
は
じ
め
に

雑
誌
﹁
新
潮
﹂
の
二
〇
一
一
︵
平
成
23
︶
年
八
月
号
に
生
前
未
発
表
の
中
編
小

説
﹁
逸
見
小
学
校
﹂
一
八
〇
枚
︵
途
中
三
枚
が
欠
け
て
い
る
︶
が
掲
載
さ
れ
た
。

題
材
は
庄
野
文
学
に
は
珍
し
く
軍
隊
生
活
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
り
、﹁
戦
争
文

学
﹂
と
言
っ
て
よ
い
。
脱
稿
の
日
付
は
明
記
さ
れ
て
い
て
一
九
四
九
︵
昭
和
24
︶

年
一
月
二
一
日
と
あ
る
。

﹁
逸
見
小
学
校
﹂の
発
表
に
際
し
て
は﹁
新
潮
﹂編
集
部
か
ら
私
に﹁
解
題
﹂執

筆
の
以
来
が
あ
っ
た
の
で
小
文
を
寄
せ
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

が
、何
分
に
も
倉
卒
の
間
の
事
で
は
あ
り
、枚
数
に
も
制
限
が
あ
り
、更
に
新

た
な
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
こ
で
私

見
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一
　
作
品
の
虚
実

﹁
逸
見
小
学
校
﹂
と
い
う
作
品
の
骨
格
は
、
日
本
有
数
の
軍
港
都
市
横
須
賀
の

海
軍
駐
屯
地
に
あ
て
ら
れ
た
逸
見
小
学
校︵
実
在
す
る
︶を
舞
台
に
、主
と
し
て

若
い
尉
官
級
の
海
軍
軍
人
の
群
像
の
日
常
を
描
く
中
に
、
千
野
少
尉
と
ヒ
ロ
イ

ン
み
ち
こ
と
の
ロ
マ
ン
ス
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
当
然
地
名
は
実
在
で
登
場
す
る
し
、対
象
と
し
て
描
か
れ
る
事
象
、風

物
等
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
次
に
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
。
事
実
と
の
食
い
違
い

で
あ
る
。勿
論
、そ
の
場
合
に
小
説
で
あ
る
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
入
る
こ
と
は

許
容
す
る
と
い
う
程
度
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
ト
レ
ラ
ン
ス
は
保

証
し
た
上
の
話
で
あ
る
。

そ
う
い
う
読
者
の
お
一
人
、一
九
二
九︵
昭
４
︶年
三
月
八
日
横
須
賀
市
安
浦

(1)

庄
野
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町
一
丁
目
生
ま
れ
の
遠
藤
雅
夫
氏
は
二
八
歳
ま
で
横
須
賀
に
お
ら
れ
、
以
後
は

勤
務
の
都
合
で︵
氏
は
北
大
で
医
学
博
士
の
学
位
を
と
ら
れ
た
︶北
海
道
札
幌
市

周
辺
に
お
住
ま
い
で
あ
る
。

氏
は
非
常
に
熱
心
な
読
者
で
、初
出
の﹁
新
潮
﹂を
熟
読
す
る
や
直
ち
に
一
書

を
寄
せ
ら
れ
、事
実
と
の
食
い
違
い
や
疑
問
点
を
Ａ
４
判
七
枚
、二
〇
項
目
に
亘

っ
て
指
摘
さ
れ
、続
い
て
第
二
稿
は
Ａ
４
判
二
枚
、一
〇
項
目
と
写
真
11
葉︵
２

Ｌ
サ
イ
ズ
︶
か
ら
成
り
、
第
一
稿
を
更
に
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

氏
の
指
摘
は
非
常
に
鋭
く
、又
実
証
的
な
も
の
で
、横
須
賀
の
地
勢
学
に
詳
し

く
な
い
者
に
と
っ
て
も
説
得
力
が
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
で
庄
野
氏
が
企
図
し
た

と
こ
ろ
の
も
の
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
極
め
て
有
益
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
読
者
に
と
っ
て
有
益
と
思
わ
れ
る
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
以
下
に
紹

介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
稿
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
頁
と
行
数
は
初
出
誌
﹁
新

潮
﹂
の
そ
れ
を
さ
す
。

二
電
車
線
路

Ａ
148
頁
上
段
６
行
目
　﹁
電
車
線
路
に
沿
つ
て
、市
の
中
心
部
に
向
か
つ
て︵
中

略
︶
歩
き
始
め
た
。﹂

こ
れ
に
つ
い
て
遠
藤
氏
は
こ
う
言
う
。

当
時
の
久
里
浜
線︵
横
須
賀
と
久
里
浜
間
の
路
線
、昭
和
19
年
４
月
１
日

開
通
、現
Ｊ
Ｒ
横
須
賀
線
︶は
横
須
賀
駅
を
出
る
と
、す
ぐ
に
踏
切
の
あ
る

国
道
を
渡
っ
て
約
50
㍍
で
、
最
深
部
に
非
常
出
口
を
備
え
た
金
谷
ま
で
２

０
８
９
㍍
の
横
須
賀
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
。

横
須
賀
駅
か
ら
市
の
中
心
部
へ
行
く
に
は
、
駅
を
出
て
斜
め
左
へ
国
道

を
行
く
の
で
、
線
路
に
沿
っ
て
は
行
け
な
い
。

路
は
駅
か
ら
斜
め
左
に
約
70
㍍
で
逸
見
上
陸
場
の
衛
門
が
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
は
直
線
道
路
に
な
り
、
左
側
は
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
長
い
コ
ン
ク

リ
ー
ト
塀
で
、右
側
は
駅
か
ら
200
㍍
程
で
約
160
㍍
程
の
間
、関
東
大
震
災
の

時
に
崖
崩
れ
を
起
こ
し
て
大
勢
亡
く
な
っ
た
崖
が
続
い
て
い
て
、
そ
の
先

は
海
軍
下
士
官
集
会
所︵
現
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
ホ
テ
ル
︶ま
で
約
150
㍍
が
新
井

屋
旅
館
を
含
み
家
並
み
に
な
っ
て
い
る
。
横
須
賀
駅
か
ら
警
備
隊
ま
で
の

道
路
に
は
電
車
線
路
は
な
い
。

つ
ま
り
、当
時
の
久
里
浜
線︵
現
在
の
Ｊ
Ｒ
横
須
賀
線
︶は
横
須
賀
駅
を
出
る

と
す
ぐ
に
２
０
０
０
㍍
を
超
え
る
ト
ン
ネ
ル
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
ほ
か
に
電
車

線
路
は
な
い
の
で
、
小
説
の
よ
う
に
は
行
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
驚
い
た
。実
地
に
横
須
賀
に
行
っ
て
歩
い
て
見
て
一
層
驚
い
た
。氏

の
指
摘
の
通
り
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
横
須
賀
生
ま
れ
の
横
須
賀
育
ち
に
と
っ
て

は
一
声
あ
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。

一
つ
は
無
論
、
作
者
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
土
地
で
あ
る
か
ら
そ
れ
故
の
無

知
、
あ
る
い
は
勘
違
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、そ
の
後
も﹁
電
車
道
路
﹂と
繰
返
す
か
ら
に
は
も
う

少
し
合
理
的
な
説
明
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
氏
は

三
　
貨
物
引
き
込
み
線

Ｂ
148
頁
上
段
18
行
目
　
﹁
電
車
道
路
の
反
対
側
を
進
ん
で
来
た
作
業
服
の
一
隊
﹂

を
引
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

(2)



こ
こ
で
は
横
須
賀
駅
か
ら
海
軍
下
士
官
集
会
所
ま
で
の
描
写
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
こ
の
辺
り
で
は
久
里
浜
線
は
既
に
ト
ン
ネ
ル
に
入
っ
て
い

る
の
で
、こ
の
国
道
で
は
久
里
浜
線
の
電
車
は
見
え
な
い
し
、そ
の
他
の
電

車
の
た
め
の
線
路
も
な
い
。こ
の
間
は
広
い
車
道
と
左
右
の
歩
道
だ
け
で
、

こ
の
頃
は
塀
側
の
歩
道
に
は
多
く
の
素
掘
り
の
待
避
壕
が
掘
ら
れ
て
い

て
、
歩
行
者
は
車
道
側
に
残
さ
れ
た
狭
い
部
分
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
で
は
こ
の
道
路
の
途
中
に
は
二
本
の
自
動
車
道
が
降
り
て
来
て
合

流
し
て
い
る
。

千
野
少
尉
は﹁
歩
道
の
横
を
…
石
塀
が
続
い
て
い
る
﹂と
い
う
こ
と
か
ら

塀
側
の
、つ
ま
り
右
側
の
道
を
歩
い
て
い
る
。そ
う
す
る
と﹁
電
車
道
路
の

反
対
側
﹂は
崖
側
の
歩
道
で
あ
り
、横
須
賀
駅
か
ら
出
て
左
手
の
逸
見
上
陸

場
か
ら
下
士
官
集
会
所
へ
の
直
線
道
路
の
右
側
に
は
、
高
い
崖
が
あ
っ
て

そ
の
先
は
汐
入
へ
の
道
路
が
分
か
れ
て
家
並
み
と
新
井
屋
旅
館
が
あ
る
。

こ
の
道
路
に
は
電
車
は
通
っ
て
い
な
い
の
で
﹁
電
車
道
路
﹂
で
は
な
い
。

こ
の
小
説
に
出
て
く
る
電
車
線
路
あ
る
い
は
電
車
道
路
と
は
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
塀
の
横
須
賀
海
軍
工
廠
側︵
海
側
︶に
設
置
さ
れ
て
い
た
、横
須
賀

の
ヤ
ー
ド
か
ら
駅
の
海
側
を
通
り
、
逸
見
上
陸
場
の
衛
門
を
横
切
っ
て
横

須
賀
海
軍
工
廠
ま
で
の
貨
物
引
き
込
み
線
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
小
説
に
書
か
れ
て
い
る
昭
20
年
と
い
う
時
期
に
は
、
国
道

か
ら
は
こ
の
線
路
を
貨
物
列
車
が
走
っ
て
い
て
も
、
衛
門
で
の
約
10
㍍
を

除
い
て
は
外
部
か
ら
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
稿
は
昭
和
24
年
に
脱
稿
し
て
お
い
で
な
の
で
、庄
野
氏
は
戦
前
、戦

中
の
横
須
賀
を
ご
存
知
な
く
、戦
後
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
の
撤
去
さ
れ
、線

路
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
臨
海
公
園
の
情
景
を
ご
覧
に
な
っ
て
、﹁
電
車
線
路

に
沿
っ
て
﹂﹁
電
車
道
路
﹂
な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。

戦
後
か
な
り
長
い
間
は
確
か
に
海
側
の
歩
道
を
歩
け
ば
左
手
に
は
こ
の

線
路
が
残
っ
て
い
た
。し
か
し
戦
後
の
こ
の
道
路
を
歩
く
と
き
は
、普
通
は

目
の
前
の
横
須
賀
海
軍
工
廠
跡
の
建
物
や
並
ん
で
い
る
ド
ッ
ク
の
前
の
狭

い
海
や
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
に
目
を
と
ら
れ
る
の
で
、
よ
く
こ
の
線
路

を
見
つ
け
ら
れ
た
と
思
う
。そ
れ
程
目
立
た
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。こ
の
道

路
の
こ
と
を
電
車
道
路
と
言
わ
れ
て
は
古
い
横
須
賀
市
民
で
も
た
だ
戸
惑

う
だ
け
で
あ
ろ
う
。︵
以
下
略
︶

つ
ま
り
、遠
藤
氏
は
さ
ん
ざ
ん
当
惑
さ
れ
た
挙
句
、よ
う
や
く
一
つ
の
結
論
に

到
達
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
横
須
賀
駅
か
ら
海
軍
工
廠
ま
で
の
貨
物
引
き
込

み
線
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
引
き
込
み
線
は
徹
底
的
に
隠
さ
れ
て
い
て
駅
か

ら
工
廠
ま
で
の
約
１
キ
ロ
㍍
の
間
、
高
さ
３
㍍
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
で
目
隠
し
さ

れ
て
い
て
、
距
離
に
し
て
僅
か
に
10
㍍
程
だ
け
の
衛
門
の
区
間
だ
け
見
え
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
よ
く
ぞ
気
が
つ
い
た
と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
﹁
電
車
線
路
﹂
は
な
い
わ
け
で
﹁
貨
物
の
引
き
込
み
線
﹂
で
あ
る
か
ら

厳
密
に
は
不
正
確
な
表
現
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、右
の
遠
藤
氏
の
引
用
文
中
後
半
の﹁
こ
の
稿
は
昭
和
24
年
に
脱
稿
し

て
お
い
で
な
の
で
、庄
野
氏
は
戦
前
、戦
中
の
横
須
賀
を
ご
存
知
な
く
、…
…
書

か
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。﹂と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
訂
正
と
吟
味
が
必
要
で

あ
る
。

﹁
解
題
﹂に
も
記
し
た
よ
う
に
庄
野
氏
は
昭
和
20
年
３
月
末
か
ら
４
月
末
ま
で

横
須
賀
の
逸
見
小
学
校
に
駐
屯
し
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
庄
野
氏
が

戦
前
、
戦
中
の
横
須
賀
を
知
ら
な
い
と
い
う
記
述
は
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

次
い
で
後
半
の
記
述
で
、戦
後
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
が
撤
去
さ
れ
、引
き
込
み

(3)



線
路
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
臨
海
公
園
の
情
景
を
見
て
、﹁
電
車
線
路
に
沿
っ
て
﹂

﹁
電
車
道
路
﹂
な
ど
と
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
﹁
推
察
﹂
し
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
真
偽
の
程
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
脱
稿
の
日
付
が
一
九
四
九
年
一
月
二
一
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

戦
後
の
混
乱
期
の
真
っ
直
中
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
餓
死
者
が
一
千
万
人
出
る
だ

ろ
う
と
騒
が
れ
、列
車
の
混
雑
ぶ
り
は
殺
人
的
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
に
、こ
の

程
度
の
調
査
、
あ
る
い
は
確
認
を
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
大
阪
か
ら
上
京
し
て

横
須
賀
に
赴
い
た
と
は
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

四
　
白
い
壁
と
横
須
賀
の
象
徴

Ｃ
148
頁
上
段
16
行
目
　
﹁
そ
の
白
い
石
塀
は
、
何
処
ま
で
行
つ
て
も
果
て
し
な

く
一
方
の
視
界
を
遮
つ
て
ゐ
た
。﹂

﹁
白
い
石
塀
﹂
と
い
う
の
は
、
横
須
賀
駅
か
ら
出
て
駅
前
左
手
に
あ
る
海

軍
の
逸
見
上
陸
場︵
軍
港
逸
見
門
︶衛
門
か
ら
海
軍
下
士
官
兵
集
会
所︵
戦

後
の
Ｅ
Ｍ
ク
ラ
ブ
、
現
在
の
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
ホ
テ
ル
︶
で
左
に
曲
が
っ
て
、

横
須
賀
海
軍
工
廠
の
正
門︵
横
須
賀
鎮
守
府
前
︶ま
で
の
間
の
約
一
キ
ロ
の

国
道
の
左
手︵
横
須
賀
海
軍
工
廠
側
︶は
白
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
高
さ
約

３
㍍
の
壁
が
続
い
て
い
て
、
内
部
の
建
造
物
は
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
を

除
い
て
ご
く
上
部
し
か
見
え
な
い
。
こ
の
高
い
塀
は
横
須
賀
の
電
車
が
横

須
賀
駅
へ
入
る
す
ぐ
手
前
の
所
で
軍
港
が
一
目
で
見
え
る
場
所
を
通
る
が

そ
こ
に
も
電
車
か
ら
の
目
を
避
け
て
同
じ
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
壁
は
﹁
白
い
﹂
が
石
塀
で
は
な
い
。︵
中
略
︶
こ
の
11
行
目
か
ら
上
段
最

後
の
行
ま
で
は
、
始
め
て
横
須
賀
を
歩
い
て
い
て
の
感
想
を
書
い
て
い
る

の
だ
が
、そ
う
だ
と
す
れ
ば
重
大
な
書
き
落
と
し
が
あ
る
。歩
い
て
い
る
人

物
が
軍
人
で
あ
る
か
ら
、確
か
に
敬
礼
に
気
を
遣
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、

軍
人
の
往
来
が
多
い
街
だ
か
ら
上
官
の
姿
に
は
注
意
が
必
要
に
な
り
、
下

級
の
者
へ
の
答
礼
に
も
気
を
遣
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
気
持

ち
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
横
須
賀
駅
を
出
る
と
す
ぐ
に
目
に
止
ま
る
の
が
、
逸
見
上
陸
場

の
衛
門
か
ら
狭
い
小
海
を
隔
て
た
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
第
五
船
渠
の
む

こ
う
側
に
見
え
る
、
第
六
船
渠
︵
６
万
噸
、
通
称
６
号
ド
ッ
ク
︶
に
あ
る
350

噸
ハ
ン
マ
ー
ヘ
ッ
ド
ク
レ
ー
ン
と
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
第
二
船
台
全
体

を
覆
っ
て
い
る
巨
大
な
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
構
造

物
は
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
象
徴
で
も
あ
る
が
、
記
念
艦
三
笠
と
共
に
横
須

賀
の
象
徴
で
あ
る
。﹁
石
塀
の
向
こ
う
に
﹂
見
え
る
﹁
港
の
青
い
水
﹂
を
想

像
す
る
よ
り
も
先
に
、
錆
色
の
巨
大
な
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
が
広
が
っ

て
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
始
め
て
横
須
賀
へ
来
た
人
は
こ
の
ク

レ
ー
ン
と
横
須
賀
海
軍
工
廠
か
ら
絶
え
間
な
く
鳴
り
響
い
て
く
る
轟
音

と
、
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
聞
こ
え
る
リ
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
音
に
圧
倒
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
轟
音
は
ど
ぶ
板
通
り
あ
た
り
の
国
道
で
は
大
声
を

だ
さ
な
い
と
話
も
で
き
な
い
程
で
あ
っ
た
。
小
説
の
こ
の
道
路
を
歩
い
て

い
る
あ
た
り
で
も
、も
う
こ
の
音
は
は
っ
き
り
聞
こ
え
て
い
て
、気
に
な
る

筈
で
あ
る
。︵
中
略
︶
こ
の
横
須
賀
市
民
に
は
懐
か
し
い
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ

ー
ン
は
一
九
七
五
年
一
月
二
九
日
、
350
噸
ク
レ
ー
ン
は
二
〇
〇
一
年
五
月

二
〇
日
に
解
体
さ
れ
て
、
横
須
賀
の
景
色
が
寂
し
く
な
っ
た
。

こ
こ
に
は﹁
逸
見
小
学
校
﹂と
い
う
作
品
を
読
む
上
で
重
要
な
二
つ
の
指
摘
が

(4)



な
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は﹁
白
い
石
壁
﹂︵
遠
藤
氏
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
こ
れ
は﹁
石
塀
﹂で

は
な
く
、﹁
白
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
壁
﹂︶で
あ
り
、こ
れ
が
横
須
賀
駅
か
ら
海

軍
工
廠
ま
で
の
国
道
の
左
側
を
約
一
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
高
さ
３
㍍
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
壁
が
あ
た
か
も
万
里
の
長
城
の
如
く
延
々
と
続
い
て
い
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
軍
港
都
市
の
機
密
保
持
の
た
め
の
目
隠
し
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、こ
れ
が
重
要
な
点
で
あ
る
が
、横
須
賀
に
始
め
て
足
を
踏
み
入

れ
た
人
で
あ
れ
ば
横
須
賀
の
シ
ン
ボ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
巨
大
な
ク
レ
ー
ン

と
、
海
軍
工
廠
か
ら
絶
え
間
な
く
鳴
り
ひ
び
い
て
く
る
リ
ベ
ッ
ト
の
轟
音
の
す

さ
ま
じ
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
筈
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
ら
は
影
も
形
も
な
い
。と
す
れ
ば
こ
れ
は﹁
重

大
な
書
き
落
と
し
﹂、
あ
る
い
は
落
丁
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
は
ノ
ー
で
あ
る
。何
故
な
ら
、巨
大
な
ク
レ
ー
ン
に
し
て
も
リ
ベ
ッ
ト
の
轟

音
に
し
て
も
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
横
須
賀
の
属
性
で
あ
り
、シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
。

そ
れ
を
影
も
形
も
な
く
消
し
去
っ
て
平
然
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
者

に
は
あ
る
明
確
な
横
須
賀
像
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
を
刻
み
あ
げ
る
事
に
挑

戦
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
す

る
横
須
賀
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
　
そ
れ
は
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最

後
に
示
さ
れ
て
い
る
。
148
頁
下
段
５
行
目
～
９
行
目
で
あ
る
。

そ
れ
は
身
体
だ
け
は
見
た
と
こ
ろ
健
康
な
壮
年
で
あ
り
な
が
ら
、
髪
と

い
ふ
髪
は
こ
と
ご
と
く
白
髪
で
、
歯
は
全
部
抜
け
落
ち
た
︱
︱
そ
の
や
う

な
人
間
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
。
た
し
か
に
此
処
に
は
末
期
の
ま

ち
の
相
が
漂
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
を
彼
は
歩
い
て
行
つ
た
。

作
者
の
と
ら
え
た
横
須
賀
像
と
は
﹁
身
体
だ
け
は
見
た
と
こ
ろ
健
康
な
壮
年

で
あ
り
な
が
ら
、髪
と
い
ふ
髪
は
こ
と
ご
と
く
白
髪
で
、歯
は
全
部
抜
け
落
ち
た

や
う
な
人
間
を
連
想
﹂さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、一
言
で
い
え
ば﹁
末
期
の
ま
ち
の

相
﹂を
示
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。換
言
す
れ
ば
作

者
に
と
っ
て
こ
の
ま
ち
は
、
一
見
健
康
そ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
生
き
な
が
ら

死
ん
で
い
る
死
の
ま
ち
、
あ
る
い
は
廃
人
の
ま
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
350
噸
ハ
ン
マ
ー
ヘ
ッ
ド
ク
レ
ー
ン
や
巨
大
な
ガ
ン
ト
リ
ー
ク

レ
ー
ン
が
活
動
す
る
情
景
が
入
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ま
さ
し
く
﹁
末
期

の
ま
ち
﹂と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、こ
こ
に
は
入
り
よ
う
筈
も
な
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
横
須
賀
の
人
び
と
、
横
須
賀
び
い
き
の
人
に
と
っ
て
は
ま
こ

と
に
残
念
な
結
果
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

五
　
ド
ー
リ
ッ
ト
ル
空
襲
の
意
味

Ｄ
148
頁
下
段
２
行
目
　
﹁
今
日
ま
で
一
度
も
爆
撃
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
こ
の

軍
港
﹂

こ
れ
に
対
し
て
氏
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

﹁
爆
撃
﹂
を
﹁
爆
弾
投
下
﹂
と
解
釈
す
る
か
、﹁
空
爆
﹂
と
す
る
か
解
釈
が

分
か
れ
る
と
思
う
が
、横
須
賀
は
両
方
と
も
受
け
て
い
る
。小
説
の
時
代
が

一
九
四
五
年
三
月
末
だ
か
ら
そ
れ
以
前
の
横
須
賀
空
襲
を
見
る
と
、
最
初

の
空
襲
は
昭
和
17
年
４
月

日
の
ド
ウ
リ
ッ
ト
ル
空
襲
で
、
ノ
ー
ス
ア
メ

リ
カ
ン
Ｂ
︱
25
が
横
須
賀
海
軍
工
廠
内
の
潜
水
母
艦
大
鯨
に
爆
弾
を
投
下

1 7ママ
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し
て
い
る
。
昭
和
20
年
１
月
９
日
に
は
ボ
ー
イ
ン
グ
Ｂ
︱
29
に
よ
る
逸
見

町
へ
の
小
規
模
の
爆
撃
が
あ
っ
た
。

次
に
163
ペ
ー
ジ
に
も
出
て
く
る
が
そ
こ
で
は
﹁
２
月
16
日
に
艦
載
機
一

〇
〇
〇
機
の
空
襲
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
横
須
賀
は
空
襲
さ
れ
て
い
な
い
記

述
で
あ
る
。こ
の
機
数
は
関
東
地
区
に
襲
来
し
た
も
の
で
、横
須
賀
に
は
16

日
と
17
日
に
来
襲
が
あ
っ
て
、こ
の
一
〇
〇
〇
機
の
内
、両
日
と
も
約
三
〇

〇
機
宛
の
終
日
の
空
襲
が
あ
り
、
軍
事
施
設
だ
け
で
な
く
町
も
激
し
い
機

銃
掃
射
を
受
け
、軍
事
施
設
と
町
と
に
21
発
の
爆
撃
を
受
け
た
。３
月
12
日

に
は
小
規
模
だ
が
長
坂
に
Ｂ
︱
29
に
よ
る
爆
撃
を
受
け
て
い
る
︵
神
奈
川

県
警
察
史
︶。

こ
の
他
に
も
Ｂ
︱
29
の
通
過
は
何
度
も
あ
っ
た
。
横
須
賀
駅
の
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
の
す
ぐ
目
の
前
に
見
え
る
高
台
の
中
腹
に
あ
っ
た
民
家
の
跡
に

も
爆
撃
で
出
来
た
す
り
鉢
状
の
穴
が
戦
後
長
く
ま
で
残
っ
て
い
た
。
従
っ

て
な
ぜ
こ
う
い
う
説
明
に
な
っ
た
の
か
判
ら
な
い
。

と
記
す
。

本
稿
で
は
﹁
爆
弾
投
下
﹂
も
﹁
空
襲
﹂
も
共
に
﹁
爆
撃
﹂
と
広
く
解
釈
す
る
が
、

横
須
賀
は
記
録
を
調
べ
て
見
る
と
遠
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
実
は
両
方
と

も
何
度
も
受
け
て
い
る
。
次
に
表
１
、
表
２
を
引
用
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
厄
介
な
問
題
が
起
こ
る
。表
２
の
典
拠
は﹃
神
奈
川
県
警
察

史
　
中
巻
﹄︵
昭
47
・
９
・
30

神
奈
川
県
警
察
本
部
︶
に
集
計
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
今
回
私
が
空
襲
の
被
害
に
関
す
る
統
計
と
し
て
参
照
し
た
も
の
の
中
で

は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
最
も
と
と
の
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
こ

こ
に
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
被
害
の
実
際
は
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
と
言
え
ば
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

(6)

表
１
 

東
京
・
横
浜
・
川
崎
方
面︵
12
機
︶

名
古
屋
︵
２
機
︶・
神
戸
︵
１
機
︶

横
須
賀
︵
１
機
︶

海
軍
工
廠
に
爆
弾
３
発
投
下
す
る
も
２
発
は
そ
れ
、
１
発
が
潜
水
艦
に
命
中

表
２
 
神
奈
川
県
下
の
空
襲
被
害
状
況
一
覧

ド
ー
リ
ッ
ト
ル
空
襲

昭
17
・
４
・
18

B
25

16
機

爆 弾 … 21発
焼夷弾 1465発
死 者 … 45名
重 傷…153名
全 焼…160戸

1

10
4
10
9
24
43
7

1
6

19
11.24

B29
82

2.40
3.40
横
須
賀
市
逸
見
、
葉
山
町
古
庭
、

川
崎
臨
港
、
高
津
署

2

6
2

19
11.27

B29
2

13.25

足
柄
下
郡
三
保
村

3

218

5
26
7
7
1

19
12.25

B29
3

3.05
3.15
横
浜
市
鶴
見
区
、
港
北
区

4

6

5
12

20
1.9

B29
21

13.45
14.25
鎌
倉
郡
深
沢
村
、
横
須
賀
市
逸
見

町
、
横
浜
市
中
区
、
神
奈
川
区

5

1
2

20
1.27

B29
26

14.40

川
崎
市
登
戸

6

3

20
2.10

B29
1

23.06
23.18
高
座
郡
御
所
見
村

山
林
・
畑
地
に
投
弾
の
た

め
被
害
な
し

7

9

3

3

20
2.15

B29
2

13.55
14.08
横
浜
市
戸
塚
区

8

10
1
24
47
115
170

20
2.16

艦載機
273

7.33
16.35
横
浜
市
、川
崎
市
、横
須
賀
市
、藤
沢
市
、

小
田
原
市
、平
塚
市
、
三
浦
郡
、
中
郡

本
空
襲
は
銃
撃
を
主
と
し
た
、

従
っ
て
罹
災
戸
数
な
し

9

84

11
37
53
91
1

1

1

20
2.17

艦載機
320

7.48
12.09
横
浜
市
、
川
崎
市
、
藤
沢
市
、
平

塚
市
、
中
郡
、
高
座
郡

10

53
438
8
4
11
312
53
20
4
12
27

20
2.19

B29
123

14.43
15.39
横
浜
市
鶴
見
区
、
神
奈
川
区

11

3
200
2
2
6
10

20
2.25

艦載機
116

8.05
8.43
横
浜
市
、
足
柄
下
郡
、
足
柄
上
郡

12

1

1

20
3.5

B29
2

14.00

川
崎
市
堀
川
町

13

988

1
134
22
21
1

20
3.10

B29
3

1.05

横
浜
市
港
北
区
樽
町

空襲回数

県
下
に
お
け
る
空
襲
被
害
状
況
一
覧
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
神
奈
川
県
調
︶

爆　弾
焼夷弾
死　者
重　傷
軽　傷
罹 災 者
罹災戸数
全　焼
半　焼
全　壊
半　壊

年 月 日

襲来機数

時　　間

被害地域

備　　考

人
的
被
害

物
的
被
害

投
下
弾
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14

2

20
3.11

B29
2

13.38

三
浦
郡
三
崎
町
小
綱
代

山
火
事
発
生
、
他
は
被
害

な
し

15

14

2

1
8
2

2
1

20
3.12

B29
1

2.15

横
須
賀
市
長
坂

16

12

1
1

20
3.20

B29
1

12.40

横
浜
市
港
北
区
中
山
町

17

24

1
1
3
8
1

1

20
4.2

B29
60

2.10
3.40
横
浜
市
港
北
区
恩
田
町
、
藤
沢
市

辻
堂
、
川
崎
市
木
月

18

536
342
398
130
386

5,873
1,163
709
33
424
542

20
4.4

B29
80

2.08
4.24
横
浜
市
神
奈
川
区
、鶴
見
区
、港
北
区
、

戸
塚
区
、川
崎
市
、︵
臨
港
、中
原
、高
津
︶

本
空
襲
は
主
と
し
て
横
浜
、
川

崎
の
工
場
地
帯
を
爆
撃
し
た

19

1

4
5

20
4.7

B29
60

9.30
10.40
横
浜
市
南
区
、
保
土
ヶ
谷
区
、
磯

子
区
、
鎌
倉
郡

20

1
10

1　

20
4.12

P51 20
B29 60

11.00
11.40
愛
甲
郡
、
厚
木
、
足
柄
上
郡
、
松

田
、
平
塚
市

21

2,549
75,747
972
461

1,751
264,411
52,655
52,630
137
25
70

20
4.15〜

4.16

B29
200

22.25
1.09
川
崎
市
、
横
浜
市
、
鶴
見
区
、
神
奈
川

区
、
保
土
ヶ
谷
区
、
磯
子
区
、
中
区

22

4
10
8
2
1

148
35
35
5

20
4.19

P51
40

10.00
10.40
横
浜
市
南
区
、戸
塚
区
、高
座
郡
、

三
浦
郡

23

4

20
4.24

B29
3

8.25
9.40
横
浜
市
横
浜
港
、
葉
山
町
、
津
久

井
郡
中
野
町

24

2

20
5.8

P51
18

11.24
12.40
三
浦
郡
南
下
浦
町
、
剣
ケ
崎
灯
台

25

3
2
3　
25
5
3
2

20
5.17

B29 1
P51 40

11.25
13.25
藤
沢
市
、
高
座
郡
、
中
群
、
横
浜

市
戸
塚
区

26

8

3
2

3

20
5.19

B29 62
P51 10

9.52
11.20
中
郡
大
山
町

27

5
87,165

74
56
129

9,933
2,047
2,037
110
7
2

20
5.24

B29
250

1.00
3.55
横
浜
市
、
川
崎
市
、
高
座
郡

28

638
7
4
11

8,282
115
114
1

20
5.25〜

5.26

B29
500

22.02
1.30
横
浜
市
、
川
崎
市
、
横
須
賀
市
、

藤
沢
市
、
高
座
郡

29

257,205
3,787
1,554
10,873
313,144
79,350
79,399
149
22
26

20
5.29

B29 500
P51 100

9.15
10.50
横
浜
市
中
区
、南
区
、西
区
、神
奈
川

区
、保
土
ヶ
谷
区
、鶴
見
区
、川
崎
市

旧
横
浜
市
全
域
は
ほ
と
ん

ど
焼
失

30

120

136
94
400

1,450
144
18

126
319

20
6.11

B29 363
P51 30

9.38
5.25
横
浜
市
中
区
、
磯
子
区

31

1
3
1

20
6.11

P51
42

11.30
12.10
川
崎
市
久
本
、
高
座
郡
、
愛
甲
郡

32

1
2

20
7.4

P51
60

12.07
13.15
横
須
賀
市
汐
入
町
、
坂
本
町
、
山

王
町

33

2
1

20
7.5

P51
12

10.35
12.35
三
浦
郡
三
崎
町
城
ヶ
島

沖
　
　
合

34

6
6
2

20
7.6

P51
24

11.42
13.28
高
座
郡
、
愛
甲
郡
、
横
須
賀
市

35

1,000
1
2

39
11
11

20
7.7

B29
80

23.25
3.45
足
柄
下
郡
酒
匂
町

36

1
2
7

20
7.8

P51
117

11.55
13.50
中
郡
、
足
柄
下
郡
、
高
座
郡

37

29

9
3
12

1
6

20
7.10

艦載機
420

5.10
18.30
横
浜
市
、
横
須
賀
市
、
愛
甲
郡
、

高
座
郡
、
足
柄
下
郡

38

2

20
7.11

B24 1
P51 1

12.43

浦
賀
町
島
ヶ
崎

沖
　
　
合

39

565
630
215
71
62
773
98
19
4
79
75

20
7.12〜

7.13

B29
50

22.55
2.00
川
崎
市︵
臨
港
︶、
横
浜
市
鶴
見
区

40

189,638
237
118
150

35,336
7,678　
8,263

4

20
7.16〜

7.17

B29
117

22.32
3.00
平
塚
市
、
中
郡
、
高
座
郡
、
小
田

原
市

41

57

15
14
60
661
152
1

43
124

20
7.18

艦載機
250

11.53
17.30
横
浜
市
、
横
須
賀
市
、
三
浦
郡
、
鎌
倉

郡
、
愛
甲
郡

42

797
6

115
31
67
396
93
27

133
43

20
7.25〜

7.26

B29
50

21.38
0.12
横
浜
市
鶴
見
区
、
川
崎
市
扇
町
、

大
川
町

43

3

5
17
23

20
7.28

P51
50

8.00
13.00
横
浜
市
、
横
須
賀
市
、
川
崎
市
、

平
塚
市
、
愛
甲
郡
、
中
郡

44

105

51
50
59
251
13
2
1
11
24

20
7.30

艦載機
315

5.48
21.15
藤
沢
市
、
高
座
郡
、
平
塚
市
、
中

郡
、
足
柄
下
郡
、
上
郡

45

2,316
500
70
16
10
420
172
104
19
68
95

20
8.1〜

8.2

B29
100

20.55
2.41
横
浜
市
、
川
崎
市
、
津
久
井
郡

46

6
7
6

20
8.3

P51
37

9.54
11.30
小
田
原
市
、
足
柄
上
郡
、
高
座
郡

47

11
11
15
37
29
29
1

20
8.5

P51
34

11.15
12.34
足
柄
下
郡
、
中
郡
、
足
柄
上
郡

48

1
6
2

2

20
8.6

P51
30

9.05
9.50
愛
甲
郡
、
高
座
郡
、
中
郡

49

2

4
13
6

171
37
37

20
8.7

艦載機
40

10.40
11.10
足
柄
上
郡
、
中
郡

50

3

3

20
8.10

艦載機
4

8.30

横
浜
市

51

123

56
31
41
401
37
6
5
31
59

20
8.13

艦載機
200

6.40
17.10
横
浜
市
、川
崎
市
、平
塚
市
、足
柄
上
郡
、

足
柄
下
郡
、小
田
原
市
、藤
沢
市
、高
座
郡

52

606
12
2
6

1,464
469
469　
3

20
8.15

B29
30

2.30

小
田
原
市

7,453
5,439

615,350
6,319
2,813
14,316
644,591
144,467
143,964
482
922

1,415

合
　
　
　
　
　
計

神
奈
川
県
警
察
史
編
さ
ん
委
員
会
﹃
神
奈
川
県
警
察
史
中
巻
﹄︵
昭
和
47
・
９
・
30

神
奈
川
県
警
察
本
部
︶



つ
ま
り
例
の﹁
軍
機
の
秘
密
﹂に
触
れ
る
か
ら
で
、メ
デ
ィ
ア
で
の
発
表
に
は

き
び
し
い
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
上
に
、
た
と
え
空
襲
の
記
事
が
書
か
れ
た
と

し
て
も
そ
れ
ら
が
全
て
掲
載
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
正
確
な
空
襲
の
記
録
が
な
い
現
状
で
は
横
須
賀
の
場
合
、
次
の
よ
う

に
根
拠
も
な
く
バ
ラ
バ
ラ
に
並
列
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

１
、
昭
和
24
年
経
済
安
定
本
部
﹁
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
我
が
国
の
被
害
総
合
報

告
書
﹂
に
よ
る
と
、
空
襲
に
よ
る
横
須
賀
の
被
害
は
、
死
亡
17
人
、
負
傷
90

人
、
行
方
不
明
な
し
、
計
107
人
。
全
焼
二
戸
、
半
焼
な
し
、
全
壊
70
戸
、
半

壊
233
戸
、計
305
戸
と
報
告
さ
れ
、三
浦
半
島
へ
の
空
襲
は
15
回
と
な
っ
て
い

る
。︵﹃
横
須
賀
市
史
︵
上
︶﹄
昭
63
・
12
︵
日
の
記
載
な
し
︶
　
横
須
賀
市
︶

２
、
読
売
新
聞
社
横
浜
支
局
編﹃
神
奈
川
の
歴
史︵
下
︶﹄︵
昭
41
・
12
・
20

有

隣
堂
︶
に
よ
れ
ば
﹁
県
の
調
査
に
よ
る
と
︵
空
襲
は
︶
横
須
賀
八
回
﹂

３
、
横
須
賀
市
立
逸
見
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
委
員
会
﹃
逸
見
百
年
︱

逸
見
と
学
校
の
あ
ゆ
み
︱
﹄︵
昭
48
・
４
・
30

同
上
刊
︶
で
は
﹁
横
須
賀

市
は
前
後
八
回
の
空
襲
を
受
け
た
﹂
と
す
る
。

つ
ま
り
、横
須
賀
の
空
襲
に
つ
い
て
は
８
回
、15
回︵
こ
れ
は
三
浦
半
島
ま
で

拡
大
さ
れ
て
い
る
が
︶、そ
れ
か
ら
表
１
の
１
回
、表
２
の
10
回
と
い
う
ふ
う
に
、

根
拠
も
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
︵
表
２
の
場
合
は
一
応
形
式
的
に
は
と
と
の
っ

て
は
い
る
が
、
実
際
の
現
状
を
正
確
に
記
述
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
前
述
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
で
大
い
に
疑
問
が
あ
る
︶
記
述
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
正
確
度
に
つ
い
て
は
今
後
の
吟
味
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

た
だ
し
、こ
こ
ま
で
の
記
述
で
言
い
う
る
こ
と
、概
括
で
き
る
こ
と
を
要
約
す

れ
ば
次
の
よ
う
に
言
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。

横
須
賀
は
日
本
海
軍
最
大
の
拠
点
で
あ
り
な
が
ら
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
そ
こ

へ
の
空
襲
被
害
は
客
観
的
に
見
て
僅
少
で
あ
っ
た
。
米
英
の
艦
載
機
に
よ
る
散

発
的
か
つ
小
規
模
な
空
襲
は
あ
っ
た
が
、
組
織
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め

に
、他
の
軍
港
都
市
を
含
む
、日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
都
市
が
空
襲
に
よ
っ
て
壊
滅

的
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
の
に
対
し
て
、
横
須
賀
へ
の
空
襲
は
少
な
く
、
市
街

地
・
工
廠
と
も
被
害
は
軽
微
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
今
な
お
時
折
さ
さ
や
か
れ
る
伝
説
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

﹁
ア
メ
リ
カ
軍
は
日
本
占
領
後
、横
須
賀
を
軍
港
と
し
て
使
う
こ
と
を
計
算
に
入

れ
て
空
襲
に
手
加
減
し
て
い
た
﹂
と
。

し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
俗
説
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
航
空
隊
司
令
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
　

“Air Target Intelligence , Japanese W
ar : Target Analysis” ﹁
対

日
空
爆
目
標
情
報
﹂︵
45
・
２
・
22
発
行
１
︶が
あ
り
、こ
れ
に
よ
れ
ば
横
須
賀
は

﹁
あ
ら
ゆ
る
種
別
の
艦
艇
が
修
理
可
能
﹂な﹁
日
本
で
最
も
重
要
な
海
軍
工
廠
﹂と

し
て
爆
撃
目
標
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
45
年
７
月
18
日
に
は
横
須
賀
に
と
っ

て
は
最
大
規
模
の
空
襲
と
な
り
、爆
弾
が
戦
艦
長
門
の
艦
橋
に
命
中
し
、艦
長
以

下
35
名
が
死
亡
し
た
他
、春
日
丸
が
沈
没
し
、工
廠
内
で
多
数
の
死
傷
者
が
出
る

な
ど
甚
大
な
被
害
を
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、横
須
賀
市
内
へ
の
空
襲
で
は
東
京
、横
浜
の
よ
う
に
市
街

地
全
体
が
焦
土
と
化
す
絨
毯
爆
撃
は
一
度
も
な
く
、
殆
ど
は
空
母
艦
載
機
か
ら

の
機
銃
掃
射
に
よ
る
局
地
的
な
攻
撃
で
あ
り
２
、
他
の
都
市
と
比
較
し
た
場
合
、

軽
微
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(8)



作
品
冒
頭
の﹁
一
九
四
五
年
三
月
末
の
午
後
﹂の
時
点
で
の
空
襲
の
実
態
を
も

う
少
し
詳
し
く
考
え
る
た
め
に
表
２
を
見
て
み
よ
う
。た
だ
し
、誤
解
の
な
い
よ

う
に
一
言
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、そ
れ
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、表
２
の
記

述
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
信
じ
る
か
ら
で
は
な
く
、
拠
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い

現
状
の
中
で
は
と
も
か
く
も
形
式
を
と
と
の
え
て
お
り
、
何
よ
り
も
事
実
を
過

少
に
評
価
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
過
大

に
評
価
し
て
記
述
す

る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
事
実
の
認

識
に
立
っ
て
判
断
し

て
ゆ
く
こ
と
を
こ
と

わ
っ
て
お
き
た
い
。

昭
和
17
年
４
月
18

日
の
空
母
ホ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
の
Ｂ
25
爆
撃

機
16
機
に
よ
る
空
襲

が
米
軍
の
日
本
初
空

襲
で
あ
り
、
こ
れ
は

指
揮
官
ド
ー
リ
ッ
ト

ル
陸
軍
中
佐
の
名
前

か
ら
ド
ー
リ
ッ
ト
ル

空
襲
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
。

全
機
、超
低
空︵
三
〇
～
五
〇
〇
㍍
と
い
う
３
︶で
来
襲
し
、東
京
、横
浜
、川

崎
、
横
須
賀
︵
一
機
︶、
名
古
屋
︵
二
機
︶、
神
戸
︵
一
機
︶
へ
飛
来
し
て
各
都
市

の
軍
事
施
設
を
爆
撃
、一
機
は
ロ
シ
ア
、残
り
15
機
は
中
国
大
陸
へ
と
飛
び
去
っ

た
。全

体
の
被
害
は
爆
弾
の
投
下
が
21
発
、焼
夷
弾
が
千
四
百
六
十
五
発
、死
者
45

人
、負
傷
者
153
人
、家
屋
の
全
半
焼
289
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
。横
須
賀
へ
来
た
一

機
は
爆
弾
三
発
を
投
下
し
、そ
の
う
ち
一
発
は
海
軍
工
廠
の
四
号
ド
ッ
ク︵
現
在

日
米
海
軍
横
須
賀
基
地
内
︶で
改
装
中
の
潜
水
母
艦
大
鯨
に
命
中
し
、二
発
は
海

と
山
に
落
ち
た
４
と
い
う
。

こ
の
米
軍
の
日
本
本
土
へ
の
初
空
襲
は
開
戦
か
ら
僅
か
四
カ
月
目
と
い
う
時

期
で
あ
っ
た
だ
け
に
寝
耳
に
水
の
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
筈
で
こ
の
空
襲

は
実
際
の
被
害
は
軽
微
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、そ
れ
ま
で
連
戦
連
敗
、敗
戦
続
き

で
、
く
さ
り
き
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
国
民
の
士
気
を
一
気
に
高
揚
す
る
結
果
と

な
っ
た
。そ
れ
に
反
し
、日
本
軍
部
の
精
神
的
乃
至
心
理
的
ダ
メ
ー
ジ
は
決
し
て

小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
効
果
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
ま
で
ソ
ロ
モ
ン
方
面
に
向

け
て
い
た
そ
の
戦
力
を
、
本
土
の
防
衛
に
振
り
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。更
に
日
本
を
十
分
に
防
衛
す
る
た
め
に
は
、太
平
洋
に
お
け
る

最
前
線
を
更
に
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
も
陥
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
の
空
襲
は
表
２
に
よ
れ
ば
２
回
あ
る
が
い
ず
れ
も
軽
微
で
、
本
格
的

な
空
襲
は
昭
和
20
年
に
入
っ
て
か
ら
で
、２
月
16
日︵
と
17
日
︱
表
２
に
は
17
日

に
は
横
須
賀
が
入
っ
て
い
な
い
︶
の
﹁
艦
載
機
延
千
機
﹂︵
163
頁
︶、﹁
三
月
十
日

︵
中
略
︶
Ｂ
29
約
百
五
十
機
﹂︵
同
上
︶
に
よ
る
東
京
空
襲
で
﹁
東
京
は
半
分
焼
野

原
に
な
っ
た
﹂︵
同
上
︶
と
記
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
横
須
賀
は
含
ま
れ
ず
、
空
襲

さ
れ
て
い
な
い
か
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、︵
163
頁
下
段
16
行
目
﹁
二
月
十
六

(9)

離艦
順序

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

目標都市

東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
東　京
横　浜
横　浜
横須賀
名古屋
神　戸
名古屋

迎撃機

９機
なし
数機
多数
なし
なし
なし
１機
１機
16機
５機
なし
なし
なし
２機
３機

対空砲火

激　烈
な　し
かなり
な　し
激　烈
激　烈
かなり
な　し
激　烈
激しい
軽　微
軽　微
激しい
激しい
軽　微
激しい

戦  果

工場地帯
工場と倉庫
ガス、化学工場、ドック地域
機銃故障、爆弾投棄
油槽、発電所、工場
製鉄所
工場、製鉄所
大工場
ガス工場、発電所、製油所
鉄工所、工場地帯
製油所、哨戒艇
ドック地域
ドック地域、空母
飛行機工場、兵舎、タンク、工廠
鉄工所
油槽、飛行機工場

着地の状況

パラシュート降下、衝県の北110キロ
寧波付近に胴体着陸
パラシュート降下、衝県の南東、1名死亡
パラシュート降下、上饒の南東
パラシュート降下、衝県の南東
寧波沖の海上に激突、2名死亡、3名捕虜※6
象山沖の海上に激突
パラシュート降下、ウラジオストックの北64キロ
パラシュート降下、鄱陽湖の南160キロ
パラシュート降下、衝県の48キロ
パラシュート降下、衝県の北80キロ
パラシュート降下、衝県の北西の渟安
パラシュート降下、新建付近
パラシュート降下、上饒付近
象山沖の海上に激突
パラシュート降下、南昌地区付近、全員捕虜※16

※６番機は原文では鄱陽湖付近となっている。※16番機は原文では石浦海岸付近となっている。
前出の『東京初空襲―アメリカ特攻作戦の記録』による。

表３ ドーリットル隊の任務遂行結果（総員16機×5名＝80名）



日
に
艦
載
機
延
千
機
に
よ
る
米
軍
機
動
部
隊
の
波
状
攻
撃
は
、
東
京
及
び
静
岡

の
航
空
基
地
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
記
述
の
中
に
は
後
述
す
る
よ
う

に
横
須
賀
も
空
襲
さ
れ
た
と
い
う
認
識
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て

い
た
だ
き
た
い
︶し
か
し
、そ
れ
は
小
説
上
の
事
で
、事
実
と
し
て
は
そ
ん
な
事

は
な
い
の
で
、既
に
引
用
し
て
紹
介
し
た
遠
藤
氏
の
記
述
に
も
あ
る
通
り
、２
月

16
日
と
17
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、約
300
機
宛
に
よ
る
空
襲
を
受
け
た
。横
須
賀

で
は
横
須
賀
海
軍
航
空
隊︵
現
在
の
横
須
賀
市
追
浜
町
・
夏
島
町
︶が
攻
撃
さ
れ

被
害
は
あ
っ
た
模
様
だ
が
、詳
細
は
不
明
。近
隣
の
海
軍
航
空
技
術
廠
や
朝
比
奈

峠
付
近
で
空
か
ら
機
銃
掃
射
が
あ
り
、
四
月
四
日
に
は
川
崎
市
内
の
工
場
へ
学

徒
動
員
さ
れ
て
い
た
生
徒
が
夜
間
空
襲
で
12
名
が
死
亡
、20
名
以
上
が
負
傷
５
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
以
上
の
大
き
な
空
襲
と
い
う
と
昭
和
20
年
７
月
18
日
の
戦
艦
長
門
と
海

軍
工
廠
へ
の
攻
撃
に
な
る
わ
け
で
、以
上
を
概
括
す
れ
ば
、つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ

う
。横

須
賀
へ
の
初
空
襲
は
開
戦
間
も
な
い
昭
和
17
年
４
月
18
日
で
、
緒
戦
の

華
々
し
い
戦
果
の
報
道
に
酔
わ
さ
れ
て
い
た
国
民
と
し
て
は
驚
き
で
あ
っ
た

が
、し
か
し
海
軍
工
廠
が
目
標
の
た
め
、市
街
へ
の
被
害
は
少
な
か
っ
た
。そ
の

後
空
襲
は
な
く
、
昭
和
20
年
に
入
っ
て
２
月
16
～
17
日
の
艦
載
機
の
大
挙
来
襲

は
市
民
を
恐
れ
さ
せ
た
が
被
害
は
少
な
く
７
月
18
日
の
空
襲
も
艦
載
機
に
よ
る

局
地
的
な
タ
イ
プ
の
攻
撃
で
あ
っ
て
焼
夷
弾
に
よ
る
絨
毯
爆
撃
型
で
は
な
か
っ

た
た
め
に
市
街
地
へ
の
被
害
は
少
な
か
っ
た
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
先
程
注
意
し
て
お
い
た
が
昭
和
20
年
２
月
16
～
17
日
の
艦
載
機
の

大
挙
来
襲
の
際
に
横
須
賀
も
空
襲
さ
れ
た
と
い
う
認
識
が
千
野
の
頭
の
中
に
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ

け
で
、
右
の
要
約
の
中
か
ら
２
月
16
～
17
日
の
艦
載
機
の
大
挙
来
襲
の
件
が
脱

落
す
る
。

そ
う
す
る
と﹁
一
九
四
五
年
三
月
の
末
﹂の
時
点
で﹁
今
日
ま
で
一
度
も
爆
撃

を
受
け
た
こ
と
の
な
い
こ
の
軍
港
﹂
と
い
う
表
現
に
矛
盾
す
る
の
は
昭
和
17
年

４
月
18
日
の
ド
ー
リ
ッ
ト
ル
空
襲
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
ド
ー
リ
ッ
ト
ル
空
襲
の
日
本
国
内
で
の
受
け
と
め
か
た
、
そ
れ
が
ど

う
い
う
ふ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。軍

の
高
官
が﹁
東
京
の
空
に
は
一
機
も
敵
機
は
飛
ば
せ
な
い
﹂と
豪
語
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
開
戦
か
ら
僅
か
四
カ
月
後
に
首
都
東
京
が
16
機
も
の
爆
撃
機

に
よ
っ
て
空
襲
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
、
そ
れ
は
予
想
外
の
超
低
空
に
よ
る
飛

来
が
こ
れ
を
可
能
に
し
た
主
因
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
迎
撃
す
る
に
あ
た
っ
て
当

初
は
敵
機
の
侵
入
に
全
く
気
付
か
ず
、
爆
撃
さ
れ
る
に
及
ん
で
漸
く
気
づ
く
と

い
う
醜
態
ぶ
り
で
あ
っ
た
か
ら
満
足
な
邀
撃
も
出
来
ず
、
中
国
や
ロ
シ
ア
へ
逃

走
さ
れ
、
一
機
も
撃
墜
出
来
ず
に
︵
当
時
の
新
聞
に
東
部
軍
令
部
発
表
と
し
て

﹁
九
機
撃
墜
﹂
と
い
ず
れ
も
記
す
が
、
こ
れ
は
嘘
で
あ
る
。
何
故
な
ら
い
ず
れ
の

報
告
も
墜
落
を
確
認
し
て
お
ら
ず
に
﹁
当
時
の
状
況
よ
り
判
断
し
て
海
中
に
墜

落
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹂︵
傍
点
鷺
︶と
か
、﹁
当
時
の
状
況
よ
り
判
断
し
て

遠
く
逃
走
し
得
ざ
る
こ
と
は
明
瞭
に
し
て
海
中
に
墜
落
し
た
も
の
と
判
断
さ

﹅

﹅

﹅

る﹅

﹂︵
同
上
︶
と
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
表
現
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
又
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
前
出
の﹃
東
京
初
空
襲
︱
ア
メ
リ
カ
特
攻
作
戦
の
記
録
﹄の﹁
Ⅱ

作
戦
参
加
者
の
報
告
﹂
の
章
に
参
加
者
各
自
の
体
験
回
想
が
あ
る
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。ま
た
、こ
の
時
に
米
軍
機
動
艦
隊
を
い
ち
早
く
発
見
、通
報
し
て
捕
虜

と
な
っ
た
五
名
の
水
兵
達
の
数
奇
な
運
命
を
描
い
た
作
品
に
吉
村
昭
﹃
背
中
の

勲
章
﹄︵
昭
46
・
12

新
潮
社
︶が
あ
る
。︶終
っ
た
と
い
う
の
は
有
史
以
来
の
屈

(10)



辱
、汚
点
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
如
何
に
処
置
す
る
か
、あ
る
い
は
も

み
消
す
か
に
腐
心
し
た
筈
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
露
骨
な
手
口
と
し
て
は
記
録
に
は
カ
ッ
ト
し
て
の
せ
な
い
︱
す

で
に
見
た
表
２
の﹁
神
奈
川
県
下
の
空
襲
被
害
状
況
一
覧
表
﹂の
よ
う
に
ド
ー
リ

ッ
ト
ル
空
襲
は
臆
面
も
な
く
カ
ッ
ト
し
て
は
ば
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
典

型
的
な
や
り
口
で
あ
ろ
う
。

そ
の
次
の
手
口
は
対
象
の
価
値
に
ケ
チ
を
つ
け
て
低
評
価
、
極
小
化
し
て
行

っ
て
殆
ど
対
象
自
体
を
無
価
値
、無
意
味
な
も
の
と
す
る
や
り
方
で
あ
る
。ド
ー

リ
ッ
ト
ル
空
襲
に
対
す
る
軍
司
令
部
の
報
道
統
制
の
あ
り
方
と
そ
れ
を
受
け
た

新
聞
の
報
道
姿
勢
は
ま
さ
し
く
次
に
示
す
よ
う
に
絵
に
描
い
た
よ
う
に
一
致
し

て
い
る
。

即
ち
読
売
新
聞
は
、空
襲
し
て
き
た﹁
敵
機
は
こ
れ
を
撃
退
﹂、﹁
九
機
を
撃
墜

し
て
我
軍
の
損
害
は
軽
微
﹂と
東
部
軍
司
令
部
の
発
表
を
そ
の
ま
ま
報
じ
、次
い

で
﹁
焼
夷
弾
微
力
な
二
キ
ロ
﹂
で
あ
り
、
し
か
も
隣
組
の
﹁
平
素
の
訓
練
発
揮
﹂

に
よ
っ
て
大
事
に
至
ら
ず
未
然
に
こ
れ
を
封
じ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
、
敵
何
す

る
も
の
ぞ
と
ひ
た
す
ら
士
気
の
高
揚
を
あ
お
っ
て
い
る
。ま
た
、今
回
の
よ
う
な

﹁
ゲ
リ
ラ
空
襲
は
神
経
戦
的
﹂な
も
の
で
あ
っ
て
実
害
は
少
な
い
も
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
く
ま
で
も
冷
静
沈
着
に
対
処
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

更
に
焼
夷
弾
の
性
能
・
搭
載
量
と
も﹁
た
い
し
た
こ
と
﹂は
な
い
の
で
日
頃
の

訓
練
通
り
に
対
処
す
れ
ば
何
ら
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、以
下﹁
手
掴
み
で

焼
夷
弾
捨
つ
﹂、﹁
女
一
人
で
消
火
﹂、
小
学
生
が
焼
夷
弾
を
﹁
叩
き
消
す
﹂
と
い

う
よ
う
な
︿
竹
槍
精
神
﹀
の
鼓
舞
激
励
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

一
方
、朝
日
新
聞
の
方
も
戦
況
に
関
す
る
限
り
、国
外
は
大
本
営
発
表
、国
内

は
東
部
軍
司
令
部
発
表
と
い
う
ふ
う
に
発
表
の
源
は
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
か
ら
瓜
二
つ
に
近
い
紙
面
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
米
軍
機
来
襲
の
後

は
、﹁
冷
静
沈
着
機
敏
な
処
理
﹂、﹁
我
家
ま
も
る
女
手
﹂、﹁
燃
え
盛
る
焼
夷
弾
も

十
秒
で
揉
み
消
す
﹂、﹁
家
を
あ
け
る
な
﹂、
と
い
う
見
出
し
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、ひ
た
す
ら
家
庭
の
主
婦
を
消
火
に
狩
り
出
す
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
き
て
そ
の
結
果
が
果
た
し
て
当
時
の
為
政
者
、
あ
る

い
は
軍
政
府
関
係
者
ら
が
望
む
よ
う
に
、
米
軍
機
の
初
空
襲
は
一
夜
の
悪
夢
と

し
て
国
民
の
脳
裡
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
重
い
ト
ラ

ウ
マ
と
し
て
の
し
か
か
り
、初
空
襲
か
ら
僅
か
一
カ
月
半
後
、ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
の

海
戦
に
お
い
て
四
隻
の
空
母
を
失
う
と
い
う
大
敗
に
よ
っ
て
戦
局
の
転
換
か
ら

敗
北
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
か
に
決
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。

無
論
、形
の
上
で
は
力
ず
く
で
口
を
封
じ
た
わ
け
で
あ
る
が
、そ
の
功
罪
に
つ

い
て
は
別
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
た
だ
庄
野
氏
が
横
須
賀
に
つ
い
て
﹁
今
日
ま
で
一
度
も
爆
撃
を
う

け
た
こ
と
﹂が
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
認
識
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
点

に
事
前
調
査
の
面
で
の
不
十
分
さ
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。

六
、
情
報
の
管
理

Ｅ
148
頁
下
段
２
行
目
　
﹁
も
は
や
一
隻
の
軍
艦
も
残
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
市
民

は
み
な
知
つ
て
ゐ
た
﹂

こ
れ
に
対
し
て
氏
は
こ
う
言
わ
れ
る
。

こ
の
頃
で
も
横
須
賀
軍
港
に
は
よ
く
駆
逐
艦
を
主
と
し
て
毎
日
一
、
二

隻
は
入
港
し
て
い
た
。
こ
れ
は
軍
港
が
一
目
で
見
え
る
私
の
住
ん
で
い
た

(11)



(12)

表
４
 
米
軍
に
よ
る
本
土
初
空
襲
関
連
の
新
聞
記
事
︵
Ｓ
17
・
４
読
売
新
聞
︶

読売夕刊　S17. 4. 19（日）１面読売　S17. 4. 19（日）１面

読売　S17. 4. 21（火）１面

読売夕刊　S17. 4. 22（水）１面



(13)

読売　S17. 4. 19（日）３面読売　S17. 4. 20（日）２面

読売　S17. 4. 26（日）１面

読売　S17. 4. 27（月）２面

読売　S17. 4. 26（日）４面

（米機の残骸の写真は省略）



(14)

表
５
 
米
軍
に
よ
る
本
土
初
空
襲
関
連
の
新
聞
記
事
︵
Ｓ
17
・
４
朝
日
新
聞
︶

朝日　S17. 4. 19（日）１面 朝日夕刊　S17. 4. 19（日）

朝日　S17. 4. 19（日）３面

朝日　S17. 4. 21（火）１面

朝日　S17. 4. 20（月）３面



(15)

朝日夕刊　S17. 4. 22（水）１面

朝日３面　S17. 4. 26（日）
靖国神社に公開された東京初空襲の米機残骸。
左上はパラシュート。

家
か
ら
見
て
い
た
風
景
で
あ
る
。戦
艦
榛
名
、伊
勢
、日
向
、長
門
、大
和
、

そ
の
他
の
多
く
の
軍
艦
は
ま
だ
健
在
だ
っ
た
。︵
中
略
︶
日
本
の
勝
利
を
信

じ
て
い
た
の
と
、大
本
営
の
発
表
し
か
情
報
が
な
か
っ
た
た
め
に
、軍
人
か

ら
流
れ
る
噂
話
で
か
な
り
の
損
害
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
連
合

艦
隊
が
殆
ど
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
知
ら
な
か
っ
た
。

遠
藤
氏
の
右
の
指
摘
は
そ
の
通
り
正
し
い
も
の
と
思
う
。
当
時
は
情
報
と
し

て
は
大
本
営
の
発
表
だ
け
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、﹁
市
民
は
み
な
知
っ
て

ゐ
た
﹂筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。特
に
戦
前
の
横
須
賀
で
は
カ
メ
ラ
も
携
帯
は
き

び
し
く
詮
議
さ
れ
、ス
ケ
ッ
チ
も
同
様
で
あ
り
、絵
葉
書
の
類
の
発
行
も
検
閲
を

受
け
、一
寸
小
高
い
丘
や
山
に
登
る
と
一
一
詮
議
さ
れ
、追
い
返
さ
れ
る
と
い
う

具
合
に
監
視
の
目
が
き
び
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
解
し
か
ね
る
一
行
で
あ

ろ
う
。

Ｆ
189
頁
上
段
15
行
経
っ
た
…
…
…
立
っ
た

こ
れ
は
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
誤
植
で
あ
り
、
不
注
意
を
お
わ
び
す
る
。

他
に﹁
雑
踏
﹂な
ど
全
部
で
20
項
目
を
超
え
る
指
摘
を
遠
藤
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、問
題
の
普
遍
性
、一
般
性
か
ら
考
え
て
、そ
れ
と
紙
数
の
制
約

か
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

何
よ
り
も
遠
藤
氏
の
鋭
い
指
摘
を
得
て
、作
品
の
読
み
が
多
角
的
に
な
り
、深

め
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

七
、
終
り
に

最
後
に
、逸
見
小
学
校
が
海
軍
に
接
収
さ
れ
た
前
後
の
史
実
に
つ
い
て
調
べ
６



た
と
こ
ろ
を
簡
潔
に
記
し
て
お
き
た
い
。

明
治
政
府
に
よ
る
明
治
５
︵
一
八
七
二
︶
年
８
月
３
日
の
﹁
学
制
﹂
制
定
に
対

し
て
い
ち
早
く
反
応
し
て
、相
模
国
三
浦
郡
逸
見
村
は
同
村
582
番
地
、浄
土
寺
本

堂
を
校
舎
に
借
用
し
て
明
治
６
年
５
月
９
日
逸
見
学
舎
を
創
立
、
こ
れ
が
逸
見

小
学
校
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、横
須
賀
で
は
三
番
目
に
古
い
学
校
で
あ
る
。そ
の

後
何
度
か
移
転
し
た
後
、
明
治
34
︵
一
九
〇
一
︶
年
３
月
24
日
に
現
在
の
場
所
、

逸
見
村
590
番
地︵
現
在
の
表
示
：

238‐0046　
神
奈
川
県
横
須
賀
市
西
逸
見

町
１
︱
14

電
話
046︵
822︶
0201︶
の
現
校
地
に
移
っ
た
。
主
因
は
児
童
数

の
増
加
で
あ
る
。

逸
見
村
は
既
に
明
治
22︵
一
八
八
九
︶年
に
横
須
賀
町
に
合
併
さ
れ
、同
40
年

に
は
横
須
賀
市
と
し
て
急
速
な
発
展
を
遂
げ
る
軍
港
都
市
の
一
部
で
あ
り
、
人

口
の
増
加
と
児
童
数
の
増
加
は
飛
躍
的
で
、明
治
33
年
に
６
学
級
335
名
が
、５
年

後
の
38
年
に
は
10
学
級
581
名
と
約
二
倍
に
な
り
、
10
年
後
の
43
年
に
は
16
学
級

910
名
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
逸
見
小
学
校
は
明
治
44
年
11
月
１

日
に
は
児
童
の
一
部
を
分
離
し
て
尋
常
沢
山
小
学
校
が
開
校
さ
れ
た
。
155
頁
下

段
８
行
で
千
野
の
言
う
﹁
サ
ワ
山
国
民
学
校
﹂
が
こ
れ
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
最
終
的
に
逸
見
小
学
校
の
校
地
と
な
っ
た
場
所
に
つ
い
て
は
一
言

ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
と
い
う
の
は
初
め
て
そ
こ
を
目
に
し
た
人
は

恐
ら
く
思
わ
ず
あ
っ
と
声
を
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
庄
野
氏

は
156
～
157
頁
で
こ
う
書
く
。

千
野
は
衛
兵
の
前
を
過
ぎ
て
、校
庭
へ
入
つ
て
行
つ
た
。運
動
場
を
二
つ

の
辺
を
挟
ん
で
二
階
建
の
明
る
い
色
を
し
た
木
造
建
築
の
校
舎
が
立
つ
て

ゐ
た
。
そ
し
て
運
動
場
の
向
ふ
側
は
そ
の
ま
ま
灌
木
の
多
い
丘
陵
と
な
つ

〒

て
聳
え
て
ゐ
た
。
つ
ま
り
市
内
を
見
下
す
小
高
い
丘
陵
の
ふ
も
と
に
こ
の

校
舎
は
立
つ
て
ゐ
た
。

運
動
場
で
は
二
十
人
ば
か
り
の
兵
隊
と
一
人
の
隊
長
が
一
緒
に
な
つ

て
、ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
や
つ
て
ゐ
た
。夕
食
を
終
わ
つ
た
あ
と
ら
し
く
、校

舎
の
塀
の
あ
た
り
の
煙
草
盆
で
は
、
こ
の
ゲ
ー
ム
を
見
な
が
ら
休
ん
で
ゐ

る
兵
隊
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

校
舎
の
一
番
外
れ
に
ト
タ
ン
を
屋
根
に
し
た
急
造
の
烹
炊
所
が
立
て
ら

れ
て
あ
つ
て
、ゴ
ム
の
前
掛
を
し
た
炊
事
の
兵
隊
が
三
四
人
、ド
ッ
ジ
ボ
ー

ル
を
眺
め
て
ゐ
た
。

最
初
に
千
野
の
眼
に
映
つ
た
夕
方
の
こ
の
光
景
は
、
今
ま
で
館
山
や
そ

の
他
の
場
所
で
見
た
も
の
と
必
ず
し
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
こ
の
校
舎
の
引
き
こ
も
つ
た
、こ
じ
ん
ま
り
と
し

た
環
境
と
、
始
め
て
海
兵
団
或
は
学
校
を
離
れ
て
独
立
し
た
小
部
隊
の
寄

合
世
帯
か
ら
生
れ
出
る
自
然
に
く
つ
ろ
い
だ
感
じ
が
、
は
つ
き
り
と
そ
こ

に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

学
校
は
灌
木
の
多
い
丘
陵
の
ふ
も
と
に
、
運
動
場
を
前
に
し
て
立
っ
て
い
た

と
記
す
の
で
あ
る
が
、実
際
の
逸
見
小
学
校
の
前
に
聳
え
立
っ
て
い
た
の
は
、整

然
と
立
ち
並
ん
だ
お
び
た
だ
し
い
数
の
墓
石
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
高
さ

百
㍍
、長
さ
は
そ
れ
を
優
に
超
え
る
七
、八
階
建
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
40
度
前
後
の

急
峻
な
角
度
で
聳
え
て
い
る
感
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
種
独
特
の
雰
囲
気
が
︱

そ
れ
は
あ
る
い
は
そ
こ
が
代
々
に
わ
た
る
無
数
の
死
者
た
ち
の
安
息
の
場
で
あ

り
、
鎮
魂
め
の
場
で
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
︱
漂
っ
て
い
た
。

な
に
は
さ
て
お
き
作
品
は
そ
こ
で
生
の
さ
な
か
に
あ
る
若
者
た
ち
を
見
事
に

よ
み
が
え
ら
せ
、
力
強
く
旅
立
た
せ
て
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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大
正
12
年
９
月
１
日
の
関
東
大
震
災
で
は
教
員
１
名
が
死
亡
、
校
舎
は
大
破

と
な
る
も
、
大
正
14
年
12
月
26
日
七
万
三
千
円
の
予
算
で
モ
ダ
ン
な
新
校
舎
と

増
改
築
工
事
が
竣
工
し
た
。

昭
和
16
年
４
月
１
日
、横
須
賀
市
立
国
民
学
校
と
な
る︵
生
徒
数
は
１
３
１
９

名
。
高
等
科
142
名
は
除
く
︶。

昭
和
19
年
８
月
31
日
、学
童
集
団
疎
開
実
施
に
際
し
220
名︵
三
年
～
六
年
︶が
、

教
員
12
名
付
添
の
も
と
に
、
愛
甲
郡
煤
ケ
谷
村
、
及
び
宮
ケ
瀬
村
に
疎
開
し
た
。

宿
舎
は
国
民
学
校
の
裁
縫
室
・

寺
・
落
合
青
年
倶
楽
部
・
個
人
の

家
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
疎
開
に
よ
っ
て
児
童
数
が

激
減
し
、
在
籍
数
が
500
人
と
な
っ

た
逸
見
国
民
学
校
は
残
留
児
童
の

決
戦
体
制
整
備
に
と
も
な
っ
て
戦

時
学
校
統
合
令
が
施
行
さ
れ
、
沢

山
国
民
学
校
に
統
合
７
、残
留
児
童

は
沢
山
校
に
通
学
し
た
。

児
童
の
い
な
く
な
っ
た
逸
見
小

校
舎
は
、
海
軍
の
宿
舎
や
海
軍
動

員
の
整
備
場
の
施
設
に
転
用
８
さ

れ
た
。

小
説﹁
逸
見
小
学
校
﹂の
あ
つ
か

う
の
は
こ
の
時
期
に
あ
た
る
。

そ
の
後
、
昭
和
20
年
８
月
15
日

敗
戦
、
10
月
13
日
疎
開
地
よ
り
児

童
が
学
校
に
戻
っ
た
が
、
戦
災
を
受
け
な
か
っ
た
校
舎
や
運
動
場
を
も
と
の
姿

に
か
え
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
例
え
ば
講
堂
は
海
軍
薬
品
の
倉
庫
と
し
て

使
わ
れ
て
い
て
、
学
校
で
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。︵
完
︶

付
　
記

本
稿
を
終
わ
る
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
一
言
お
名
前
を
記
し

て
お
礼
を
申
上
げ
て
お
き
た
い
。
逸
見
の
名
を
は
じ
め
て
知
っ
た
の
は
旧
友
池

田
滋
氏
の
出
身
地
故
で
あ
る
。
今
度
の
横
須
賀
調
査
に
際
し
て
は
早
速
氏
と
連

絡
を
と
っ
て
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
あ
い
に
く
氏
の
体
調
不
良
で
対
面
の
か
な

わ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。し
か
し
代
り
に
、教
え
子
に
あ
た
る
い
ず
れ

も
元
校
長
を
さ
れ
た
岩
沢
啓
子
・
今
井
由
美
子
・
渡
辺
武
の
三
先
生
を
紹
介
さ

れ
、
こ
の
御
三
方
が
文
献
収
集
と
実
地
踏
査
の
両
面
か
ら
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

下
さ
っ
た
事
に
対
し
て
厚
く
御
礼
を
申
上
げ
た
い
。

又
、
逸
見
小
学
校
長
の
秋
吉
玲
子
先
生
に
も
長
時
間
に
わ
た
っ
て
の
取
材
に

御
礼
を
申
上
げ
る
。
横
須
賀
市
自
然
・
人
文
博
物
館
学
芸
員
の
安
池
尋
幸
氏
に

も
資
料
面
で
懇
切
な
御
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
事
に
御
礼
申
上
げ
る
。
最
後
に
な

っ
た
が
逸
見
行
に
一
日
同
行
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
新
潮
社
の

鈴
木
力
・
松
村
正
樹
氏
に
も
感
謝
申
上
げ
る
。

本
稿
の
素
材
と
横
須
賀
の
地
勢
等
に
つ
い
て
は
俄
か
勉
強
な
の
で
思
わ
ぬ
失

考
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
方
の
ご
批
正
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(17)

表 6　逸見小学校の教室から校庭を隔てておびただしい数の墓石が小
山のように聳えているのが見える。



注
１
﹃
占
領
下
の
横
須
賀
︱
連
合
国
軍
の
上
陸
と
そ
の
時
代
﹄
05
・
３
・
31

横

須
賀
市
刊

２
　
半
島
史
研
究
会
編
﹃
新
稿
三
浦
半
島
通
史
﹄
05
・
12
・
15

文
芸
社

３
　
キ
ャ
ロ
ル
・
Ｖ
・
グ
ラ
イ
ン
ズ
　
足
達
左
京
訳
﹃
東
京
初
空
襲
︱
ア
メ
リ

カ
特
攻
作
戦
の
記
録
﹄︵
１
９
８
２
・
12
・
10

彩
流
社
　
な
お
原
著
は

１
９
６
４
年
刊
︶

４
﹃
新
稿
三
浦
半
島
通
史
﹄
前
出
。
石
井
昭
﹃
ふ
る
さ
と
横
須
賀
︱
幕
末
か
ら

戦
後
ま
で
︱
﹄︵
下
︶
　
昭
62
・
６
・
15

神
奈
川
新
聞
社

５
﹃
新
稿
三
浦
半
島
通
史
﹄
前
出
。

６
　
依
拠
し
た
文
献
と
し
て
は
主
と
し
て
次
の
も
の
に
拠
っ
た
。
横
須
賀
市
立

逸
見
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
委
員
会
編
﹃
逸
見
百
年
︱
逸
見
と
学

校
の
あ
ゆ
み
︱
﹄︵
昭
和
48
・
４
・
30
︶。横
須
賀
市
教
育
研
究
所
編﹃
横
須

賀
市
教
育
史
通
史
編
﹄︵
平
成
５
・
12
・
25
︶、同
上
編﹃
横
須
賀
市
教
育
史

年
表
編
﹄︵
平
成
５
・
12
・
25
︶。

７
﹃
逸
見
百
年
﹄︵
前
出
︶
は
﹁
昭
和
19
年
９
月
﹂
と
す
る
が
、﹃
横
須
賀
市
教

育
史
年
表
編
﹄︵
前
出
︶
は
﹁
昭
和
19
年
10
月
﹂
と
す
る
。

８
　
注
７
に
同
じ
。
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