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司
馬
遼
太
郎
の
ト

ル
ス
ト
イ
観

『
坂
の
上
の
雲
』
と
『
戦
争
と
平
和
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―

高
　
橋
　
誠
一
郎

は

じ

め

に

司

馬
遼
太
郎
（
一
九
二
三
－

九
六
年
）
は
明
治
百
周
年

に
あ

た
る
一
九

六
八

年
か
ら
、
「
四
年
と
三
ヵ
月
」
を

か
け
て

日
露

戦
争
を

主
題

と
し
た

『
坂
の

上
の
雲
』
を
執
筆
し
た
。
彼
の
歴
史
観
を
め
ぐ

っ
て

は
、
生
前
か
ら
論
争
が

起
き
て
い
た
が
、
日
露
戦
争
開
戦
百
周
年
を
迎
え
た
今
日
、
再
び

『
坂
の
上

の
雲
』
を
「
明
治
国
家
」
を
賛
美
し
た
小
説
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
論
調

の
特
集
が
出
て
き
て

い
る
。

た
し

か

に
、
『
坂

の
上

の
雲
』

の
前
半

で
司

馬

遼
太

郎
は

日
露
戦

争

を

「
野
蛮
な
帝
国
」
と
の
「
祖
国
防
衛
戦
争
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、

旅
順

の
攻
防
戦
を

セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
の
激
戦
と
比
較
す
る
な
か
で
、
司
馬

の
戦
争
観
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
長
編
小
説
を
書
き
終

え
た
後
で
司
馬
は
、
日
露
戦
争
当
時
の
「

ロ
シ
ア
帝
国
は
相
手
の
日
本
帝
国

に
対
し
て
無
知
で

あ
っ
た
」

と
分
析
し

た
後
で
、
「
世
界

史
の
な

か
で
す

く

な
く
と
も
も
う
一
例
、
帝
政
末
期
の

ロ
シ
ア
と
そ
っ
く
り

の
愚
鈍
さ
を
示

し

た
国
家
が
あ
る
」
と
し

、
そ
れ

は
「
太
平
洋
戦
争
を
や
っ
た
日
本
で
あ
る
」

と
記
し
て
、
近
代
化
の
過
程
で

「
欧
化
と
国
粋
」
の
サ
イ
ク
ル
に
揺
れ
た

口

シ
ア
と
日
本
の
類
似
性
を
鋭
く
指

摘
す

る
よ
う

に
な
る
の
で
あ

る
。

本
稿
に
お
い
て
は
こ
と
に
司
馬
遼
太
郎
と
徳
冨
蘆
花
観
に
注
目
し
な
が
ら
、

『
坂
の
上
の
雲
』
の
作
風
の
変
化
を
分
析

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

ト
ル
ス

ト

イ
の

『
戦
争
と
平
和
』

と
の
内
面

的
な
つ
な
が
り
と
そ
の
意
味

を
明
ら

か
に

し
た

い
。

一
　
『
坂
の
上
の
雲
』
前
半
の

ロ
シ
ア
帝
国
観
と

「
明
治
国
家
」
観
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長
編
小
説

『
坂
の
上
の
雲
』
で

は
圧

倒
的
な
量

に
お
い
て
戦
争

の
描
写
や



作
戦

の
分
析

が
な
さ
れ
て

い
る
が
、

注
目

し
た
い
の
は
こ
こ
で
は
戦
争
だ
け

で
な
く
教
育
制

度
に
つ
い
て

の
考
察
も
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

た
と
え
ば

、
司

馬
は
民
衆

に
は
将
校

に
な
る
可

能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た

ロ

シ
ア
の
場

合
と
比

較
し
な

が
ら
、
「
日
本
で

は
い

か
な
る
階
層
で
も

、

一
定

の
学
校
試

験
に
さ
え

合
格
で
き
れ
ば
平

等
に
将

校
に
な
れ
る
道
が
ひ
ら

か
れ
て

い
る
」
明

治
の
新
し

い
教
育
制
度

の
よ

さ
に
注
意

を
向
け
て

い
る
。

実
際
、
秋
山
兄

弟
は
そ
の
よ

う
な
教
育
制
度

の
中
で
士
官

学
校
や

海
軍
兵
学

校
を
卒
業
し
て
、

仕
官
と
し
て
日
露
戦
争

に
参
加
す

る
こ

と
に
な
る
の
で
あ

る
。さ

ら
に
注
目
し

た
い
の
は
、
『
坂
の
上

の
雲
』

の
前
半
で

は
初
期

の
自
由

民
権
運
動
に
お
け

る
福
沢
諭
吉
の
重
要
性
と
と
も
に
、
松
山
中
学

に
お
け
る

正

岡
子

規
と
自
由
民
権
運
動
の
係
わ
り
が
か
な
り
詳
し
く
描

か
れ
て

い
る
こ

と
で

あ
る
。
福
沢
諭
吉
が
「
三
田
に

『
演
説
館
』
を
つ
く
り
」
、
「
そ
こ
で
学

生
に
稽
古
」
を
さ
せ

た
こ
と

を
紹
介
し

た
司
馬

は
、
「
福
沢
が

考
え

る
文
明

と
は
、
自
由
と
権
利
、
そ
し
て
演
説
だ

っ
た
の
で
し

ょ
う
」
と
記
し
て
い
る

正

岡
子
規
が
学

ん
だ
松
山
中
学
は
そ
の
よ
う
な
福
沢
諭
吉

の
理
念
と
も
深

く
結
び
つ

い
て

い
た
。
司
馬

は
土
佐
出
身
の
権
令
・
岩
村
高
俊
が
松
山
で
も

自
由
民
権
運
動
を
奨
励
し

た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
、
彼
が
「
草
間
時

福
と
い
う
慶
應
義
塾
出
身
の
青
年
」
を
松
山
中
学
校
の
前
身
で
あ
る
「
英
学

所
」
の
校
長
と
し

た
こ
と

に
注
意
を
向
け
て

い
る
。
そ
し
て
、
司
馬
は
「
明

治
十
四
、
五
年
ご
ろ

に
な
る
と
松
山
市
内
に
青
年
演
説

グ
ル

ー
プ
が
い
く
つ

も
で

き
た
」
が
、
「
一
人
で

そ
の
三

グ
ル

ー
プ
の
会
員

に
な
る
と
い
う
ほ
ど

に
熱
心
」
だ

っ
た
子

規
が
、
「
自
由
と

は
な

ん
ぞ
や
と
い

っ
た
演
題
で
」
、
市

内
の
い
く
つ
も
の
会
場
を
演
説
し
た
と
書
き
、
植
木
枝
盛
が
松
山

に
き
た
と

き

に
は
「
な
か
ま
と
一
緒
に
旅
館

に
お
し

か
け
、
意
見
を
き
い
た
」
と
続
け

た
の
で

あ
る
（
Ｉ
・「
真
之
」）
。

そ
れ
ゆ
え
司

馬
遼
太
郎

は
「
明
治

憲
法
」
を
、
「
下
か
ら
の
盛

り
あ
が
り

が
、
太
政
官
政
権
を
土
俵
ぎ

わ
ま
で
押
し
つ
け
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
い

う
べ
き
」

と
高
く
評
価
し

た
の
で
あ
る
。

こ

う
し
て

、
『
坂
の
上

の
雲
』

を
書
き

始

め
た
こ
ろ
司
馬
遼

太
郎
は
、
明

治
維
新

に
よ

っ
て

「
は
じ
め
て

近
代

的
な

『
国
家
』
」
を
持
ち
、

さ
ら

に
ア

ジ
ア
で
初

め
て

「
憲
法
」
も
持

っ
た
「
文

明
」

的
な
「
明
治
国
家
」
と
、

皇

帝
の
専
制
国
家
で
あ

る
「
野
蛮
な
ロ

シ
ア
帝
国
」

と
の
戦

い
を
正

面
か
ら
描

こ
う
と
し
て

い
た
と

い
え
よ
う
。

二

『
坂
の
上

の
雲
』
と
徳
冨
置
花
の

『
ト
ル
ス
ト
イ
』

司
馬

は
「
ス
ラ
ヴ
人
と

い
う
民
族
は
、
本
来
、
侵
略
的
で
は
な

い
」

と
断

り
つ

つ
も
、

ロ

シ
ア
に
よ

る
対

馬
の
占
拠

に
つ
い
て
、
「
こ
う
い
う
強
盗

式

の
侵
略
方
法
が
、

ロ
シ
ア
の
や
り
か
た
で

あ
る
」
（
Ⅱ
・
「
列
強
」）
と
書
き

、

さ
ら

に
日
露
戦
争
を

「
世
界
史
的
な
帝

国
主
義
時
代

の
一
現
象
で
あ
る
」

と

し
な
が
ら
も
、
「
日
本
側
の
立
場

は
、
追

い
つ
め
ら

れ
た
者
が
生
き
る
力

の

ぎ
り
ぎ
り
の
も

の
を
ふ
り
し
ぼ
ろ
う
と

し
た
防
衛
戦
で
あ

っ
た
」
（
「
Ⅲ
・「
開



戦
へ
」
）
と
規
定
し
た
。

さ
ら
に
、
第
五
巻
で

は
ロ
シ
ア
側
が
都
市

を
要
塞
化
し
て
守

っ
て

い
た
旅

順

攻
防
の
悲
惨
な
戦

い
を
描

く
中
で

ク
リ
ミ
ア
戦
争

に
言
及
し
、

ペ
リ

ー
が

日
本

に
来
航
し
た
一

八
五
三
年

に
お
き

た
こ

の
戦
争
と
日
露
戦
争
の

「
本
質

は
酷
似
し
て

い
る
」

と
し
、

と
も
に

「
ロ

シ
ア
の
南
下

膨

張
政

策

か
ら

お

こ

っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
英
国

が
そ
の
植

民
地
政
策
上
、

ト
ル
コ

に
味
方
し

た
こ
と
も
、
日
露
戦
争

に
似
て

い
る
」
と
し

た
（「
Ｖ
・
「
水
師
営
」
）。

た
だ
、
興
味
深

い
の
は
司
馬
が
こ
こ
で

セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
の
攻
防
戦

に

「
下
級
将
校
と
し
て
従
軍
」
し
、

籠
城

の
陣

地
で
小
説

『
セ
ヴ
ァ

ス
ト
ー

ポ

リ
』
を
書
い
た
ト
ル
ス
ト
イ

が
、
「
愛
国
と
英

雄
的
行
動

に
つ
い
て

の
感
動

を
あ
ふ
れ
さ
せ
つ
つ
も
、
戦
争
と

い
う
こ
の
殺
戮
だ
け
に
価
値
を
置
く
人
類

の
巨
大
な
衝
動
に
つ

い
て

痛
酷
な
ま
で
の
の
ろ
い
声
を
あ
げ
て
い
る
」
こ
と

に
注
意
を
向
け
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

司
馬
の
こ
の
よ
う
な
記
述

は
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
際
に
従
軍
し
て

い
た

ト

ル

ス
ト
イ
に
ふ
れ
て
、
徳
冨

蘆
花
が

こ
の
「
『
セ
ヴ

ァ
ス
ト

ー
ポ
リ
の
記
』

三
篇
は
」
、
「
作
者
自
ら
砲
兵
士
官
と
し
て

セ
ヴ
ァ

ス
ト
ー
ポ
リ
の
山
手
の
一

砲
台
を
受

け
持

っ
て

居
る
所
謂
砲
烟
弾
雨
の
間

に
書

い
た
も
の
」
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
、
こ
の
傑
作
に
見
う
る
軍
事
の
記
叙
は
一
風

変

っ
て
、
著
し

い

面
目
を
備
え
て
居

る
が
、
此
は
前
後
五
年
間
軍
籍
に
居
た
賜
物
で
あ
ろ
う
」

と
説
明
し
て

い
た
明

治
三
〇

年
の
文
章
を
想
起
さ
せ
る
。

実
際
、
司

馬
は
「
少
年

の
こ
ろ

、
最

初

に
読

ん
だ
小

説

は
徳
冨

蘆
花

の

『
寄
生
木
』
た

っ
た
」

と
認
め
て

い
る
が
、
こ

の
作

品
で

は
日
露
戦
争

に
参

戦
し
た
若
手
将
校
の
主
人
公

が
、
ト
ル
ス

ト
イ
へ

の
関
心
を
深

め
て

、
「
人

道
の
た

め
平
和

の
唱
道
者
」
と
な
り
た
い
と

い
う
理
想
を
持
つ
に
い
た
る
過

程
が
描

か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

－

「
蘆
花
と
そ
の
全
作
品
へ
の
私
の
心
情
は
絵
画
で
い
え
ば
暖
色
で
い
ろ
ど
ら

れ
て
」
（
傍
線
引
用
者
）
い
る
と
も
司
馬
が
記
し
て

い
た
こ

と
を
考
え
れ

ば
、

彼
が
徳
冨
蘆
花

の
『
セ
ヴ
ァ
ス
ト

ー
ポ
リ
』
論
だ
け
で

な
く
、
『
戦
争
と
平

和
』
論
を
も
知

っ
て

い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ

う
。

評
伝

『
ト
ル

ス
ト
イ
』
に
お
い
て

蘆
花
は
『
戦
争
と
平
和
』

を
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
の

ロ
シ
ア
侵
攻
前

後
の
「
露
国
社
会

の
大

パ
ノ
ラ

マ
」
で
あ

り
、
「
花

や
か
な
人
形

の
斬
合
や
、
小

供
役
者

の
真
似
芝
居
で
な
く
て
、
活

人
間

の
動

く
活
社
会
が
歴
々
と
浮
み
出

る
」
と
書
い
た
。
そ
し
て
、
「
其

頃
は
ナ
ポ

レ

オ
ン
戦
争
も
さ
ほ
ど
遠
い
こ
と
で

は
な
く
、
云
わ
ば
今
日
の
史

家
が
幕
末

の

歴
史
を
書
く
様
な
も
の
で
」
、
「
此
小

説
を
書
く
為
め
に
翁
が
蒐
集
し
た
材
料

は
実

に
莫
大
な
も
の
で
あ
る
」
と
続
け
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
見
て
く
る
と
き
、
膨
大
な
資
料

に
あ
た
り
な
が
ら
「
祖
国

防

衛
戦
争
」
と
し
て
の
日
露
戦
争
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
、
司
馬
遼
太
郎

の
視

野

に
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
と
の
戦
い
を
描
い
た
ト
ル

ス
ト
イ
の

『
戦
争
と
平
和
』

が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
露
戦
争
の
勝
利

は
日

本
人
に
民

族
意
識
の
昂

揚
を
も
た
ら
し
た
が
、

ト
ル

ス
ト
イ
が

大
作

『
戦
争
と
平
和
』

に
お
い
て
描
い
た
の
も
、
「
祖
国
戦
争
」

と
呼

ば
れ
る
ロ
シ

ア
人
の
民
族
意
識
の
昂
揚
を
呼
び
起
こ
し
た
戦
い
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

実
際
、
『
戦
争
と
平
和
』

と

『
坂

の
上

の
雲
』

に
お
け
る
主
人
公

と
作
品
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の
構
成

に
は
多
く
の
類
似
点
が
見
つ

か
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、

長
編
歴

史
小
説

『
戦
争
と
平
和
』

に
お

い
て

ト
ル
ス
ト
イ

は
、
軍

人
ア
ン
ド
レ
イ

だ

け
で
な
く
、
後
に
捕
虜
と
な
る
地
主
の
ピ
エ
ー
ル
や
貴
族
の
娘
ナ
タ
ー
シ
ャ

の
三
人

を
主
人
公
と
す

る
こ
と
で
戦

争
を
様
々
な
視
点
か
ら
全
体

的
に
描
く

こ

と

に
成

功
し
た
。
さ
ら

に
、
ト

ル
ス
ト
イ

は
こ
の
長

編
小

説
の

ク
ラ

イ

マ
ッ
ク
ス
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ

る
ロ

シ
ア
へ
の
侵
入
と
モ
ス
ク
ワ
の
占
領
と

い
う
未
曾
有
の
危
機
を
迎
え
た
一
八
一
二
年
に
設
定
し
な
が
ら
も
、
一
八
〇

五
年

の
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
戦

い
か
ら
、
一
八
二
〇

年
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
ま

で

の
長
い
期
間
に
お
け

る
主
人
公

た
ち
の
苦
悩
や
成
長
を
丹
念
に
描

い
て

い

た
。一

方

、
司

馬
遼

太
郎

は
地
方
都
市
松
山

に
お
け

る
三
人

の
若
者

た
ち
を

主

人
公

と
し
つ
つ
、
彼

ら
の
生
活
を
通

し
て

、
市

民
、
陸
軍

、
海
軍
と

い
う
視

点

か
ら
戦
争
を
描
こ
う
と
し
て

い
た
。
そ

し
て
司

馬
遼
太
郎
も

『
坂

の
上

の

雲
』

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
日
露
戦
争
に
設
定
し
つ
つ
も
、
そ
れ
以

前
の
正

岡
子
規
の
歩
み
や
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
九
五
年
）
、
さ
ら
に
秋
山
真
之
が

観
察
し

た
米
西
戦

争
（
一
八
九
八
年
）
に
も

言
及
し
て

い
る
。
そ

し
て
、

エ

ピ
ロ
ー
グ
と
も
い
え
る
「
雨

の
坂
」
で
は
主
人
公

た
ち
の
そ
の
後
に
も
触
れ

て

い
る
の
で
あ
る
。

で

は
な
ぜ
、
司
馬
は

『
坂
の
上
の
雲
』

の
前
半
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
へ
の
言

及

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る

と
思
わ
れ
る
の
が
日
露
戦
争
に
際
し
て
ト
ル

ス
ト
イ
の
反
戦
論
が
幸
徳
秋
水

の
翻
訳
で
一
九
〇

四
年
八
月
の

『
平
民
新
聞
』

に
「
悔
い
改
め
よ
」
と
題
し

て
掲
載
さ
れ
た
と
き

の
徳
冨

蘆
花
の
反

応
で
あ
る
。

こ
こ
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
戦
争
は
又
も
や
起
こ
れ
り
、
何
人

に
も
無
用
無

益
な
る
疾
苦
此
に
再

び
し
、
譎
詐
此

に
再

び
し
、
而
し
て
人
類

一
般
の
愚
妄

残
忍

亦
茲

に
再

び
す
…
…
中
略
…
…
人

は
其

夢
な
る
を
信
じ
て
速

か
に
醒

め

来
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
」

と
記

し
て
、
殺

生
を
禁
じ
て
い
る
仏
教
国

と
「
四
海

兄
弟
と
愛
を
公
言
し

て
い
る
」
キ
リ
ス
ト
教
国
と
の
間
の
戦
争

を
、
厳
し
く

批
判
し
て
い
た
。

し
か
し
、
蘆
花
は
こ
の
よ
う
な
ト
ル
ス
ト
イ
の
呼
び
か
け

に
も

か
か
わ
ら

ず
、
「
人
道
主
義
と
愛
国

感
情
の
板

挟
み

に
」
な

っ
て
、
「
乗
り
出
し
た
船
で

あ
る
。
亡
び
て
も
勝

た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
勝
つ
ま
で
は
闘

わ
ね
ば

な
ら

ぬ
」
と

感
じ

た
の
で

あ
る
。

日
露
戦
争

に
至

る
過
程
を

「
ロ
シ
ア
の
態
度

に
は
、
弁

護
す

べ
き
と
こ
ろ
が
ま

っ
た
く
な
い
。

ロ
シ
ア
は
日
本
を
意
識
的

に
死
へ
追

い
つ
め
て
い
た
。
日
本

を
窮

鼠
に
し

た
」
（「
Ⅲ
・「
開
戦
へ
」）
と
書

い
た
司
馬

に
も
蘆
花
と
同

様
に
、
「
追
い
つ
め
ら
れ

た
」
小

国
日
本
の
窮
状

へ
の
理
解

を
欠
い
た
と
思
わ
れ

る
ト
ル
ス
ト
イ
の
記
述

へ
の
反
撥
が
あ
っ
た
と

い
え
よ

う
。実
際
、
ト
ル
ス
ト
イ
は

『
戦
争
と
平
和
』

に
お
い
て

ロ
シ
ア
人

の
勇
敢

な

戦
い
を
描
き
っ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
と

ロ
シ
ア
と

の
戦
争
を
「
人
間

の
理
性

と

人
間
の
す
べ
て
の
本
性
に
反
す

る
事
件
」
と

よ
び
、
「
数
百
万

の
人
々
が

た

が
い
に
」
、
「
略
奪
、
放

火
、

虐
殺
」

な
ど

の
、
「
犯
罪
を
犯
し

合
い
」
な

が

ら
も
、
「
そ
れ
を
犯
罪
と
は
思
わ
な

か
っ
た
」
と
厳
し
く
批
判

を
し
て

い
た

の
で
あ
る
。
し
か
も

、
徳
冨
蘆
花
が
鋭

く
指
摘
し
た
よ
う
に
ト
ル
ス
ト
イ
は
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当
初
、
「
『
十

二
月
党
』

を
題
目

と
し
て
一
篇

の
大
小
説
」

を
、
「
書
く
積

り

で
あ

っ
た
」

が
、
そ
の
「
主
人
公
の
過

去
の
生
涯
を

知
る
必
要

が
あ

っ
て

、

段
々
溯

っ
て
終

に
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦

争
の
当
時

に
到
り
」
、
そ

の
こ
ろ

の
「
風

俗
、
習
慣
、
家
庭
、
社

会
、
宮
廷
の
有

様
か
ら
戦
争

の
事
実
ま
で
遍

く
探
求

し
て
、
其
結
果

を
書

い
た
」

の
が
『
戦
争
と
平
和
』

だ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
『
坂

の
上

の
雲
』

を
書
き

始
め
た
こ
ろ
司

馬
遼

太
郎

は
『
戦

争
と
平
和
』
の
構
成
や

主
人
公

の
選

び
方
を
参
考
と
し
つ
つ
も

、
ト
ル
ス
ト

イ
の
反
戦
論
を
、
「
侵
略

だ
け

が
国
家
の

欲
望

で
あ

っ
た
」
一
九
世

紀
末
の

厳
し
い
現
実

に
は
あ
わ
な

い
理

想
論
だ
と
捉
え
て
い
た
よ
う

に
思
え

る
。

三
　

終

章

「
雨

の
坂

」

と

日

露

戦

争

後

の

徳

冨

蘆

花

に
つ

い
て

の

考

察

し
か
し
、
「
日
本
人
に
と

っ
て
き

わ
め
て
不

幸
な
事
件
」

と
な

っ
た
堅
固

な
要

塞
で

あ
る
旅
順

攻
撃

の
惨
劇
を
、
「
戦

い
の
惨
烈

さ
は
、
近
代

戦
の
そ

れ
を
十

分
に
予

想
さ
せ
る
」

セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
の
攻
防
戦
と
比
較
し
な
が

ら
描

く
中
で

、
し
だ
い
に
司
馬
遼
太
郎
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
を
戦

っ
た

ロ
シ
ア

と
、

日
露
戦

争
を
戦

っ
た
日
本
の
類
似
性
に
も
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。

こ

の
意
味
で

注
目

し

た
い
の
は
、
「
あ
と
が
き

五
」

に
お
い
て
司

馬
が
、

日
露
戦
争
を
つ

う
じ
て

近
代

戦
争
の
悲
惨
さ
を
実
感

し
た
後
で

ト
ル
ス
ト
イ

へ
の
敬
愛
の
念

を
深

め
た
徳
冨
蘆
花
が
、
一
九
〇

六
年
に
彼
の
住
む
ヤ
ー
ス

ナ
ヤ

ー
ポ
リ

ャ
ー
ナ
を
訪
ね
て

い
る
こ
と
に
ふ
れ
て

い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ

の
と
き
蘆
花
は
、
眼
下

に
モ
ス
ク
ワ
を
見
下
ろ
し
て
勝
利

の
喜

び
を
感
じ
た

は
ず

の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ほ
ど
な
く
し
て
没

落
し

た
こ
と

に
ふ
れ
て
、
日
本
の

独

立
が
も

し
「
十

何
師
団

の
陸
軍
と
幾
十
万
噸

の
海
軍
と
云

々
の
同
盟
と
に

よ
っ
て
維
持
せ

ら
る
る
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
実

に
愍
れ

な
る
独
立
」
で

あ

る
と
批
判
し
、

言
葉
を
つ

い
で
「
一
歩

を
誤

た
ば
、
爾
が
戦
勝
は
即
ち
亡
国

の
始
と

な
ら
ん
、
而
し
て
世
界
未
曾
有

の
人
種
的
大
戦
乱
の
原
と
な
ら
ん
」

と
強

い
危
機
感
を
表
明
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
『
坂

の
上

の
雲
』
の
初
期

に
お
い
て
、
日
露
戦

争
が
始
ま

っ
た
と

き

に
な
さ
れ
た

ト
ル
ス
ト
イ
の
「
非
戦
論
」

に
は
全
く
触
れ
て
い
な
か
っ
た

司
馬
も
、
こ
の
長
編
小
説
の
終
章
「
雨
の
坂
」

に
お
い
て
は
、
バ
ル
チ
ッ
ク

艦
隊
を
う
ち
破

っ
た
後
に
参
謀

の
秋
山

真
之
が
、
「
人
類
や
国

家
の
本
質
を

考
え
た
り
、
生
死

に
つ

い
て
の
宗

教
的
命
題
」
を
考
え

続
け
た
と
し
、
「
蘆

花
の
憂

鬱
が
真
之
を
襲
う
の
も
こ

の
時
期
で
あ
る
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
司
馬
は
、
日
露
戦
争
後

の
明
治
四
四
年
に
幸
徳
秋
水
た
ち
二
六
名

の
社
会
主
義
者
が
天
皇
の
暗
殺
を
謀

っ
た
と
し
て
大
逆
罪
で

捕
ら
え
ら
れ
て
、

非
公
開
裁
判
で
一
二
名
が
死
刑
と
さ
れ
た
際
に
徳
冨
蘆
花
が
第
二
咼
等
学
校

に
お
い
て
行

っ
た
「
『
謀
叛
論
』
の
講
演
」
に
も
注
意
を
払
っ
て

い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
蘆
花
の
講
演
の
内
容
が

『
戦
争
と
平
和
』

に
描

か
れ
た

ロ
シ
ア
の
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
た
ち
へ
の
理
解
の
上
に
成
立
し
て

い
る
と
思
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
『
戦
争
と
平
和
』
の
エ
ピ
ロ

ー
グ
に
お
い
て

主
人
公

の
一
人
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
と
「
十
二
月
党
の
乱
」

と

の
結
び
っ
き
も
示

唆
し
て

い
た
。
蘆
花
も
こ
こ
で

「
明
治
初
年
の
日
本
」

に

は
「
自

由
平

等
革
新
の
空
気
」

が
み
ち
み
ち
て

い
た
が
、
「
新
思
想
を
導

い
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た
蘭

学
者
」

や
「
勤
王

攘
夷

の
志
士
」

は
、
「
時

の
権
力

か
ら
云
へ

ば
謀
叛

人
」

た
っ
た
と
し
、
「
国

家
百

年
の
大

計
か
ら
云
へ

ば
」
、
「
十

二
名

の
無
政

府
主
義
者
を
殺
し
て

将
来
永
く
無
数
の
無
政
府
主
義
者
を
生
む
べ
き
種
子
を

播
い
て

了
ふ
た
」
と
糾
弾
し
た
の
だ

っ
た
。

こ
う
し
て
司
馬
遼
太
郎
も
ま
た
日
露
戦
争
を
詳
し
く
調
べ
な
が
ら

『
坂

の

上
の
雲
』
を
書
く
中
で
、
秋
山
真
之
や
徳
冨
蘆
花
の

「
憂
鬱
」
を
肌
で
感
じ

る
よ
う

に
な
る
。
蘆
花
の
国
家
観
を
説
明
し

た
次
の
よ
う
な
文
章

は
、
司
馬

遼
太
郎
自
身
の
日
露
戦
争
観

に
も
深

く
関
わ

っ
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。
「
日

露
戦
争
そ
の
も
の
は
国
民
の
心
情

に
お
い
て

は
た
し

か
に
祖
国
防
衛
戦
争
で

あ

っ

た
」

が
、
「
近

代

化
の

た

め
に
江

戸
国

家
よ

り
も

は
る

か

に
国

民
一

人
々

々
に
と

っ
て
重

い
国
家
を
つ
く

ら
ざ

る
を
え
な

か
っ
た
」
明
治
国
家
が

、

「
国
民

に
対
す

る
検

察

機
関

に
な

っ
て

い
く

こ
と
」

を
蘆

花

は
嫌
悪

し

た

（
「
Ⅷ
・
「
あ
と
が
き
五
」）。

こ

の
意
味
で
注
目
し

た
い
の
は
、
戦
後

に
「
海
軍

を
や

め
て
出

家
し
よ

う

と
し
、

そ
の
こ
と

を
部
内

の
ひ
と
び
と
か
ら
と
め
ら
れ
」

た
秋
山

真
之

が
、

僧

に
な
る
こ
と
を
自
分

の
長
男
の
大
に
託
す
よ
う
に
な
っ
た
と
し

、
彼
を
無

宗
派

の
僧
に
し
た
こ
と
に
も
簡

単
に
ふ
れ

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
『
坂

の
上

の
雲
』

を
書
き
終
え
た
翌
年
か
ら
、
『
空
海
の
風
景
』
（
一
九
七
三
－

七
五
年
）

が

書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
仏
教
の
こ
と
が
出
て

く
る
こ
と
の
意
味
は
重
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
司
馬
遼
太

郎
は
一
九

六
五

年
の

会
談
で
、
「
明
治
後

期
で

は
清
沢
満
之
の
存
在
が
大
き

い
」
と
し
、
「
政

治
的
な
働
き

か
け
で

は
皆
無

で
す
け
れ
ど
も
、
思
想
家
と
し
て

は
大
き
い
」
と
主
張
し
、
そ
の
時
に
書
い

た
論
文
で
は
、
「
清
沢
の
思
想
が
、
西
洋

哲
学
か
ら
最
初

に
独
立
し
た
あ

た

ら
し
い
原
理
と
体
系
を
確
立
し
た
西
田
幾
多
郎

の
思
索
に
影
響
を
あ
た
え

た

と

い
う
説
が
多

い
」
と
し
て
、
西
谷
啓
治
や
吉
田
久
一
の
研
究
に
言
及

し
て

い
た
の
で
あ
る
。

柳
富
子
は
清
沢
満
之

の
意
義

に
ふ
れ
た
吉
田

久
一
の

『
日
本
近
代
仏
教
史

研
究
』

に
よ
り

な
が
ら
、

ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
の
強

い
刺
激
も
あ
り
、
日
露
戦

争
後

は
日
本
の
知
識
層
が

「
自
己
の
内
面
の
問
題
と
し
て
求
道
の
傾
向
」
を

と
り

は
じ

め
た
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
先
の
論
文
で

は
清
沢
な
ど
の
仏
教

の
改
革
運
動
と
日
露
戦
争
後

の
状
況

に
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て

い
な
か

っ
た

が
、
多
く
の
戦
死
者
を
生
み
出
し
た
日
露
戦
争

を
描

い
た
『
坂
の
上
の
雲
』

を
書
き
終
え
た
と
き
、
司
馬
も
ま
た
「
人
類
や
国
家
の
本
質
を
考
え
た
り
、

生
死

に
つ

い
て

の
宗
教
的
命
題
」
を
も
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
と

い
え

（
Ｉ
）
　
司

馬
遼
太
郎
『
歴
史
の
中
の
日
本
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年

、
九
九
－

一

〇
〇
頁

。

（
２
）
　
比
較
文
明
学
的
な
視
点
か
ら
の
『
坂
の
上
の
雲
』
の
考
察
は
、
高
橋
誠
一
郎

『
こ
の
国
の
あ
し
た
―
―
司
馬
遼
太
郎
の
戦
争
観
』
の
べ
る
出
版
企
画
、
二
〇

〇

二
年
、
第
二
章
参
照
。

（
３
）
　
司
馬
遼
太
郎

『
坂
の
上
の
雲
』
第
一
巻
、
文
春
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
一
八

六
頁
。
以
下

、
『
坂
の
上

の
雲
』
か
ら
の
引
用
箇
所

は
本
文

中
に

口
―
マ
数
字

で
示
し
た
巻
数
と
章
の
題
名
を
記
す
。



（
４
）
　
司
馬
遼
太
郎

『
司
馬
遼
太
郎
が
語

る
日
本
』
第
三
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九

九
七
年
、
一
三
六
頁
。

（
５
）
　
司
馬
遼
太
郎

『「
明
治
」
と
い
う
国

家
』
下
巻

、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
、
一
九
九
四

年
、
一
七
二
頁
。

（
６
）
　
徳
冨
蘆
花
『
ト
ル
ス
ト
イ
』
（
『
徳
冨

蘆
花

集
』
第
一
巻
）
日
本
図
書
セ
ン
タ

ー
、
一
九
九
九
年
、
七
八
頁
。

（
７
）
　
徳
冨
蘆
花
『
寄
生
木
』
（
『
蘆
花
全
集

』
第

八
巻
）
蘆
花
全
集
刊

行
会
、
一
九

二
九
年
、
七
〇
四
頁
。

（
８
）
　
徳
冨
蘆
花

、
前
掲
書

（
『
ト
ル
ス
ト
イ
』
）
、
九
四
－

九
五
頁
。

（
９
）
　
幸

徳
秋
水

「
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
日
露
戦
争
論
」
『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻
、

明
治
文

献
資
料
刊
行
会
、
一
九

八
二
年
。

（
1
0）
　
阿
部
軍
治

『
徳
冨
蘆
花
と

ト
ル

ス
ト
イ
ー

日
露
文
学

交
流
の
足
跡
』
、
彩

流
社
、
一
九
八
九
年
、
一
一
三
―
一
四
頁
。

（
1
1
）
　
ト
ル
ス
ト
イ
著
・
工
藤
精
一
郎
訳
『
戦
争
と
平
和
』
第
三
巻
、
新
潮
文
庫
、

一
九
七
二
年
、
七
頁
。

（
1
2）
　
徳
冨
蘆
花

『
明
治
文
学
全
集
』
第
四
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三

六
七
頁
。

（
1
3）
　
同
右
、
三
六
九
－

七
二
頁
。

（
1
4）
　
司
馬
遼
太
郎
の
仏
教
観
の
深
ま
り
に
つ
い
て
は
、
小
林
竜
雄

『
司
馬
遼
太
郎

考
－
モ
ラ
ル
的
緊
張
へ
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
二
―
六
〇

頁
参
照
。

（
1
5）
　
司
馬
遼
太
郎
「
清
沢
満
之
と
明
治
の
知
識
人
」
『
司

馬
遼
太
郎
　
歴
史
歓
談
』

中
央
公

論
社
、
二
〇
〇
〇

年
、
三

八
一
頁
、
四

〇
一
頁
。

（
1
6）
　
柳
富
子
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
』
、

早
稲
田

大
学
出
版

会
、
一
九
九

八
年
、

一
〇

三
－

一
四
頁
。

（
た
か
は
し
・
せ
い
い
ち
ろ
う
、
比
較
文
明
学
・

比

較

文

学

、

東

海

大

学

教

授
）
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