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一
月
に
開
催
さ
れ

た
学
童
疎
開
資
料
展

の
際
に
何
枚
か
の
写

真
が
新
に
提
供
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
内
の
一
枚
は

三
輪
和
子
さ
ん
提

沖
縄
戦
を
学
童
疎
開
地
で
聞
い
た
渡
名
喜
先
生

矢
　
沢
　
幸
一
朗

供
。
梅
島
第
二
小
、
撮
影
日
時
場
所
と
全

員
の
名
前
が
記
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ

こ
に
「
集
団
疎
開
記
念
撮
影　

昭
和
二
十

年
八
月
二
十
五
日　

長
野
県
下
高
井
郡
延

徳
村　

光
岸
寺
学
寮
」
と
あ
り
、
三
十
二

人
の
名
前
を
記
し
た
紙
が
添
付
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
中
に
「
渡
名
喜
先
生
」
と

い
う
名
前
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
足
立
史
談
」
四
五
二
号
（
平
成
一
七

年
一
〇
月
）
に
「
沖
縄
県
に
明
王
窯
」
と

題
し
た
紹
介
を
し
ま
し
た
。
明
王
窯
を
築

い
た
の
は
渡
名
喜
明
（
と
な
き
・
あ
き
ら
）

氏
。
明
氏
は
、
昭
和
二
〇
年
に
都
文
化
財

の
如
意
輪
観
音
で
知
ら
れ
る
梅
田
の
明
王

院
で
生
ま
れ
、
昭
和
二
二
年
に
沖
縄
に
帰

郷
し
、沖
縄
県
立
博
物
館
学
芸
員
を
務
め
、

那
覇
市
立
壷
屋
焼
物
博
物
館
の
創
立
に
携

わ
り
、
館
長
を
経
て
退
職
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
明
氏
の
父
が
沖

縄
生
ま
れ
の
元
尊
（
げ

ん
そ
ん
）
氏
で
す
。
元

尊
氏
は
梅
島
小
学
校

勤
務
だ
と
思
い
込
ん
で

い
ま
し
た
の
で
、
何
か

の
間
違
い
か
と
も
思
い

な
が
ら
梅
島
二
小
に
も

問
い
合
わ
せ
ま
し
た
が

不
明
で
し
た
。

　

梅
島
二
小
の
三
〇
周

年
誌
を
調
べ
る
と
創
立

の
昭
和
一
九
年
と
二
〇

年
に
元
尊
氏
が
同
校
に

勤
務
し
た
と
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
明
氏
に
写
真
を
送
り
確
認
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
「
父
親
（
元
尊
氏
）
の
写
真
で
あ
り
、

名
前
等
の
記
入
も
父
の
字
で
あ
る
。」
と

の
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
わ
せ

て
、「
一
教
師
の
回
想
」
と
題
す
る
冊
子

も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
五
六
年
九
月

に
急
逝
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
、
ミ
サ
夫
人

が
後
日
作
成
し
た
小
冊
子
で
す
。
そ
こ
に

は
、「
・
昭
和
一
三
年
・
梅
島
小
学
校
勤
務
、・

昭
和
一
九
年
六
月
・
梅
島
第
二
小
学
校
勤

務
、
二
一
年
一
一
月
依
願
免
本
官
」
と
履

歴
書
の
写
し
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

足
立
史
談
会
の
元
役
員
の
故
瀬
田
良
雄

氏
に
、「
渡
名
喜
先
生
の
こ
と
は
知
っ
て

い
る
よ
。
空
襲
で
住
ま
い
を
焼
か
れ
困
っ

て
い
た
の
で
、
明
王
院
の
部
屋
を
借
り
ら

れ
る
よ
う
に
お
世
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る

よ
。」
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

元
尊
氏
の
履
歴
書
に
は
疎
開
の
事
は
書

か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、回
想
文
の
中
に「
学

童
疎
開
引
率
の
思
い
出
」
と
題
し
た
短
い

一
節
が
あ
り
ま
す
。
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�　

戦
前
の
昭
和
十
三
年
、
私
は
野
心
を

起
こ
し
て
東
京
に
飛
び
出
し
た
。
足
立

区
の
梅
島
尋
常
小
学
校
に
勤
め
、
昭
和

十
九
年
六
月
一
日
同
校
の
分
教
場
が
独

立
し
て
梅
島
第
二
国
民
学
校
と
な
っ
た

の
で
そ
こ
へ
転
勤
し
た
。
そ
の
頃
か
ら

東
京
に
も
敵
機
が
出
没
す
る
よ
う
に
な

り
、
学
童
疎
開
が
始
ま
っ
た
。
私
も

四
十
余
名
の
学
童
の
引
率
主
任
と
し
て

長
野
県
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
疎
開

先
は
下
高
井
郡
（
新
潟
県
に
近
い
）
湯

田
中
温
泉
の
遊
郭
跡
で
、
割
に
静
か
な

保
養
地
で
あ
っ
た
。

　

�　

寒
さ
と
食
糧
不
足
に
な
や
ま
さ
れ
た

が
、
そ
れ
以
上
に
困
っ
た
の
は
虱
の
大

群
だ
っ
た
。
何
時
で
も
、
ど
こ
で
も
自

由
に
使
え
る
自
然
風
呂
に
つ
か
り
、
身

体
も
衣
類
も
清
潔
に
し
た
が
、
虱
の
数

は
ふ
え
る
一
方
で
あ
る
。
思
い
余
っ
て

衣
服
一
切
を
熱
湯
や
雪
の
中
に
三
昼
夜

も
つ
け
た
り
、
う
め
て
も
見
た
が
一
向

に
死
滅
し
な
い
。
後
で
聞
い
た
と
こ
ろ

全
国
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
、

『
戦
争
と
シ
ラ
ミ
と
は
何
か
因
縁
が
あ

る
の
で
は
・
・
・
・
』
と
今
も
っ
て
不

思
議
で
な
ら
な
い
。

こ
の
後
、「
私
の
人
生
体
験
」
と
し
て
、

　

�　

戦
争
敗
北
、
沖
縄
玉
砕
の
報
は
長
野

県
の
疎
開
先
で
知
り
、
十
月
に
は
東
京

に
引
き
揚
げ
た
が
一
帯
は
焼
野
原
と
化

し
、
学
校
も
焼
失
し
た
の
で
、
焼
け
残

り
の
梅
島
国
民
学
校
の
一
部
を
借
り
て

授
業
を
再
開
し
た
が
、、
毎
日
米
兵
が

来
て
教
室
の
中
に
入
っ
て
机
間
巡
視
を

し
た
り
、
後
に
立
っ
て
授
業
の
様
子
を

見
た
り
し
て
い
て
面
白
く
な
く
、
敗
戦

国
の
み
じ
め
さ
を
つ
く
づ
く
痛
感
し

た
。・
・
・

こ
の
後
に
、
沖
縄
県
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
事
情
を
述
べ
、
や
は
り
教
職
に

つ
い
た
元
尊
氏
は
、
昭
和
二
三
年
に
校
長

と
な
り
、
四
四
年
ま
で
勤
め
、
同
年
請
わ

れ
て
佐
敷
村
長
に
就
任
し
た
。
履
歴
書
を

見
る
と
、
三
三
年
ま
で
は
給
料
月
額
が

「
円
」
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
三
五
年

か
ら
四
六
年
ま
で
給
料
月
額
が
「
ド
ル
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
沖
縄
県
民
の
歩

ん
だ
歴
史
の
一
端
で
あ
ろ
う
。

　

学
童
疎
開
の
話
が
な
が
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
本
紙
四
五
二
号
も
参
照
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

沖
縄
県
出
身
の
教
師
が
沖
縄
戦
と
は
別

の
と
こ
ろ
、
学
童
疎
開
の
引
率
で
八
月

一
五
日
を
迎
え
ま
し
た
。
疎
開
地
で
聞
い

た
沖
縄
戦
の
報
道
に
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
の

思
い
も
し
た
で
し
ょ
う
。（

足
立
史
談
会
）

ま
ち
の
写
真
館
3
　
千
栁
館

千
栁
館
の
あ
ゆ
み
と
千
住
の
思
い
出 

３

栁
　
下
　
静
　
子

■
千
栁
館
の
た
た
ず
ま
い　

大
正
十
一
年
、

博
は
父
の
死
後
、
修
業
先
よ
り
戻
り
「
千

栁
館
」
を
継
い
だ
の
は
二
十
一
歳
。
自
身

の
妹
弟
は
ま
だ
独
立
し
て
お
ら
ず
直
後
に

結
婚
。
次
々
と
子
供
も
増
え
、
い
つ
も
二

人
位
修
業
中
の
若
い
人
を
抱
え
た
大
世
帯

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
父
、
叔
父
の
築
い
た

地
盤
が
あ
り
、大
正
、昭
和
と
時
代
は
進
み
、

ま
ち
の
写
真
館
が
最
も
重
宝
が
ら
れ
大
切

に
さ
れ
た
よ
き
時
代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

千
住
界
隈
の
旧
家
、
大
家
か
ら
事
あ
る

ご
と
に
お
呼
び
が
あ
り
そ
の
出
張
撮
影
を

当
時
は
〝
出
（
で
）
う
つ
し
〟
と
よ
び
、

「
先
生
」
は
「
弟
子
」
を
連
れ
て
出
掛
け

る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
ま
た
婚
礼
の

写
真
は
ま
ち
の
写
真
店
に
出
向
い
て
写
し

た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
程
戦
争
の
影
が
身

近
に
迫
っ
て
な
か
っ
た
時
期
だ
っ
た
頃
だ

ろ
う
。
七
五
三
の
当
日
は
朝
か
ら
着
飾
っ

た
親
子
連
れ
が
外
ま
で
並
ん
で
い
た
情
景

も
う
っ
す
ら
と
目
に
浮
ぶ
。

　

千
住
仲
町
六
十
一
番
地
の
「
千
栁
館
」

は
、
た
ぶ
ん
借
家
の
仕
舞
屋
二
軒
分
を
繋

げ
て
増
築
改
築
を
重
ね
た
と
思
わ
れ
る
横

長
の
建
物
。「
写
場
（
し
ゃ
じ
ょ
う
）」
と

呼
ん
で
い
た
ス
タ
ジ
オ
が
横
に
長
く
伸

び
、
一
部
明
か
り
取
り
の
ガ
ラ
ス
張
り
の

天
井
、
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
な
等
身
大
の
鏡
の

あ
る
待
合
室
に
は
大
正
モ
ダ
ニ
ズ
ム
風
の

椅
子
、
テ
ー
ブ
ル
、
広
々
と
し
た
両
開
き

扉
の
玄
関
の
三
和
土
（
た
た
き
）
は
タ
イ

ル
張
り
、
す
ぐ
左
手
の
壁
に
は
取
り
付
け

式
の
電
話
、
外
側
は
木
造
で
う
す
み
ど
り

色
の
ペ
ン
キ
で
塗
ら
れ
、
当
時
町
の
医
院

や
写
真
店
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
西
洋
館

風
に
改
築
さ
れ
て
い
た
。

■
父
の
修
行
時
代
と
千
栁
館　

博
は
、
祖

父
邦
三
の
シ
ベ
リ
ア
に
ま
で
渡
っ
て
開
業

資
金
を
入
手
し
た
進
取
の
気
質
は
あ
ま
り

受
け
継
が
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
千
寿

小
学
校
、
旧
制
府
立
中
学
を
中
退
し
、
大

正
四
（
一
九
一
五
）
年
、
野
島
康
三
が
日

本
橋
人
形
町
に
開
設
し
た「
三
笠
写
真
館
」

に
入
門
す
る
。
十
四
歳
。
野
島
は
写
友
で

あ
り
人
格
者
で
も
あ
っ
た
山
崎
静
村
に
営

業
と
門
下
生
の
育
成
を
任
せ
、
自
身
は
梅

原
龍
三
郎
ら
に
画
業
を
学
び
、
専
ら
新
し

い
独
自
の
写
真
を
追
及
し
、
一
時
期
画
廊

も
開
き
、
後
に
名
を
成
す
芸
術
家
の
パ
ト

ロ
ン
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す
。
長
い
洗

い
髪
を
胸
元
に
下
げ
た
「
裸
胸
婦
」（
昭

和
五
・
一
九
三
〇
年
）
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
の
後
、
大
正
九
年
に
は
、
野
島
は
さ

ら
に
九
段
坂
下
に
あ
っ
た
当
時
人
目
を
引

い
た
赤
レ
ン
ガ
造
り
の
豪
華
な
洋
風
建
物

を
入
手
し
、「
野
々
宮
写
真
館
」
と
命
名

し
た
。「
三
笠
写
真
館
」
か
ら
従
業
員
も

加
わ
り
東
京
で
最
も
名
の
知
れ
た
写
真
館

だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
三
笠
写
真
館
」
時
代
の
も
の
だ
ろ
う
、

山
崎
先
生
と
思
わ
れ
る
温
和
な
風
貌
の
人

物
を
囲
み
、
上
等
の
服
装
の
年
か
さ
の
技

師
三
人
、
着
物
姿
の
若
い
三
人
の
弟
子
。

そ
の
弟
子
の
中
で
も
最
も
年
下
と
見
え
、

ま
だ
少
年
の
面
影
の
残
る
博
が
、
か
す
り

柄
の
筒
袖
姿
、
後
の
方
で
は
に
か
ん
で

写
っ
て
い
る
。こ
の
写
真
は
、百
年
は
経
っ

て
い
る
の
に
変
色
も
な
く
、
大
震
災
、
戦
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災
を
く
ぐ
り
抜
け
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。

　

野
島
先
生
が
盛
ん
に
勧
め
た
と
い
う
弟

子
同
志
互
い
に
モ
デ
ル
に
な
っ
て
撮
っ
た

肖
像
写
真
も
数
枚
残
っ
て
い
る
（
右
下
）。

ち
な
み
に
野
島
は
自
分
を
「
先
生
」
と
呼

ぶ
こ
と
を
嫌
っ
た
と
い
う
（『
野
島
康
三

遺
作
集
』）。
博
た
ち
は
技
師
長
の
山
崎
静

村
を
「
先
生
」
と
呼
ん
だ
そ
う
だ
。

　

博
の
青
春
時
代
は
、
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
と
謳
っ
た
時
代
で
あ
る
。
三
笠
、
野
々

宮
写
真
館
で
過
ご
し
た
環
境
の
せ
い
も

あ
っ
た
と
思
う
が
、よ
く
昔
を
懐
か
し
み
、

日
本
人
と
し
て
初
め
て
海
外
で
オ
ペ
ラ
を

披
露
し
た
と
い
う
三
浦
環
の
歌
声
や
、
海

外
か
ら
の
来
日
が
ま
だ
珍
し
か
っ
た
時

代
、
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ン
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
音

色
に
感
動
し
た
話
、
グ
リ
ー
グ
の
ペ
ー
ル

ギ
ュ
ン
ト
組
曲
の
物
語
を
知
っ
て
い
た
こ

と
も
不
思
議
だ
っ
た
。

　

明
治
生
ま
れ
な
が
ら
自
己
流
「
自
由
主

義
者
」
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
、
何
か

深
刻
な
時
に
限
っ
て
お
か
し
い
こ
と
、
お

も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
人
を
笑
わ
せ
和

ま
せ
る
の
も
得
意
と
し
、
ま
た
よ
く
自
分

を
〝
貧
乏
大
尽
〟
と
い
っ
て
悦
に
入
っ
て

い
た
。お
金
に
ガ
ツ
ガ
ツ
す
る
の
を
嫌
い
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
〝
カ
ネ
は
キ
タ
ナ
イ

派
〟
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
せ
い
か
よ
き

時
代
の
写
真
館
の
「
先
生
」
だ
っ
た
頃
は

そ
れ
で
も
通
用
し
た
が
、
あ
の
戦
争
で
多

く
を
失
っ
た
後
、
か
つ
て
の
よ
う
な
写
真

館
の
復
活
は
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、

時
代
も
変
化
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
戦
後
は
昔
か
ら
の
変
ら
ぬ
得

意
先
か
ら
は
大
切
に
さ
れ
、
創
立
か
ら
地

元
の
潤
徳
学
園
の
写
真
全
般
を
引
き
受
け

て
い
た
。
片
腕
だ
っ
た
末
娘
が
や
が
て
中

心
と
な
っ
た
が
七
十
歳
を
少
し
過
ぎ
る
ま

で
現
役
で
あ
り
、写
真
は
〝
食
べ
る
た
め
〟

と
い
う
よ
り
は
〝
生
涯
の
よ
き
趣
味
〟
と

い
う
姿
勢
で
生
き
た
の
で
は
な
い
か
と
今

も
懐
か
し
い
。

■
セ
ピ
ア
色
の
記
憶　

感
光
を
防
ぐ
た
め

の
赤
い
電
球
が
点
り
、
酢
酸
臭
い
む
っ
と

し
た
暗
室
。
か
く
れ
ん
ぼ
う
に
は
う
っ
て

つ
け
の
巻
き
上
げ
式
自
在
の
背
景
の
裏
の

暗
が
り
。

　

黒
く
ど
っ
し
り
し
た
大
型
移
動
式
写
真

機
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
蛇
腹
が
グ
グ
ー
ッ
と
伸

び
、
黒
の
被
り
布
の
奥
を
背
伸
び
し
て
覗

か
せ
て
も
ら
っ
た
ら
被
写
体
が
逆
さ
ま

だ
っ
た
と
き
の
驚
き
等
々･･･

。

　

そ
れ
ら
は
マ
グ
ネ
シ
ュ
ー
ム
を
た
い
た

フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
一
瞬
の
閃
光
に
浮
び
上

が
っ
て
す
ぐ
に
消
え
、
私
の
「
千
栁
館
」

は
セ
ピ
ア
色
に
霞
ん
で
い
っ
た
。

―
終

（
や
ぎ
し
た
し
ず
こ
・
国
立
市
在
住
） 父と私

縁
故
疎
開
で
す
ご
し
た
北
鹿
浜
町
の
思
い
出
　
30

鹿
浜
で
の
子
ど
も
の
生
活
　
12

小
　
川
　
誠
一
郎

■
買
出
し
が
来
る　

昭
和
一
九
年
夏
の
終

わ
り
頃
か
ら
、
鹿
浜
へ
食
糧
の
買
い
出
し

が
大
挙
押
し
寄
せ
、
農
家
の
庭
先
は
八
百

屋
に
早
変
わ
り
、
収
穫
し
た
野
菜
は
残
ら

ず
売
れ
繁
盛
し
た
。

　

叔
父
の
出
征
で
豊
島
市
場
ま
で
農
産
品

を
持
ち
込
め
ぬ
実
家
は
、
こ
の
直
接
販
売

に
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
お
金
で
買
え
る

も
の
が
少
な
く
な
る
ご
時
勢
で
、
取
引
は

な
か
ば
物
々
交
換
の
場
で
も
あ
っ
た
。
顔

な
じ
み
に
な
っ
た
お
母
さ
ん
達
は
、
お
礼

に
と
着
物
地
や
立
派
な
飾
り
物
、
は
て
は

書
籍
類
ま
で
手
に
し
て
現
れ
た
。

　

本
と
言
え
ば
、
叔
父
や
叔
母
の
富
山
房

の
中
学
教
科
書
が
あ
っ
た
の
で
、
口
絵
や

挿
絵
を
眺
め
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
が
、

縁
側
に
積
ま
れ
た
、
お
み
や
げ
の
本
は
と

て
も
気
に
な
っ
た
。
中
で
も
美
し
い
色
表

紙
の
尾
崎
士
郎
作
「
人
生
劇
場
」
全
巻
揃

い
が
印
象
的
だ
っ
た
。
や
が
て
引
き
取
り

先
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
見
え
な
く

な
っ
た
。
で
も
講
談
本
の
「
南
総
里
見
八

犬
伝
」
は
、
彦
造
ば
り
の
挿
絵
（
註
）
が

す
ば
ら
し
く
、漢
字
が
ル
ビ
入
り
な
の
で
、

こ
れ
だ
け
は
愛
読
書
と
な
り
手
元
に
残
さ

れ
た
。

　

と
あ
る
昼
下
が
り
、
皆
が
野
ら
へ
出
て

一
人
で
い
る
と
「
そ
こ
の
カ
ボ
チ
ャ
わ
け

（右より女児を抱いた人の後ろが博）
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て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
門
先
か
ら
か
細

い
声
。「
ぼ
く
ひ
と
り
だ
か
ら
分
か
ん
な

い
！
」
と
、
疲
れ
た
様
子
の
お
ば
さ
ん
を

前
に
、
目
を
伏
せ
て
い
た
。
互
い
に
運
の

な
い
巡
り
合
わ
せ
と
な
っ
た
。
下
町
の
夜

間
の
空
襲
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
、
買
い

出
し
客
の
足
が
徐
々
に
遠
の
い
て
行
っ
た
。

■
レ
コ
ー
ド　

叔
母
達
が
買
い
集
め
た

昭
和
一
〇
年
代
の
流
行
り
歌
の
レ
コ
ー
ド

が
あ
り
、
古
い
蓄
音
機
が
二
台
、
一
つ
は

始
終
手
回
し
が
必
要
だ
っ
た
。
戦
時
下
レ

コ
ー
ド
の
鉄
針
の
製
造
が
止
り
、
代
用
の

竹
針
が
市
販
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
音
が

小
さ
く
、
レ
コ
ー
ド
一
枚
が
限
度
。
鉄
針

で
も
普
通
二
，
三
枚
で
使
い
捨
て
だ
が
、

貴
重
な
の
で
、
す
り
減
っ
た
先
を
コ
ン
ク

リ
床
で
磨
い
で
何
度
も
再
使
用
し
た
。
ほ

ど
な
く
新
宿
か
ら
コ
ロ
ム
ビ
ア
の
蓄
音
機

が
疎
開
し
て
き
た
。
こ
れ
に
は
中
山
新
平

の
童
謡
が
一
枚
だ
け
付
い
て
き
た
。レ
コ
ー

ド
は
一
人
い
る
時
の
楽
し
み
と
な
り
、
東

海
林
太
郎
、藤
山
一
郎
、霧
島
昇
、岡
晴
夫
、

李
香
蘭
、
二
葉
あ
き
子
な
ど
を
繰
り
返
し

聴
く
う
ち
に
、
昭
和
初
期
の
日
本
の
旋
律

が
体
へ
刷
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
。

■
戦
後
の
演
芸
会　

戦
時
態
勢
下
、
流
行

り
歌
の
多
く
は
公
開
の
場
で
の
演
奏
が
禁

止
さ
れ
、
ラ
ジ
オ
か
ら
は
戦
意
高
揚
の
軍

歌
調
の
歌
ば
か
り
が
流
れ
た
。
終
戦
で
そ

れ
が
逆
転
し
、
今
ま
で
の
う
っ
憤
を
晴
ら

す
か
の
よ
う
に
、
賑
や
か
に
楽
し
む
風
が

巻
き
起
こ
っ
た
。
近
郊
の
集
落
で
競
う
よ

う
に
夏
・
秋
祭
り
に
合
わ
せ
た
演
芸
大
会

が
、
急
ご
し
ら
え
の
仮
設
舞
台
で
開
か
れ

た
。
鹿
浜
・
糀
屋
で
は
、
若
い
男
女
の
歌

手
を
呼
ん
で
歌
謡
大
会
が
開
か
れ
た
。
歌

手
と
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
奏
者
が
ス
テ
ー
ジ

に
乗
り
、
広
場
に
大
勢
の
立
ち
見
客
が
詰

め
か
け
た
。
沢
山
の
百
ワ
ッ
ト
電
球
に
照

ら
し
出
さ
れ
た
、
女
性
歌
手
の
華
や
か
な

衣
装
と
ス
パ
ン
コ
ー
ル
の
煌
め
き
が
ま
ぶ

し
く
、
拡
声
機
の
大
声
に
体
が
震
え
た
。

　

レ
コ
ー
ド
で
聴
き
慣
れ
た
曲
は
あ
ま
り

な
く
不
満
だ
っ
た
が
、
大
勢
の
熱
気
の
中

に
体
を
あ
ず
け
て
い
た
。
ぞ
ろ
ぞ
ろ
皆
が

帰
る
頃
に
は
、
夜
も
だ
い
ぶ
更
け
大
き
な

月
が
中
天
に
掛
か
っ
て
い
た
。
弟
の
手
を

引
き
、
妹
を
背
負
う
、
一
家
総
出
の
め
ず

ら
し
い
夜
間
の
遠
出
と
な
っ
た
。

■
夏
祭
り
へ
の
参
加　

昭
和
二
十
一
年

の
春
半
ば
、
新
宿
の
焼
け
後
に
家
が
建

ち
、
家
族
が
戻
っ
て
行
っ
た
。
三
年
生
だ

け
椿
で
過
ご
し
た
い
と
希
望
し
、
独
り

残
っ
た
鹿
浜
の
夏
休
み
、
加
賀
皿
沼
で
祭

り
が
あ
っ
て
、
皆
と
一
緒
に
祖
母
の
実
家

の
高
橋
家
を
初
め
て
訪
れ
た
。
皿
沼
は
鹿

浜
よ
り
家
屋
敷
が
混
み
あ
っ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。
演
芸
の
前
に
、
恥
ず
か
し
く

も
、
当
地
の
子
供
達
に
交
じ
っ
て
山
車
を

曳
い
た
。
高
橋
家
で
は
、
祖
母
の
二
人
の

姪
が
娘
盛
り
、
晴
れ
や
か
な
演
芸
舞
台
へ

妹
の
ス
ミ
ち
ゃ
ん
が
颯
爽
と
登
場
、
三
度

笠
の
や
く
ざ
姿
も
凛
々
し
く
、
道
中
も
の

の
演
歌
踊
り
を
艶
や
か
に
披
露
し
若
衆
を

沸
か
せ
た
。
親
戚
筋
の
面
差
し
に
魅
せ
ら

れ
、
お
姉
さ
ん
へ
の
ほ
の
か
な
あ
こ
が
れ

の
よ
う
な
、
萌
え
を
子
供
心
に
意
識
す
る

の
だ
っ
た
。
お
り
し
も
北
関
東
の
盆
踊
り

歌
、
八
木
節
が
大
人
気
、
各
地
を
巡
回
す

る
本
場
の
歌
舞
団
が
ト
リ
で
出

演
！
酒
樽
を
叩
い
て
つ
く
る
硬

質
の
激
し
い
リ
ズ
ム
に
の
り
笛

や
鉦
が
競
い
合
い
、
本
調
子
の

美
声
と
大
勢
の
踊
り
手
の
花
笠

が
舞
っ
て
ス
テ
ー
ジ
を
締
め
く

く
っ
た
。

　

夏
に
は
、
待
望
久
し
い
盆
踊

り
が
島
氷
川
神
社
で
催
さ
れ

た
。
裸
電
球
が
ま
ぶ
し
い
境
内

は
、
ど
こ
か
ら
湧
き
起
っ
た
の

だ
ろ
う
、
ゆ
か
た
姿
が
涼
し
い

老
若
男
女
の
明
る
い
笑
顔
で
埋

め
つ
く
さ
れ
た
。
先
ず
は
昭
和

初
期
の
「
東
京
音
頭
」
が
夏
祭

ひ
っ
く
り
か
え
る

祖母の実家の門口（家の敷地内、母屋からの眺め）
湧き水をたたえた洗い場池が敷地内にあり、ネズミモ
チの生垣が囲い、大きな猫柳の古木が、道路沿いのく
ずれかけた岸辺を固めるように生えていた。

り
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
た
。
戦
後
作
曲

さ
れ
た
新
し
い
「
青
空
音
頭
」
や
「
平
和

音
頭
」
が
つ
づ
い
て
登
場
、
新
時
代
の
幕

開
け
を
告
げ
る
か
の
よ
う
に
、
電
蓄(

電

気
蓄
音
機)

の
大
音
響
が
鹿
浜
の
平
和
な

夕
空
に
響
き
渡
っ
た
。
ふ
と
気
付
く
と
、

優
し
い
ス
イ
ち
ゃ
ん
が
、
大
樹
の
陰
か
ら

微
笑
み
か
け
て
く
る
。
や
ぐ
ら
太
鼓
の
強

い
振
動
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
、
学
校
へ

通
っ
て
い
る
の
か
な
、
な
ど
と
思
い
や
っ

た
。

　

＊�

伊
藤
彦
造･･･

明
治
・
大
正
期
に
活

躍
し
た
挿
画
家
。
美
貌
の
剣
士
の
冒

険
劇
の
挿
絵
で
人
気
。「
少
年
倶
楽

部
」
や
「
キ
ン
グ
」
な
ど
に
掲
載
さ

れ
た
。�

（
慶
応
大
学
名
誉
教
授
）

収
蔵
資
料
展

　
地
口
絵
紙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

―
言
葉
遊
び
と
笑
い
の
精
神
―

会
期
：
七
月
二
二
日
～
九
月
二
七
日

　
地
口
絵
紙
と
は
、
江
戸
時
代
の
言
葉
遊

び
を
行
灯
に
し
た
て
た
も
の
で
す
。
江
戸

の
笑
い
に
つ
つ
ま
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？ひっくりかえる


