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昭
和
十
一
年
二
月
二
十
六
日
早
朝
五
時
、
中
井
川
浩
は
、
日
課
で
あ
る
明
治
神
宮
へ
の
散
歩
に
出
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
昨
晩
か
ら

の
雪
の
た
め
、
東
京
の
街
は
す
っ
か
り
雪
景
色
に
染
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
美
し
い
冬
の
朝
は
、
突
然
の
報
せ
に
よ
り
、
消
し

し
ら

去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

警
護
の
警
官
が
中
井
川
宅
の
玄
関
先
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。

「
中
井
川
先
生
、
大
変
で
す
。
陸
軍
が
決
起
し
ま
し
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
で
す
。」

け
っ
き

日
本
近
代
史
に
残
る
、
有
名
な
二
・
二
六
事
件

が
突
然
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

中
井
川
浩
は
、
当
時
衆
議
院
議
員
で
あ
り
、
時

の
文
部
大
臣

川
崎
卓
吉
の
秘
書
官
を
務
め
て
い

た
く
き
ち

た
。
彼
は
、
こ
の
と
き
、
文
字
通
り
命
が
け
で
川

崎
大
臣
を
守
り
、
宮
中
に
一
番
乗
り
し
、
内
閣
書

き
ゅ
う
ち
ゅ
う

記
官
長
に
か
わ
っ
て
緊
急
閣
議
を
招
集
し
た
の

き
ん
き
ゅ
う
か
く
ぎ

で
あ
っ
た
。

中
井
川
浩
は
明
治
三
十
三
年
九
月
木
崎
村
門
部

か
と
べ

（
現
在
の
那
珂
市
木
崎
）
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。

政
治
家
と
し
て
、
ま
た
実
業
家
と
し
て
活
躍
し
、

地
域
の
防
災
力
向
上
・
教
育
力
の
向
上
に
努
め
た

人
で
あ
っ
た
。
よ
く
人
に
好
か
れ
る
、
不
思
議
な

覚
悟
を
決
め
た
一
瞬

―
中
井
川

浩
―

か
く

ご

な
か

い

が
わ

ひ
ろ
し

決
起あ

る
目
的
の
た
め
に
、

決
意
を
固
め
て
行
動
を

起
こ
す
こ
と
。

ク
ー
デ
タ
ー

一
般
に
武
力
に
よ
る
奇

襲
攻
撃
に
よ
っ
て
政
権

を
奪
取
す
る
こ
と
を
い

う
。

二
･
二
六
事
件

一
九
三
六
年
（
昭
和
十

一
年
）
二
月
二
六
日
か

ら
二
月
二
九
日
に
か
け

て
、
一
部
の
陸
軍
青
年

将
校
ら
が
下
士
官
兵
を

率
い
て
起
こ
し
た
ク
ー

デ
タ
ー
未
遂
事
件
。

17
誰
か
が
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
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魅
力
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
、
彼
を
知
る
多
く
の
知
人
は
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
。

衆
議
院
議
員
を
三
期
務
め
た
彼
は
、
国
政
・
県
政
に
尽
力
し
た
。
久
慈
川
の
改
修
治
水
工
事
推
進
や
霞
ヶ
浦
農
科
学
校
（
現
茨
城
大
学

ち
す
い

農
学
部
）
の
創
立
な
ど
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

二
・
二
六
事
件
に
お
け
る
活
躍
は
、
そ
ん
な
中
井
川
浩
の
人
柄
を
表
す
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
え
る
。

陸
軍
決
起
の
報
せ
を
受
け
た
浩
は
、
い
ち
早
く
自
ら
が
秘
書
官
を
務
め
る
川
崎
大
臣
の
屋
敷
へ
と
車
を
飛
ば
し
た
。
は
た
し
て
、
川
崎

大
臣
は
無
事
で
あ
っ
た
。
大
臣
は
、
浩
の
顔
を
見
る
な
り
こ
う
言
っ
た
。

「
私
は
す
ぐ
に
参
内
（
天
皇
に
面
会
す
る
こ
と
）
し
て
、
緊
急
閣
議
の
開
催
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
井
川
君
、
一
緒
に
来

さ
ん
だ
い

て
欲
し
い
。」

川
崎
大
臣
は
、
い
つ
に
な
く
真
剣
な
面
持
ち
で
浩
を
見
た
。
皇
居
の
周
り
は
、
当
然
決
起
し
た
兵
隊
た
ち
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
川
崎
大

臣
も
兵
隊
た
ち
の
襲
撃
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
皇
居
に
向
か
う
の
は
命
が
け
で
あ
る
。
一
瞬
、
浩
は
川

崎
大
臣
の
顔
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
直
し
た
。

「
わ
か
り
ま
し
た
。
す
ぐ
に
支
度
を
し
て
く
だ
さ
い
。」

し
た
く

浩
は
穏
や
か
な
声
で
そ
う
言
う
と
、
大
臣
に
向
か
っ
て
う
っ
す
ら
と
微
笑
ん
で
見
せ
た
。

大
臣
が
参
内
の
支
度
を
す
る
間
、
浩
は
再
び
近
所
を
駆
け
ま
わ
り
、
記
者
時
代
に
身
に
付
け
た
取
材
の
能
力
を
発
揮
し
、
情
報
の
収
集

を
行
っ
た
。
い
く
つ
か
の
貴
重
な
情
報
が
得
ら
れ
た
。

「
乾
門
の
辺
り
が
、
一
番
見
張
り
の
兵
隊
が
少
な
い
よ
う
で
す
。
車
を
そ
ち
ら
に
向
け
ま
し
ょ
う
。
も
し
、
兵
隊
に
止
め
ら
れ
た
時
は
、

い
ぬ
い
も
ん

私
が
車
を
降
り
て
応
対
し
ま
す
。
決
し
て
大
臣
は
車
を
降
り
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」

浩
は
ゆ
っ
く
り
と
か
み
し
め
る
よ
う
に
大
臣
に
向
か
っ
て
そ
う
言
っ
た
。
そ
し
て
、
今
度
は
運
転
手
に
向
か
い
、

「
万
一
私
が
撃
た
れ
た
場
合
は
、
そ
の
隙
に
大
臣
を
宮
中
に
運
び
込
め
。
い
い
な
。」

す
き

一
転
し
て
厳
し
い
口
調
で
ぴ
し
ゃ
り
と
言
う
と
、
そ
れ
き
り
前
を
見
て
黙
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

乾
門
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
腰
に
剣
を
指
し
た
兵
隊
た
ち
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
緊
張
感
が
一
気
に
高
ま
る
。
竹
橋
を
過
ぎ
、

乾
門天

皇
の
住
ま
い
で
あ
る

皇
居
の
、
北
西
に
位
置

す
る
門
。

閣
議内

閣
総
理
大
臣
が
主
催

し
、
内
閣
の
職
務
遂
行

に
関
し
、
意
志
を
決
定

す
る
会
議
。
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英
国
大
使
館
前
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
数
人
の
兵
士
に
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
浩
は

ゆ
っ
く
り
車
を
降
り
る
と
、
堂
々
と
、
目
的
を
告
げ
た
。
兵
士
は
黙
っ
て
見
返
し
た
ま
ま

道
を
譲
ろ
う
と
し
な
い
。
す
る
と
浩
は
大
き
く
一
つ
息
を
吸
い
込
む
と
、

「
閣
僚
の
参
内
を
な
ぜ
阻
止
す
る
の
か
！
」

そ

し

と
、
大
き
な
声
で
兵
士
を
一
喝
し
た
。
兵
士
は
驚
い
た
様
子
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
道
を
開
け

た
。
そ
の
後
も
同
じ
よ
う
な
押
し
問
答
が
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
。
浩
は
、
車
に
は
戻

ら
ず
に
、
歩
い
て
車
の
先
導
を
し
て
、
皇
居
の
乾
門
ま
で
進
ん
で
い
っ
た
。
車
で
僅
か
五

分
の
道
の
り
を
三
十
分
も
か
け
て
よ
う
や
く
門
に
到
着
し
、
無
事
皇
居
に
入
る
こ
と
が

で
き
た
。

そ
の
三
十
分
後
、
緊
急
閣
議
は
招
集
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

中
井
川
浩
を
よ
く
知
る
と
い
う
同
僚
議
員
が
、
後
に
彼
を
評
し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
中
井
川
君
と
い
う
人
は
誠
に
不
思
議
な
存
在
で
あ
っ
た
。
正
規
な
学
問
も
し
な
い
が
、

そ
れ
で
い
て
極
め
て
常
識
が
あ
り
、
口
数
は
多
く
な
い
が
す
ぐ
に
問
題
の
核
心
を
把

握
し
、
同
志
の
信
頼
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
反
対
派
か
ら
す
ら
も
尊
敬
さ
れ
た
。
非
常
時

日
本
の
中
で
、
実
に
偉
大
な
働
き
を
な
し
た
、
近
来
珍
し
き
人
物
で
あ
る
。」

中
井
川
浩
が
、
二
・
二
六
事
件
と
い
う
大
事
件
に
遭
遇
し
て
も
、
冷
静
に
行
動
で
き
た

そ
う
ぐ
う

の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ま
た
、
人
生
の
節
目
の
大
き
な
決
断
を
迫
ら
れ
た
と
き
に
も
、
そ
の

都
度
、
ま
わ
り
の
者
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
大
胆
な
選
択
を
で
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ど
の
よ
う
な
思
い
で
人
生
の
分
か
れ
道
を
迎
え
、

行
動
を
選
択
し
、
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
い
た
の
か
。

中
井
川
浩
本
人
は
、
政
財
界
を
引
退
し
た
後
も
、
あ
ま
り
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
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中
井
川

浩

明
治
三
十
三
年
九
月
木
崎
村
門
部
（
現
在
の
那
珂
市
木
崎
）
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。

水
戸
の
新
聞
社
勤
務
の
後
、
自
ら
独
立
し
て
新
聞
社
を
創
立
。
昭
和
二
年
、
土
浦
町
議
会
議
員
当
選
後
、
昭
和
六

年
、
茨
城
県
議
会
議
員
に
当
選
。
昭
和
七
年
、
衆
議
院
議
員
に
出
馬
し
当
選
。
衆
議
院
議
員
を
三
期
務
め
、
国
政
・

県
政
に
尽
力
す
る
。

久
慈
川
の
改
修
治
水
工
事
推
進
・
霞
ヶ
浦
農
科
学
校
（
現
茨
城
大
学
農
学
部
）
の
創
立
な
ど
、
防
災
・
教
育
面
で

の
実
績
を
残
す
。

「
那
珂
市
ゆ
か
り
の
先
人
た
ち
」
よ
り


