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は
し
が
き

―
国
語
科
教
材
が
描
く
戦
争

　

 

　

二
〇
〇
五
年
、
目
取
真
俊
は
沖
縄
か
ら
「
戦
後
ゼ
ロ
年
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
。
在
日
米
軍
基
地
の
大
部
分
を
押
し
つ
け
ら
れ
た

沖
縄
が
強
い
ら
れ
て
い
る
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
た
し
か
に
戦
後
は
未
だ
に
到
来
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
く
つ
も
の
政
治
的
な
節
目

を
通
じ
て
、
戦
争
は
終
わ
っ
た
と
の
歴
史
認
識
は
早
く
か
ら
浸
透
し
て
い
っ
た
。
沖
縄
が
本
土
復
帰
す
る
遙
か
以
前
か
ら
「
も
は
や
戦

後
で
は
な
い
」
と
の
言
葉
は
列
島
を
覆
っ
て
い
た
。

   

今
年
は
戦
後
七
一
年
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
誌
第
二
号
の
は
し
が
き
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
が

進
み
、
体
験
を
持
た
な
い
世
代
が
い
か
に
証
言
を
継
承
す
る
か
が
、
ま
す
ま
す
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
今
夏
は
各
紙
で
戦
争
体

験
者
団
体
の
解
散
が
報
じ
ら
れ
た
。
体
験
者
に
よ
る
証
言
の
重
要
性
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
当
事
者
が
不
在
と
な
っ
た

際
に
再
び
危
機
が
高
ま
る
と
の
警
鐘
も
鳴
ら
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、
二
〇
一
五
年
九
月
に
は
安
全
保
障
関
連
法
が
強
行
採
決
さ
れ
、

二
〇
一
六
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
第
九
条
を
含
む
日
本
国
憲
法
の
変
更
を
目
論
む
与
党
が
圧
勝
し
た
。
日
本
は
法
的
に
も
戦
争
が

で
き
る
国
へ
と
戻
り
つ
つ
あ
り
、
周
辺
諸
国
へ
の
警
戒
感
を
煽
る
報
道
が
生
み
出
す
雰
囲
気
は
、
戦
後
ゼ
ロ
年
と
い
う
認
識
の
広
が
り

を
思
い
知
ら
せ
る
。

   

と
こ
ろ
で
、
体
験
者
の
戦
争
は
、
文
学
を
通
し
て
、
新
し
い
世
代
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
子
ど
も
た

ち
が
最
初
に
戦
争
に
つ
い
て
知
る
機
会
は
小
学
校
の
授
業
で
あ
り
、
中
で
も
科
目
と
し
て
学
習
す
る
の
は
主
に
社
会
科
と
国
語
科
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
国
語
科
教
材
に
限
っ
た
と
き
、
戦
争
世
代
の
作
家
た
ち
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
戦
争
教
材
は
、
今
も
生
き
延
び
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
戦
争
体
験
の
中
身
に
目
を
凝
ら
す
と
、
あ
る
傾
向
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

   

圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
を
占
め
る
光
村
図
書
の
小
学
校
国
語
教
科
書
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
背
景
と
し
た
物
語
教
材
に
は
、
あ
ま
ん
き

み
こ
『
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
』（
三
学
年
）、
今
西
祐
行
『
一
つ
の
花
』（
四
学
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
中
学
校
で
は
井
伏
鱒
二
『
黒

『フェンスレス』オンライン版 第4号（2016/09/20発行） 
 占領開拓期文化研究会 senryokaitakuki.com



3

い
雨
』（
三
学
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
』
と
『
一
つ
の
花
』
を
読
み
並
べ
る
と
、
不
思
議
な
符
号
に

気
が
つ
く
。
両
作
品
と
も
幼
女
が
主
人
公
で
あ
り
、
父
親
が
召
集
を
受
け
る
場
面
が
出
て
く
る
。
出
征
を
見
送
る
際
、
前
者
で
は
母
親

が
こ
う
つ
ぶ
や
く
。「
体
の
弱
い
お
父
さ
ん
ま
で
、い
く
さ
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ん
て
」。
後
者
で
も
地
の
文
で
こ
う
書
か
れ
る
。

「
あ
ま
り
じ
ょ
う
ぶ
で
な
い
ゆ
み
子
の
お
父
さ
ん
も
、
戦
争
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
が
や
っ
て
来
ま
し
た
」。
自
ら
志
願
し
た
の

で
は
な
い
一
般
市
民
を
家
族
か
ら
引
き
離
し
、
戦
場
に
連
れ
出
そ
う
と
す
る
力
へ
の
批
判
と
も
読
め
る
し
、
身
体
虚
弱
の
男
性
で
あ
っ

て
も
徴
兵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
戦
局
の
悪
化
を
表
す
設
定
と
も
読
め
る
。
も
ち
ろ
ん
戦
死
を
予
想
さ
せ
る
伏
線
で
も
あ
ろ
う
。
し
か

し
同
時
に
、
虚
弱
な
出
征
兵
士
と
い
う
形
象
か
ら
は
、
加
害
者
性
が
脱
色
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
お
そ
ら
く
戦
場
で
「
活
躍
」
す

る
こ
と
な
く
死
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
彼
ら
は
、
空
襲
や
原
爆
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
人
々
（
特
に
子
ど
も
）
と
同
じ
く
、
純
然
た
る

戦
争
の
被
害
者
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
。

   

教
材
を
含
む
児
童
文
学
作
品
は
、
読
者
に
近
い
子
ど
も
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
も
の
が
多
い
。
戦
時
を
子
ど
も
の
立
場
か
ら
描
く
場

合
、
野
坂
昭
如
『
火
垂
る
の
墓
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
飢
餓
と
空
襲
の
本
土
が
舞
台
と
な
る
。
戦
争
と
は
、
物
資
が

窮
乏
し
、
頭
上
か
ら
の
圧
倒
的
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
、
父
親
を
戦
場
に
取
ら
れ
る
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
戦
争

は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
竹
山
道
雄
の
唯
一
の
児
童
文
学
作
品
と
言
わ
れ
る
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
で
も
、
水
島

上
等
兵
の
足
を
ビ
ル
マ
に
止
め
た
の
は
、
日
本
兵
の
遺
体
の
山
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
義
務
教
育
で
子
ど
も
た
ち
が
出
会
う
こ
と
に

な
る
戦
争
教
材
が
継
承
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
戦
争
被
害
の
物
語
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

   

今
年
の
全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
お
け
る
首
相
の
式
辞
に
も
、
加
害
や
反
省
の
言
葉
は
な
か
っ
た
。
参
列
者
の
中
心
が
遺
族
で
あ
る
た

め
と
の
配
慮
ら
し
い
。
戦
争
と
そ
れ
に
伴
う
占
領
や
開
拓
の
記
憶
を
、
特
定
の
視
点
か
ら
の
像
に
固
定
せ
ず
、
無
数
の
経
験
が
交
差
す

る
場
に
開
き
続
け
る
こ
と
。
国
語
科
教
材
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
友
田
義
行
）
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