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占
領
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一 

  

戦
後
派
作
家
・
武
田
泰
淳
が
、「
オ
ー
ル
讀
物
」（
文
藝
春
秋
新
社
発
行
）
昭
和
二
十

四
年
六
月
特
大
号
に
発
表
し
た
『
信
念
』
は
、
あ
る
将
軍
の
銅
像
に
つ
い
て
の
寓
話
的

趣
致
を
も
つ
短
編
小
説
で
あ
る
。 

 

多
く
の
寓
話
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
、
登
場
人
物
も
時
代
も
場
所

（
国
）
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
時
代
や
国
を
越
え
る
人
間
の
生
や
世
の

営
み
の
本
質
が
語
ら
れ
、
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。
文
学
の
普
遍
性
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、

そ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
作
家
は
、
決
し
て
架
空
の
時
間
や
場
所
を
生
き
た
の
で
は

な
く
、
あ
る
確
か
な
時
間
と
場
所
の
中
で
生
き
、
作
品
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
同
時
代
に
、
そ
の
作
品
を
読
ん
だ
読
者
も
然
り
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
武
田
泰
淳
が
『
信
念
』
を
発
表
し
た
当
時
の
特
殊
な
時
代
と
社
会
の
様

相
を
鑑
み
な
が
ら
、
作
品
執
筆
に
あ
た
り
着
想
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
歴

史
的
事
項
や
、
戦
後
文
学
と
し
て
の
存
在
意
義
を
考
察
し
て
い
く
。 

 

 

武
田
泰
淳
著
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念
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二 

  
『
信
念
』
に
は
、「
敗
戦
」「
負
け
戦
」
と
い
っ
た
言
葉
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
敗
戦
将
軍
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
冒
頭
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

以
下
、
最
初
に
梗
概
を
記
す
。 

  

将
軍
は
、
人
知
れ
ず
帰
郷
し
た
。
誰
に
も
会
わ
ず
、
ま
た
、
も
し
誰
か
が
将
軍
に
会

っ
た
と
し
て
も
、
将
軍
と
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
「
憔
悴
」
し
き
っ
た
姿
で
あ
っ
た
。 

 

将
軍
は
、「
古
い
城
壁
の
あ
る
丘
」
に
「
堀
を
背
に
し
て
」
建
て
ら
れ
て
い
た
自
分

の
銅
像
を
見
に
行
っ
た
。「
サ
ア
ベ
ル
を
握
つ
て
傲
然
と
町
を
見
下
し
て
」
い
る
銅
像

は
、
も
は
や
「
他
人
の
や
う
で
」
あ
っ
た
が
、
将
軍
は
「
苦
笑
し
な
が
ら
」、
そ
の
場

に
佇
ん
で
い
た
。 

 

あ
る
日
、
青
年
達
に
よ
っ
て
、
銅
像
は
打
ち
倒
さ
れ
た
。
銅
像
の
顔
は
、「 

を
仰

い
で
、
や
は
り
傲
然
と
し
て
」
い
た
。 

 

ふ
と
見
る
と
、
銅
像
の
石
の
土
台
に
、
老
婆
が
一
人
「
し
や
が
み 

ん
で
」
い
た
。

「
こ
の
方
は
偉
い
お
人
だ
つ
た
の
に
」「
な
に
し
ろ 

骨
も
公
報
も
あ
て
に
な
り
ま
せ

ん
で
。
あ
て
に
な
る
の
は
こ
の
御
方
だ
け
で
す
か
ら
」「
あ
の
方
が
生
き
て
ご
ざ
ら
つ

し
や
れ
ば
、
伜
も
生
き
て
る
で
さ
。
あ
の
方
が
死
に
な
さ
つ
た
ら
、
伜
も
死
ん
で
る
で

さ
」。 

 

老
婆
は
目
の
前
に
い
る
の
が
、
銅
像
の
本
人
、
将
軍
で
あ
る
こ
と
に
全
く
気
づ
か
ぬ

ま
ま
語
り
始
め
る
。
老
婆
の
息
子
は
、
将
軍
の
師
団
に
入
隊
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

将
軍
は
、「
ギ
ヨ
ッ
と
し
て
足
が
す
く
」
み
、
そ
の
場
か
ら
離
れ
た
。 

 

将
軍
は
、「
そ
の
日
か
ら
老
婆
に 

ふ
の
を
お
そ
れ
た
」。
銅
像
は
「
泥
し
ぶ
き
で
汚

れ
」、
ま
だ
倒
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。「
自
分
の
分
身
」
が
、「
み
じ
め
に
、
ぶ
ざ
ま
」

に
地
面
に
転
が
っ
て
い
る
の
を
悲
し
ん
だ
将
軍
は
、「
い
つ
そ
堀
の
中
へ
落
ち
て
し
ま

へ
ば
い
い
の
に
」
と
思
い
、
自
ら
自
分
の
銅
像
を
堀
に
落
と
す
べ
く
努
力
す
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
銅
像
は
「
枯
草
の
斜
面
を
ず
り
落
ち
」、「
鈍
い 

を
た
て
、

白
い
輪
の 

を
吐
き
な
が
ら
堀
の
底
へ
沈
ん
だ
」。
将
軍
は
「
呆
然
と
」「
堀
の
水
面
を
」

「
見
下
し
て
」
い
た
。 

 

そ
の
時
、
将
軍
は
、
後
か
ら
「 

い
力
で
背
を
突
か
れ
」、「
前
の
め
り
に
倒
れ
た
」。

「
何
て
い
ふ
こ
と
を
す
る
だ
！ 

罰
あ
た
り
！
」
怒
り
に
身
体
を
震
わ
せ
た
老
婆
が
夕

闇
の
中
に
佇
み
、「
何
て
ま
ね
を
す
る
だ
あ
、
あ
の
御
方
に
…
…
」
と
、「
呪
ひ
」、「
唾

を
は
き
か
け
」、「
泣
き
叫
び
な
が
ら
」
丘
を
「
走
り
降
り
て
行
つ
た
」。 

（
引
用
文
で
あ
る
「 

」
内
の
表
記
は
原
文
の
マ
マ
） 

  

こ
の
よ
う
に
『
信
念
』
で
は
、
青
年
た
ち
の
手
で
打
ち
倒
さ
れ
、
最
後
は
元
将
軍
自

ら
の
手
に
よ
っ
て
堀
の
底
に
ず
り
落
と
さ
れ
る
銅
像
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

実
は
こ
こ
に
は
、
敗
戦
後
の
日
本
の
屈
折
し
た
様
相
が
、
密
や
か
に
、
そ
し
て
巧
妙

に
、
織
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

『
信
念
』
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
二
十
四
年
は
、
敗
戦
後
の
占
領
下
の
真
っ
只
中
で
あ

る
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
に
惨
敗
し
た
日
本
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
の
御
前
会
議

に
お
い
て
、
連
合
国
側
か
ら
の
対
日
降
伏
勧
告
―
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
―
を
受
諾
す
る
と

い
う
「
御
聖
断
」
が
下
さ
れ
た
。
同
日
夜
、「
朕
ハ
帝
國
政
府
ヲ
シ
テ
米
英
支
蘇
四
國

ニ
対
シ
其
ノ
共
同
宣
言
ヲ
受
諾
ス
ル
旨 

告
セ
シ
メ
タ
リ
」
と
明
言
し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
終
戰
の
詔
書
」
が
発
布
さ
れ
、
翌
八
月
十
五
日
正
午
、
天
皇
自
ら
が
朗
読
し
録
音
さ

れ
た
そ
の
詔
書
が
、
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
た
。
玉
音
放
送
で
あ
る
。 

 

九
月
二
日
に
は
、
ミ
ズ
リ
ー
艦
上
で
、
降
伏
文
書
調
印
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て

国
際
法
上
の
戦
闘
行
為
は
停
止
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
敗
戦
、
降
伏
は
、
本
当

の
意
味
で
の
終
戦
・
終
結
と
は
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
軍
を
中
心
と
す
る
連
合
軍
最
高
司
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令
官
総
司
令
部(

Ｇ
Ｈ
Ｑ 

G
eneral H

eadquarters)

に
よ
る
徹
底
的
な
占
領
下
に

置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
意
向
に
従
っ
た
、
日
本
の
民
主
主

義
化
、
非
軍
国
主
義
化
を
推
し
進
め
る
べ
く
、
実
に
様
々
の
、
実
に
多
く
の
占
領
政
策

が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
主
導
で
急
激
に
、
そ
し
て
厳
し
く
展
開
し
て
い
っ
た
。 

 

そ
の
一
つ
が
、
軍
国
主
義
的
な
記
念
碑
や
銅
像
等
の
撤
去
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
の
日
本
国
憲
法
公
布
（
施
行
は
昭
和
二
十
二
年
五
月

三
日
）
よ
り
二
日
早
い
同
年
十
一
月
一
日
、「
公
葬
等
に
つ
い
て
」
と
い
う
内
務
・
文

部
両
省
次
官
名
の
通
牒
発
宗
五
十
一
号
が
、
地
方
長
官
宛
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
「
四
」

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

忠
靈
塔
、
忠
魂
碑
其
の
他
戰
歿
者
の
爲
の
記
念
碑
、
銅
像
等
の
建
設
並
び
に
軍

國
主
義
者
又
は
極
端
な
る
國
家
主
義
者
の
爲
に
そ
れ
ら
を
建
設
す
る
こ
と
は
今

後
一
切
行
は
な
い
こ
と
。
現
在
建
設
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
直
ち
に
そ
の
工
事

を
中
止
す
る
こ
と
。 

現
存
す
る
も
の
の
取
扱
は
左
に
依
ら
れ
た
い
。 

イ
、
學
校
及
び
其
の
構
内
に
存
在
す
る
も
の
は
之
を
撤
去
す
る
こ
と
。 

ロ
、
公
共
の
建 

物
及
び
そ
の
構
内
又
は
公
共
用
地
に
存
在
す
る
も
の
で
明

白
に
軍
國
主
義
的
又
は
極
端
な
る
國
家
主
義
的
思
想
の
宣
傳
鼓
吹
を
目

的
と
す
る
も
の
は
、
之
を
撤
去
す
る
こ
と
。 

 

前
項
の
こ
と
は
戰
歿
者
等
の 

族
が
私
の
記
念
碑
や
墓
石
等
を
建
立
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。 

  

東
京
都
で
は
、
翌
昭
和
二
十
二
年
一
月
に
、「
忠
魂
塔
、
忠
魂
碑
等
の
撤
去
審
査
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
対
象
と
な
る
銅
像
の
審
議
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
最
初
に
撤

去
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
日
露
戦
争
の
軍
神
・
廣
瀨
武
夫
中
佐
と
杉
野
孫
七
兵

曹
長
の
銅
像
で
あ
っ
た
。 

 

海
軍
軍
人
・
廣
瀨
武
夫
（
明
治
元
年
五
月
～
明
治
三
十
七
年
三
月
）
は
、
日
露
戦
争

の
際
、
旅
順
港
内
に
ロ
シ
ア
艦
隊
を
封
じ
込
め
る
閉
塞
作
戦
に
お
い
て
福
井
丸
を
指

揮
。
敵
の
魚
雷
に
当
た
り
、
退
船
す
る
際
、
部
下
の
杉
野
孫
七
上
等
兵
曹
を
探
す
た
め

福
井
丸
に
戻
っ
た
が
、
三
度
探
索
し
て
も
発
見
で
き
ず
、
や
む
な
く
救
命
ボ
ー
ト
に
乗

ろ
う
と
し
た
直
後
、
被
弾
し
て
戦
死
し
た
。
即
日
、
少
佐
か
ら
中
佐
に
昇
進
（
杉
野
は

兵
曹
長
に
昇
進
）。
以
後
、
軍
神
と
さ
れ
た
。 

 

明
治
四
十
三
年
五
月
に
は
、
東
京
市
（
当
時
）
神
田
万
世
橋
駅
前
に
、
銅
像
が
建
立

さ
れ
た
。
廣
瀨
中
佐
の
立
像
の
台
座
に
杉
野
兵
曹
長
が
座
り
、
そ
の
下
に
は
さ
ら
に
大

き
な
台
座
が
置
か
れ
た
銅
像
で
あ
っ
た
。(

※
本
稿
末
尾
の
絵
ハ
ガ
キ
を
参
照
さ
れ
た

い
。) 

 

ま
た
、
明
治
四
十
五
年
に
は
、『
尋
常
小
學
唱
歌 

第
四
学
年
』
に
次
に
掲
げ
る
唱

歌
「
廣
瀨
中
佐
」
が
採
ら
れ
（
作
詞
者
・
作
曲
者
不
明
）、
学
校
教
育
の
中
で
も
広
く

周
知
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

一
、
轟
く 

 

、
飛
來
る
彈
丸 

 
 

荒 

洗
ふ 

デ
ツ
キ
の
上
に 

 
 

闇
を
貫
く 

中
佐
の
叫 

 
 

「
杉
野
は
何
處 

杉
野
は
居
ず
や
」 

 

二
、
船
内
隈
な
く 

尋
ぬ
る
三
度 

 
 

呼
べ
ど
答
へ
ず 

さ
が
せ
ど
見
え
ず 

 
 

船
は
次
第
に 

波
間
に
沈
み 

 
 

敵
彈
い
よ
〳
〵 

あ
た
り
に
繁
し 

 

三
、
今
は
ボ
ー
ト
に 

う
つ
れ
る
中
佐 

つ
つ
お
と 

だ
ん
が
ん

い
ず
こ 

み
た
び

(

２)

(

３) 
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飛
來
る
彈
丸
に 

忽
ち
失
せ
て 

 
 

旅
順 

外 

恨
ぞ
深
き 

 
 

軍
神
廣
瀨
と 

其
名
殘
れ
ど 

  

武
田
泰
淳
は
、
大
正
七
年
四
月
、
本
郷
区
駒
込
の
誠
之
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る

（
大
正
十
三
年
三
月
卒
業
）。
お
そ
ら
く
、
唱
歌
「
廣
瀨
中
佐
」
も
よ
く
知
っ
て
い
た
だ

ろ
う
。 

 

さ
て
、
廣
瀨
中
佐
の
銅
像
（
杉
野
兵
曹
長
の
も
の
も
）
の
撤
去
に
つ
い
て
、「
朝
日

新
聞
」
は
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
（
水
曜
日
）
の
二
面
で
、
廣
瀨
中
佐
の
う

つ
伏
せ
に
倒
れ
た
銅
像
の
写
真
を
付
し
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。（
敗
戦
後
間
も

な
い
こ
の
当
時
、「
朝
日
新
聞
」
は
裏
表
一
枚
刷
り
で
の
発
行
だ
っ
た
。
夕
刊
は
な
い
。

な
お
引
用
に
あ
た
っ
て
、
仮
名
遣
い
、
旧
漢
字
、
読
点
等
、
そ
の
マ
マ
と
し
た
。
写
真

は
略
。） 

  
 
 
 

放
第
一
陣 

 
 
 
 
 

廣
瀨
中
佐
銅
像 

 

放
銅
像
第
一
陣
と
し
て
神
田
万
世
橋
の
廣
瀨
中
佐
、
杉
野
兵
曹
長
の
銅
像
の

撤
去
作
業
が
二
十
一
日
か
ら
都
建
設
局
の
手
で
始
め
ら
れ
た
が
つ
り
上
げ
の
ワ

イ
ヤ
ー
が
プ
ツ
リ
と
切
れ
た
た
め
中
佐
は
寫
眞
の
と
お
り
轉
落
、
二
十
二
日
は

杉
野
兵
曹
長
に
か
ゝ
つ
た
、
銅
像
は
金
属
会
社
へ
拂
下
げ
ら
れ
、
台
石
は
入
札
さ

れ
る
（
寫
眞
は
倒
さ
れ
た
廣
瀨
中
佐
の
銅
像
） 

  

ま
た
、「
讀
賣
新
聞
」
は
、
や
は
り
昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
（
水
曜
日
）
の

二
面
で
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。（
敗
戦
後
間
も
な
い
こ
の
当
時
、「
讀
賣
新
聞
」

も
裏
表
一
枚
刷
り
で
の
発
行
だ
っ
た
。
夕
刊
は
な
い
。
な
お
引
用
に
あ
た
っ
て
、
仮
名

遣
い
、
旧
漢
字
、
読
点
等
、
そ
の
マ
マ
と
し
た
。） 

  
 
 
 
 

え
た
東
京
名
物 

 
 
 
 
 

廣
瀨
中
佐
の
銅
像
き
の
う
取
り
拂
い 

東
京
名
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
神
田
須
田
町
の
廣
瀨
中
佐
銅
像

も
〝
追
放
旋
風
〟
の
あ
お
り
を
く
つ
て
廿
二
日
ド
ウ
と
ば
か
り
夏
草
の
中
に
引

き
倒
さ
れ
た
― 

都
土
木
課
の
撤
去
工
事
が
こ
の
朝
八
時
か
ら
始
ま
つ
た
の
だ
が
、こ
の
巨
体
を

台
か
ら
引
き
お
ろ
す
の
は
容
易
で
は
な
く
、
中
佐
は
う
つ
伏
せ
に
、
杉
野
兵
曹

長
は
首
へ
ロ
ー
プ
を
か
け
ら
れ
て
同 

無
殘
な
最
期
、台
石
と
共
に 

く
民
間

へ
拂
い
下
げ
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
行
く
先
き
も
定
ま
ら
ず
、
こ
の
ま
ゝ
で

夜
露
に
打
た
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う 

見
物
し
て
い
た
顏
馴
染
み
の
土
地
ツ
子
連
中
、
さ
す
が
に
こ
の
工
事
に
は
顏
を

そ
む
け
、
う
つ
向
け
の
中
佐
を
せ
め
て
仰
向
け
に
と
両
手
に
力
を
こ
め
て
た
か

つ
た
が
重
く
て
動
か
ば
こ
そ
―
あ
き
ら
め
切
れ
ず
に
須
田
町
南
町
の
「
須
南
靑

年
会
」
員
卅
人
は
今
朝
か
ら
お
別
れ
の
日
ま
で
、
連
日
こ
の
夏
草
の
ネ
グ
ラ
を
清

掃
す
る 

  

当
時
、
こ
れ
ら
の
報
道
が
、
武
田
泰
淳
の
耳
目
に
触
れ
、
お
お
い
に
驚
か
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

  

廣
瀨
中
佐
の
銅
像
が
、「
公
葬
等
に
つ
い
て
」
で
指
示
さ
れ
た
「
明
白
に
軍
國
主
義

的
又
は
極
端
な
る
國
家
主
義
的
思
想
の
宣
傳
鼓
吹
を
目
的
と
す
る
も
の
」
に
相
当
す

る
か
は
、
当
時
、
個
々
の
日
本
人
の
感
情
や
見
解
は
様
々
で
あ
り
、
簡
単
に
は
結
論
を

出
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
を
速
や
か
に
実

た 

ま 

せ
い
し

す

ど
う

ひ
ろ

な 

す

す

れ
ん

れ
ん
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行
す
る
べ
く
、
そ
の
第
一
号
と
し
て
廣
瀨
中
佐
の
銅
像
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 

三 

  

廣
瀨
中
佐
の
銅
像
は
、
本
人
が
戦
死
し
た
後
に
、
顕
彰
す
る
べ
く
明
治
四
十
三
年
五

月
に
建
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
三
十
七
年
後
の
昭
和
二
十
二
年
七
月
、
廣
瀨

が
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
敗
戦
国
日
本
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
日
本
で
、
撤
去
さ
れ
た
。

全
て
は
本
人
が
与
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。 

 

一
方
、『
信
念
』
の
将
軍
の
銅
像
は
、
故
郷
の
英
雄
と
し
て
す
で
に
生
前
か
ら
建
て

ら
れ
て
あ
っ
た
。「
サ
ア
ベ
ル
を
握
つ
て
傲
然
と
町
を
見
下
し
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。

凱
旋
将
軍
と
な
れ
な
か
っ
た
将
軍
は
、
も
は
や
「
元
将
軍
」
で
し
か
な
く
、
人
知
れ
ず

こ
っ
そ
り
と
自
分
の
銅
像
を
見
に
行
く
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
銅
像
は
、
あ
る
日
、
青
年
達
に
よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ
る
。 

 

政
権
の
転
覆
な
ど
、
社
会
の
価
値
観
が
大
き
く
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
是
は
否
と

な
る
。
そ
れ
ま
で
崇
め
ら
れ
て
い
た
存
在
が
、
掌
を
返
し
た
よ
う
に
見
向
き
も
さ
れ
な

く
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
嘲
笑
さ
れ
罵
倒
さ
れ
る
。
次
の
政
権
を
握
る
者
、
そ
し
て
そ

の
新
し
い
時
代
を
生
き
、
新
し
い
社
会
を
築
く
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の

は
世
の
常
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
崇
め
ら
れ
て
き
た
銅
像
、
と
り
わ
け
政
治
家
や
軍
人
の

銅
像
は
引
き
倒
さ
れ
て
も
当
然
の
面
も
あ
る
。 

 

し
か
し
『
信
念
』
の
銅
像
は
、
そ
れ
で
と
ど
ま
ら
な
い
。
倒
さ
れ
た
銅
像
の
土
台
に

ひ
と
り
の
老
婆
が
し
ゃ
が
み
込
み
、
相
手
が
銅
像
の
本
人
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ

ま
ま
、
息
子
が
将
軍
の
指
揮
す
る
師
団
に
入
隊
し
た
こ
と
、「
こ
の
方
は
偉
い
お
人
だ

つ
た
の
に
」「
な
に
し
ろ 

骨
も
公
報
も
あ
て
に
な
り
ま
せ
ん
で
。
あ
て
に
な
る
の
は

こ
の
御
方
だ
け
で
す
か
ら
」「
あ
の
方
が
生
き
て
ご
ざ
ら
つ
し
や
れ
ば
、
倅
も
生
き
て

る
で
さ
。
あ
の
方
が
死
に
な
さ
つ
た
ら
、
倅
も
死
ん
で
る
で
さ
」
と
語
る
。 

 

老
婆
に
遇
う
の
を
恐
れ
、
自
分
の
分
身
で
あ
る
銅
像
が
、「
み
じ
め
に
、
ぶ
ざ
ま
で

あ
る
」
こ
と
を
悲
し
ん
だ
「
元
将
軍
」
は
、
自
ら
銅
像
を
堀
の
底
へ
ず
り
落
と
す
。
最

後
の
と
ど
め
は
自
ら
行
っ
た
の
で
あ
る
。
完
全
な
自
己
否
定
で
あ
る
。 

  

中
国
の
兵
書
『
孫
子
』
に
は
、
優
れ
た
将
軍
の
兵
卒
へ
の
関
わ
り
方
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

視
卒
如
嬰
兒 

 
 
 

卒
を
視
る
こ
と
嬰
兒
の
如
し 

故
可
與
之
赴
深
谿 

 

故
に
こ
れ
と
深
谿
に
赴
く
べ
し 

視
卒
如
愛
子 

 
 
 

卒
を
視
る
こ
と
愛
子
の
如
し 

故
可
與
之
倶
死 

 
 

故
に
こ
れ
と
倶
に
死
す
べ
し 

（「
地
形
編
」
第
十
） 

  

廣
瀨
中
佐
の
行
動
は
、
言
わ
ば
『
孫
子
』
の
こ
の
く
だ
り
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
。

ま
さ
に
「
視
卒
如
愛
子 

故
可
與
之
俱
死
」
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
近
代
の
実
際
の
軍
隊
に
お
い
て
、
少
佐
（
戦
死
時
）
で
あ
っ
た
廣
瀨
が
、

上
等
兵
曹
（
戦
死
時
）
で
あ
っ
た
杉
野
孫
七
を
探
す
た
め
に
福
井
丸
に
戻
り
三
度
も
探

索
し
た
こ
と
は
、
異
例
の
、
本
来
は
有
り
う
べ
か
ら
ざ
る
行
動
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
佐
官
で
あ
る
少
佐
の
廣
瀨
が
、
下
士
官
で
あ
る
上
等
兵
曹
の
た
め
に
命
を
落

と
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
は
瞠
目
し
、
と
り
わ
け
庶
民
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
造
ら
れ
た
銅
像
も
、
廣
瀨
の
立
像
の
台
座
に
杉
野

が
座
っ
て
い
る
と
い
う
、
極
め
て
珍
し
い
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、『
信
念
』
の
将
軍
は
、
敗
戦
し
、
人
目
を
忍
ん
で
こ
っ
そ
り
と
帰
郷
す
る
。

将
軍
の
倒
れ
た
銅
像
の
台
座
に
は
、
将
軍
の
師
団
に
入
隊
し
た
と
い
う
若
者
の
母
親

（
老
婆
）
が
座
り
、
戦
死
公
報
も
遺
骨
も
信
じ
ら
れ
な
い
と
、
将
軍
の
存
在
に
息
子
の
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生
還
の
一
縷
の
希
望
を
託
す
。
老
婆
に
と
っ
て
将
軍
の
存
在
は
、
唯
一
心
の
支
え
で
あ

り
、
生
き
た
信
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
将
軍
と
老
婆
の
息
子
は
と
も
に
生
還
す
る
こ

と
も
、
と
も
に
戦
死
す
る
こ
と
も
な
く
、
将
軍
は
生
き
残
り
、
老
婆
の
息
子
は
戦
死
し

た
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 

四 

 

 

司
馬 

は
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
で
あ
る
。
士
人
と
し
て
普 

な
ら
生
き
な
が

ら
へ
る
筈
の
な
い
場
合
に
、
こ
の
男
は
生
き
殘
つ
た
。
口
惜
し
い
、
殘
念
至
極
、 

な
や
、 

 

谷
ま
つ
た
、
と
知
り
な
が
ら
、
お
め
お
め
と
生
き
て
ゐ
た
。 

  

こ
れ
は
、
武
田
泰
淳
が
昭
和
十
八
年
に
発
表
し
た
『
司
馬 

』
の
冒
頭
で
あ
る
。
武

田
泰
淳
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
た
デ
ビ
ュ
ー
作
と
も
言
え
る
作
品
で
あ
り
、
傑
作
で

あ
る
。
武
田
泰
淳
は
、
日
中
戦
争
に
出
征
し
戦
地
生
活
を
送
る
な
か
で
、
司
馬
遷
の
世

界
を
体
得
し
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。『
司
馬 

』
に
は
、
明
ら
か
に
武
田
泰

淳
の
自
己
同
一
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
武
田
泰
淳
の
文
学
に
通
底
す
る
本
質

が
あ
る
。 

 

『
信
念
』
の
将
軍
も
ま
た
「
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
」
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
「
生

き
殘
つ
た
」。「
お
め
お
め
と
生
き
て
ゐ
た
」。
さ
ら
に
は
、
か
つ
て
将
軍
と
し
て
国
の

英
雄
で
あ
っ
た
自
ら
の
銅
像
を
堀
の
底
に
ず
り
落
と
し
、
過
去
の
自
分
を
否
定
し
捨

て
去
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
は
瓦
解
し
た
。
そ
れ
で
も
生
き
残
っ
た
国
民
は
、
ま
だ
生
き
て

行
く
。
生
き
延
び
た
こ
と
の
安
堵
と
喜
び
、
そ
し
て
、
と
も
か
く
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ

と
の
解
放
感
を
噛
み
締
め
な
が
ら
。
同
時
に
、
戦
死
し
た
者
達
へ
の
疚
し
さ
も
抱
え
込

み
な
が
ら
。 

 

『
司
馬 

』
が
、
敗
戦
後
の
日
本
を
も
予
言
す
る
作
品
と
な
っ
た
よ
う
に
、『
信
念
』

は
、
敗
戦
後
の
占
領
下
に
お
け
る
日
本
の
あ
る
一
つ
の
姿
を
、
戦
争
に
生
き
残
っ
た
者

達
が
敗
戦
後
の
日
本
を
ど
う
生
き
て
い
る
か
を
、
寓
話
と
し
て
忍
ば
せ
た
の
で
あ
る
。 

  

注 

（
１
）『
信
念
』
の
初
出
誌
に
つ
い
て
は
、『
増
補 

武
田
泰
淳
全
集
』
の
別
巻
『
増
補 

武
田
泰
淳
研
究
』（
昭
和
五
十
五
年
三
月 

筑
摩
書
房
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
古

林
尚
・
制
作
「
武
田
泰
淳
年
譜
」（
今
日
、
武
田
泰
淳
年
譜
の
定
本
と
も
い
う
べ

き
年
譜
で
あ
る
）
を
は
じ
め
、
従
来
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
度
、
初
出
誌
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
二
十
四
年
六
月

特
大
号
の
「
オ
ー
ル
讀
物
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

（
２
）『
広
瀬
武
夫
全
集
』
下
巻
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月 

講
談
社
）
の
「
年
譜
」
に

記
載
の
「
明
治
元
年
五
月
二
十
七
日
」
の
誕
生
に
拠
る
。 

（
３
）『
新
訂
文
部
省
發
刊 

尋
常
小
學
唱
歌 

用 
 
 

第
四
學
年
用
』（
大
正
二
年

六
月
） 

（
４
）
東
洋
思
想
叢
書
『
司
馬 

』
昭
和
十
八
年
四
月 

日
本
評
論
社 

（
５
）「
自
序
」（
東
洋
思
想
叢
書
『
司
馬 

』
昭
和
十
八
年
四
月 

日
本
評
論
社
）
で

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 

私
が
「
史
記
」
に
つ
い
て
考
へ
始
め
た
の
は
、
昭
和
十
二
年
、
出
征
し
て
か

ら
で
あ
る
。
は
げ
し
い
戰
地
生
活
を
送
る
う
ち
、
長
い
年
月
生
き
の
び
た
古

典
の
強
さ
が
、
し
み
じ
み
と
身
に
し
み
て
來
て
、
漢
代
歷
史
の
世
界
が
、
現

代
の
こ
と
の
や
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
歷
史
の
き
び
し
さ
、
世
界
の
き
び
し
さ
、

つ
ま
り
現
實
の
き
び
し
さ
を
考
へ
る
場
合
に
、
何
か
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り

得
る
も
の
が
、「
史
記
」
に
は
有
る
、
と
思
は
れ
た
。 

(

４)

(

５) 
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廣瀨中佐の銅像の絵ハガキ。撮影者・撮影年時不明。筆者(長田)蔵 




