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日

清
戦
争
を
め

ぐ
る

子
ど

も
の

情
報
環
境

は

じ

め
に

磯

部

敦 ，

　

別
に

ど
の

本
屋

で

も

よ

い
。

行
き

つ

け
の

本
屋

だ

ろ

う
が、

た

ま

た

ま

目

に

つ

い

た

本
屋
だ

ろ

う

が、

と

に

か

く
H［
本
近

現
代
史
コ

ー

ナ

ー

の

書
棚
の

前
に

立

っ

た

と

し

よ

う
。

靖
国

問
題、

天
皇
制
な

ど

を

あ
つ

か

つ

た

書
籍
に

ま

じ
っ

て
、

戦
争
関
連

の

書
籍
が

ず
ら

り

と

な

ら

ん

で

い

る

こ

と

に

気
づ

く

だ

ろ

う
。

お

そ

ら

く

第
二

次
世

界
大

戦
関
連
の

書
籍
が

い

ち

ば

ん

多
く、

つ

い

で

第
一

次
世

界
大

戦
と

日

露
戦
争
に

な
っ

て

い

る

か

と

思

う
。

け

れ

ど

も、

日

清
戦
争
に

か

ん

す

る

書
籍
が

ほ

と

ん

ど

な

ら

ん

で

い

な

い

と

い

う
事
実
に

は

気
づ

い

た

だ

ろ

う
か

。

日

露
戦
争
に

付
随
し

て

論

じ

た

も

の

は

何
点
か

見
つ

か

る

か

も

し

れ

な

い

が、

そ

も

そ

も

「

ほ

と

ん

ど
」

ど
こ

ろ

か
一

冊

も

置
い

て

な

い

本
屋
の

ほ

う

が、

実
は

多
い

か

も

し

れ

な
い

。

　

日

清
戦
争

　

　
公

称
で

は

「

明

治
二

十
七

八

年
戦
役
」

と

な

る

け

れ

ど
、

本
稿
で

は

「

日

清
戦
争
」

で

統
｝

す

る

ー
。

原
田

敬
一

『

日

清
・

日

露
戦
争
』

が

「

 
七

月
二一
二

日
の

日

朝
戦
争、

 
狭
義
の

日

清
戦
争
（

一

八

九
四

年
七

月
二

五

目

〜
一

八

九
五

年
四

月
一

七

日
）

、

 
台
湾
征

服
戦
争
（

一

八

九

五

年
五

月
一

〇
日

〜
同

年
一

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　〔
1）

一

月

三

〇
日

）

の

三

期
間
を

合
わ

せ

た

も
の

L

と

定
義
す
る

こ

の

戦
争
が、

近

現
代

史
研

究
に

お

い

て

軽
ん

じ

ら

れ

て

い

る

と
い

う

わ

け

で

は

な
い

。

日

清
戦
争
は、

老

若
男

女

す
べ

て

の

人
び

と

を

「

国

民
」

と

し

て

い

や

お

う
な

く

国
家
に

帰
属
さ

せ

る

契
機
を

つ

く

り、

い

わ

ゆ

る

「

五

十
年
戦
争
」

の

時
代

に

突
入

し

て

い

く

起
点
と

も

な
っ

た

歴
史
的
事
件
で

あ
っ

た
．

初
期
帝
国

議
会
か

ら

の

流
れ

の

な

か

で

日

清
日

露

の

両
戦
争
を

論
じ

た

原

田

前
掲
書
も、

口

本
の

軍
事
拡
大

の

端
緒
と

な

り、

北

進

論
・

南
進
論
と

い

う
今
後
の

方
向
性
を

決
定
づ

け

た

点

に

目

清
戦
争
の

意
義
を

み

と

め

て

い

る

（

第
三

章
「

日

清
戦

争
」

）

。

こ

う
し

た

政
治
史
や

外
交
史
と
い

う
視
角
は、

戦
争

の

内
実
や

意
義
を

問
う
と

き

に

は

有
効
で

あ

る

か

も

し

れ

な
い

。

け

れ

ど

も

私

と

し

て

は、

戦
争
そ

の

も

の

や

当
事
者
に

で

は

な

く、

戦
争
を

享
受
し

た

入

び

と
の

ほ

う
に

目

を

向

け
て

み

た

い

の

で

あ

る
。

そ
の

意
味
に

お

い

て
、

民

衆
の

動
向
に

着

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
（
2）

目

し

た

大

濱
徹
也

『

庶
民
の

み

た

日

清
・

日

露
戦
争
−
帝
国
へ

の

歩
み

ー
』

は
、

き

わ

め

て

示

唆
的

で

あ
っ

た
。

も
っ

と
も

大

濱
が

描
き

出
し

た

の

は、

金
融
難、

物
価

の

高
騰、

軍
事
公
債
な

ど
に

苦
し

む

人
び

と

の

姿
で

あ
っ

て

（

第
一

章
第
三

節

「

軍

国

の

狂
躁
」
） 、

原
田

と

お

な

じ

く

＜

ど
の

よ

う
な

戦
争
を

体
験
し

た

の

か
〉

と

問
う

と

こ

ろ

に

論
点
が

あ
っ

た

よ

う

に

思
う。

ま

た、

都
市
の

商
工

業
者
か

ら

地

方
の

農
民、

軍

人、

学
生
な

ど
、

あ

ら

ゆ

る

人
び

と

を

ひ
ワ

く

る

め

て

「

庶
民
」

と

す

る

こ

と

で、

複
数
の

視
点
を

提
供
し

よ

う

と

し

て

い

る

け

れ

ど、

そ

の

ぶ

ん

採
り

上

げ

る

実
例
も

少
な

く

な

り、

か

え
っ

て

「

庶

民
」

の

戦
争
体
験
が

描
き

き

れ

て

い

な
い

の

で

は

な

い

か

と

も

思
う
の

で

あ

る
。

「

庶

民

か

ら

み

た

日

清
戦
争
」

を

論
ず
る

う
え

で

肝
要

な

の

は
、

誰
の

目
線
か

ら、
〈

ど

の

よ

う

に

戦
争
を

体
験
し

た

の

か
〉

と

問
う
か

で

あ

ろ

う
。

　
日

清
戦
争
に

始
ま

る

「

五

十
年
戦
争
」

の

時
代

。

人
生

の

大

半
を

戦

争
と

と

も

に

日

清

戦
争
を

め

ぐ

る

子
ど

も
の

情
報

環
境

磯
部

　
敦

＊

言
語
文
化
学

科
　
非
常
勤
講
師

　
書

籍
文

化
研

究
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明
星

大

学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化
学
部
・
言
語

文

化
学
科
】

第
十
六

号

　
二

〇
〇
八

年

生

き

た

人
び

と

の

こ

と

を

考
え

た

と

き、

多
感
な

少
年
期
に

体
験
し

た

日

清
戦
争
の

影
響
は

け
っ

し

て

小

さ

く

な
い

は

ず
で

あ

る
。

本
稿
が

「

子

ど

も
」

に

焦
点

を

絞
っ

た

所
以

は

こ

こ

に

あ

る。

彼
ら

の

戦
争
体
験
と

は、

一

言
で

い

う

な

ら

ば、

メ

デ
ィ

ア

に

よ

る

体
験
で

あ
っ

た
。

な

ら

ば、

そ

う

し

た

メ

デ
ィ

ア

の

特
質、

書
物
の

言

説

や

出
版
環
境
に

つ

い

て

検
証
す

る

作
業
が

必

要
と

な

る

だ

ろ

う
。

本
稿

は

そ

の

た

め

の

準
備
稿
で
、

子

ど

も

た

ち
が

置
か

れ

た

日

清
戦
争
に

関
す
る

情
報
環

境
を、

一

度、

随
想
や

同
時
代
証
言

か

ら

再
現

し

て

お

こ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る
、

し

た
が

っ

て

本

稿
で

は、

個
別
情
報
に

つ

い

て

の

検
証
は

行
わ

な

い
。

そ

れ

に

つ

い

て

は

後
稿
に

ま

わ

し、

本
稿
で

は

も
っ

ぱ

ら、

同
時
代
を

生
き

た

人

び

と

の

言

葉
か

ら

た

ち

あ

ら

わ

れ

て

く

る

風
景
の

描
出
に

重
き

を

置
く

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

学
校
空
間
の

る
つ

ぼ

　

子

ど

も

た

ち
の

身
近
な

生

活
空

間
と

し

て
、

ま

ず
は

学
校
か

ら

始
め

て

み

る

こ

と

に

し

た

い
。

　

中
勘
助
の

自
伝
的
小
説
『

銀
の

匙
』

に
、

日

清
戦
争
に

浮
か

れ

騒
ぐ

学
校
の

様
子

を

描
い

た
一

場
面
が

あ

る。

そ

れ

は

そ

う
と

日

清
戦
争
が

始
ま
っ

て

以

来
仲
間
の

話
は

朝
か

ら

晩
ま

で

大

和

魂
と

ち
ゃ

ん

ち
ゃ

ん

坊
主
で

も

ち

き
っ

て

い

る
。

そ

れ

に

先
生
ま

で

が

い

っ

し

ょ

に

な
っ

て
、

ま

る

で

犬
で

も

け

し

か

け

る

よ

う

に

な

ん

ぞ

と

い

え

ば

大
和
魂

と

ち
ゃ

ん

ち
ゃ

ん

坊
主

を

く

り

か

え

す
。

私
は

そ

れ

を

心

か

ら
苦
々

し

く

不

愉

快
な

こ

と

に

思
っ

た。

先
生

は

予

譲
や

比

干
の

話
は

お

く

び

に

略

出
さ

な
い

で

の

べ

つ

幕
な

し

に

元

寇
と

朝
鮮
征
伐
の

話
ば

か

り

す

る
。

そ

う
し

て

唱
歌
と

い

え

ば

殺
風
景
な

戦
争
も

の

ば

か

り

歌
わ

せ

て

お

も

し

ろ

く

も

な

い

体
操
み

た

い

80

な

踊
り

を

や

ら

せ

る
。

そ

れ

を
ま

た

み

ん

な

は

む

き

に

な
っ

て

目

の

ま

え

に

不

倶
戴
天

の

ち
ゃ

ん

ち
ゃ

ん

坊
主
が

押
し

寄
せ

て

き

た

か

の

よ

う

に

肩
を
い

か

ら

し

ひ

じ

を

張
っ

て

雪

駄

の

皮
の

破
れ

る

ほ

ど

や

け

に

足

踏
み

を

し

な

が

ら

む
ん

む

と
舞
い

あ
が

る

埃
の

な

か

で

節
も

調
子

も

お

か

ま

い

な

し

に

ど

な

り

た

て

る
。

…・
ま

た

た

だ

さ

え

狭
い

運

動
場
は

加
藤
清
正

や

北
条
時
宗
で

鼻
を

つ

く

始
末

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
3）

で、

弱

虫

ほ

み

ん

な

ち
ゃ

ん

ち
ゃ

ん

坊
主
に

さ

れ

て

首
を

切

ら

れ

て

い

る
。

　

学
校
で

歌
わ

さ

れ

た

「

殺
風
景
な

戦
争
も

の
」

の

「

唱
歌
」

と

は

軍

歌
の

こ

と

で

あ

る
。

「

私
」

と

対
極
に

位
置
す
る
、

「

節
も

調
子

も

お

か

ま

い

な

し

に

ど

な

り

た

て

る
」

子

ど
も

た

ち
。

た

と

え

ば、

の

ち
に

社
会
主
義
に

傾
倒
す

る

こ

と

に

な

る

山

川

均
な

ど

は
、

そ

う
し

た

生

徒
の

ぴ

と

り

で

あ
っ

た

よ

う
だ

。

戦
争
が

は

じ

ま
っ

て

い

ら

い
、

唱
歌
の

時
間
に

は
、

「

敵
は

幾
万
あ

り

と

て

も
」

や
、

「

海
ゆ

か

ば

み

つ

く

か

ば

ね
」

や、
「

撃
て

や

こ

ら

せ

や

清
国

を、

清
は

御

国
の

敵
な

る

ぞ
」

や
、

「

あ

な

う

れ

し

喜
ば

し、

こ

の

勝
ち
い

く

さ
」

の

よ

う

な

も

の

ば

か

り

歌
わ

せ

ら

れ

て

い

た
。

そ

し

て

私
は
、

わ

が

軍

が

天

に

代
っ

て

清
国
を

膺
懲
し

て

い

る

こ

と

に、

こ

の

う
え

も

な

い

民

族
の

誇
り

を

感
じ

て

い

　

　

　

　

　

　〔
4）

た
。

（

『

山
川
均
自

伝
』

）

　
『

敵
は

幾
万
』

『

膺
て

や

懲
ら

せ

や
』

と

い

っ

た

軍

歌
を

と

お

し

て

〈

清
国
11

悪
日

膺
懲
の

対
象
〉

と

い

う

図

式
を

覚
え、
「

民
族
の

誇
り

」

を

感
じ

る
。

こ

れ

を、

敵

愾
心

と

愛
国
心

の

涵
養
と

換
言
し

て

よ

い

か

も

し

れ

な
い

。

実
際、

教
育
者
を

自
認

す

る

人

び

と

が

軍
歌
に

期
待
し

た

の

は
こ

の

二

点
だ

っ

た

の

で

あ

り、

そ

う

し

た

風

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
5）

潮
を

背
景
に

し

て

軍
歌
集
は

大
量

に

出
版
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る
。

い

や、

こ

れ

は

軍

歌
の

み

に

限
っ

た

こ

と

で

は

な

か

ろ

う
。

敵
愾
心

と

愛
国
心

は
、

さ

ま

ざ

N 工工
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ま
な

商
品

に

共

通
す

る

謳
い

文
句
で

あ
っ

た。

＊

＊

＊

　
た

と

え

ば

幻

燈。

地

域
住
民

に

対
す
る

啓
蒙
教
化
政
策
の
一

環
と

し

て

開
催
さ

れ

て

い

た

教
育
談
話
会

で

は、

教
育
幻
燈

会
を

と

お

し

て

教
育
の

必

要

性
を

説
い

て

い

（
6）

た

が、

日

清
戦
争
が

始
ま

る

と、

教
育
幻
燈
会
は

敵
愾
心

を

喚
起
し

愛
国

心

を

涵
養

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
〔
7）

す
る

場
と

し

て

活
用

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　
小
山
内
薫
の

短
編
小
説
に

「

第
一

課
　

が

あ

る
。

中
学
教
員
の

「

僕
」

が
、

小
説

家
で

あ

る

「

君
」

へ

の

手
紙
の

な

か

で

初
恋
の

女

性
と

の

顛
末
を

つ

づ

っ

た
、

い

わ

ゆ

る

書
簡
体
小

説
で

あ

る
。

物
語
の

発
端
は

明

治
二

七

年
。

そ

の

と

き

「

僕
」

は
一

四

歳
で

高
等
小

学
の

四

年
。

周
り
の

男
子

生

徒
た

ち
と
一

緒
に

な
っ

て

戦
争
熱
に

浮

か

さ

れ、
「

木
版、

石

版、

写

真
版
を

問
は

ず、

あ

ら

ゆ

る

戦
争
画
を

買
つ

て

貰
つ

（
8）

た

り
」

し

て
、

軍
人
に

あ
こ

が

れ

て

い

る
一

少
年
で

あ
っ

た。

さ

て、

こ

の

物
語
の

な

か

に、

学
校
で

の

幻
燈
会
を

語
っ

た

場
面
が

あ

る
。

あ

る

晩、

学
校
の

運

動
場
で

幻
燈
会

が

あ
つ

た
。

戦
争
の

絵
を

写

し

て

生

徒
に

忠
君
愛
国
の

心

を

興
さ

せ

る

為
め

だ
つ

た

ん

だ。

…

…

毎
朝、

僕
が

「

礼
」

を

言

ふ

時
に

男
生

と

女

生
が

列
ぶ

所
へ

、

教
場
か

ら
生

徒
の

腰
掛
を

み

ん

な

持
ち

出
し

て

列
べ

た
。

幻
燈
の

器
械
は

玄

関
の

問
へ

据
ゑ

た
。

写

す
幕
は

廊
下
へ

下

げ

た
。

（
三

九
〇

頁
）

　

こ

う
し

て

準
備
が

整
う
と、

幻
燈

会
の

始
ま

り

で

あ

る
。

幕
に

は
一

枚
一

枚
戦
争

図

が

映
し

出
さ

れ

て

い

く

の

だ

が
、

こ

う
し

た

学
校
幻
燈

会
で

は

前
述
の

軍
歌
が

つ

き

も

の

で

あ
っ

た

よ

う
だ

。

お

な

じ

く

「

第
一

課
」

よ

り

引
用
し

て

み

よ

う
。

日

清

戦
争
を

め

ぐ

る

子
ど

も
の

情
報

環
境

磯

部
　
敦

松
崎
大
尉
奮
戦
の

図

が

映
つ

た

時、

男
生

は
一

同
起
立

し

て、

「

渡
る

に

安
き

安
城
の

　
名
は

徒
の

も

の

な

れ

や

…

…
」

と
い

ふ

歌
を

唄
つ

た
。

野

戦
病
院
の

図

の

映
つ

た

時、

女
生

は
一

同

起
立

し

て、

「

火
筒
の

響
き

遠

ざ

か

る

　
あ

と

に

は

蟲
の
士

尸

高
く

…

…
」

と

い

ふ

の

を

唄
つ

た
。

（
三

九
二

〜
三

九
三

頁
）

　
従
軍
看
護
婦
を

う
た
っ

た

唱
歌
の

歌
詞
は、

正

し

く

は

「

火

筒
の

響
き

遠
ざ

か

る

／

後
に

は

虫
も

声
立

て

ず
」 。

い

ず
れ

も

加
藤
義
清
作
詞
に

な

る

唱
歌
で

あ

る
。

幻
燈
一

枚
ご

と

に

軍
歌
が

歌
わ

れ

て

い

た

わ

け

で

な

く、
「

松
崎
大
尉
」

や

「

野
戦

病
院
」

な

ど

の

決
ま
っ

た

題
材
の

幻
燈

の

と

き

に、

そ

れ

に

ち
な

ん

だ

軍

歌
が

歌
わ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る
。

　
こ

う

し

た

学
校
幻
燈
会

、

あ

る

い

は

地

域
の

幻
燈

会
な

ど

大
が

か

り

な

幻
燈
会
が

数
多
く

催
さ

れ

て

い

た
一

方
で、

近

隣
家
族
や

子

ど

も

た

ち
だ

け

の

小

規

模
な

幻

燈

会

も

開
か

れ

て

い

た
。

日

清
戦
争
終
了

後、

す
こ

し

く

時
間
は

降
る

け

れ

ど

も、

手

紙

文
範
か

ら
一

例
を

掲
げ

て

お

く
。

幻
燈
会
を

も

よ

ほ

す

文

／
今

晩
八

時
頃
よ

り、

宅
に

て

征
清
幻
燈

会
催
し

度
候

問、

御
入
来
下

さ

れ

度

願
上

候
。

尤

十
時
頃
ま
て

に

は

お

そ

く

も

済
し

候
筈
二

つ

き、

御
小
供
御
婦
人

御
連

に

て

も

さ

し
つ

か

へ

な

く

候
。

右、

御
案
内
申
上

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　（
9）

候
。

草
々

（
小

中
村
義
象

『

新
撰
書
翰

文
』）
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明
星

大

学
研
究

紀
要

【

日

本
文
化

学
部
・
言
語
文
化

学
科
】

第
卜
六
号

　
二

〇

〇
八

年

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　（
10）

　

学
校
な

ど

で

使
用
さ

れ

る

幻
燈
機
器
類
は

「

一

組
二

十

枚
定

価
金
六

円
」

と

高
価

な

物
で

あ
っ

た

が
、

家
庭
用
の

小
型
幻
燈

機
な

ど

は

玩
具

店
な

ど

で

売

ら

れ

て

お

り
、

映
画

は
一

枚
二

銭
か

ら

五

銭
な

ど

子

ど

も

で

も

購
入

で

き

る

値
段
設
定

で

あ
っ

た

と

（
H）

い

う。

柵
山

人
『

日

清
戦
争
幻
燈
会
』

（
藍
外
堂、

明
治
二

七

年
）

や

服
部
喜
太

郎

『

日

清
戦
争
幻
燈
会
』

（

求

光
閣、

明

治
二

七

年
）

な

ど、

日

清
戦
争
の

幻

燈

や

幻
燈

会

を

題
材
・

モ

チ

ー

フ

に

し

た

読
み

物
が

大

量
に

出
版
さ

れ

て

い

る

の

も、

幻
燈

が

極
め

て

身
近
な

メ

デ
ィ

ア

で

あ
っ

た

か

ら

に

他
な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

＊

＊

＊

　
さ

て、

幻
燈

会
の

会
場
と

し

て

使
用
さ

れ

て

い

た

学
校
は、

と

き

に

戦
利
品

の

展

示

場
で

も

あ
っ

た
。

籠
谷
次
郎
「
日

清
戦
争
の

「

戦
利
品
」

と

学
校
・

社
寺
ー
そ

の

　
　

　

　
　
　
　

　
（
12）

配

布
に

つ

い

て

の

考
察
IL

に

よ

れ

ば、

戦
利
品

分

与
は

明
治
二

八

年

八

月
一

〇

日

付
陸
軍
省
令
第
一

六

号
「

陸
軍

戦
利
品

整
理

規
定
」

に

始
ま
る

と

い

う。

当
初
の

分

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　〔
13）

与
対

象
は

「

軍
隊
共
他
公
衆
ノ

縦
覧
二

供
ス

ル

陳
列
場、

或
ハ

神
社
仏

閣
」

の

み

で

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　（
14）

あ
っ

た

が
、

の

ち

に

「

「

軍
隊
」

ノ

下
二

「

学
校
」

ノ

ニ

字
ヲ

追
加
L

す

る

こ

と

と

な

り、

こ

こ

に

お

い

て

「

学
校
」

「

陳
列
場
」

「

神
社
仏
閣
」

と
い

う

戦
利
品
の

縦
覧

場
が

決
定
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

け

れ

ど

も、

実
は

「

学
校
」

が

分
与
対
象
に

決

ま

る

以
前
か

ら、

す
で

に

分
捕
品
の

展
示

が

な

さ

れ

て

い

た

形
跡
が

あ
る
。

長
野
県

更
級
郡
東
福
寺
村
在
住、

荒
川
九

郎
な

る

人
物
の

書
き

残
し

た

日

記
が

長
野
県
立

歴

史
館
に

所
蔵
さ

れ

て

い

る

が
、

明

治

二

八

年
一

〇
月
二

一

日、

荒
川
は

次
の

よ

う

に

　
　

　

　
（
15）

記
録
し

て

い

る
。

通
明
尋
常
学
校
ニ

テ

今
廿
一

日

よ

り

廿
二

日

午
後
二

時
迄、

清
国
分
捕
品
始
メ

古
物
新
物
書
画
バ

ク

ラ

ン

有
リ。

打
上
モ

ア

リ
。

皇
帝
御
真
影
口
為
入

候
二

付

82

テ

ノ

御
祝
ヒ

。

　
こ

の

時
期…
に

「

清
国
分
補…
品
」

な

ど

の

「

バ

ク

ラ

ン

」

（

博
覧
）

が

催
さ

れ

た

事

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
（
16）

情
に

つ

い

て、

長
野
県
戦
利
品

配
布
の

一

括
文

書
に

も

記
載
さ

れ

て

お

ら

ず、

い

ま

の

と

こ

ろ

明
ら

か

に

し
、
乳

な

い

で

い

る
。

「

皇
帝
御
真
影
」

と

わ

ざ

わ

ざ
書
き

記
し

て

い

る

と
こ

ろ

を

み

る

と
、

こ

の

「

清
国

分
捕
品
」

は、

明

治
天

皇
御
真
影
下

賜
の

拝
戴
式
に

と

も

な
っ

て

県

か

ら

貸
与
さ

れ

た

も
の

な

の

か

も

し

れ

な

い
。

　
籠
谷
前
掲
論
文
に

よ

れ

ば、
「

学
校
」

が

戦
利
品

分

与
対

象
の

俎

上

に

あ

が

っ

た

の

は
、

次
の

よ

う

な

認

識
が

そ

の

背
景
に

あ
っ

た

か

ら

だ

と

い

う
。

明

治
二

八

年
八

月
一

七

日

付
『

国

民

新
聞
』

に

掲
載
さ

れ

た

寄
書
の
一

節
を

引

用

す
る

。

過
般
陸
軍
戦
利
品

整

理
規
定
発

布
せ

ら

れ

候
処、

其
処
分
法
は

如
何
に

も

最
も

の

事
な

が

ら、

私

共

の

希
望

は

其
幾
分

を

国
民

製
造
所
た

る

全

国
の

小

学
校
に

も

分
与
せ

ら

れ

た

く、

縦
令
破
片
碎
残
の

物
と

雖
ど

も、

征
浩
戦
利
品

と

い

へ

ば
、

未
来
の

国
民

た

る

児

童

の

小

さ

き

脳
髄
に

も

幾
許
り

深
き

感
覚
を

与
へ

、

多
く
の

説
話
を

な

し

て

數
え

込
む

よ

り

も、

其
一

品
に

て

大

な

る

活
け

る

教
育

を

な

し

得
る

こ

と

」

存
候、

…

…

　
学
校
は

「

国
民
」

を

「

製
造
」

す
る

場
で

あ

る

と

い

う
認
識
だ

が
、

も

ち
ろ

ん

学

校
は

子

ど

も

た

ち

の

専
有
空
間
で

は

な
い

。

明
治
二

八

年
一
一

月
二

〇

日、

長
野
県

上

伊
那

郡亠
咼

遠
町

長

が

肇
大
臣

宛
に

出
し

た

願
書
に・

次
の

毒
な
一

節
が

勲
・

・
…
：

就
テ
ハ

、

当

高
遠
町
公
立

高
遠
尋

常
高
等
小

学
校
へ

右

戦
利
品

中
若
干

御

下

賜
相
成
度、

抑
当

学
校
ノ

義
ハ

旧

藩
治
ノ

所
在
ニ

シ

テ、

士

農
工

商
雑
居

仕、

随
テ

人
家
稠
密、

登

校
生

徒
モ

亦
少
カ

ラ

ス
、

…

…

汎
ク

衆
人
二

縦
覧
セ

シ

メ

N 工工
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敵
愾
心

作
興
ノ
一

助
二

供
シ

度
奉
存
候
間、

　
「

児
童
」

の

み

な

ら

ず、
「

士

農
工

商
」

誰
彼
を

問
わ

ず
に

全

部
ひ
っ

く

る

め

て

「

国
民
」

と

し

て

「

製
造
」

し

て

し

ま

お

う
と

い

う

目

論
見

で

あ

る
。

だ

か

ら
こ

そ、

「

敵
愾
心

作
興
」

の

た

め

に

は

活
き

た

教
材
と

し

て

の

戦
利
品

が

必

要

に

な
っ

て

く

る
。

か

く

し

て
、

子

ど

も

の

身
近

に

位
置

す
る

学
校
空
間
や

教
材
教
具

に、
「

敵
愾

心

作
興
」

と

い

う
思

惑
が

込

め

ら

れ

て

い

く
こ

と

に

な

る

の

で

あ

っ

た
。

二

　
絵
双
紙

屋

近
景

　

学
校
か

ら

の

帰
り

道、

あ

る

い

は

家
に

帰
り

友
だ

ち

と

連
れ

だ

っ

て

向

か

う
場
所

と

し

て

思
い

浮
か

ぶ

の

は
、

絵
双

紙
屋
で

あ

ろ

う
か
。

「

千
代
紙
や

あ

ね

様
づ

く

し

な

ど

は

影
を

か

く

し

て
」

「

至

る

と
こ

ろ

鉄
砲
玉

の

は

じ

け
た

き

た

な

ら

し

い

絵
ぱ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

（
18）

か

り

か

か

っ

て
」

い

た

絵
双
紙
屋
に

嫌
悪
感
を

覚
え

た

子

ど

も

も

い

た

よ

う

だ

が
、

お

そ

ら

く、

大

半
の

子

ど

も

た

ち
は

足
繁
く

絵
双
紙
屋

に

か

よ

い
、

ヒ

ー

ロ

ー

さ

な

が

ら

錦
絵
に

え

が

か

れ

た

軍
人
に

み

と

れ

て

い

た
こ

と

だ

ろ

う。

そ

し

て、

そ

の

よ

う

な

子

ど

も

た

ち

の

な

か

に
、

谷
崎
潤
一

郎
が

い

た
。

人

形
町
の

角
の

絵
双
紙
屋
清
水
屋
で

は
、

そ

の

頃
盛
ん

に

三

枚
続
き

の

戦
争
の

絵
を

仕
入
れ

て、

店
頭
に

吊
る

し

て

売
っ

て

い

た
。

画

家
は

水

野
年
方、

尾

形

月

耕、

小
林
清
親
の

三

人
の

も
の

が

多
く、

少
年
に

取
っ

て

は

ど

れ

も

こ

れ

も

欲
し

く

な
い

も
の

は
一

つ

も

な

か
っ

た

が、

め
っ

た

に

買
っ

て

も

ら

う
訳
に

は

行
か

な

い

の

で、

毎
日

の

よ

う

に

清
水

屋
の

店
の

前
に

立
っ

て
、

眼
を

輝
か

し

て

見

惚
れ

て

ば

か

り
い

た
。

成
歓
の

役
に

勇
名
を

馳
せ

た

喇
叭

卒
白
神
源
次
郎

の

戦
死
の

図、

原
田

重
吉
の

玄
武
門
の

門
破
り、

北
洋
提
督
丁

汝
昌

が

鎮
遠
の

目

清
戦
争
を

め

ぐ
る

子

ど

も

の

情
報
環
境

磯
部

　
敦

艦
上

で

毒
を

仰
い

で

い

る

光
景

、

伊
藤
博
文

と

陸
奥
宗
光
と

が

李
鴻
章
と

卓
を

挟
ん

で

媾
話
談
判
を

し

て

い

る

場
面

等
々

は、

今

も

思

い

出
す
こ

と

が

出
来
る

が、

分
け

て

も

私
は

年
方
の

絵
が

最
も

好
き

で、

清
水

屋
の

店
先
で

図

柄
を

覚

え

込

ん

で

来
て

は、

熱
心

に

そ

の

真
似
を

し

て

描
い

た
。

（
谷
崎

潤
一

郎
『

幼

少

（
19）

時
代
』

）

　
『

幼
少
時
代
』

の

谷
崎
が

ど

の

よ

う
な

思
い

で

「

眼
を

輝
か

し

て

見
惚
れ

て
」

い

た

か

ま

で

知
る

す
べ

は

な
い

の

だ

け

れ

ど、

絵
双

紙
屋
に

つ

る

さ

れ

た

錦
絵
は、

子

ど

も

た

ち
が

戦
争
を

視
覚
的

に

認

識
す
る

方
途
の

ひ

と

つ

で

あ
っ

た
こ

と

は

間
違
い

な

い
。

つ

ま

り、

錦
絵
に

よ
っ

て

戦
争
の

具
体
的
イ

メ

ー

ジ

が

固
定
さ

れ

て

い

っ

た

と

い

う
こ

と

で

も

あ

る
。

さ

て
、

も

ち

ろ

ん

絵
双
紙
屋
と

い

う

空
間

に

あ

っ

て

は、

錦
絵
だ

け

が

戦
争
の

情
報
を

伝
え

る

メ

デ
ィ

ア

で

は

な
い

。

日

清
戦
争
に

材
を

も
と

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（
20）

め

た

銅
版
や

石
版
の

草
双

紙
が

店
頭
に

な

ら

び、
「

平
壌
玄

武
門
の

一

番
乗
り

を

し

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（
21）

た

原
田

重
吉
な

ど

の

勇

ま

し

い

姿
」

な

ど

が

描
か

れ

た

紙
メ

ン

コ

、

振
り

出
し

を

広

　
　

　

　
　
　
　
〔
22）
　
　

　
　

（
23）

島
に

あ

ら

た

め

た

双
六、

征
清
骨
牌、
「

縁
日

で

や
っ

て

い

る

見
世
物
の

写
し

絵
を、

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　〔
24）

子

供
が

や

る

よ

う
に

簡
単
に

し

た
」

「

写

し

絵
用
の

絵
草
紙
」

ま

で

も

が

日

清
戦
争

一

色
に

染
ま

り、

絵
双
紙
屋

と

い

う

空

間
そ

の

も
の

が

日

清
戦
争
を

視
覚
的
に

と

ら

え

う

る

場
と

な
っ

て

い

た
。

け

れ

ど

も

絵
双

紙
屋

は、

な

に

も

視
角
空
問
と

し

て

の

み

機
能
し

て

い

た

わ

け
で

は

な
い

。

次
に

掲
げ

る

の

は
、

明
治
二

八

年
五

月
一

二

日

付
『

毎
日

新
聞
』

に

掲
載
さ

れ

た

天
涯

茫
々

生

（

横
山

源
之

助
）

「

社
会
の

観
察
／

　
　

　

　

（
25）

絵
双

紙
屋

の

前
」

の

一

節
。

「

今
目

の

如
き

ソ

ラ

戦
争
ヤ

レ

媾
和
と

い

へ

る

大

問

題

の

現
は

れ

居
る

現
時
代
に

於
て、

東
京
生

活
社
会
の

民

人
が

之

に

対

す
る

思

想
如
何

を

知
ら

ん

と

欲
す
」

る

な

ら

ば

「

絵
艸

子

屋
の

前
が

最
も

妙
な

り
」

と

考
え

る

「

余
」

が
、

夕
食
後、

絵
双
紙
屋

に

立

ち
寄

っ

た

と

き
の

様
子
で

あ

る
。

83
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明
星

大
学
研
究

紀
要
【

日

本
文

化

学
部
・
言
語
文

化
学

科】

第
十
六

号

　
二

〇
〇

八

年

小

川
町
通
り

を

出
で

」

何
時
も

の

如
く

絵
艸
子
屋
の

前
に

立

ち

寄
り、

馬
を

蹴

て

大
鳥
公
使
京
城
へ

入

る

図、

風
雪
を

侵
し

て

我
軍
隊
偵
察
の

図、

大

探
偵
火

刑
惨
死

の

図、

大
寺
少
将
敵
弾
を

侵
し
て

奮
闘
の

図、

牛
荘
夜
戦
大

撃
闘
の

図、

野
戦
病
院
兵
士

病
床
に

在
る

図、

春
帆
楼
両

全
権
談
判
の

図

な

ど

常
に

見
慣
れ

て

居
れ

ば

別
に

気
を

引
く
こ

と

も

あ

ら

ぬ

ま
」
、

傍
の

占
領
地

図
に

眼

を

留
め

凝
然
と

暫
く

眺
め

居
り

け

る、

牛
荘
の

戦
争
と

来
ち
や

盛

ん

な

も

ん

だ、

果
然

同
じ

く

わ

れ

と

共
に

眺
め

居
り

け

る

職
人
ら

し

き

が

喋
舌
り

だ

す、

オ

」

怖
わ

い

事、

敵
の

国

は

あ

れ

程
ぴ

ど
い

事
為
る

の
、

よ

う
お

母

様
と

其
傍
に

可
愛
ら

し

い

声
出
し
 

は

髪
も

清
楚
と
し

た

十
四

五

に

見
ゆ

る

娘
。

あ

れ

は

皆
ん

な

御

国
の

為
に

此

様
な

目

に

お

会
ぴ

為
さ

れ

た

の

と

答
え

居
り

し

は

そ

の

母

親
な

る

べ

し、

李
鴻
章
メ、

生

意
気
な

面

し

て

居
や
が

る

畜
生

ツ、

か

く

気
焔
を

吐

く

も

の

は

何
者
ぞ

と

見
や

れ

ば

酒
屋
の

小
僧、

…

…

此
時
恰
も

わ

れ
の

右
に

隣
し

て

駒
下
駄

、

白
の

足

袋、

黒
の

＝一
ツ

紋
と

い

ふ

紳
士
ら

し

き

男
が

突
立

ち

居
り

ぬ、

是
は

何
者
な

る

か

知
れ

得
ね
ど

或
は

銀
行
の

役
員
若
く

は

出

来
星

代
言

人

と

見
た

は

僻
目
か

そ

れ

に

連

れ

伴
ふ

漢
を

見
れ

ば

双
子

の

袷
の

ま
 

上

皮
に

何

物
も

羽
織
ら

ず
昨
年
買
ひ

申
し

た

と

正

直
に

も

徽
章
の

見
え

る

麦
藁
帽
子
を

冠

り

居
る

と

こ

ろ

な

ん

ど

こ

れ

は

疑
ふ

ま

で

も

な

く

書
生
で

が

な

候
べ

し
、

こ

の

黒
羽
織
殿
役
者
の

絵
顔
に

て

も

精
込
め

て

見

居
る

な

る

べ

し
と

思

ひ

き

や、

あ

」

惜
し

い

事
し

た

と

呟
く、

フ

ム

と

相
手
の

羽
織
な

し

は

此
時
鼻
鳴
ら

す、

馬

鹿
ら

し

い

と

黒
羽
織
は

何
を

か

日

は

う

す
る、

伴
れ

の

男
此
時
突
然、

李
鴻
章

は

矢
張
東
洋
の

豪
傑
だ

よ

と

声
大
き

く

紳
士

に

叫
び

ぬ、

左

様
だ
ハ

・

と
何
が

呵
し

く

な

ツ

て

来
て

か

笑
ひ

ど

よ

め

き

其
儘
ス

ト

此

店
を

出
で

行

く、

そ

の

内

小
僧
も

娘
母
子

も

何
時
し

か

居
な

く

な

り、

残
れ

る

は

わ

れ

と

職
人
二

人
と

ば

か

り
。

84

　
絵
双

紙
屋
は、

子

ど

も

だ

け

の

独
占
空

間
で

は

な
い

。

「

職
人

ら

し

き
」

入
物
に

「

紳
士

ら

し

き
」

御
仁

、

書
生

た

ち
や

「

新
し

い

三

枚
続
き

の

出
る

度
ご

と

に

皆
買

い

集
め
て

い

る
」

谷
崎
潤
一

郎
の

叔
父

の

よ

う
な

人
び

と

が

絵
双

紙
屋

に

立

ち

寄
っ

て
、

会
話
を

し

た

り

思
い

思

い

の

発

言
を

し

た

り

す

る
。

こ

う

し

た

風

景
を

子

ど

も

た

ち

の

目

線
か

ら

と

ら

え

て

み

れ

ば、

彼
ら

の

会
話
じ

た

い

も

口

清
戦
争
の

イ

メ

ー

ジ

を

形
づ

く

る

情
報
と

な
っ

て

い

た

状
況

が

み

え

て

く

る
。

絵
双
紙
屋

は、

視
覚
的

に

も

聴
覚
的
に

も

情
報
を

享
受
す

る

場
と

し

て

存
在
し

て

い

た

の

で

あ

る。

三

　
街
の

ざ
わ

め

き

　
街
に

は

さ

ま

ざ

ま

な

音

が

あ

ふ

れ

て

い

る。

本
章
で

は
、

そ

の

音
を

た

ど
っ

て

い

く
こ

と

で、

こ

の

時
期
の

街
の

様
子

を

概
観
し

て

み

よ

う

と

思

う。

　
戦
争
そ
の

も
の

よ

り

も

市
街
を
つ

つ

む

空
気
に

記
憶
を

と

ど

め

て

い

た

長
谷

川
如

是
閑

は
、

浅
草
花
屋

敷
前
の

様
子

を

次
の

よ

う

に

記
し

て

い

る
。

…

…

花
屋
敷
前
の

梅
林
の

あ
つ

た

辺
に

は
、

毎
日
の

よ

う
に

壮
士

風
の

男
が

数

人

で

そ
の

頃
流
行
の

「

ヤ

ッ

ツ

ケ

ロ

節
」

の

よ

う

な

政
治
的
の

流
行
歌
を

唄
つ

て
、

そ

れ

を

刷
つ

た

紙
片
を

売
つ

て

い

た
。

そ

の

な

か

に

は

「

ダ

イ

ナ

マ

イ

ト

．

ド

ン

」

だ

と
か

「

チ

ャ

ン

ー
ク

ソ

坊
主
」

な

ど

と

い

う
猛
烈
な

も

の

も

あ
つ

て、

い

ず
れ

も

禁
止

さ

れ

て

い

た

も

の

な

の

で
、

警
官
が

来
る

と

散
つ

て

し

ま

う
の

だ

が、

時
に

は

私
服
に

捕
ま
つ

て
、

大

格
闘
と

な

る

こ

と

も

珍
し

く

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　〔
26）

な

か

つ

た
。

（

長
谷

川

如
是
閑
『

あ

る

心
の

自
叙
伝
』）

　
「

壮
士

風
の

男
」

た

ち

が

謡
う

「

政
治
的
の

流
行
歌
」

の

数
々

は
、

こ

の

時
期
た

く
さ

ん

刊
行
さ

れ

て

お

り
、

そ

の

お

び

た

だ

し

さ

は

『

国
立

国

会

図

書
館
蔵
書
目

録
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明
治
期
』

を
ひ

も

と

く

だ

け

で

も

知
り

え

よ

う
。

子
ど

も

た

ち

も

が

歌
う

流
行
歌
に

つ

い

て、

た

と

え

ば

小
泉
信
三

は

次
の

よ

う

に

回

想
し

て

い

る
。

開
戦
す
る

と、

す
ぐ

ま

た

愛
国
的
な

流
行
歌
が

行
わ

れ

た

…

…
。

日

清
談
判
破
裂
し

て
、

品

川

乗
り

出
す
吾

妻
艦

。

西

郷
死

ん

だ

も

誰
が

た

め、

大

久
保
死

す
る

も

誰
が

た

め
。

遺
恨
重
な

る

チ

ャ

ン

チ

ャ

ン

坊
主。

云

々
。

私
は

ま
た

そ

の

真

似
を

し

て

そ

れ

を

歌
い

ま

し

た
。

（
小

泉

信
三

一
私
の

履

〔
27）

歴

書
L）

　

大

入

の

「

真
似
を

し

て
」

謡
っ

て

い

る

う
ち

に、

清
国

入
11

「

チ

ャ

ン

チ

ャ

ン

」

と

い

う
図

式
が

脳
裏
に

刻
ま

れ

る
。

「

敵
国

人
は

劣
等
民

族
で、

ま

と

も

に

シ

ナ

人

と

呼
ぶ

者
は

な

く、
「

チ

ャ

ン

コ

ロ

」

と

か

「

チ

ャ

ン

チ

ャ

ン

坊
主
」

と

呼
ぶ

こ

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
28）

に

な
っ

て

い

た
L

と

語
る

の

は
、

山

川
均

。

　一

四

歳
だ
っ

た

山

川

も

ま
た、

な

ん

の

疑
い

も

な

く

侮
蔑
的
な

言

葉
を

口

に

す
る

の

だ

っ

た
。

　

こ

こ

で

山
川
が

伝
え

る

町

の

様
子
に

目

を

向
け

て

み

れ

ば、
「

大

勝
利
の

報
道
が

く

る

と、

町
の

人
々

は

赤
い

ジ

ュ

バ

ン

な

ど

で

「

目

本
勝
っ

た、

口

本
勝

っ

た、

シ

ナ

負
け

た
」

と

か

「

エ

ラ

イ

や

っ

ち
ゃ
、

勝
っ

た

ぞ、

負
け

な

よ
」

な

ど

と

ど

な
っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　〔
29）

て

踊
り

狂

う
L

て

い

た

と
い

う
が
、

こ

う

し

た

狂

騒
の

最
た

る

も

の

は
、

東
京
や

大

阪
で

開
か

れ

た

大
規
模
な

祝
勝
大

会
で

あ

り、

明
治
二

八

年
の

正

月

初
売
り

で

あ
っ

た

だ

ろ

う
。

明
治
二

七

年
一

二

月

九
凵

開
催
の

東
京
市
祝
捷
大

会
の

概
要
に

つ

い

て

　

　

　

　

　

　

　

　（
03）

は

『

東
京
市
祝
捷
大
会
』

が

詳
細
に

報
告
し

て

い

る

が
、

景
況

の
一

端
を

引
用
し

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う
。

「
大

会
の

当
目

は

東
京
全

市
三

十
万

の

戸

毎
に

日

章
旗
を

掲

げ
」 、
「

山
車
を

牽
き
、

或
は

飾
物
を

な

し
」 、

新
聞
各
社
や

新
橋
協
親
会
な

ど

か

ら

山

車
が

出
て

い

た

が
、

た

と

え

ぼ

「

都
新
聞
社
に

て

は

新
聞
に

用
ひ

し

紙
型

を

以

て

大
竜
の

首
を

山

車
と

な

し、

山

車
の

中
に

て

は

楽
隊
楽
を

奏
し、

皇
軍

に

打
扮
て

た

日
詫

恫

戦一
争
を

め

ぐ

る

チ
ど

も

の

情
報
環
境

磯
部

　
敦

る

数
十
名
の

社
員
L

が

牽
い

て

い

た

と

い

う
。

遠
近

か

ら

入
び

と

が

集
い

参
じ、

「

東
京
馬
車
鉄
道
株
式
会

社
の

乗
客
は

此
日

六

万
六

千
四

拾
七

人
」

に

の

ぼ

り、

同

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
31）

社
開
業
以
来
未
曾
有
の

出
来
事
で

あ
っ

た

と

い

う
。

こ

う

し

た

風

景
は

正

月

初
荷
に

お

い

て

も

同

様
で、

そ
こ

か

し
こ

か

ら

美
麗
に

飾
り

付
け

ら

れ

た

山

車
が

牽
き

出
さ

れ、
「

各
商
店
の

初
荷
思

ひ

ー
の

趣
向
あ

り

し

が、

多
く

ハ

戦
争
に

当

込
み

て、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
32）

何
も

彼
も

大
勝
利
帝
国

万

歳
め

で

た

し

ー
」

と
い

っ

た

有
り

様
で

あ
っ

た

と
い

う
。

も

ち
ろ

ん、

誰
も

彼
も

が

こ

う

し

た

賑
わ

い

に

足

を

運
ん

で

う
か

れ

て

い

た

わ

け
で

は

な

い
。

こ

の

喧

騒
の

対
極
に

は、

生

と

死

の

は

ざ

ま
に

身
を

お

い

た

兵
士

た

ち
と、

彼
ら

を

送
り

出

し

た

家
族
た

ち
が

い

た
。

し

か

し

な
が

ら
、

「

遠
征

軍
の

上

を

思
へ

ば、

雑
煮
餅
さ

へ

咽
に

下

ら

ず
屠
蘇
の

酔
さ

へ

覚
え

ず
と

云
ふ
」

人

び

と、

あ

る

い

は

「

其
門
に

は

『

御
親
征

中
年
礼
不

受
』

若

く

ば

『

征
清
中
年
礼
遠
慮
』

等
の

札
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔
33）

貼
付
け

あ

り

し
」

家
々

に

つ

い

て

の

情
景
は、

子

ど

も

時
代
に

日

清
戦
争
を

経
験
し

た

人
び

と

の

記
憶
の

な
か

に

み

あ

た

ら

な

い
。

開
戦
ま

も

な
い

頃
の

街
の

様
子

を、

た

と

え

ば

長
谷
川

時
雨

は

次
の

よ

う

に

回

想
す
る
。

人
は

何
か

あ

る

と、

家
の

中
に

な

ん

ぞ

い

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

と

見

え

る
。

…

…

日

清
戦
争
の

は

じ

ま
ワ

た

時
も

そ

う
だ

っ

た
。

た

だ、

ワ

ア

ー

と

男
た

ち

が

外
へ

飛
出

し

た
。

た

だ

す

た

す

た

と

駈
け
て

ゆ
く
。

下
駄
で
、

前
垂

れ

が

け

の、

縞
物
の

着
つ

け

の

人
ば

か

り

の

町

だ
。

か

わ
っ

た

風
体
の

も

の

が

交
っ

た

っ

て

眼
に

も

は

い

り

は

し

な
い

。

な

ん

だ

か

妙
に、

賑
や

か

に

さ

び

し

く、

興

奮
し

た

顔
と

い

う
の

か
、

近

火
へ

で

も

駈

け
つ

け
る

よ

う
に、

誰
も

話
し

あ
い

も

し

な

い

で
、

す
た

す
た

と、

各
自
バ

ラ
バ

ラ

に

駈
け
て

い

っ

た
。

…

…

み

ん

な

が

駈

け
て

ゆ
く
さ

き

は

交
番
だ
っ

た
。

何
か

張
紙
が

し

て

あ
っ

て
、

巡

査
さ

ん

が

熱
そ

う

な

顔
を

し

て

い

た
。

交
番
の

前
は、

遠

く
か

ら

黒

山

の

人

だ

か

り

で

も

み

あ

っ

て

い

た
。

そ

ろ

そ

ろ

帰
っ

て

ゆ

く

も

の

も

あ
っ

て
、

そ
の

人
た

ち85
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明
星
大
学
研
究
紀

要
【

日

本
文
化

学
部
・
言
語
文
化
学

科】

第
十
六

号

　
二

〇
〇

八

年

は、

青
く

ひ

き

し

ま
っ

た

顔
附
き

で

家
へ

と

急

い

だ
。

今
思
え

ぱ、

宣
戦
布
告

と

招
集
の

張
紙
で

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
。

も

う
涙
ぐ

ん

で

い

る

娘
さ

ん

や、

前

垂

れ

を

眼
に

あ

て

て

い

る

女

も

あ
っ

た
。

何
し

ろ

下
駄
の

音
は

絶
問
な

く

走
っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
34）

た
。

（

長

谷
川
時
雨

『

旧

聞

日

本

橋
』

）

　

長
谷
川

の

記
憶
の

な

か

に

は

「

青
く

ぴ

き

し

ま
っ

た

顔
附
き
」

の

男
た

ち

と

「

涙

ぐ

ん

で

い

る

娘
さ

ん

や、

前
垂
れ

を

眼
に

あ

て

て

い

る

女
」

た

ち
の

姿
が

あ

る
。

け

れ

ど

も、
「

今
思

え

ぱ
」

と

い

う

語
が

示
し

て

い

る

よ

う
に
、

こ

の

場
面
の

意
味
を

知

る

の

は

だ

い

ぶ

後
に

な
っ

て

か

ら

の

こ

と

で

あ

る
。

子

ど

も

の

脳
裏
に

焼
き

つ

い

た

の

は、

街
を

歩
い

て

い

れ

ば

否
が

応
で

も

目

に

つ

く

風
景
で

あ
っ

た
。

た

と

え

ば

そ

れ

は

風
に

は

た

め

く

国
旗
で

あ
っ

た

り、

大
き

な

ア

ー

チ

で

あ
っ

た

り、

き

ら

び

や

か

な

飾
り

物
で

あ
っ

た
。

そ

し

て
、

こ

れ

ら
の

風
景
に

は

何
か

し

ら

の

音
が

付
随

し

て

い

た
。

　

こ

こ

で

い

う
音
と

は、

既
述
の

よ

う
に、

広
目
屋
が

か

な

で

る

ラ

ッ

パ

の

音
や

口

上

の

声、

大

人

た

ち

の

話
し

声、

壮

士

た

ち
が

う
た

う
軍
歌
・

俗
謡
で

あ
っ

た

り

す

る

の

だ

が
、

こ

れ

ら

は

〈

戦
争
〉

そ

の

も

の

の

音
で

は

な
い

。

戦
場
に

こ

だ

ま
す

る

音
に

く

ら
べ

る

と、

何
と

お

気
楽
な

音
だ

ろ

う

か
。

た

と

え

ば

鉄
砲
玉

が

飛
び

交
う

図
柄
か

ら
、

は

た

し

て

鉄
砲
の

音
や

兵
士

た

ち

の

怒
号
や

悲
鳴
に

思

い

を

は

せ

る

こ

と

が

で

き

た

で

あ

ろ

う
か

。

お

そ

ら

く、

子

ど

も

た

ち
の

脳
裏
に

刻
ま

れ

た

の

は

戦

争
の

生
々

し

さ

で

は

な

く
、

日

本
軍
の

大

勝
利
と

兵
士

た

ち

の

勇

壮
な

姿
で

あ

り

武

勇
談
だ
っ

た

は

ず
で

あ

り
、

こ

の

こ

と

は、

子

ど

も

時
代
に

「

眼
を

輝
か

し

て
」

錦

絵
な

ど
に

「

見
惚
れ

て

ば

か

り

い

た
」

入
び

と

の

記
憶
が

証
し

て

い

よ

う
。

子

ど

も

た

ち

の、

い

や

大

人
た

ち
も

ふ

く

め

て
、

彼
ら

の

想
像
力
が

戦
場
や

兵
士

た

ち
の

家

族
に

ま

で

お

よ

ぶ

こ

と

が

な

い

の

は、

戦
争
に

た

い

す
る

現
実
感
の

欠
落
が

根
底
に

あ
っ

た
か

ら

な

の

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ

は、

如
上

の

お

気
楽
な

雰
囲
気
と、

な

に

86

よ

り

も

自
国

が

戦
場
に

な
っ

て

い

な

い

と
い

う

環
境
の

し

か

ら

し

め

る

も

の

で

あ
っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
35）

た。
「

戦

争
祝
賀
は

、

お

祭
と

た

い

し

て

変
ら

な

か

っ

た
」

と

い

う

山
川
均
の

評
語

が、

こ

の

時
代
を

つ

つ

む
空

気
を

ず
ば

り

言
い

当
て

て

い

る
。

お

わ
り

に

　

如
上、

子

ど

も

た

ち
の

戦
争
に

た

い

す

る

認
識
が、

ど

の

よ

う
な

環
境
の

な
か

で

は

ぐ

く

ま

れ

て

い

っ

た

の

か

を

確
認

し

て

き

た
。

む

ろ

ん

戦
争
情
報
は、
「

日

清
戦

　

　

　

　

　

　

　

〔
36）

闘
自
働
パ

ノ

ラ

マ

人

形
」

や

菊
人

形
な

ど

の

見
せ

物、

縁
日

を

は

じ

め、

子
ど

も

ど

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
37）

う
し
の

遊

び
、

石

け

ん

「

分
捕
し

や

ぼ

ん
」

な

ど

の

生

活
用
品

に

い

た

る

ま

で
、

そ

こ

か

し
こ

に

氾

濫
し

て

い

た
。

本
稿
で

は
、

子

ど

も

た

ち

に

と

っ

て

身
近

な

空
間
や

日

常
に

限
っ

て

論
じ

て

き

た

け

れ

ど、

時
代
を

包
ん

で

い

た

人

び

と

の

熱
気
や

行
政

の

思
惑
と

い

っ

た

も

の

を

描
き

出
す
こ

と

は

で

き

た

か

と

思
う

。

こ

う
し

た

状
況

下

に

い

た

以

上
、

子

ど

も

た

ち
が

戦
争
熱
や

愛
国

熱
に

浮
か

さ

れ

る

の

も

当

然
の

こ

と

で

あ
っ

て、

前
掲
『

銀
の

匙
』

に

お

け
る

「

私
」

の

よ

う

な

生

徒
は

少
数
派
で

あ
っ

た

か

も

し

れ

な
い
。

と

は

い

う
も
の

の
、

所
詮
は

熱
で

あ

る
。

喉
元

過

ぎ

れ

ば

冷

め

て

い

く

の

も、

ま

た

道

理。

愛
国

熱
は

ひ

ど

い

ツ

て
。

成
程
ひ

ど

い

か

も

知
れ

な

い

ね
。

併
し、

熱
に

は

違

ひ

な

い
。

そ

の

熱
た

る

に

於
い

て

は
、

恋
愛
と

何
等
の

相
異
な

し

さ
。

時
が

立

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
38）

ち

や

あ

冷
め

る

ん

だ
。

（
小

山
内
薫
「

第
一

課
」）

　

も
っ

と

も

日

本
の

と

な

の

だ

け

れ

ど
。

「

愛
国
熱
」

が

冷
め

た

の

は、

五

十
余
年
も

経
っ

て

か

ら
の

こ

N 工工
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注
（

1）
　
シ

リ

ー

ズ

目

本
近
現
代

史
 、

岩
波

新
書
（
新

赤
版
一
〇
四

四
） 、
二

〇
〇

七

年、
八

六

〜
八

七

　
　

頁。

（

2）
　

刀

水

歴

史

全

書
64、

刀

水
書

房、
二

〇
〇
三

年。

な

お

同
書
の

初
出

は、
　一
九

七

〇
年
に

出
版

さ

　
　

れ

た

『

明
治
の

墓

標
「

日

清
・
日

露
」

　

埋

も

れ

た

庶
民
の

記

録
1

』

（

秀

英
出
版
）

で、

そ

れ

に

　
　

訂
正

増

補
お

よ

び

改
題

を

ほ

ど
こ

し

た

の

が、
　一
九
九

Q
年
に

出
版
さ

れ

た

『
明

治
の

墓
標
−
庶
民

　
　

の

み

た

日

清
・
日

露
戦
争
1

』

（
河
出

文

庫）。

同

書
は、

そ

の

河
出
文

庫
版
に

増

補
改
題
を

ほ

ど
こ

　
　

し

た

も
の

で

あ

る。

（

3）
　
中
勘
助
『
銀
の

匙
』 、

岩
波
文

庫、
冖
九
八

七
年、
一
二

六
〜

＝
．

七
頁。

（
4）
　

山
川
菊
栄
・
向
坂
逸

郎
編
『

山

川
均

自
伝
』 、

岩
波
書

店、
　一
九

六
八

年
第
五

刷、
　一
二

八

頁。

（
5）
　
軍
歌

集
と

学
校

教
育
の

問
題

に

つ

い

て

は、

嶋

田

由
美
「
『

大

捷

軍
歌
』

と

明

治
期
小

学
校
唱

歌

　
　

教
育一
（
『

大

阪

女

子
短

期
大
学
紀

要』
二

四

号、

大
阪

女

子
短
期
大
学

学
術
研

究

会、
一
九
九
九

年

　
　
一
二

月）

を

参．
昭…
し

た。

（
6）
　
た

と
え

ば

木
村

知
治

『

経
済
教

育
』

（
吉
岡
平
助、

明

治
二

二

年
）

で

は、
「
教

育
幻
燈
会
／
教
育

　
　

幻

燈
器
機
ヲ

各

郡
区
二

買
入
レ、

府
県

私
立

教
育
会
ノ

支
会
ヲ

設
ケ

タ
ル

教
育
界

ノ

附
属
ト

シ

テ

其

　
　

会

員
各
町

村
二
出

張
シ、

幻
燈
会
ヲ

時
々

開
設
シ、

鄭

重
二
説
明
シ

、

鄭
重
二

教

育
談
話
ヲ

ナ

ス

ヘ

　
　
シ

」

と

提
案
さ

れ

て

い

る

（
七
六
百
ハ）。

（
7）
　
日

清
戦
争
期
に

お

け

る

教
育
談
話
会

の

有
り
様
に

つ

い

て

は、

松
田

武
雄
「

明

治

期
東
京
に

お

け

　
　

る

地

域
通

俗
教
育
の

変

遷

と

諸
相
」

（
『

大

学
院
教
育
学
研

究
紀
要
』

四

号、

九
州

大

学
大
学
院
人

間

　
　

環

境
学
研
究
院
教

育
学

部
門、
二

〇
〇
一
年
三

月）

を

参
照
し

た、

（
8）
　
『

小

山

内
薫
全
集
』

第
二

巻、

春
陽
堂、
　．．
九
三

〇
年、
三

九

Q
頁。

以
ド、
「
第
一
課
」

の

引
用

　
　

は、

す
べ

て

同
書
に

よ

る。
な

お、

初
出

は

大
正

四

年
一
月

号
『
新
小
説
L 。

（
9）
　
小

中
村
義
象
『

新
撰

書

翰
文
』

巻
六、

吉
川
半
七、

明

治
二

〇

年、
一．
九
丁

オ

〜
ウ。

（
10）
　
『

大

日

本
教
育

会
雑
誌
』

　一
五

三

号、

大
日

本

教
育

界
事

務
所、

明
治
二

七

年
八

月。

広
告

文

は

　
　

次
の

と

お

り。
「

日

清
事
件

幻
燈
映
画

　
第
壱
回

／
一
組
二

十
枚
定

価
金

六

円

／

韓
山
の

風

雲
蠡
急

　
　

な

る

の

時、

日

清
事
件
の

幻
燈
映
画
出
づ

。

是
れ、
　】
に

は

教
育
家
を

し
て

国

民

の

敵
愾
心

を

養
成

　
　

す
る

に

努
め

し

め、
一
に

は

在
韓

将
士

慰
問
の

義
金
を

募

集
す
る

の

助
に

供
へ

ん

と
す
る

に

あ

り。

　
　・・
…・
／

東

京
史
浅
草
区

並

木
町
四

番
地
　

鶴
淵
幻
燈
舗

鶴
淵
初
蔵
」

。

〔
11）
　
「

明
治

世
相
編
年

辞
典
』 、

東
京
堂
出
版、
一
九

六

五

年、
二

九

七

頁．

（

12）
　
『

社
会

科
学
』

五

六

号、

同
志
社
大
学
人
文

科
学
研
究
所、
　
九

九
六
年
一
月。

（

13）
　
「

陸
軍

戦

利
品
整
理

規

定」

第
三

条、
『

法

令
全

書
』

省

令、

明

治
二

八

年、

七

五

頁。

（

14）

明

治
二

八

年
一
、

月
一
六

日

付

陸
軍
省
令

第
二

四

号、
『

法
令
全
筆
日

』

省
令、

明
治
二

八

年、
一

　
　一
四

頁。

（
15）
　
長

野
県
立

歴

史
館
所

蔵
『

日

文．
記

（
明

治
二

八
・
日

清
戦

争
之
事

他）
』

（
0
／
一
七

／
ニ

ー
二

［
口

清
戦
争
を

め

ぐ

る

子
ど

も

の

情
報

環
境

磯
部

　
敦

　

　
七
） 。

引

用

文

冐
頭
の

「

通
明
尋
常
学

校
」 、

す

な

わ

ち

通

明
尋
常
小
学
校
は

現
在
の

通

明
小

学
校
の

　

　
こ

と

で、

荒
川
九
郎
が

住
ん
で

い

た

東
福

寺
村

の

隣

村
に

所
在
し

た

学
校
で

あ

る，

〔
16
）

　
長
野
県
立

歴
史

館
所
蔵
『

明
治

弐

拾
九
年

戦
利
品

配
布
二
関
ス

ル

件
』 、

長

野
県
行

政
文

書
（
明

　

　
二

九
−

二

AI

五）。

（
17
）

　

前
掲

『
明
治
弐
拾
九
年
戦
利
品

配

布
二
関
ス

ル

件
』

所
収、

甲
第
一
［
五
一
号。

（
18）
　

前
掲
『
銀
の

匙
』 、
　一
二

七
頁。

（
19）
　
谷
崎
潤
一
郎
『

幼
少
時
代
』 、

岩
波
文
庫、
一
九
九
八

年、
一
二

二

頁。

（
20）
　
こ

の

時

期
の

銅
版
草
双

紙、
お

よ

び

錦
絵
を

は

じ

め

と

す
る

木
板
文
化
の

衰
退

に

つ

い

て

は、

拙

　

　
稿
「
銅

版

草
双
紙
考
」

（
『

近
世
文
藝
』

第
七

五

号、
二

〇

〇
二

年一
月）

を

参
照

ね

が
い

た
い

。

（
21）
　
渋
沢

青

花
『

浅
草
っ

子
』 、

造
形

社、
一
九

八

〇
年

増
補
改

訂、
三

三

頁。

（
22）
　
「

振
出

し

い

つ

れ

も

日

本
橋
と

定
ま

り

し

が、

今

年
は

広
島
な

り。

道
行
も

第
一
軍、

第
二

軍、

　

　
海
軍
と

分

る

れ

ば、

途
中
の

変
化
も

多
し。
」
（「
東

京
の

新
年

／

双
六
」 、
『

文
芸

倶
楽

部
』

第一
編、

　

　
博
文
館、

明
治
二

八

年一
月、
二

三

〇

頁）。

明
治
二

七

年
九
月、

大

本
営
が

宮

中
か

ら

広
島
に

移

　

　
さ

れ

た。

（
23）
　
「
『

う
べ

山、

乙

女、

暁
』

の

百
人
一
首

骨
牌
も

古
び

て

お

も

し

ろ

か

ら

ず。
『
チ

ョ

イ

と

菊
ち
ゃ

　

　
ん、

今

晩

は

ね、

征
清
骨
牌
を

取
る

か

ら

入

ら
つ

し

や
い

な。
お

隣
の

花
ち

や

ん

も、

お

向
の

梅

ち

　

　
や
ん

も、

入

ら
ッ

し

や

る

か

ら
さ。

…

…
」

（「
東

京
の

新

年
／

骨
牌」、
『

文
芸
倶
楽

部
」

第一
編、

　

　一皿
三

〇

頁
）

。

（
24）
　

前
掲
『
浅
草
っ

子
』 、
四

四

頁。

（
25）

司

横
山

源

之

助
全

集
』

第
一
巻、

社

会
思

想
社、
二

〇
〇
一
年、
七
一
〜
七

三

頁。

〔
26）
　
長
谷

川

如
是

閑
『

あ

る

心
の

自
叙
伝
』

伝
記

叢

書
87、

大

空

社、
　一
九
九
一
年、
二

工
ハ

〜一．

　

　
七
頁。

〔
27）
　
『

小

泉

信
三

全

集
』

第

＝
ハ

巻、

文

藝
春
秋

社、
一
九
六

七

年、
四

五

二

〜
四

五

三

頁。

（
28）
　
前
掲
『
山

川
均
自
伝
』 、
　一
、

一
八 ．
貝

。

（
29）
　
前
掲
『
山

川
均
自
伝
』 、
　一
二

八

貞
。

（
30）
　
『

東
京
市
祝
捷
大

会
』 、
土

田

政
次

郎
著
作

兼
発
行、

明

治
二

八

年。
『

都
市

資
料
集

成
』

第
一
巻

　

　
 
（
東
京

都、
一
九

九
八

年）

参
照

。

（
31）
　

前
掲
『
都
市
資
料
集
成
』 、
四

六

三

頁
。

（
32）
　
『

万
朝

報
』

雑
報、

明
治
二

八

年
一
月
三

日。

〔
33）
　
『

文

芸

倶

楽
部
』

第一
編、
二

三

八

〜
二

四
一
頁。

（
34）
　
長
谷
川

時
雨

『

旧

聞
口

本
橋
』 、

岩
波
文
庫、
一
九

八

三

年、
三

五

五

〜
三

五

八

頁。

（
35）
　
前
掲
『
山
川

均
自
伝
』 、
　一
二

九
貞

。

（
36）
　
『

都
新

聞
」

雑
報、

明
治
二

七

年
一
〇
月一、［
○

阿
p

（
37）
　
『

時
事
新

報
』

雑
報、

明
治
二

七

年
一
〇

月
二

三

日。

87
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明
星

大
学
研

究

紀
要
【

日

本
文

化
学
部

二．一
丙

語

文

化
学

科
】

第
十
六

号

　
二

〇
〇
八

年

88

（
38）
　

前
掲
［、
小
山
内

薫
全

集
」

第
二

巻、

三

八

九
頁。

　【
付

記
】

調
査

に

際
し

て

ご

高
配
を

賜
ワ

た

長
野
県

立

歴

史
館
に

深
謝
申
し

上

げ

る。

度
特
別
研

究
員
奨
励
費
に

よ

る

研
究
成

果
の

一
部
で

あ
る，

な
お

本
稿

は、

平
成
一
九

年
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