
で
生
涯
を
通
じ
て
の
通
奏
低
音
を
引
き
出
す
こ

と
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。 

 

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
音
楽
家
の
兼 か

ね

常 つ
ね

清 き
よ

佐 す
け

が
抽
出
し
た
次
の
よ

う
な
三
つ
の
低
音
で
あ
る
。 

 

１
．
女
性
解
放
と
自
立 

２
．
宗
教
的
情
緒
の
排
除 
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３
．
戦
争
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪 

  

多
少
の
解
説
を
加
え
る
と
、
１
は
「
み
だ
れ
髪
」
に
始
ま
る
晶
子
の
生
き
方

が
体
現
し
て
い
る
。
２
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
等
の
既
成
宗
教
だ
け
で
な
く
、

国
家
主
義
、
社
会
主
義
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
ぼ
無
縁
な
生
涯
を
貫
い
た

こ
と
を
指
す
。 

 

３
は
「
人
間
の
す
る
悪
事
で
戦
争
ほ
ど
の
悪
事
は
な
い
」（
大
正
六
年
）
と
い

う
思
い
切
っ
た
認
識
か
ら
来
て
い
た
。
良
い
戦
争
か
、
悪
い
戦
争
か
を
区
別
す

る
余
地
の
な
い
認
識
か
ら
択
ぶ
道
は
反
戦
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

反
戦
と
言
っ
て
も
、
反
戦
、
不
戦
、
非
戦
、
避
戦
、
厭
戦
と
語
感
、
語
義
が

微
妙
に
違
う
類
似
語
が
あ
る
。
晶
子
の
短
い
詩
歌
か
ら
位
置
づ
け
る
の
は
む
つ

か
し
い
が
、
晩
年
の
七
首
は
敗
戦
を
予
見
し
て
か
、
厭
戦
の
気
分
が
通
底
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
後
日
本
に
お
け
る
反
戦
思
想
の
主
流
が
厭
戦
だ
と

す
れ
ば
、
晶
子
は
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

与
謝
野
秀
の
長
男
で
晶
子
の
孫
に
当
た
る
馨
（
一
九
三
八
―
二
〇
一
七
、
元

財
務
大
臣
）
は
、
二
〇
一
四
年
の
産
経
新
聞
紙
上
で
の
今
野
寿
美
（
宮
中
歌
会

始
の
選
者
）
と
の
対
談
で
「
一
番
好
き
な
晶
子
の
歌
は
」
と
聞
か
れ
、
墓
前
の

歌
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
次
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
転
記
し
て
拙
稿
を
終
わ
り
た

い
。 



14 
 

  
 

皐
月
よ
し
野
山
の
わ
か
葉
光
満
ち 

 
 

 
 

末
も
終
り
も
な
き
世
の
如
く 
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光
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与 謝 野 光  『 晶 子 と 寛 の 思 い 出 』（ 1 9 9 1 年 ）  「『 涙 を じ つ と こ ら え て 、 雄 々 し く 征 き な さ

い 』 と い う 心 情 か 」  

育 鵬 社 版 中 学

教 科 書  
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