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太
平
洋
戦
争
末
期
の
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ

る
空
襲
の
お
り
、
高
射
砲
な
ど
で
撃
墜
さ

れ
、
足
立
区
に
墜
落
し
た
Ｂ
２
９
と
い
う

爆
撃
機
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
、
そ
の
遺

品
が
郷
土
博
物
館
で
も
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
展
示
の
背
景
と
な
っ
た
調
査
は
、
今

か
ら
二
十
三
年
前
の
調
査
結
果
で
す
。
区

内
に
落
ち
た
Ｂ
２
９
は
三
機
と
さ
れ
①
入

谷
町
、
②
花
畑
町
（
現
北
加
平
町
）、
③

荒
川
河
川
敷
の
三
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
元
で
こ
の
Ｂ
２
９
の
こ
と
を
お
話
い
た

だ
く
機
会
が
あ
り
、
調
べ
て
み
る
と
、
こ

の
三
機
の
ほ
か
に
別
の
Ｂ
２
９
の
搭
乗
員

の
墜
落
死
の
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

体
験
談
を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
昭

和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
生
ま
れ
の
入
谷

の
福
田
勝
平
さ
ん
で
す
。
勝
平
さ
ん
の
お

父
さ
ん
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年

生
ま
れ
の
平
右
衛
門
さ
ん
（
故
人
）
で
、

福
田
家
の
屋
号
は
鷹
番
（
た
か
ば
ん
）
で

し
た
。
去
る
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）

年
五
月
十
四
日
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
い

ま
し
た
。

　

福
田
さ
ん
の
お
話
を
こ
こ
に
紹
介
し
ま

す
。

　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

当
時
、
私
が
六
歳
の
時
に
覚
え
て
い
る

こ
と
、
父
や
家
の
人
、
近
所
の
故
・
斎

藤
よ
し
さ
ん
（
お
け
や
さ
ん
）
の
話
か

ら
思
い
出
し
て
み
ま
し
た
。
昭
和
二
十

（
一
九
四
五
）
年
三
月
十
日
の
早
朝
の
こ

と
※
1
、
近
所
の
人
が
畑
の
野の
ま
わ廻
り
の
途

中
、
入
谷
の
砂す
な
は
ら原
耕
地
※
2
の
畑
に
人
が

倒
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の

人
が
近
所
の
人
に
話
し
、
誰
か
が
下
（
し

も
）
※
3
の
駐
在
所
の
お
ま
わ
り
さ
ん
を

呼
び
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
お
ま
わ

り
さ
ん
は
三み

松ま
つ

さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
場
所
は
自
宅
の
畑
で
、
小
松
菜
が
ま
だ

三
㎝
位
し
か
伸
び
て
い
な
か
っ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

倒
れ
て
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ
兵
で
し

た
。
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
開
か
な
い
状
態
で

落
ち
た
衝
撃
で
し
ょ
う
か
。
畑
に
く
ぼ
ん

だ
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
落
ち
た
時
に
は
ま

だ
生
き
て
い
た
の
か
、
苦
し
ん
だ
こ
と
を

思
わ
せ
る
よ
う
に
、
周
り
の
泥
を
か
き
む

し
っ
た
跡
が
あ
り
ま
し
た
。

　

駐
在
さ
ん
の
指
示
だ
と
思
い
ま
す
が
、

金
方
ズ
シ
※
4
の
組
合
の
人
々
で
そ
の
場

に
埋
め
、
墓
標
も
塔
婆
も
建
て
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。

　

終
戦
後
、復
員
し
た
父（
平
右
衛
門
）が
、

家
に
あ
っ
た
ざ
く
ろ
の
木
を
、
遺
体
を
埋

め
た
場
所
の
周
り
に
植
え
ま
し
た
。
線
香

等
を
上
げ
、
お
参
り
出
来
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。
そ
の
後
は
、
お
参
り
や
供
養
な
ど

は
し
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

翌
年
（
昭
和
二
十
一
・
一
九
四
六
年
）、

ざ
く
ろ
の
木
に
花
が
咲
い
た
頃
だ
か
ら
六

月
か
七
月
頃
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
の

警
察
と
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ
Ｐ
が
何
台
か
の

ジ
ー
プ
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

父
が
、
埋
葬
し
た
場
所
に
案
内
し
、
掘

り
起
こ
し
て
い
き
ま
し
た
。
後
で
聞
い
た

話
で
す
が
、
丁
寧
な
埋
葬
状
態
で
あ
っ
た

Ｂ
２
９
搭
乗
員
の
墜
落
死
に
つ
い
て

�
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の
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
感
激
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
し
て
、
お
礼
に
缶
入
り
の
粉

コ
コ
ア
、
コ
ー
ヒ
ー
、
肉
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ

の
入
っ
た
缶
詰
を
箱
ご
と
置
い
て
い
き
ま

し
た
。
す
ご
く
う
ま
か
っ
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、
何
の
連
絡
も
無
く
、
ま
た

畑
も
そ
の
ま
ま
元
に
戻
し
て
耕
作
し
ま
し

た
。

　

戦
争
中
と
は
い
え
人
の
死
を
見
て
、
戦

争
は
二
度
と
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
し
た
。

　
※
１�　

後
掲
の
記
録
か
ら
三
月
十
日
、

い
わ
ゆ
る
東
京
大
空
襲
の
当
日
。

　
※
２�　

入
谷
の
地
字
名
の
一
つ
。
現
在

の
入
谷
九
丁
目
周
辺
。

　
※
３�　

入
谷
の
ズ
シ
の
一
つ
。
ズ
シ
と

は
組
と
も
称
さ
れ
る
地
縁
集
団

で
現
在
の
町
会
に
近
い
。
現
在
の

入
谷
三
丁
目
の
一
部
と
四
丁
目
周

辺
。

　
※
４�　

入
谷
の
ズ
シ
の
一
つ
。
入
谷
四
・

五
丁
目
あ
た
り
。
東
武
バ
ス
の
バ

ス
停
に
金
方
の
名
称
が
あ
る
。

　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

ア
メ
リ
カ
兵
が
墜
落
し
た
場
所
は
、
当

時
、
近
く
に
第
六
天
の
小
祠
が
あ
る
福
田

家
所
有
の
入
谷
町
一
六
九
六
番
地
で
、
約

四
畝
の
畑
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

撃
墜
さ
れ
た
Ｂ
２
９
に
つ
い
て
は
青
森

空
襲
を
記
録
す
る
会
作
成
の
Ｈ
Ｐ
「
本
土

空
襲
墜
落
機
調
査
」、
Ｈ
Ｐ
「
Ｐ
Ｏ
Ｗ
研

究
会
」
ほ
か
を
参
照
す
る
と
詳
細
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
＃
（
ナ
ン
バ
ー
）

４
２
―

６
３
５
９
６
、
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
は

「ZERO
�A
U
ER

」
と
い
い
ま
す
。
所
属

は
第
二
〇
航
空
軍
第
三
一
四
爆
撃
団
第

二
八
爆
撃
隊
に
所
属
し
た
一
機
で
す
。
現

在
の
川
口
市
芝
川
公
園
周
辺
に
昭
和
二
〇

年
三
月
十
日
の
午
前
一
時
ご
ろ
、
攻
撃
を

う
け
て
分
解
し
て
墜
落
し
、
搭
乗
員
十
一

名
は
死
亡
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
田
さ
ん
の
お
話
は
、
当
時
の
よ
う
す

を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
お
話
で
す
。
戦
時

の
異
常
事
態
に
、
敵
軍
で
あ
っ
て
も
感
情

に
は
し
る
こ
と
な
く
、
丁
寧
に
埋
葬
し
た

こ
と
は
村
の
人
々
の
心
意
気
と
誇
り
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
年

代
の
調
べ
で
確
認
し
て
い
ま
す
。
地
域
の

情
報
が
入
谷
の
金
方
・
鶴
巻
に
限
定
し
て

い
る
た
め
、
舎
人
地
域
（
現
入
谷
、
舎
人
、

古
千
谷
と
周
辺
）
に
行
き
わ
た
っ
て
い
ま

せ
ん
。
本
件
の
あ
と
、
昭
和
二
十
年
五
月

二
十
六
日
に
、
現
在
の
流
通
セ
ン
タ
ー
付

近
に
墜
落
し
た
Ｂ
２
９
の
こ
と
に
関
心
が

集
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
記
憶
に
乏
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

舎
人
小
学
校
百
周
年
記
念
誌
の
座
談
会

で
は
、
斉
藤
庄
蔵
さ
ん
だ
け
が
こ
の
入
谷

で
墜
落
死
し
た
事
件
に
触
れ
て
い
ま
す
。

「
川
口
の
オ
ー
ト
レ
ー
ス
場
近
く
に
（
Ｂ

２
９
が
）
落
ち
た
時
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の

兵
隊
が
落
下
傘
で
降
り
て
き
た
ん
だ
よ

ね
。
と
こ
ろ
が
低
か
っ
た
た
め
、
落
下
傘

が
少
し
出
て
い
た
が
開
く
余
地
が
な
く
、

入
谷
の
福
田
勝
平
さ
ん
の
畑
へ
お
っ
こ
ち

て
、
落
ち
た
と
こ
ろ
は
土
が
少
し
く
ぼ
ん

で
う
つ
ぶ
せ
の
状
態
で
、
背
中
に
落
下
傘

が
見
え
て
い
ま
し
た
。」

　

平
成
十
八
年
頃
、
岩
手
県
の
学
校
教
師

が
こ
の
事
件
の
た
め
福
田
さ
ん
の
自
宅
に

訪
問
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
不

在
で
し
た
。
内
容
は
、
米
軍
人
遺
体
を
発

見
し
た
女
性
が
薊
直
右
衛
門（
私
の
祖
父
）

に
連
絡
、
祖
父
が
交
番
に
通
報
・
案
内
し

た
と
の
情
報
で
す
。

�

（
足
立
史
談
会
役
員
）

協
力
：�「
岩
手
・
戦
争
を
記
録
す
る
会
」

事
務
局
長　

加
藤
昭
雄

参
考
：�「
東
京
大
空
襲
の
夜　

Ｂ
２
９
墜

落
の
謎
と
東
北
空
襲
」
昭
和
二
十

年　

加
藤
昭
雄

■
百
万
遍
念
仏
と
は　

百
万
遍
念
仏
は
、

念
仏
を
百
万
回
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

故
人
の
成
仏
や
無
病
息
災
を
祈
る
も
の

で
、
一
〇
八
〇
顆
あ
る
大
き
な
数
珠
を
、

人
々
が
輪
に
な
っ
て
繰
り
な
が
ら
唱
え
る

も
の
で
あ
る
。「
百
万
遍
」
と
念
仏
を
省

略
し
て
よ
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、

百
万
遍
念
仏
を
行
う
仲
間
を
指
し
て
百
万

遍
念
仏
講
、
講
中
と
よ
ぶ
。

　

現
在
、
区
内
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
鹿
浜
の
押
部
地
域
に
伝
わ
る
阿
弥
陀
院

の
百
万
遍
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
、
区
内

各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
、
鹿
浜
の
百
万
遍

念
仏
で
は
平
成
6
年
を
最
後
と
し
て
、
博

物
館
に
道
具
を
寄
贈
さ
れ
た
。

　

百
万
遍
念
仏
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
戦
前
ま
で
で
あ
り
、す
で
に
、

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
話

も
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
百
万
遍

念
仏
で
特
徴
的
な
も
の
は
、
講
員
が
輪
に

な
っ
て
繰
る
た
め
の
大
数
珠
と
、
念
仏
を

唱
え
た
回
数
を
数
え
る
数
取
り
の
道
具
や

鉦
で
、
こ
う
し
た
道
具
が
地
元
に
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
百
万
遍

念
仏
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。

　

区
内
の
百
万
遍
念
仏
は
、
ズ
シ
と
よ
ば

れ
る
近
世
村
の
な
か
を
分
け
る
グ
ル
ー
プ

を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
。
春
か
ら
初
夏

の
間
の
年
に
一
度
、
ズ
シ
の
家
々
を
回

り
、
家
ご
と
に
念
仏
を
し
て
、
そ
の
効
力

に
よ
っ
て
災
厄
を
除
け
無
病
息
災
を
祈
る

こ
と
と
、
葬
式
や
初
七
日
、
四
十
九
日
な

ど
の
葬
送
儀
礼
の
際
に
、
そ
の
家
に
集
ま

り
死
者
の
極
楽
往
生
を
祈
る
こ
と
が
お
も

な
活
動
の
目
的
で
あ
る
。

■
千
住
の
念
仏
講
中
大
帳　

博
物
館
解
説

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
博
友
会
の
古
文
書
学
習
に

お
い
て
、
千
住
二
丁
目
の
名
主
永
野
家
文

千
住
の
百
万
遍（
前
）

　
　
永
野
家
資
料
か
ら

�

荻
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書
か
ら
「
元
禄
八　

乙
亥
年
七
月　

念
仏

講
中
大
帳　

千
住
宿
弐
丁
目
」（
以
下
念

仏
講
中
大
帳
）
と
い
う
二
十
四
丁
の
冊
文

書
を
取
り
上
げ
て
講
読
し
た
。
こ
の
古
文

書
の
内
容
を
紹
介
し
、
現
在
は
伝
承
の
な

い
千
住
の
百
万
遍
念
仏
に
つ
い
て
考
え

る
。

　

ま
ず
こ
の
「
念
仏
講
中
大
帳
」
は
以
下

の
よ
う
な
順
番
と
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
一
）�

目
録
（
念
仏
講
中
結
成
の
理
由

と
道
具
の
書
き
上
げ
、
連
名
が
あ

る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
も
の
。
大

帳
の
内
容
）

　
（
二
）
短
歌

　
（
三
）�

百
万
遍
念
仏
そ
の
も
の
の
由
来

と
、
当
町
で
の
始
ま
り
の
経
緯

　
（
四
）�

講
中
活
動
の
決
ま
り
や
経
緯
、

こ
の
大
帳
作
成
の
理
由

　
（
五
）
講
中
持
ち
の
道
具
の
書
き
上
げ

　
（
六
）
歴
代
世
話
人
の
記
録

（
四
）
の
部
分
の
終
に
は
、
年
月
が
経
ち

帳
面
が
大
き
く
破
損
し
て
し
ま
い
文
字
な

ど
が
わ
か
ら
く
な
っ
た
た
め
、
今
回
新
し

く
帳
面
を
整
え
、
以
前
か
ら
伝
え
て
い
る

文
面
を
そ
の
ま
ま
写
し
、
後
の
人
に
伝
え

た
く
永
野
政
重
が
再
興
し
た
も
の
で
あ
る

と
の
趣
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
の
八
月
と
い
う

紀
年
と
、
永
野
政
重
写
の
署
名
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
念
仏
大
帳
」
の
作

ら
れ
た
の
は
嘉
永
四
年
で
あ
る
が
、
も
と

と
な
る
帳
面
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の

で
、
表
題
に
あ
る
元
禄
八
（
一
六
九
五
）

年
は
、
こ
の
も
と
の
帳
面
の
記
載
を
表
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。（
後
述
）

■
目
録
と
短
歌　
（
二
）
の
短
歌
は
、
目

録
の
す
ぐ
裏
頁
に
あ
り
、「
一
日
に
つ
く

り
し
つ
み
は　

ち
り
ほ
こ
り　

南
無
阿
弥

陀
仏
は　

は

う
き
な
り
け

り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　

知
ら
な
い

う
ち
に
日
々

作
っ
て
い
る
罪
は
、
塵
や
埃
の
よ
う
に
積

も
っ
て
い
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
を
払
う
箒
の
よ
う
な
功

徳
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
短
歌
は
、
初
め

の
五
句
が
「
一
日
に
」
で
は
な
く
、
元
々

は
「
日
々
に
」
で
、
現
在
で
も
浄
土
宗
の

寺
院
で
は
、
念
仏
の
功
徳
を
表
す
短
歌
と

し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
知

ら
れ
て
い
た
短
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
頁
は
、
念
仏
大
帳
の
扉
頁
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
大
帳
の
目
的
で

あ
る
百
万
遍
念
仏
講
の
記
録
と
い
う
事
務

的
な
事
柄
と
、
今
後
の
永
続
を
願
う
気
持

ち
を
、
短
歌
と
い
う
文
学
的
な
も
の
で
ま

と
め
、
装
飾
し
て
い
る
と
い
え
る
。

■
百
万
編
の
歴
史
と
功
徳　
（
三
）
で
は
、

そ
も
そ
も
の
百
万
遍
念
仏

の
歴
史
と
そ
の
効
力
が
書

か
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
後
白
河
法
皇
が

元
祖
大
師
（
法
然
の
こ

と
）
の
説
法
を
信
仰
し
、

百
万
遍
念
仏
の
修
法
を
し

た
の
が
最
初
で
あ
り
、
そ

の
後
、
後
醍
醐
天
皇
の
、

元
弘
元
（
一
三
三
一
）
年

に
大
地
震
と
疫
病
の
流
行

し
た
際
に
、
法
然
上
人
が

一
七
日（
い
つ
し
ち
に
ち
）

の
間
百
万
遍
の
念
仏
を
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
が

治
ま
り
、
天
皇
は
、
弘
法

大
師
直
筆
の
名
号
を
与

え
、
百
万
遍
知
恩
寺
と
名
付
け
た
こ
と
、

近
年
で
は
、
御
当
家
御
先
祖
親
忠
公
の
と

き
の
、
三
州
飯
田
野
の
合
戦
の
際
、
百
万

遍
念
仏
に
よ
っ
て
討
ち
死
に
し
た
亡
霊
が

徳
脱
（
生
死
の
苦
界
か
ら
抜
け
て
菩
提
に

向
か
う
こ
と
）
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
、
東
照
神
君
家
康
公
が
武
田
信
玄
と
合

戦
に
勝
っ
た
の
も
百
万
遍
念
仏
の
力
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
、
百
万
遍
知
恩

寺
は
、
京
都
市
に
あ
る
浄
土
宗
大
本
山
の

歴
史
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
後
醍
醐
天

皇
の
勅
命
に
よ
る
七
日
七
夜
の
百
万
遍
念

仏
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
疫
病
を
鎮
め

た
こ
と
に
よ
っ
て
百
万
遍
の
寺
号
が
下

賜
さ
れ
た
と
い
う
寺
の
歴
史
と
符
合
す

る
が
、
法
然
上
人
は
す
で
に
、
建
歴
二

（
一
二
一
二
）
年
と
百
年
以
上
前
に
亡
く

な
っ
て
お
り
、
知
恩
寺
も
、
そ
の
恩
徳
を

偲
ん
で
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
る
た
め
、
話

に
混
同
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
御
当
家
御
先
祖
親
忠
公
」と
は
、

将
軍
家
の
先
祖
で
あ
る
松
平
親
忠
を
指

し
、「
三
州
飯
田
野
の
合
戦
」
と
は
、
応

仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
起
き
た
井
田
野

合
戦
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
松
平
信
光

と
親
忠
が
、
尾
張
の
品
野
・
三
河
の
伊
保

の
兵
と
井
田
野
（
愛
知
県
岡
崎
市
）
で
戦

い
勝
利
し
た
も
の
で
、
の
ち
に
、
親
忠
は

戦
死
者
を
埋
葬
し
て
塚
を
築
い
て
弔
い
、

念
仏
堂
を
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
こ
の
塚
は
千
人
塚
と
よ
ば
れ
、
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塚
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
碑
に
は
、
次

の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

碑
銘
「
南
無
阿
彌
陀
佛
」

左
側
面
「
井
田
埜
戰
亡
精
靈
金
臺
」 

右
側
面
「
元
禄
九
丙
子
年
八
月
五
日 

大

樹
寺
廿
八
世
忍
譽
碑
銘
焉
」

そ
の
他
小
さ
な
碑
や
墓
が
二
十
基
程
建
ち

並
び
市
指
定
史
蹟
と
な
っ
て
い
る
。

　

家
康
が
信
玄
と
の
戦
い
に
勝
っ
た
と
い

う
の
は
何
を
示
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ

る
。家
康
と
信
玄
が
直
接
対
決
し
た
の
は
、

元
亀
三
（
一
五
七
二
）
年
に
家
康
が
敗
退

し
た
三
方
ヶ
原
の
戦
い
と
、
そ
の
翌
年
の

野
田
城
の
戦
い
で
、
こ
の
と
き
信
玄
は
、

徳
川
軍
と
野
田
城
で
戦
い
中
に
、
狙
撃
さ

れ
た
の
を
も
と
に
死
亡
し
た
と
い
う
異
説

が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
現
在
で
は
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
、
何
か
念
仏
の

効
力
に
ま
つ
わ
る
話
が
流
布
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

■
権
威
に
よ
る
功
徳
の
増
幅　

こ
こ
で
、

興
味
深
い
の
が
、
念
仏
の
功
徳
を
徳
川
家

の
逸
話
に
か
ら
め
て
説
明
し
て
い
る
こ
と

あ
る
。
そ
し
て
、
表
記
を
「
御
当
家
親
忠

公
」、「
東
照
神
君
家
康
公
」
と
、
徳
川
家

に
関
わ
る
人
物
に
は
尊
称
を
用
い
て
い
る

の
に
対
し
て
、
そ
の
敵
で
あ
っ
た
「
竹

（
マ
マ
）田

信
玄
」
は
呼
び
捨
て
る
な
ど
、
江
戸
の
周

縁
で
あ
り
、
さ
ら
に
直
轄
領
で
あ
っ
た
千

住
の
住
民
と
し
て
、
徳
川
家
の
権
威
を
強

く
意
識
し
、
そ
の
権
威
と
自
分
た
ち
と
の

同
化
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
念
仏
の
功
徳
、
身
近
で
権

威
あ
る
徳
川
家
の
逸
話
に
か
ら
め
る
こ
と

で
、
さ
ら
に
そ
の
功
徳
を
増
幅
さ
せ
有
益

な
も
の
と
説
明
す
る
有
効
な
手
立
て
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

岡
崎
市
の
千
人
塚
の
碑
は
、
元
禄
九
年

の
建
立
と
な
っ
て
お
り
、
千
住
の
念
仏
大

帳
の
成
立
も
、
元
禄
八
年
と
す
る
。
ま
だ

多
く
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
念
仏
講

の
石
碑
や
資
料
な
ど
、
元
禄
期
と
す
る
も

の
が
多
い
。
社
会
が
安
定
し
て
き
た
こ
の

時
代
に
、
各
地
で
念
仏
講
が
盛
ん
に
な
っ

た
こ
と
や
、浄
土
宗
が
布
教
に
力
を
入
れ
、

そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

■
千
住
の
百
万
遍
　（
三
）
の
後
半
か
ら

は
、
千
住
で
の
百
万
遍
念
仏
の
発
祥
が
説

明
さ
れ
て
い
る
。

　

寛
文
四
（
一
六
六
四
）
十
月
、
各
地
修

業
中
の
祐
天
大
僧
正
が
勝
専
寺
に
逗
留

し
、
寺
の
由
緒
を
す
べ
て
聞
い
て
、
十
月

六
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
十
日
間
百
万
遍

念
仏
の
法
要
を
執
り
行
い
御
説
法
、
御
導

師
を
務
め
た
。
こ
の
有
難
い
事
柄
に
人
々

が
大
勢
集
ま
り
、
住
寺
の
専
譽
上
人
も
大

変
感
動
し
、
大
数
珠
を
調
整
し
て
百
万
遍

の
修
法
を
行
っ
た
。延
享
年
間（
一
七
四
四

～
一
七
四
八
）
ま
で
、
毎
年
五
月
五
日
に

町
内
安
全
の
た
め
、
大
数
珠
を
持
っ
て
家

ご
と
に
百
万
遍
念
仏
を
行
い
、
毎
年
十
月

六
日
か
ら
十
五
日
ま
で
祐
天
上
人
の
書
い

た
大
幅
の
名
号
の
軸
を
掛
け
、
十
夜
法
要

を
今
に
至
る
ま
で
続
け
て
行
い
、
大
勢
の

人
々
が
集
ま
る
法
要
と
な
っ
て
い
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
百
万
遍
念
仏
の

利
益
を
だ
れ
で
も
分
か
り
や
す
く
略
し
た

も
の
で
あ
る
た
め
、
詳
し
く
は
関
連
す
る

書
物
を
見
る
よ
う
に
、と
ま
と
め
て
い
る
。

　

こ
の
説
明
に
従
う
と
祐
天
上
人

（
一
六
三
七
～
一
七
一
八
）
は
、
二
十
八

歳
に
あ
た
る
年
に
、
千
住
二
丁
目
の
勝
専

寺
に
逗
留
し
た
こ
と
に
な
る
。
祐
天
上

人
が
大
僧
正
に
な
る
の
は
正
徳
十
一
年

（
一
七
一
一
）
の
七
十
五
歳
の
と
き
で
あ

り
、
ま
た
、「
延
享
年
間
」
と
い
う
記
述

も
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
記
載
が
、
表
題

の
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
年
に
完
成
し

て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。（
以

下
次
号
）

�

（
当
館
学
芸
員
）

（
引
用
）to KA

ZU
SA

「
井
田
野
古
戦

場
と
千
人
塚
」

（h
ttp
://kazu

sa.jp
n
.org/b

/
archives/4457

・
2
月
28
日
）

❀
企
画
展
　
谷
文
晁
と
二
人
の
文
一
展�

三
月
六
日
～
五
月
十
三
日
　

　
　
　
谷
文
晁
の
印
章
と
印
譜�

郷
土
博
物
館

　
展
覧
会
の
一
つ
の
柱
が
昨
年
江
北
の
舩
津

家
で
確
認
さ
れ
た
谷
家
の
印
章
三
つ
で
す
。

同
家
美
術
資
料
（
当
館
寄
託
）
に
は
印
譜

二
冊
と
文
晁
門
人
舩
津
文
渕
が
縮
図
帳
に

収
め
た
印
譜
の
三
点
が
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
も
実
際
に
印
章
を
用
い
、
伝
来
経
緯
も

明
ら
か
で
収
載
の
印
章
を
す
べ
て
図
録
に

掲
載
し
展
覧
会
で
も
掲
示
し
て
い
ま
す
。

　
あ
わ
せ
て
印
文
を
解
読
し
て
い
ま
す
。

中
に
は
「
日
々
新
又
日
新
」（
一
日
一
日

新
た
な
気
持
ち
で
迎
え
る
）
や
、「
意
在

筆
墨
外
」（
芸
術
の
根
源
は
作
者
の
心
に

あ
る
）
と
い
っ
た
画
業
へ
の
心
得
や
「
谷

文
晁
住
江
戸
下
谷
ニ
丁
町
三
味
線
堀
上
」

と
具
体
的
な
住
所
地
を
記
し
た
文
人
絵
師

た
ち
の
考
え
方
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

図
録『
谷
文
晁
と
二
人
の
文
一
』（
Ａ
四
判
、

四
八
頁
、
フ
ル
カ
ラ
ー
、
四
〇
〇
円
）

朱
文
方
印
「
江
東
文
晁
之
印
」

ほ
か
に
「
文
一
印
」
「
文
渕
印
」
等
の
原
品
を
展
示
中
で
す
。


