
Ｈ
は
じ
め
に

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
九
月
二
四
日
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
〜
一

九
五
七
）
が
富
山
の
「
ヘ
ル
ン
文
庫
」
を
訪
ね
て
い
る
。
こ
の
時
の
ガ

ラ
ス
乾
板
が
富
山
で
見
つ
か
っ
た
。
芳
名
録
に
は
蘇
峰
直
筆
の
署
名
も

あ
る
。
当
時
出
来
た
ば
か
り
の
富
山
の
蘇
峰
会
が
招
い
た
と
の
こ
と
。
ま

た
同
年
十
月
十
日
の
東
京
日
日
新
聞
に
蘇
峰
本
人
の
「
ヘ
ル
ン
文
庫
」

訪
問
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
富
山

放
送
局
で
報
じ
ら
れ
た
。
筆
者
は
「
ヘ
ル
ン
文
庫
」
の
栗
林
裕
子
主
幹

の
好
意
で
こ
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
と
き
、
早
速
熊
本
の
「
徳
富
記
念

館
」
を
訪
ね
て
み
た
。
は
か
ら
ず
も
当
館
館
長
の
尽
力
で
蘇
峰
が
ハ
ー

ン
に
つ
い
て
昭
和
六
年
八
月
と
十
二
月
に
書
い
た
文
章
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
ハ
ー
ン
も
蘇
峰
も
熊
本
に
所
縁
が
深
い
人
物
で
あ
り
、

時
丁
度
熊
本
の
新
聞
博
物
館
で
蘇
峰
生
誕
一
五
○
年
記
念
展
示
会
が
開

か
れ
て
い
た
さ
中
で
あ
っ
た
。

「
徳
富
記
念
館
」
で
目
に
し
た
書
物
は
昭
和
七
年
十
二
月
二
十
日
、
民

徳
冨
蘇
峰
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
を
ど
う
み
て
い
た
か
？

。
「
父
八
雲
を
憶
ふ
」

○
［
一
小
泉
八
雲
の
日
本
］

ま
ず
こ
の
エ
セ
ー
の
冒
頭
の
段
落
で
蘇
峰
は
ハ
ー
ン
を
「
寧
ろ
愛
好

す
可
き
且
っ
尊
敬
す
可
き
彼
で
あ
っ
た
」
と
好
意
的
に
述
べ
る
。
次
い

で
蘇
峰
が
ハ
ー
ン
の
名
を
知
り
且
つ
世
界
的
作
家
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
経
緯
に
つ
い
て
記
す
。
ま
ず
「
予
が
ハ
ー
ン
の
名
を
知
っ
た
の
は
、

明
治
二
七
年
、
井
上
毅
君
か
ら
、
熊
本
第
五
高
等
学
校
教
師
某
の
、
日

清
戦
争
に
関
す
る
一
文
を
受
け
取
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
某
が
即
ち

友
社
発
行
の
「
典
籍
情
話
』
と
い
う
蘇
峰
著
の
書
物
で
あ
る
。
そ
の
中

に
は
二
つ
の
エ
セ
ー
が
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
小
泉
一
雄
の
「
父
八
雲
を
憶

ふ
」
に
つ
い
て
昭
和
六
年
八
月
十
八
日
付
け
で
書
か
れ
た
蘇
峰
の
評
で
あ

る
。
こ
の
評
に
は
［
一
小
泉
八
雲
の
日
本
］
と
［
二
好
く
描
い
た
］
と

い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
エ
セ
ー
が
二
つ
入
っ
て
い
る
。
二
つ
目
は
昭
和
六

年
十
二
月
廿
一
日
付
け
の
評
「
小
泉
八
雲
の
『
怪
談
医
で
あ
っ
た
。

西f
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小
泉
八
雲
君
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
次
い
で
明
治
三
十
年
、
米
国
か
ら

帰
朝
の
船
の
甲
板
上
で
米
国
夫
人
が
ハ
ー
ン
の
『
心
』
を
読
ん
で
い
る

の
を
見
て
蘇
峰
は
「
小
泉
八
雲
君
が
、
如
何
に
世
界
的
に
有
名
で
あ
る

か
を
、
漸
く
知
る
を
得
た
。
」
と
述
懐
す
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
の

日
清
戦
争
の
頃
は
す
で
に
晩
年
で
あ
っ
た
井
上
毅
は
元
熊
本
藩
士
で
蘇

峰
と
同
郷
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
留
め
て
お
い
て
い
い
。

蘇
峰
は
異
な
っ
た
考
え
や
価
値
観
が
あ
る
と
き
、
一
を
取
っ
て
他
を

裁
く
と
い
う
よ
り
、
両
者
を
併
せ
呑
む
と
い
う
性
向
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

蘇
峰
の
ハ
ー
ン
を
見
る
目
の
柔
軟
さ
と
奥
行
き
の
深
さ
の
所
以
で
あ
ろ

う
か
。
蘇
峰
は
言
う
。
「
君
が
好
ん
で
踏
破
し
っ
§
あ
る
境
地
は
、
同
じ

日
本
を
其
の
縄
張
り
と
し
っ
、
も
、
我
等
の
歩
む
可
き
境
地
と
は
、
自

か
ら
方
角
が
殊
な
り
っ
、
あ
る
」
と
ハ
ー
ン
と
の
見
解
の
微
妙
な
相
違

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
宣
教
師
が
好
き
で
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
に
対
し
て

「
記
者
も
決
し
て
宣
教
師
の
無
条
件
的
讃
美
者
で
は
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど

宣
教
師
攻
撃
者
の
無
条
件
的
味
方
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。
」
と
言
っ
て

ハ
ー
ン
の
「
偏
癖
」
「
臆
断
」
を
否
す
。
こ
こ
で
「
記
者
」
と
は
蘇
峰
自

身
の
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者
相
侯
っ
て
有
能
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ

た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
蘇
峰
は
か
つ
て
Ｌ
・
Ｌ
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
下
、
熊
本
洋
学
校

に
入
り
、
英
語
や
泰
西
の
学
問
や
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
学
ん
で
い
た

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
洋
学
校
閉
校
後
蘇
峰
は
一
度
は
上
京
す
る
も

の
の
同
志
社
英
学
校
に
入
っ
て
生
涯
の
師
と
仰
ぐ
新
島
妻
と
出
逢
い
、

こ
の
新
島
か
ら
洗
礼
さ
え
受
け
て
い
る
。
（
後
に
こ
れ
を
返
上
す
る
こ
と

に
な
る
が
。
）
身
近
に
は
宣
教
師
た
ち
が
お
り
、
熊
本
バ
ン
ド
と
呼
ば
れ

た
同
郷
の
連
中
た
ち
が
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
。
蘇
峰
は
キ
リ
ス
ト
教
や
宣

教
師
の
こ
と
は
彼
な
り
に
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ふ
ん
ぷ
ん

さ
ら
に
、
蘇
峰
は
こ
の
エ
セ
ー
で
「
粉
々
た
る
日
本
の
批
評
者
中
に

於
て
、
別
様
の
光
り
を
発
揮
し
た
る
は
、
ハ
ー
ン
其
人
で
あ
っ
た
」
と

い
っ
て
ハ
ー
ン
を
際
立
た
せ
、
「
ハ
ー
ン
が
日
本
を
発
見
し
た
と
云
は
ん

よ
り
も
、
日
本
が
ハ
ー
ン
を
発
見
し
た
と
云
ふ
可
き
だ
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
擬
人
法
的
な
発
想
に
は
ハ
ー
ン
を
対
象
化
し
て
見
て
い
る
蘇
峰

独
自
の
眼
差
し
が
あ
る
。
日
本
は
、
西
洋
人
で
日
本
に
あ
っ
て
日
本
を

理
解
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
西
洋
の
言
語
（
英
語
）
で
こ
の
日
本
の
こ

と
を
西
洋
に
向
け
て
「
伝
導
」
し
て
く
れ
る
逸
材
を
ハ
ー
ン
の
中
に
見

つ
け
出
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
日
本
が
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
さ
れ

た
。
こ
れ
が
蘇
峰
の
言
う
「
日
本
が
ハ
ー
ン
を
発
見
し
た
」
と
い
う
意

味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
蘇
峰
は
「
小
泉
八
雲
の
日
本
が
填
成
の
日
本
乎
、
将
た
只
だ

是
れ
小
泉
八
雲
の
日
本
乎
。
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
い
、
「
何
れ
に
し

て
も
、
御
礼
は
双
方
か
ら
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

〈
ハ
ー
ン
か
ら
日
本
へ
の
御
礼
〉
、
〈
日
本
か
ら
ハ
ー
ン
ヘ
の
御
礼
〉
と

い
う
言
い
方
に
は
蘇
峰
ら
し
く
異
質
な
も
の
の
「
対
立
」
で
は
な
く
相

互
の
「
折
り
合
い
」
の
ス
タ
ン
ス
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
蘇

峰
の
ハ
ー
ン
に
対
す
る
高
い
信
頼
感
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

蘇
峰
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
三
つ
の
時
代
、
し
た
が
っ
て
日
本
の

近
代
化
の
時
間
軸
を
そ
の
ま
ま
思
想
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
生

き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
西
南
戦
争
後
藩
閥
政
治
に
対
す
る
自
由
民
権
運

動
の
中
、
明
治
十
五
年
十
九
歳
で
「
大
江
義
塾
」
を
開
校
、
明
治
二
三

－祭3－



年
に
こ
れ
を
閉
じ
る
も
『
将
来
之
日
本
』
を
田
口
卯
吉
の
経
済
雑
誌
社

よ
り
発
刊
し
て
上
京
、
明
治
二
四
年
に
は
民
友
社
を
起
こ
し
て
雑
誌
『
国

民
の
友
』
を
発
刊
、
明
治
二
七
年
に
は
こ
れ
を
『
国
民
新
聞
』
に
統
合

く
が
か
つ
な
ん

し
て
政
治
、
社
会
、
文
芸
、
宗
教
の
改
良
を
旨
に
、
陸
潟
南
に
よ
る
雑

誌
『
日
本
』
に
対
時
し
て
新
し
い
当
時
の
論
陣
を
張
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

○
［
二
好
く
描
い
た
］

こ
れ
は
長
男
一
雄
が
描
い
た
『
父
八
雲
を
億
ふ
』
の
出
来
栄
え
に
つ

い
て
の
エ
セ
ー
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
蘇
峰
の
ハ
ー
ン
理
解
の
程
が
よ

く
窺
え
る
。

第
一
に
、
「
八
雲
其
人
が
、
一
種
の
変
人
、
奇
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞

い
て
い
る
。
こ
の
書
を
読
ん
で
も
そ
れ
は
打
ち
消
さ
れ
な
い
」
と
し
て

蘇
峰
の
心
に
も
ハ
ー
ン
は
や
は
り
「
変
人
・
奇
物
」
と
し
て
の
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

第
二
に
蘇
峰
は
「
其
の
半
生
を
放
浪
生
活
に
送
り
た
る
に
も
拘
ら
ず
、

如
何
に
無
垢
の
人
間
で
あ
り
、
清
浄
の
人
間
で
あ
っ
た
か
を
知
り
、
而

し
て
如
何
に
気
随
で
も
あ
り
、
我
儲
で
も
あ
り
っ
、
、
彼
れ
流
儀
の
凡

帳
面
な
る
良
好
の
父
た
り
、
夫
た
り
、
師
た
り
、
友
た
る
人
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
を
得
た
る
を
、
中
心
よ
り
欣
ぱ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
簡
潔
な
ハ
ー
ン
の
特
徴
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
才
能
を
評

し
て
「
砂
を
化
し
て
金
と
な
し
、
石
を
化
し
て
珠
と
な
す
、
一
種
の
天

才
の
持
主
で
あ
っ
た
」
と
描
く
と
き
、
蘇
峰
は
、
日
本
は
ハ
ー
ン
の
そ

の
天
才
を
発
揮
す
る
対
象
物
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
う
。
ハ
ー
ン
は
身
体

的
に
〈
独
眼
〉
か
つ
〈
強
度
の
近
視
〉
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
精
神
的
に

〈
邪
推
も
深
く
〉
〈
神
経
的
で
〉
あ
っ
た
こ
と
も
総
じ
て
「
決
し
て
彼
の

㈲
「
小
泉
八
雲
の
『
怪
談
屋

こ
の
エ
セ
ー
は
短
く
、
『
怪
談
』
の
内
容
に
関
す
る
言
説
で
は
な
い
に

し
て
も
蘇
峰
の
『
怪
談
』
に
対
す
る
製
本
と
装
丁
美
へ
の
関
心
の
程
が

窺
え
て
興
味
深
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
毎
月
一
冊
ず
つ
一
千
五
百
部
限

定
出
版
さ
れ
る
書
物
の
中
に
『
怪
談
』
が
選
ば
れ
新
装
な
っ
て
日
本
の

審
美
書
院
よ
り
出
た
こ
と
を
喜
ぶ
エ
セ
ー
で
あ
る
。
藤
田
安
正
氏
の
挿

絵
の
面
白
さ
を
強
調
し
て
「
概
し
て
上
品
に
し
て
、
他
の
快
感
を
撹
乱

す
る
が
如
き
類
を
見
出
さ
な
い
。
」
と
し
て
こ
の
書
を
大
い
に
褒
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
熊
本
大
学
客
員
／
名
誉
教
授
）

け

徳
を
漬
が
す
程
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
と
き
、
蘇
峰
は
ハ
ー
ン
の
天

才
ぶ
り
を
何
者
に
も
換
え
難
い
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

蘇
峰
は
ハ
ー
ン
の
性
格
が
「
気
六
ヶ
敷
か
つ
た
こ
と
は
、
彼
の
女
性

的
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
事
に
し
て
、
深
く
答
む
可
き
で
は
あ
る

ま
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
．
般
文
士
の
常
軌
に
準
じ
て
、
最
も
立
派

な
る
紳
士
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
重
ね
て
言
う
と
き
、
〈
文
士
〉
と

し
て
の
視
点
で
蘇
峰
は
そ
の
才
能
と
と
も
に
尊
敬
心
を
も
っ
て
ハ
ー
ン

を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
蘇
峰
は
．
雄
君
は
文
豪
の
長
子
だ
け
あ
り
て
、
能
く
其
父

を
描
い
た
」
と
述
べ
、
そ
の
七
分
ま
で
は
自
己
の
過
去
を
懐
っ
た
も
の

で
ハ
ー
ン
に
関
す
る
も
の
は
「
十
分
の
三
」
を
出
な
い
、
と
指
摘
し
つ

つ
も
「
さ
れ
ど
其
の
三
分
の
所
に
子
で
な
く
て
は
描
き
難
き
其
父
の
博

神
像
が
活
躍
し
て
ゐ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
蘇
峰
が
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を

［
好
く
描
い
た
］
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
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