
◎
史
料
紹
介

個

人

史

か

ら

考

え

る

日

中

近

現

代

関

係

史

ー

伯
父
の
遺
品
を
手
が
か
り
に

田
宮
昌
子

は
じ
め
に

近
年
、
父
方
の
伯
父
の
遺
品
の
整
理
を
断
続
的
に
続
け
て
い
る
。
遺
品

ム
　

　

の
中

心

は
日
中

戦

争
従

軍

に
関
連

す

る

ア
ル

バ
ム

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
写

真

を

は

じ
め

て
目

に
し
た

の

は
、

一
九

九

四
年
、

伯

父

の
五
十

回
忌

の
法

要

の
席

上

で
、
大

量

の
写
真

や
添

書

が
鮮

や
か

に
残

っ
て

い
る

こ
と

に
驚

い
た

。

以
来

、

日
中
戦

争

や
昭
和

史

に
関
す

る
史

料

と
し

て
何

ら

か

の
役

に
立

つ
の

で
は
な

い
か
と

、
劣
化

・
散
逸

に
任

せ

る

こ
と

が
気

に
な

っ
て

は

い
た
。

し
か

し
、

門
外
漢

で
あ

る
筆

者

が
お

い
そ

れ
と

手
を

出
す

気

に

は

な
れ
ず

、

十
年

の
歳

月

が
過
ぎ

た
。

着
手

の
き

っ
か
け

は
、

二
〇

〇

四

年

の
正

月

に
帰
省

し
た
折

に
、

こ
れ

ら

の
写

真

の
多

く

は
当

時

の
部

下

で

ハフ
ウ

あ

っ
た

方

が
撮
影

し
た

も

の
で
、

そ

の
方

が
健
在

で
お
ら

れ

る
と
聞

い
た

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ
ま

で
は

そ
れ
ら

は
戦
死

し

た
伯

父

の
手

に
な

る
も

の

で
、

こ
と

の
詳
細

は
永
遠

に
明
ら
か

に
す

べ
く

も
な

い
も

の
と

思

っ
て

い

た

が
、

そ

う
と

知

っ
て
、

相
当

な
高
齢

に
な

っ
て

お
ら
れ

る

は
ず

の
、

そ

の
撮

影

者

を
訪

問

す

る

こ
と
、

そ

の
た
め

に
は

ア

ル

バ
ム

の
整

理
作

業

が

必

要

に
な

る

こ
と

な
ど

を
漠
然

と
考

え

て

い
た
。

そ

う

こ
う

す

る
う
ち
、

そ

の
年

の
夏

、

た

ま
た

ま
北
京

で
ア
ジ

ア
杯

サ

ッ
カ
ー

の
決
勝

に
居
合

わ

せ
、

帰

国

後

に

日
本

の
反

応

に
触

れ

て
、

日
中

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン

・
ギ

ャ

ッ
プ

の
大

き

さ

に

シ

ョ
ッ
ク

を
受

け
た
。

こ
う
し

て
、

翌

二
〇

〇
五
年

の
終

戦

六
十

周
年

に
何
も

し
な

い
と

い
う

の
は
怠
慢

で
は
な

い
か

と
考

え
始

め

る
よ

う

に
な

っ
た
。

こ
の
二

つ
の
き

っ
か
け

に
よ

っ
て
、

こ

の
作
業

は
始

ま

っ
た
。

し

か
し
、

一
昨
春

よ
う
や

く

そ

の
方

を
訪

ね

た
時

に

は
、

す

で
に
病
床

に
伏

し

て
お
ら

れ
、
肝

心
な

話

は
聞

け
ぬ
ま

ま
、

お

亡

く

な

り

に
な

っ
た

。

着

手

の
遅

さ
を
悔

や

み

つ

つ
、
自

身

も
病

を

得

て
、

大
変

な
重

荷

を
解

い
て
し

ま

っ
た
と

い
う
感

覚

に
襲

わ
れ

つ

つ
も
、

遅

々

と

し

た
作

業

を

続

け

て

い
る
。

小

稿

で
は
、

ま

ず
中

間

報

告

と

し

ハ
ヨ
　

て
、

写
真

資
料

を

中

心

に
遺

品

の
紹
介

を
行

い
た

い
。

伯

父

と
姪
、

豊

橋
陸

軍
教

導
学

校

と
愛
知

大
学

タ
イ

ト

ル
中

の
伯

父
と

は
、

こ
の
場
合
、

父

の
長

兄

で
あ

る
田
宮

圭

川

を
指

し

て

い
る
。

筆
者

は

こ
の
人
物

と
同

じ
家

に
生

ま

れ
、
家
族

と
し

て

の
記

憶

を
持

っ
て

い
る
。
物

心

つ
い
た
頃

か
ら

今

日

に
到

る

ま

で
、

居

間

の
仏

壇

に

は
伯

父

の
軍
服

姿

の
遺

影

が
置

か

れ

て
お
り
、

毎
朝

ご
飯

と

お

茶

を
供

え

て
手

を
合

わ

せ

る
の
が
子

供

の
頃

の
日
課

だ

っ
た
。

両
親

が
伯
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父

を

「
兄

さ
ん
」

と
呼
ぶ

た

め
、
筆

者

を
含

め
、

四
人

の
兄
弟

姉

妹

は
み

な
伯

父

を

「
お
兄

さ

ん
」

と
呼

ん

で
家
庭

生
活

を
送

っ
て
き

た
。

幼

い
頃

は

こ
の
遺

影

が
ず

い
ぶ
ん

大
人

に
見

え

た
も

の
で
あ

る
。

こ

の
遺

影

に
ま

つ
わ

る
忘

れ
ら

れ
な

い
出
来

事

が

あ
る
。

今

か
ら

二
十

年
余

り
も
前

に
な

る

大
学

生

の
頃
、

「日
本

の
民
家

に
泊

ま
り

た

い
」

と

い
う
北

京

か
ら

の

留
学

生

を
家

に
泊

め

る
こ
と

に
な

っ
た

(当
時

の
中

国

か

ら

の
国
費

留
学

生

は
、
外

国

社
会

の
影
響

を
受

け

に
く

い
よ
う

に
と

い
う
配
慮

か
ら
か
、

あ

ま
り
若

年

で
な

い
既
婚

者

が
中

心

で
、
そ

の
留

学
生

も

四
〇
代

の
既
婚

男
性

だ

っ
た

)
。
両

親

は
国

際
交

流

な

ど

に

は
縁

の
な

い
暮

ら
し

だ
が
、

筆
者

の
留

学

を
前

に
し

て

い
た
時

期

で
あ

っ
た

の

で
、

「あ

ち

ら

で
娘

が

世
話

に

な

る
か

ら
」
と
異

例

の
頑
張

り

を
見

せ

て
、
宿

泊
を

承
諾

し

て
く

れ

た
。
留

学

生
を
家

に
上

げ

た
際
、

父

が
両
手

を

つ
き

、
畳

に
額

を

つ
け

て
最
高

度

の
出

迎

え
を

し
た
姿

に
も
驚

か
さ

れ
た

(中

国
人

に
と

っ
て
は

土
下
座

に
近

く
、
彼

ら

は
大
変

困
惑

す

る
)

が
、
仏

壇

の
遺

影

が
裏

返

し

て
あ

る

の

に
気

付

い
た
時

に
は
さ

ら

に
驚

き

、
強

い
印

象
を
受

け

た
。

筆

者

が
愛

知

大

学

に
進

学

し
、
中

国
文

学

を

専

攻

す

る

こ
と

に
な

る

と
、

父

は
し

き
り

に

「
う
ち

は
中

国
と
縁

が
あ

る
」
と

口

に
し
た
。

伯
父

圭

川

が
大

学

で
東
洋

哲
学

を
専

攻

し
、

中
国
語

を
学

び

、
少

な
く

と
も
父

の
認
識

に
お

い
て
は
、

「
中
国

に
憧

れ

て

い
た
」

「行

き

た

が

っ
て

い
た
」

こ
と

、
従

軍

と

は

い
え
中

国

に
滞
在

し

て
い
た

こ
と
、

ま
た
筆

者

の
入
学

式

に
母

が

一
緒

に
や

っ
て
来

て
、

「
こ

こ
に

お
義
兄

さ

ん

が
居

た

の
だ
」

と
言

い
な

が

ら
大
学

正

門

で
写
真

を
撮

り

、

「
う
ち

に
も
同

じ

写
真

が
あ

る
」

と
言

っ
て

い
た
か
ら

、

両
親

は
豊
橋

陸

軍
教
導

学
校

の
跡

地

に
愛

知

大

学

が

で
き

た
と

い
う

よ

う
に
聞

い
て

い
た

ら
し

い

(
調
査

の
結

果
、
正

ム　
　

確

に

は
ず

れ

て

い
る

こ
と

が
判

明
)
。
生

家

で
あ

る
禅
寺

の
境

内

に

は
大

き

な
楠

が
讐

え

て

い
る

が
、

こ
れ

も

「
(兄

さ

ん

が
)
豊

橋

(
陸
軍

教

導

学

校

)

か

ら
持

っ
て
来

て
植

え
た

の
だ
。

(愛
知

大

学

に
あ

る

の
と
)

同

じ
木

だ

」

と

言

っ
て

い

た
。

当

時

の
筆

者

に

と

っ
て

は
、

「陸

軍

」

や

「
従
軍

」

が

登

場

す

る

こ
れ
ら

の
話

は
、
全

否
定

さ
る

べ
き

"
戦
前

戦

中

の
思

い
出

話

"

に
過

ぎ
ず

、

さ
ら

に
、
父

の
表

現

に
よ

れ
ば

「中

国

に
行

き

た

か

っ
た

か

ら

」

「
中

国

が
好

き

だ

っ
た

か

ら
」

「中

国

戦

線

を

選

ん

だ
」

と

い
う
人

物

と

一
緒

に
さ
れ

る

こ
と

に

も
嫌
悪
感

が
あ

っ
て
、

こ
れ

ら

の

こ
と

を

追

求

し

て
み

る

こ
と

は

な

か

っ
た
。

一
方

、

父

に
と

っ
て

は
、
娘

が
中

国

語
を

話
す

よ
う

に
な

り
、

中
国

人
と
付

き

合

っ
て
、
日
中

戦

争

に
批

判
的

に
な

る

の
は
快

い
こ
と

で
は
な

か

っ
た

よ
う

だ
。
中

国

留

学

か

ら
帰

っ
て
間
も

な

い
頃
、

日
中
戦

争

を
巡

っ
て
父
と

論
争

に
な
り

、

父

が
顔

を
上

気

さ

せ

て

「
兄
さ

ん
が
侵

略
者

だ

と

い
う

の
か

!
」

と
声

を

荒
げ

た

こ
と
も

あ

っ
た
。

こ
う

し
た
中

国

に
対

す

る
時

の
父

の
矛
盾

し

た

感
情

や

行
動

に
、
近

現
代

日
本

が
中
国

と
持

っ
て
き

た
関
係

の
性
質

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
か

も
知

れ
な

い
。
と

も

か
く

一
九
九

四
年

に
五
十

回
忌

を
迎

え

る
頃

に
は
、
筆

者

も

い

つ
し

か
伯

父

の
享

年

を
越

え
、

子
供

の
頃

に
は
ず

い
ぶ
ん

と
大

人

に
見

え

た
遺

影

に

も
初

々
し

さ
を
感

じ

る

よ
う

に

な

っ
た

。

そ
れ

に
伴

い
、

そ

の
死

に
も

痛

ま
し

さ
を
覚

え
、

こ

の
人

物

に

つ
い
て
知

る

こ
と
か

ら
筆
者

を
遠
ざ

け

て
き

た
反
感

も

幾
分

和

ら

い
だ

の

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
年

、
戦
友

会

が
毎

年
沖
縄

で
行

っ
て
き
た

と

い

う

三
重

県
出

身
戦

没
者

の
慰

霊
祭

を
、

五
十

回
忌

を
区
切

り

に
最

後

と
す

る
と

の

こ
と

で
、

遺
族

で
あ

り
住
職

で
も
あ

る
父

に
法
要

の
依
頼

が

あ

っ

た
。

そ

れ
ま

で
親

族

は
誰

も

沖
縄

に
脚

を
運

ん

で

い
な

か

っ
た

が
、

こ
れ
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を
期

に
当
時

健

在

で
あ

っ
た

父

の
兄

弟
姉
妹

も
揃

っ
て
慰
霊

に
出

か
け

る

こ
と

に
な

っ
た
。
筆

者

は

こ
れ

に
同

行

し
、
伯

父
が
自

決

し
た

と

い
う
ガ

マ
に
も

入

っ
た

。

と

は

い
え
、

旧

軍

人

に
対

す

る
筆
者

の
抵

抗
感

は
完

全

に
は
拭

い
去

り

が

た
く

、
ま

た
戦

争

の
記
憶

の
消

失

に
対

す

る
切

迫
感

も

薄

か

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。
当
時

は

ま

だ
か

く
し

や
く

と
し

て

お
ら
れ

た
生

存
者

の
方

々

と

は

一
定

の
距
離

を

置

い
た

ま
ま
、

き
ち

ん

と
話

を
す

る

こ

と

も
な

く
、

こ

の
問

題

に
手

を

つ
け

る
ま

で

に
は
さ

ら

に
十

年

の
歳
月

を

要

し
た

。

筆
者

は

こ

の
伯

父
と

同

じ
家

に
生

ま
れ

た
だ

け

で
な

く
、

他

の
兄
弟

姉

妹

よ
り

奇
縁

に
恵

ま

れ
る

こ
と
と

な

っ
た
。

地
元

の
同

じ
高

校

(伯

父

の

時

は
旧

制

中

学

)

に
通

い
、

大

学

は
異

な

る

が
同

じ

く
中

国
思

想

や

文

学

、
中

国
語

を
学

ん
だ

。

し
か
も
進

学

し
た

大
学

は
敗
戦

直

後

に
陸
軍

施

設

跡
地

に
創

設

さ

れ
た

と

い
う
経
緯

を
持

っ
て

お
り
、

そ

の
地

は
ま

さ
に

伯

父

が
中

国
戦

線

に
赴

く
た

め

の
訓

練

を
受

け
た

陸
軍
教

導

学
校

が
伯

父

の
入
学

直
前

ま

で
存

在

し

た
場
所

で
あ

っ
た

(詳
細

は
第

二
章

第

二
節

)
。

同
じ
陸

軍
施

設

と

い
う
関
係

か
ら

か
、
伯

父

の
ア
ル

バ
ム

に
写

る
教
導

学

校

の
風

景

は

、
旧

陸
軍

時
代

か
ら

の
建
物

が
残

る
愛

知
大

学

豊
橋

キ

ャ

ン

パ

ス
に
学

ん

だ
筆

者

に

は
、

既
視
感

を
感

じ

さ

せ
る
も

の
で
あ

る
。

圭

川

は

一
九

一
五
年

(大

正

四
)
生

ま
れ
。

大

正
か

ら
昭

和

へ
と
、

大

日
本
帝

国

期

を
生

き

た
。

日
本

が
対

中
強

硬
策

を
採

り
、

武

力
行

使

を

エ

ス
カ

レ
ー
ト

さ

せ

て
行

く
時

期

で
あ

る
。

大
学

で
は
文
学

部

東
洋

学
科

に

学
び

、
卒

業
論

文

で
は
宋
代

の
儒
者

を
研

究
、

日
中

会
話

辞

書

を
出
版

し

よ

う
と

し

て

い
た
形
跡

も

あ
る
。

父

の
記

憶

に
よ

れ
ば
、

少

尉

と
し

て
戦

地

に
赴

く

に
際

し

て

は
、

「北

支
戦

線

」

を
希
望

し
た

と

い
う
。
仏

僧

で

あ

り
、

"
聖

職

者

"

と

し

て
生

き

る
決

意

を

記

す

ノ
ー

ト

も

残

る
。

一

方

、

父
か

ら
聞

く
入
隊

前

の
将
校

へ
の
憧

れ
、

ア

ル
バ

ム
の
添
書

が
示

す

国
威
発

揚

の
喜
び

や

昇
進

へ
の
意

欲

…
…

。
対
中

姿
勢

と

い
う
面

で
切

り

取

っ
て

み
た

際

に
矛
盾

を

見

せ
る
伯

父

の
思
想

の
背
景

に
は
、
近
代

日
本

の
脱
亜

入
欧

の
流

れ

と
、

そ

の

一
方

で
東

亜
同
文

書
院

設
立

に
現

れ

る
よ

う
な

興
亜
派

や
、

大
衆

文
化

に
お

い
て
も

大
陸
浪

人

が
活
躍

す

る
少
年

小

説

を
生

む

よ
う

な
流

れ
が

あ

り
、
日
本

の
中

国

へ
の
思

い
入
れ

と
実
力

行

使

が
交

錯
す

る
政

治
的

経
済

的
文

化

的
背

景

が
あ

る
の
だ

ろ
う
。

一
方

、
姪

で
あ

る
筆

者

は
、

一
九

六

一
年

(
昭
和

三
六
)

生

ま
れ
。

昭

和

か

ら
平

成

の
日
本

国

期

を
生

き

て
き

た
。

そ

れ

は
、

"
戦
後

"

と
呼

ば

れ
る
時

代

で
あ

る
が

、
今

に

し

て
思

え
ぼ

、
民
主

主
義

教
育

に
し

ろ
平

和

教

育

に
し

ろ
、
戦

前

の
体
制

や
価
値

観

の
否
定

の
上

に
あ

る
点

で
、

や

は

り
直
接

的

な
戦
争

の
記
憶

の
上

に
あ

っ
た
時
期

で
あ

り
、

戦
前

戦
中

の
事

物

に
対

し

て
筆
者

が

長
く
持

っ
て

い
た
条

件
反
射

的

な
否
定

も
時

代

の
刻

印

だ

っ
た

の
だ

ろ
う

。
敗

戦

か
ら
約

三
十

年
後

の
七

二
年

に
日

中
国

交
正

常

化
を

成

し
遂
げ

た
後

、

日
中

の
官

民

が
相
当

な
配
慮

の
上

に
交
流

を
進

め
た

"
日
中

友

好
"

期

に
筆
者

は
成

長

し
、

一
九
八

〇
年

に
大

学

に
進
学

し
た
。

あ

る
調
査

に
よ

る
と
、

こ

の
年

の
対
中

好
感

度

は

こ
こ
一二
十

年
間

ム　
　

で
最

も
高

い
。

大
学

で
は
中

国
文
学

を
専

攻

し
、
始

ま

っ
た
ば

か

り

の
中

国
留
学

に
教

師

や
先

輩

の
羨
望

を
受

け

な
が

ら
出
発

し

た
。

そ

の
年

、

一

九

八

二
年

は
、

い
わ
ゆ

る
教
科

書
問

題

が
起

こ

っ
た
年

で
も

あ
り

、
歴
史

認

識

を

め
ぐ

っ
て
の
、
政

治
家

個

人
か

ら

の

"
暴
言

"

と
中

国
政
府

の
抗

議

と

日
本
政

府

の
謝

罪

と

の
悪

循

環

の
過
程

を
も

目
撃

し

て
来

た

。

伯

父

は
、
中

国

で

の
初

年

兵
教
育

の
後

に

一
旦
帰

国

し
、
豊

橋

陸
軍

教
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導

学

校

で
幹
部

候
補

生
と

し

て
訓
練

を

受

け
た
後

、

改

め
て
中

国
戦
線

に

派

遣

さ

れ

て

い
る
。

以
下

に
紹
介

す

る
よ

う

に
、

豊
橋

で

の
訓
練

は
中

国

攻

略

を
念

頭

に
お

い
た
も

の

で
あ

っ
た
と
思

わ

れ

る
。

一
方
、

そ

の
姪

は

ち

ょ
う

ど
四
十

年
後

に
そ

の

"跡

地

"

に
創

立

さ
れ

て

い
た
愛
知

大

学

に

入
学

し

た
。
中

国
攻

略

の
訓

練

を
行

う
陸
軍

教
導

学

校
と

中
国

研
究

を
特

色

と

し

て
謳

う
大
学

。
伯

父

の
従

軍

と
姪

の
留
学

。

同

じ
場
所

、
あ

る

い

は
同

じ
家

に
生
ま
れ

た

二

つ
の
世
代

に
、

め
ぐ

り
遭

わ

せ
た
時

代

の
日
本

の
対

中
姿

勢

の
違

い
に
よ

っ
て
、
文
武

全

く
正

反
対

の
方

向
性

が
生

ま
れ

て

い
る
。

大
学
生
活
-

大
正
ロ
マ
ン
の
名
残
り
ー

圭

川

は
、

一
九

三
六
年

(昭

和

一

一
)
、
駒

澤

大

学
文

学
部

東

洋
学

科

に
入

学
、

三
九

年

に
卒

業

し

て

い
る
。
駒

澤
大

学
編

纂

の
大
学

史

で
は
、

三

一
年

以
降

を

「学

問

の
場

を
奪

わ
れ
、

暗
闇

の
時

代

へ
」

と
紹
介

し

て

ム
　
　

い

る
。
残

さ

れ
た
受
講

ノ
ー

ト
を

見

て
み
る

と
、
仏

教
学

、
中

国
古

典
、

中

国
語

、

国
学

な
ど

の
他

に
、

英
語

や

ド
イ

ッ
語

も
履
修

、
欧

州

の
文
学

や

哲
学

思

想
関

係

の
受

講

も
多

い
。

駒
澤

大
学

に
は
、
取

得
単

位

の
記
録

や

卒
業

論

文

が
残

っ
て

い
た

。
閲
覧

が
可

能

か
ど

う

か
問

い
合

わ

せ
た
と

こ

ろ
、
遺

族

に
返
還

す

る

と
し

て
郵
送

さ
れ

て
き

た
。
卒

業
論

文

の
題
目

は

「
周
濠

渓

の
学
説

概
論

に
就

い

て
」
。
周

漁
渓

は
周

敦
願

(
一
〇

一
七

ー
七

三
)

の
号

。
宋

学

の
創

始
者

と

さ
れ

る
が
、

そ

の
思
想

に

は
道

学

に

加

え
、

仏

教

(特

に
禅

宗

)

の
影

響

が
指

摘

さ
れ

て

お
り
、
東

洋
哲

学

を

専

攻

す

る
禅
僧

ら

し

い
関

心
と
言

え

る
。
論
文

自
体

は
、
宋

学

の
位

置
付

け

に
始

ま

り
、

周
敦

願

の
略

伝
、

そ

の
学
説

の
概

略
と
続

き

、
概
論

的

な

内
容

に
終

始

し

て

い
る
が

、
伝
統

的

な
漢

学
と

は
違

い
、

イ

ン
ド

や

ギ

リ

シ

ャ
の
古
典

哲
学

、

西
洋
近

代

思

想

に

も

言

及

す

る

と

こ

ろ

は
、

明

治
以

降

の

"近

代
的

"
大

学

に

お
け

る
東
洋

学
教

授

の
あ

り

方

を

反

映

す

る

も

の

な

の
だ

ろ

う
。

ま

た
、

周
敦

願

の
居
住

の
地

を

示

す

手

書

き

の
地

図

を

見

る

と
、

海
外

に
渡

る
経
路

が
限

ら

れ

て

い
た

時
代

に
、

中
国

に
渡

れ

る

と

い
う

こ
と

、
揚

子
江

や
黄

河
、

万

里

の
長
城

の
地

に
立

て
る

(
ア

ル
バ
ム

に
は
現
地

で
購

入

し

た
と
思

わ

れ

る
土
産

写

真

や
絵

葉

書

も
多

く

残

る
)
と

い
う

こ
と

の
意
味

も

現
在

と

は
大

き

く
異

な

る
も

の

で
あ
ろ
う

こ
と

に
も
気

づ

か
さ

れ

る
。

郷

里

の
家

に

は
十

数

冊

の
大
学

ノ
ー

ト
が
残

る
。

そ

の
中

に

は
、

日
中

会
話

辞
典

の
原
稿
様

の
も

の
が
あ

る
。
実

に
簡

単

な
単
語

の
対

照

で
あ

る

が

、

『実

用

日
支

小

辞

典
』

と

い
う
書
名

ら
し

き
名

に

「昭

和
十

一
年

五

月

二
五

日

了
」

と

添

え

ら

れ
、

大

阪
市

の
出

版
社

名

が
書

か

れ

て

い
る

(写
真

1
)
。

し

か
し
、

昭
和

=

年

と
言

え
ば

、
大

学

一
年
生

の
五
月

に

当

た

る
。

入

学

し

た

て

の

一
年

生

が
辞

書

を

出
版

で
き

る
と

も

思

え

な

い
。

こ
れ

に

つ
い

て
は
、
目

下

こ
れ
以
上

の
こ
と

は
不
明

で
あ

る
。

何

か

興
味

深

い
発

見

は
な

い
か
と

、
残

さ
れ

た

ノ
ー
ト
全

冊

に

一
頁
ず

つ
目

を

通

し

て
み
た

が
、

小
さ

な
字

で
丁
寧

に
書

き
込

ま
れ

た
筆

記
や

、
余

白

に
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残
る
細
か
な
出
納
記
録
な
ど
か
ら
は
、
几
帳
面
な
性
格
が
窺
わ
れ
た
。
講

義
内
容
は
、
日
中
戦
争
開
戦
の
前
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
術
的

非
政
治
的
で
あ
り
、
中
国
の
言
語
や
思
想
に
つ
い
て
、
ま
た
西
洋
の
哲
学

や
教
育
に

つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
天
皇
制
や
憲
法
な
ど
に
つ
い
て

も
、
そ
の
講
義
に
国
粋
主
義
的
な
歪
み
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は

後
に
見
る
新
聞
記
事
の
論
調
と
は
異
な
る
。
戦
中
も
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中

で
は
非
政
治
的
で
あ
る

"自
由
"
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か

(た
だ
し
、
新
聞
記
事
の
方
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
の
も
の
で
あ
り
、
政

治
状
況
の
違
い
も
あ
る
)。

従
軍
後

の
写
真
量
に
は
遠
く
及
ば
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
比
せ
ば
、
大

学
か
ら
は
写
真
も
ぐ
ん
と
多
く
な
り
、
学
友
と
の
記
念
撮
影
や
下
宿
先
の

家
族
と
の
写
真
な
ど
が
社
交
的
な
学
生
生
活
を
窺
わ
せ
る
。
「京
都
済
門

青
年
会
支
部
駒
澤
大
学
微
妙
会
」
に
お
け
る
活
動
を
示
す
写
真
も
あ
り
、

何
ら
か
の
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
駒
澤
大
学
は
禅
宗
曹
洞
宗

で
あ
る
が
、
臨
済
宗

(自
身
の
所
属
宗
派
)
の
会
派
が
組
織
さ
れ
て
い
た

調慧

矧

華

ら
し

い
。

圭

川

の
大

学
時

代

の
関

心

は
仏

教

と
中
国
語

と
儒

学

に
集
約

で

き
る

よ
う

に
思
わ

れ

る
。

駒
澤

大
学

の
卒
業

記
念

ア

ル
バ
ム
と

思
し

き
写
真
帳

の
表

紙

に

は
、

ほ

ど
な

く
敵

性

語

と

な

る
英

語

で

「0
9

ド
漆

舞

内
。
∋
器
睾

と

と

題

さ

れ

て

い
る
。

キ

ャ

ン
パ

ス

の
芝

生

や
池

の
畔

で
思

い
入
れ

た

っ
ぷ
り

の
ポ

ー

ズ

を

と

る

学
生

た
ち

の
姿

に

は
、

大

正

ロ

マ
ン

の
残

影

が
あ

る

(写

真

2
)
。

し

か
し
、

戦

時

色

が
全

く

な

い
訳

で

は
な
く

、
年

に

一
度

実

施

さ

れ

て
い
た
ら

し

い
学
部

の

「戦
史

旅
行

」

に
は
配
属

将
校

も

同
行

し
、
学

生

た
ち

も
ゲ

ー

ト

ル
巻

き
姿

で
あ

る
。

「暗
闇

の
時

代
」

(駒

澤
大

学
史

)

と
大
正

デ

モ
ク

ラ

シ
ー

の
余

韻

が
奇
妙

な

同
居
を

見

せ
る

キ

ャ
ン
パ

ス
ラ

イ

フ
で
あ

る
。

一
一

軍
隊
生
活
1

「勇
躍
征
途

二
就
カ
ン
ト
ス
」

圭
川

は
、

一
九

三

九
年

一
二
月

に
入
隊

、

四
五
年
六

月

二
六

日

に

「沖

　
ア
　

縄
本
島
米
須
方
面
に
て
戦
死
」
と
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
守
備
の
最
高
司
令

官
で
あ
っ
た
牛
島
中
将
の
自
決
、
い
わ
ゆ
る

「沖
縄
戦
に
お
け
る
日
本
軍

の
組
織
的
抵
抗
の
終
了
」
か
ら
三
日
後
、
本
人

の
三
十
歳
の
誕
生
日
に
当

る
。
父
に
よ
れ
ば
、
敗
戦
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
よ
う
や
く
戦
死
公
報
が

来

て
、
次
兄
と
檀
家
総
代
が
入
隊
部
隊
に
遺
骨
を
受
け
取
り
に
行
っ
た

が
、
渡
さ
れ
た
木
箱
に
入
っ
て
い
た
の
は
名
前
と
階
級
を
書
い
た
紙
切
れ

の
み
だ
っ
た
と
い
う
。
親
族
に
は
、
元
部
下
の
話
と
し
て
、
中
隊
が
ほ
ぼ

潰
滅
し
た
後
に
手
榴
弾
で
自
決
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
正
確
な
こ
と
は
確

認
で
き
て
い
な
い
。
当
然
な
が
ら
軍
隊
手
帳
な
ど
は
残

っ
て
お
ら
ず
、
詳

細
な
軍
歴
は
不
明
で
あ
る
。
防
衛
省
防
衛
研
究
所
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
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戦
没
者
の
記
録
を
扱
う
地
元
自
治
体
の
担
当
課
を
紹
介
さ
れ
た
が
、
入
手

で
き
た

「軍
歴
証
明
」
は
ご
く
簡
単
な
内
容
で
、
し
か
も
本
人
の
遺
品
か

ら
確
認
で
き
る
事
実
と
は
異
な
る
点
が
多
々
あ
る
、
至
極
心
も
と
な
い
も

の
で
あ

っ
た
。
担
当
者
に
よ
る
と
、
戦
中
の
記
録
は
敗
戦
時
に
処
分
さ
れ

て
お
り
、
現
在
あ
る
記
録
は
戦
後
に
な
っ
て
遺
族
に
聞
き
取
り
を
し
て
作

成
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
本
人
が
中
国

大
陸
か
ら
沖
縄
に
転
戦
す
る
際
に
生
家
に
送
付
し
た
ア
ル
バ
ム
等
か
ら
筆

者
が
再
構

成
し
た
以
下

の
内
容
が
現
時
点

で
は
最
も
詳
細
な
記
録
と

ム
　
　

な

る

。
H

入
営
か
ら
初
年
兵
教
育

入

営

は
、

一
九

三
九
年

(
昭
和

一
四
)

一
二
月

一
日

、
歩
兵

(中

部
)

　　
　

第

三
十

八

部
隊

。

そ

の
記

念

と
思

わ
れ

る
写
真

に
は

「
勇
躍
征

途

二
就

カ

ン
ト

ス
」

と

書

き

添

え

て

い
る
。

ア

ル
バ

ム
4

「支

那

事

変

記
念

写

真

帳

」

に
転

載

さ
れ

て

い
る

『
三
重

日
報
』

記
事

に
は

「
わ
れ

ら
が
野

田
部

隊

、

暴

支

膚

懲

の
征
途

へ
」

「山

田
部

隊

新

精

鋭

勇

躍

!
征

途

に
上

る
」

な

ど

の
見

出

し

が

躍

る
。

こ
れ

ら

の
表

現

を

踏

ま

え

る
と

、
当

時

「征

途

」

と

い
う

の
は
、

ほ
と

ん

ど

「暴

支
膚

懲

」

と
同

義

の
よ
う

に
使

わ

れ

た
よ

う

だ
。

こ

の
添

書

を
書

き
付

け

る
に
当

っ
て
、

当
人

が

ど
れ

ほ

ど
自

覚

的

で
あ

っ
た

か
定

か

で

は
な

い
が
、
潜

在
意

識

に
お

い
て
は
お
そ

ら

く
大

き

な
距
離

は
な
か

っ
た

の
で
は

な

い
か
と
思

わ

れ

る
。

ムリ
　

同
三
九
年

一
二
月
末
に
南
京
に
到
着
の
後
、
漂
水
の
第

一
機
関
銃
中
隊

に
入
隊
、
そ
こ
で
初
年
兵
教
育
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
期
間
の
写
真

へ
の

添
書
の

一
部
を
拾

っ
て
み
る
と
、
「銃
後
の
熱
誠
こ
め
た
慰
問
袋
を
手
に

し

て

ニ
コ
く

部

隊
」

「此

ノ
鐘

ノ
音

コ
ソ
今

尚
耳

二
響

イ

テ
…

…
」

「吾

等

ノ
家

ハ
吾
等

ノ
手

ニ
テ
美

シ
ク
!

!
ヲ

モ

ッ
ト

ー
ト

シ
…

…
」

な

ど
と

あ

る
。

そ
れ

ら

に
は
濃

刺
と

弾
む

よ
う

な
調

子
が

あ
り

、
ま

る

で
合
宿

訓

練

を
楽

し
む
体

育

会
系

学
生

の
よ
う

で
あ

る
。

体
験

者

の
回
顧

に
現

れ
る

初
年

兵

時

代

と

い
う

も

の
は
決

ま

っ
て
古

年

兵

の
苛

め

に
苦

し

む

も

の

で
、

大
卒

な

ど

で
あ

れ
ば

、

よ
り

ひ
ど

い
苛

め

に
遭

う

も

の
だ

っ
た
と

い

う
。

し

か
し
、

圭

川

は
写

真

と
添
書

に

よ

っ
て
、
中
隊

の
様

子

を
事

細

か

に
記

録

し

て
お

こ
う
と

し

て
お
り
、

ア
ル
バ

ム
が
伝

え

る
限
り

で

は
、
訓

練

期

間

は
本
人

に
と

っ
て
誇

ら
し
く
懐

か

し

い
記

念

す

べ
き
も

の

で
あ

っ

た
か

の
よ
う

で
あ

る
。
軍

で
の
所
属

は
、
初

年
兵

訓
練

期
間

中

に

は

「第

一
機

関

銃
中

隊

」
、

陸
軍

教

導
学

校

で

の
訓
練

期
間

に

は

「学

生
隊

機

関

ム
け
　

銃
隊
第
四
区
隊
」、
山
西
省
で
の
駐
屯
期
間
中
に
も
機
関
銃
小
隊

の
も
の

と
思
わ
れ
る
集
合
写
真
が
、
戦
死
の
地
と
な
る
沖
縄
で
も
、
「機
関
銃
中

　に
　

隊

」

の
記
録

が
見

え
る
。

こ
う

し
た

こ
と

か
ら
、

ほ
ぼ

一
貫

し

て
機
関

銃

z88



隊
所
属
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

写
真
3
は
、
初
年
兵
教
育
を
終
え
、
幹
部
候
補
生
と
し
て
豊
橋
陸
軍
教

ム
ロ
　

導

学
校

に
入
学

す

る

た
め

に

一
旦

帰

国

す

る
途

上

で
撮
影

さ

れ
た

も

の
。

「
回
顧

U
」

と

標
題

を

つ
け
、

郷

里

の
部

隊

へ
の
入
営

か

ら

一
年

に
満

た

な

い
軍
隊

生

活

で

の
昇

進

の
記
録

を
事

細

か

に
列
記

し

て

い
る
。

「突

如

甲
幹

(筆

者

注

11
甲

種

幹
部

候
補

生
)

発
表

サ

ル
」

「第

一
機
関

銃

中

隊

ヨ
リ
選

バ

レ

シ
…
…

」
な

ど

の
表

現

に
は
、
軍

隊

で

の
昇
進

へ
の
意
欲

や

誇

り
が
窺

わ

れ

る
。
参

加

し

た

"
討

伐

"

の
記

録

も
見

え

る
。

口

豊
橋
陸
軍
教
導
学
校
に
て

前
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
は
豊
橋
陸
軍
教
導
学
校
が
現
愛
知
大
学
敷
地

に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
調
査
の
結
果
、
教
導
学
校
は

一
九
二

七
年
六
月
に
現
愛
知
大
学
敷
地
に
開
設
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
三
九
年
に

予
備
士
官
学
校
が
併
置
さ
れ
、
翌
四
〇
年

=

月
に
そ
れ
と
分
離
す
る
形

ム
れ
　

で
三
、

四
キ

ロ
東

の
市

内
西

口
町

に
移
転

し

て

い
る

こ
と

が
分

っ
た
。

圭

川

が

入
学

す

る

の
は
、

そ

の
直
後

の

一
二
月

一
日

で
あ

る
。

ア
ル

バ
ム

に

あ

る
昭
和

一
五

年

一
二
月

二

一
日
付

の

「地
鎮

祭

」
や

「落

成
式

」

写
真

の
意

味

が
分

ら
な

か

っ
た

が
、

よ
う
や

く
謎

が
解

け
た

の
で
あ

っ
た

。
教

導
学

校
正

門

は
、

記
憶

の
中

に
あ
る
愛

知
大

学
副

門
と

同

一
の
も

の
に
思

え

た
が
、

実
際

に
現

地

を
再
訪

し

て
確

認

し

て
み
る
と

、
門

の
形

状

も
門

ム
ほ
　

内

に
続

く
地

形

も
明

ら

か

に
異

な

っ
て

い
た
。

　　
お
り　
　
り

教
導
学
校
生
徒
集
会
所
に
は

「
□

□
支
那
大
地
図
」
が
掲
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
教
導
学
校
で
の
訓
練
が
中
国
大
陸
で
の
戦
線
を
想
定
し
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
訓
練
期
間
中
の
写
真
ほ
ぼ
全
て
に

「豊

橋

陸
軍

教

導
学

校

学

生

隊
機

関

銃
隊

第

四
区

隊

田

宮
圭

川

」

と

い
う
印

が
裏
面

に
押

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

が
所
属

を
示

す

よ
う
だ
。

そ

の

訓
練

内
容

で
あ

る
が
、
北

中

国

を
思

わ
せ

る
地
形

で
の
行
軍
、

渡

河

(写

真

7
)
、

架

橋

(写

真

8
)

な

ど

の
訓
練

が
行

わ

れ

て

い
る
。
渡

河

訓
練

が
豊

川

で
行

わ

れ

て

い
る

の
を
始

め
、

余
暇

の
様

子

(写
真

9
)

も
含

め

て
、
写
真

に
は
牛

川
、

二
川

、
向

山
、

高
師

な

ど
、
筆

者

に
と

っ
て
も
馴

染

み

の
あ

る
豊
橋

周

辺

の
地

名

が
頻

出

す

る
。

「鬼

の
天
伯

蛇

の
高

師

流

す
涙

は
梅

田

川
」
。

添

書

に

は

こ
ん

な
狂
歌

も

あ

っ
た
。

添

書

は
概

し

て
深

い
感
情

を
推

し

量

る

こ
と

が
難

し

い
簡

潔

な
も

の
で
あ

る
が
、
射

撃

訓

練

の
写

真

に
添

え

て
、
珍

し

く
長

い
文

章

が

あ

る
。

「
ア
ノ
広
漠

タ

ル

天
伯
高

師
原

ノ
野

ヲ

汗

ト
塵

ニ
マ
ミ

レ
乍

ラ
日
夜

駆

ヶ
廻

ッ
タ

此

ノ

処

二
於

テ

流

ス
汗

コ
ソ
戦
場

二
於

テ
流

ス
血

ヲ
節

約

ス

ル

コ
ト
ナ

リ

」
。

四
十
年

後

に

は
姪
が

中
国

語

の
発
音

訓
練

を

し
な

が
ら
、

あ

る

い
は
中

国

か

ら

の
留

学

生

と

の
交

流

を
楽

し

み
な

が

ら
、

平
和

な
大

学

生

生

活

を

送

っ
た
そ

の
地

で
、

伯

父

は
中

国

大
陸
攻

略

の
た

め

の
厳

し

い
訓
練

を
受

け

て

い
た

の
で
あ

る
。

圭

川

は
約

八
か
月

半

の
訓
練

の
後
、

翌
年

七
月

に
予

備
役
将

校

課
程

を

卒
業

。

帰

省

時

に
、

卒

業

記

念

と

し

て
豊

橋

か

ら
楠

の
苗

木

を

持

ち

帰

り
、

生
家

の
境

内

に
植

え

て
、
中

国

に
出
征

し

た
と

い
う
。

現
在

も
境

内

に
饗

え

る
そ

の
楠

は
、

愛
知

大
学

キ

ャ

ン
パ

ス
に
茂

る
楠

の
高
木

と

心
な

し

か
樹
相

が

似
通

う

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

日

中
国
戦
線
に
て

9-一一史料紹介 個 人史か ら考 える日中近現 代関係史
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圭

川

は

一
九

四

一
年

の
教
導

学
校

卒
業

に
伴

い
少

尉

に
任
官

。

父

に
よ



写真4豊 橋陸軍教導学校 正門 写真5豊 橋陸軍教導学校 兵舎

写真6豊 橋陸軍教導学校 将校集会所 写真7渡 河訓練(豊 川にて)

写真8工 兵隊による架橋作業 写真9教 導学校訓練中の余暇

(豊橋向山公園と向山動物園)

290



る
と

そ

の
際

に

「北
支

」
派

遣

を
希

望

し
た

と

い
う
。

三
重
県

の
記
録

に

は

「
少

尉

予

備

役

編

入
。

同

日

独

立
歩

兵

第

14
大

隊

に
応

召

」

と

ハ
ぼ
　

マ
マ

あ
る
。
少
尉
任
官
記
念
と
思
わ
れ
る
写
真
に
は

「北
支
那
派
遺
」
と
裏
書

き
さ
れ
て

い
る
。
「北
支
」
派
遣
後
は
、
四

一
年

一
二
月
に
山
西
省
陽
泉

の
旅
団
本
部
で
新
任
将
校
集
合
教
育
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
「北
支

ち
か
ら

　げ
　

派
遣

力

第
三
五
九
五
部
隊
尾
坂
隊
」
に
配
属
さ
れ
た
ら
し
い
。
四
三
年

い
し

九
月
に
中
尉
に
昇
進
し
て
お
り
、
同
時
期
か
ら
写
真
の
署
名
に
は

「石
三

五
九

一
部
隊
田
宮
隊
」
が
登
場
す
る
。

ハ
　
　

関

連
文

献

を
総

合

す

る

と
、

こ

の
部
隊

は
、

四

一
、
二
年

当
時

は
、

独

立

混
成

第

四
旅

団

(
司

令

部

"
山

西
省

陽

泉

)
独

立

歩

兵

第

十

四

大

隊

(
司
令

部

"
山

西

省

孟

県

)

で
、

「
力

三

五

九

五

」

は
通

称

号

、

「
尾

坂

隊
」

は
中

隊
名

で
あ

る
。

四

三
年

六

月

に

「北
支

那
方

面

軍
」

の
改
編

が

あ

り
、
第

一
軍
第

六

十

二
師
団

(司
令

部

日
楡

次
)
歩

兵

第
六

十

三
旅

団

(司

令
部

鱒
陽

泉

)

独

立
歩

兵
第

十

四
大

隊

と

な
り

、
通

称

も

「石

」

に

変

わ

っ
て

い
る
。

「
三
五

九

=

は
、

歩

兵
第

六

十

三
旅

団

の
通

称

号

で

あ

る
。

翌

四

四
年

に
は

、
第
六
十

二
師

団

は
六

月

の
米
軍

サ

イ

パ

ン
上

陸

を
受

け

て
、

サ

イ

パ

ン
支

援

の
た

め
に

「支

那
派

遣
軍

」

か

ら
抽

出

さ
れ

る
が
、

サ

イ

パ

ン
玉

砕

に
よ

っ
て
、
七

月

に

は
台

湾
軍

司

令
官

隷

下

の
第

三

十

二
軍

に
編

入
。

開

封

に
集

結
後

、
南

下

し

て
上

海

か
ら
出

航

、
八

月

一
九
日

に
沖

縄

本
島

那
覇

に
上

陸

し

て
い
る
。

軍
人

と

し

て

仏

僧

も

教

員

も

当

時

は
聖

職

と

さ

れ

た
職

業

で
あ

る
。

そ

の
両

者

で

あ

っ
た
青
年

は
、
戦

地

で
ど

の
よ
う

な
軍

人

で
あ

っ
た

の
だ

ろ

う
か
。

あ

る
集
落

を
見

下

ろ
す

後
姿

を
撮

ら

せ
た

写
真

(
写
真

10
)

に

は
、

「説

明

ヲ
聞

ク
我

輩
」

と

裏
書

き

さ

れ

て

い
る

(本

人

は
右

脇

)
。

大
陸

を

駆

け

る
馬
賊

に
自
身

を

な
ぞ

ら

え

で
も

し

た
だ

ろ
う
か
。

他
者

の
地

を
征

服

す

る

こ
と

に

一
種

の

ロ

マ
ン
を
感

じ

て
い
た

の
で

は
な

い
か
。
多

く

の
写
真

の
中

で
も
と

り
わ

け
衝
撃

を
受

け
た

一
枚

で
あ

る
。

ま

た
、

双
眼
鏡

を
首

に
か

け

て
高

台

か
ら

周

囲

を

見
渡

す

ポ

ー

ズ

に

「遥

か
敵

を

睨

ん

で
」

「
僕

ノ
勇
姿

」

(写

真

H

)
、
入

浴

後

の
揮

姿

に

は

「サ

i
来

た

れ

こ

の

太

っ
た
身

体

を
見

よ
」

と

あ

る
。

こ
れ
ら

は
前
後

の
日
付

か

ら

「北

支

」

派

遣

二
年

目

に
当

た

る
四

三
年
ご

ろ
、

山
西

省

の
駐
屯

地

で

の
撮

影
と

見

ら
れ

る
。
軍

隊
生

活
や

武
力

行
使

へ
の
疑
問

や
苦
痛

が

潜
ん

で
い
な

い
か

と
探

し

て
み
る

の
だ

が
、

こ
れ

ら

の
写

真

は
戦
闘

意
欲

や
敵

憶
心

を
示

す

ば

か
り

で
あ

る
。

戦
地

の
日

常

ア
ル

バ

ム
に

は
自
室

で
酒

を
飲

ん
だ

り

(
写
真

12

)
、
草

む
ら

に
寝

転

ん
だ
り

、
兵

舎

の
内

外

で
寛

ぐ
多

く

の
写
真

が
堂

々

と
貼

ら
れ

て

い
る
。

散

髪
姿

か

ら
揮
姿

、
果

て
は
食
堂

の
メ

ニ
ュ
ー

の

ア

ッ
プ

ま

で
あ

る
。

さ

ら

に

「
オ
ー

イ

写
真

屋

コ
ノ
ポ

ー
ズ

を

一
つ
撮

っ
て
く

れ
」

「秋

の

漫

歩

…

…

誰

も

話

し
相

手

は
居

ら

ぬ
か

な
ー
」

(写

真

13

)
な

ど
、

暢

気

で
や
や
自

己
陶

酔
的

な

台
詞

が
書

き
付

け
ら

れ

て

い
る
。
枚
数

が
多

い

こ
と

も
戦
地

と

は
思

え
な

い
余

裕

で
あ

る
。

日
本

軍
人

の
中

国

服
姿

枚
数

は
多

く

は
な

い
が
、
中

国
服

を
着

て

い
る
写

真

が
、
本

人

あ

る

い

は
日
本

軍

人
と
確

認

で
き
る

も

の
だ
け

で
も
数

点

あ

る
。

中

に
は
、

衣

服

か
ら
帽

子

や
靴

ま

で
全
身

を
中

国
式

で
固

め
た
日
本

軍
将

校

た
ち

の
、

い

か

に
も

記
念

写

真

と

い
う

一
枚

も

あ

る

(
写
真

14
)
。

服

に
は
折

り
目

が
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は

っ
き

り
見

え

る

の
で
、
仕

立

て
た
ば

か
り

で
あ

ろ
う

か
。
撮

影
地

点

は
、
裏

書

に
よ

る
と

東
会

里
と

い
う
山
西

省
孟

県

の
村

の

「村
公

所
」
前

。

前
後

の
写

真

と

の
関

連

か
ら

、
写

っ
て

い
る

の
は

バド
　

東
会

里
警

備

隊
員

で
あ

る
ら

し

い
。
同

じ
大
隊

(独

立

歩

兵
第

十

四
大

隊

)
の

生
存

者

に
日

本
兵

が
中

国
服

を
着

る
こ

と

に

つ

い

て
尋

ね

て

み

た

と

こ
ろ
、

「
日

曜

な
ん

か

で
遊

び

に
行

く

時

、
作

戦

に
行

く
時

も
中

国

の
服
を
着

て
カ

モ

フ
ラ
ー

ジ

ュ
し

て
。

中

国
人

が
着

と

っ

た

や

つ
を
貰

っ
た

り
。

兵
隊

さ
ん

(筆

者
注

11
日
本

兵

)
と
仲
良

く

し

て
お

っ

た

り

し

た

ら
、

(
筆

者

注

11
現
地

の
人

(20
>

が
)

持

っ
て
き

て
く
れ

る
」

と
返

っ
て

き

た
。
圭

川

に

は
、

具
体

的
状

況

は
不

明

で
あ

る

が
、
裏
書

に

「這

い
8
.1
0
.1
7
in

K
o
m
az
aw
a」

と

あ

る

こ
と

か

ら
、

駒

澤
大

学
時

代

に
撮

っ
た

と
考

え
ら

れ

る

中

国

服

姿

の

写

真

も

あ

る

(
写

真

15

)
。

一
般

の
兵

に
と

っ
て

の
中

国
服

は
、

街

に
偵
察

に
出

た

り
、
遊

び

に
出

た
り

す

る
際

の
実
用

的

な
カ

モ
フ
ラ

ー

292



写 真15駒 澤大学 時代 の中 国服姿

(1938.10.17)

写真14東 会里村警備隊の中国服 姿。裏書 「口

□兵長 口□伍長 □□軍曹 田宮少

尉 ……於 東会里村々公所 」(1942.10.26)

写真17苦 力を伴 って村 の道 を歩 く日本軍人。

背景 に壁 を周囲に立 てた富裕 そ うな農

家。そ の壁にス ロー ガンら しきもの

穿真16裏 書 に 「□ □伍 長 使 用 苦 力 ト共 ニ
……東会 里警備 隊 二於テ」。肘掛 け椅

子、指には煙草、 卓上には蓄音機 と茶

菓子(1942.10.26)

ジ

ュ
で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

が
、

大
学
出

の
イ

ド
の
　

ン
テ
リ
兵

に
と

っ
て
は
、

そ

れ
と

は
別
次

元

の

遊
び

や
憧

れ

で
も
あ

っ
た

だ

ろ
う

か
。

現

地
住

民
と

の
交
渉

写

真

に
は
日
本

軍

人

が
現
地

の
住
民

を
従
者

に

付

け

て

い

る
様

子

も
写

っ

て

い

る

(
写
真

16

・
17

)
。

ま

た
、

親

子

三

人

と

思

わ
れ

る

写

真

の
裏

面

に

は

「
田
宮

隊

長

大
人

恵
存

股

長

李

□
□
敬
贈

」

と
あ

り
、

現
地

の
住
民
組

織

の

代
表

か

ら
家

族

写
真

を
贈

ら

れ

て

い
る

こ
と

が

わ
か

る
。

こ
の

「股

長
」

と

い
う

の
は
、
続

く

写
真

(写
真

18

・
19
)

の
裏
面

に

「東

会
里

差

務

股

長

維

持
会

長

」

と
あ

る

こ
と

か
ら
、

日

本

軍

側

か
ら

は

「維
持

会

長

」

と

の
位

置

づ
け

だ

っ
た

の

で
あ

ろ

う
。
維

持

会

と

は
、
日
本

軍

が
占

領
支

配
地

域

で
組
織

し
た
治

安
維

持
組

織

で
、

駐
屯

に
必

要

な
物
資

を

供
出

さ

せ

る
際

の

ハの
す

窓

口

で
も
あ

っ
た
。

裏
書

に

は
会

長

以
下
維

持

会
員

と
思

わ

れ
る

八
名

の
中

国

人
名

が
並

ぶ
。

圭
川

は
大

学

で
中

国
語

を
学

ん

で

い
る

が
、
住

民
と

の
日
常

の
や

り
取

り

は
具

体
的

に
は
ど

の

よ

う

に
行

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

女

性

た
ち

ア

ル
バ

ム
に

は
、
現

在

の
戦

中

イ

メ
ー
ジ

か
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ら

は
意
外

で
あ

っ
た
が

、
女
性

の
写

真

も
少

な

く
な

い
。

女

性

の
写
真

と
自

分

の
写
真

を

対

に
し

て
貼

っ
て

い
る
箇

所

も
あ

る
。

写
真

20

は
中

国
風

俗

を
写

し

た
写
真

を
集

め
た
頁

で
あ

る
が
、

チ

マ
チ

ョ
ゴ
リ
姿

の
若

い
女
性

の
写

真

(写

真

21
)

の
下

に
学

生
服

姿

の
自

分

の
写
真

を
配

し

て

い
る
。
裏

書

に

は

「朝

鮮
女

子

風
俗

」

と

あ

る
が
、

こ

の
可

憐

な
女

性

は

一
体

ど

の
よ

う
な
女

性

な

の
か
。

以
下

は
、
中

国
戦

線

で
の
写
真

の
中

に
現

れ

る
女

性

た
ち

で
あ

る
。
舞

台
化

粧

の
よ

う
な
濃

い

化
粧

を

施

し
た

女
性

(写

真

22
)

は

ア
ル

バ

ム
3

「支
那

事
変

記

念
写

真
帖

」

か
ら

で
あ

る
。

慰

問

団

の
女
優

で
あ
ろ

う
か
。

B

4
版

ほ
ど

の
大
判

の
頁

の
中
央

に
た
だ

一
枚

貼

ら

れ

て
お

り
、

"
皇

軍

"

の
偉

業

を
讃

え

る
前

後

の
頁

と
異

様

な
断

絶

が
あ

る
。
写

真

23

は

裏
書

に

「支

那

女
子

風
俗

」

と
あ

る
。

衣
服

は
上
下

と

も
柄

が

入
り
、

髪

に
は

パ
ー

マ
を

当

て
て

い
る
。

入

り

口
付

近

の
様

子

は

孟
県

の

「松

の
家

」

(写

真

26
)

に
似

て

い
る
。

慰
安

婦

か

ど
う

か

は
不
明

で
あ
る

が
、
集

落

の
農
村

女
性

を

写

し
た
他

の
写
真

(写
真

24

な
ど
)

と
比

べ
る
と

、

こ

の
女
性

の
身

つ
く
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裏書に 「支那女子風俗」。他の写真に写る

農村女性とは身なりが明らかに異なる

裏書 な し。舞台化粧 のような濃いメー ク

慰 問団の女優であ ろうか

ろ

い
の
様

子

は

一
般

の
農
婦

と

は
明

ら
か

に

異

な

っ
て

い
る
。
写
真

25

は
、
手

ぬ
ぐ

い
を

被

り
、

和
服

に
割

烹
着

姿
。

隣

の
人
物

も
和

服

ら

し
く
、

足

元

に
は
鼻
緒

が
見

え

る
。
将

校

用
施

設

の
前

か
と

思
わ

れ

る
写

真

(写
真

27
)

に
続

い
て
貼
ら

れ

て
お
り
、

外
装

が
似

て

い
る

こ
と
か

ら
も

同
施
設

の
内

部

で
あ

る

か

も

し
れ

な

い
。

慰
安

施
設

ア
ル

バ
ム

に
は
、
慰

安
施

設

に

お
け

る
も

の
と

思

わ

れ

る
写

真

も

あ

る
。

写

真

26

は

マ

マ

「
孟
県

ノ
松

の
家

ク

ー

ニ
ャ

ン
」

と

裏
書

が

あ

る
。

三

人

の
女

性

は
割

烹

着

姿

に

見

え

る
。
外
壁

の
様

子

は
、
次

の
将
校

用

と
思

わ

れ

る
施

設

と

比

べ

る
と

か
な

り
粗

末

で

あ

る
。
写

真

27

に
は
裏
書

が
な
く

、
撮

影
地
点

は

不

明

で

あ

る

が
、

「松

の

家

」

と

は
違

い
、

し

っ
か
り

し
た
建

物

で
あ

る
。
女

性

た

ち

の
右

側

に
立

つ
の
は
将
校

と

思

わ
れ

る

の

で
、
将

校

用

の
施
設

で
あ

ろ
う

か
。

女
性

二

人

は
和

服

に
割

烹
着

姿
。

右
側

の
女
性

の
足

元

に

は
鼻
緒

が
見

え
る
。

左
側

の
女

性

は
風

呂

敷
包

み
を
抱

え

て
お

り
、

日
本
風

俗

が
行

ハハ
ノ

わ
れ

て

い
る
。

写

真

28

は
、

「戦

地

二
於

テ
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写真27裏 書なし。将校用の施設か。右側の女

性は草履履き。左側の女性は風呂敷包

みを抱えている

写真28裏 書 に 「戦地二於テ"同 期生 ノ集 ヒ"」。

床 の間に畳敷きの和室。和服 の女性 が二

人(1943.6)

写 真29裏 書に 「□ □少尉 ト共二 亀 ノ

家旅館二於テ」(1943.6下 旬)

"
同
期

生

ノ
集

ヒ
"
」

(裏
書

)
。
床

の
間

に
畳
敷

き

の

和
室

、

真

ん
中

に

は
和

服

の
女
性

が
二
人
。

裏
書

は

写
真

29
と

同
年

同
月

で
あ

る

の

で
、

同
日

の
撮

影

で

あ

る
と

す

る

と
、

亀

の
家

旅

館

の
内

部

で
あ

ろ
う

か
。

そ

の
写

真

29
は

「□

□
少
尉

ト
共

二

亀

ノ
家

旅
館

二
於

テ
」

(裏

書

)
。

入
浴
後

で
あ
ろ

う
か

、
浴

衣
姿

で
寛

い

で

い
る
。

四

従

軍

記

念

品

の
数

々

「
支

那
事

変

従

軍

記
章

」

を

は

じ
め

、
勲

章

や
感

状

(戦

功

へ
の
賞

状

)
、

従
軍

記

念

写
真

帳

な

ど

、

遺

品

の
多

く

は
軍

か
ら
支

給

さ
れ

た
従
軍

の
記

念

品

で
あ

る
。

ア
ル

バ
ム
3

「支
那

事
変

記
念

写
真

帖
」

(
写

真

30

)

は
、

B

4
版

ほ

ど

の
大

判

で
、
多

く

の

写

真

を
印

刷

し
た
頁

に
加

え
、
巻

末

に

は

ス
ク

ラ

ッ

プ

用

の
無
地

の
頁

が
あ

る
。

印
刷

頁

の
前
半

は

「司

令

部

」

「砲

兵
隊

」

「通

信
隊

」

…
…

と
軍

の
各
機

構

を

写
真

を

ふ
ん

だ
ん

に
使

っ
て
紹

介
。

後
半

は
、
軍

事

行

動

の
全

過

程

を
紹

介

す

る
も

の
と

思

わ

れ
、

「
戦

闘

の
準

備

」

「
行

軍

」

「戦

闘

」

「占

領

」

「
入

城

」

「
駐
屯

」

「
慰

問

」

「
宣

撫

工
作

」

(
写
真

31

)

「建

設

」

「偉

業

の
完

成

」

(筆

者

注

11
"
皇

軍

に

慕

い
寄

る
"
現

地
住

民

の
様

子

)

の
項

目

が
立

て
ら

れ

て

い

る
。

こ
れ

ら

も
豊

富

に
写

真

を
使

用

し

て

い

zq6
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M真昇写真30ア ルバム3「 支那事変記念写

真帖」表紙

る
。

ど

の
範

囲
ま

で
に
支
給

さ

れ
た

も

の
か
不

明

で
あ

る

が
、

か

な

り

の
制

作

費

を

か

け

た

も

の
と

思

わ

れ

る
。

奥
付

に
は

「昭

和
十

五

年

五

月

〔
非

売

品

〕
」

と

あ

る
。

圭

川
は
印

刷
頁

の
裏

面

に
自

身

の
従
軍
中

の
写

真

を
び

っ
し
り
と

貼

り
付

け

、

ま
た

ス
ク
ラ

ッ
プ

頁

は

「晋

翼

豫

区

南

部

大

行

作

戦

記

録

写

真

」

な

ど

と

銘

打

っ
た
自
作

の
写

真
集

と
な

っ
て

い
る
。

ま

た
、
表
紙

に

「回

顧
」

の
文

字

と
中

国
式
城

門

の

前

で
銃

剣

を
構

え
る
兵
士

の
絵

を
配

し

た
絵

葉
書

帳

も

あ

る

(
ア
ル

バ
ム
7
)
。

扉
頁

に
は
、

「
こ

の
絵
葉

書
帳

は
国

民

の
熱
誠

を

込

め
た
位

兵
寄

付

金

を
以

て
調
整

し

た
も

の
で
あ
り
ま

す

か
ら
、

従
軍

の
思

ひ
出
と

な

り
ま

す
よ

う

に
利

用
さ

れ

る

こ
と
を
希

望

致

し
ま
す

。
昭

和

十

六
年

七
月

支
那

事
変

第

四
週
年

記

念
」

と

あ
る
。

圭

川

の
場
合

、

「従

軍

の
思

ひ
出

」

は
何

だ

っ
た

の
か

と

い
う

と
、
全
篇

が
タ

バ

コ
パ

ッ
ケ

ー
ジ

の

コ
レ
ク

シ

ョ

ン
で
あ

る

(
写
真

32
)
。

パ

ッ
ケ

ー

ジ

の
表

裏

・
側

面

を
丁
寧

に
切

り
貼

り

し

て
お
り

、
大

変

な
熱
意

が
感

じ

ら

れ

る
。

パ

ッ
ケ

ー

ジ

に
印

刷

さ

れ

た
地

名

は
、

青

島

、
太

原
、

天
津

、
北

京

…
…

と
北

中

国

が
中

心

で
あ

り
、
実

際

に
自

身

が

現
地

で
入

手

し
た

も

の
と
思

わ
れ

る
。「支

那
事
変

」
、

あ

る

い
は
従

軍
自

体

が

「記
念

」

の

対

象

で
あ

っ
た

こ
と

は
、
戦

後

世
代

の
筆
者

に

は
実

感
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と

し

て
は
伝

わ

っ
て
お
ら
ず

、

こ
う

し

た
具
体

的
な

有
り
様

は
や

は
り
驚

き

で
あ

っ
た
。

こ
う
し

た
記

念

品

の
数

々
は
、

高
揚

感

や
晴

れ

や

か
さ

を

基
調

と

し
、

「憧
憬

」

「痛

快

」

「懐

し

い
」

「幾

多

の
思
出

」
…

…

と

い
う

　れ
　

語
彙

を
散

り
ば

め
る
。

こ
れ
ら

か
ら

は
、

当
時

、
従

軍
と

い
う

も

の
が
青

年
期

の
試
練

や
冒
険

、

さ

ら

に
は
異

国
体

験
と

い
う
よ

う
な
位

置

づ
け

を

持

っ
て

い
た

の

で

は
な

い
か

と

思

わ

せ

ら

れ

る
。

生
存

者

も

、
満

期

に

な

っ
て
帰

っ
て
く

る
時

に

は
記
念

に
な

る
も

の
は

で
き

る
だ
け

持

た
せ

て

も
ら

え
た
、

そ
れ

が
叶

わ

な
く

な

っ
た

の

は
米

国

が
参
戦

し

て
圧
倒

的

な

火
力

に
や

ら
れ

る
よ
う

に

な

っ
て
か
ら

で
、
敗

戦

に
出
く

わ

し
た
者

は
身

一
つ
で
帰

っ
て
来

た
と

い
う
。
当

然

な

が
ら
戦

地

で

の
現
実

と

は

ま
た
別

で
あ

る
が
、
米

国

の
軍

事

力

に
よ

っ
て
日
本
本

土

が
悲
惨

な
被
害

を
蒙

る

ま

で
、
戦
争

や
従
軍

と

い
う
も

の
に
与

え
ら

れ

て

い
た

ら
し

い

こ
の
よ

う

な
位
置

づ
け

は
、
少

な

く

と
も

一
般

的

に

は
ほ
と

ん
ど
伝

え

ら
れ

て

い
な

い
の
で
は
な

い
か

と
思

わ

れ

る
。

三

精
神
生
活
ー

当
時
の
世
相
と
伯
父
の
内
面
世
界
1

遺

品

の
中

に
は
、

圭

川

が
時

代

に
対

し

て
考

え

て

い
た

こ
と

や
戦

争

へ

の
認
識

を
直
接

に
示

す

よ

う

な
自

筆

の
文

章

は
な

い
。

し
か

し
、

ア

ル
バ

ム
3

「支

那
事
変

記
念

写

真
帖

」

に

は
切

抜

き
さ

れ
た

り
、
差

し
込

ま

れ

た
新
聞

記
事

が
多

数

あ

る
。

こ
れ

ら

の
記
事

か
ら

は
、
当

時

の
世
相

だ

け

で
な

く
、
そ

れ
ら
を

選

択

し

た
圭
川

の
思
想

や
価
値

観

を
間
接

的

に
窺

い

知

る

こ
と
が

で
き
そ

う

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
ス
ク

ラ

ッ
プ

は
記

事

の
み
が
切

り
取

ら
れ
、
掲

載

紙
名

や
掲

載

日

が
不

明
な

も

の
が

多

い
が
、

そ

の
中

に
昭
和

一
八
年

(
一
九

四
三
)

一
二
月
六
日

『東
亜
新
報
』
掲
載
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
記
事
が
ま
と

ま
っ
て
残

っ
て
い
る
。
真
珠
湾
攻
撃
か
ら
二
年
が
経
と
う
と
す
る
時
期
の

そ
れ
ら
の
記
事
は
、
勇
ま
し
い
口
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、
国
債
購
入
や
貯
蓄

の
奨
励
、
増
産

・
献
金

・
献
鉄

・
献
血
の
呼
び
掛
け
が
目
立
ち
、
太
平
洋

戦
線
の
戦
局
悪
化
や
本
土
空
襲
を
控
え
た
日
本

の
苦
境
が
窺
え
る
。
『東

亜
新
報
』
は
、
記
事
や
広
告

(写
真
33
)
か
ら
、
占
領
下
の
北
京
で
発
行

さ
れ
て
い
た
新
聞
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
戦
中
お
よ
び
終
戦
直
後
に
中

国
で
日
本
語
新
聞
発
行
に
携
わ
っ
た
安
藤
達
夫
氏
の
回
顧
録
に
、
『東
亜

新
報
』
は

「対
英
米
戦
に
備
え
、
大
陸
在
留
民
指
導
の
た
め
北
支
軍
と
北

京
大
使
館
が
株
主
で
昭
和
十
五
年
発
刊
し
た
も
の
。
揚
子
江
以
北
を
東
亜

ムお
　

新

報

、
以
南

を

大
陸
新

報

と
し

た
」

と
あ

る
。

そ
れ

ら

『
東
亜

新
報

』

一
二
月

六

日

の
記

事

の

一
つ
、

「気

合

を

掛

け

よ
う

」
と
題

す

る
論
説

は
、

当
時

の
報

道

の
基

調

と
社
会

の
雰

囲
気

を
象

徴

し

て

い

る
も

の
と
思

わ

れ

る
。

真

珠

湾

攻

撃

を

「米

英

撃

滅

の
鉾

を

と

っ
て
敢

然

と

起

ち

上

っ
た

」

「
ア
ジ

ア
十

億

の
、

共

栄

圏

民

族

」

の

「
歴

史

の
元

旦
」

「
民
族

の
正

月
」

「
ア
ジ

ア

の
初

日

の
出

」

と

位

置

づ

け

、
米

英

を

「
ア
ジ

ア

の

「力

」

を
見

維

る
」

「
物
質

主

義

」

と
非

難
、

日
米

の
構

図
を

「夜
郎
自

大

の
自
惚

れ

の
ヤ

ン
キ

ー
」

に
日
本

が

「不
屈

の
闘

魂
」

「
一
億

火

の
玉

」

で
立

ち
向

か

う

も

の
と

す

る
。
文

中

に
は
、

「何

を
小

癩

な
!
」

と

い
う

フ

レ
ー
ズ

を
印

象

的

な
単

独
行

で

二
回

も
登

場

さ

せ

て

い
る
。

こ
の
記
事

を
圭

川

は

ア
ル

バ
ム

3

の
扉
頁

に
貼

り
付

け

て

い
る
。

「何

を
小

瘤

な

!
」

は
彼

に

と

っ
て
大

い
に
共
感

で
き

る
叫

び

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

「征
戦

二
年

大
戦

果
」

(写

真

34
)

も
同

日

の

『
東

亜
新

報

』

掲

載
。

「日
本

を

中

心
と

し

た
世

界

地

図
」

と
題

し

た

同
趣

旨

zg8
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の
図
が
、
右
の
論
説
文

に
先
行
し
て
ア
ル
バ
ム

3
の
扉
頁
に
貼
ら
れ
て

い
る
。
同
日
の
記
事
に

は
他
に
、
満
州
か
ら
大

政
翼
賛
会
本
部
顧
問
が

興
亜
使
節
と
し
て

「華

北
に
お
け
る
中
国
国
民

の
興
亜
精
神
昂
揚
の
た

め
」
天
津

を
訪
問
、

「天
津
神
社
」
を
参
拝

と
い
う
記
事
や
、
郷
軍

北
京
第
五
分
会
が

「北

京
神
社
」

へ
必
勝
祈
願

と
い
う
記
事
な
ど
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
ル
バ
ム
3

巻
末
に
は
各
地
の
剃
共

戦
を
伝
え
る
記
事
が
ま

と
ま
っ
て
挿
ま
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば

『朝
日

　め
　

新
聞
』
の
記
事
は

「繊

滅
的
戦
果
」
を
誇
る
言

辞
を
散
り
ば

め
る
。

「直
撃

弾

は
逃
げ

惑

う
敵

の
頭
上

に
乱

れ
飛

び
山

肌

は
瞬
時

に
し

て
容

相

を
変

ず

る

の
凄

惨

な
情

景

…
…

」

「
市
内

は
目
下

黒
煙

天

に
沖

し

て
燃

え

上

が

っ
て
」

「部

落

は

一
瞬

に
し

て
阿
鼻

叫
喚

の
生
地

獄
と
化

し

た
」
。

剥

共
戦

記
事

に

は
他

も

一
様

に

「徹
底

的

」

「潰
滅

」

「繊

滅
」

「撃
滅

」

「掃

蕩
」

「覆
滅

」

......
「阿
修

羅

の
奮

戦
」

「鬼
神

も
実

く
奮
戦

」

…
…

と
掃

討
作

戦

の
苛

烈

さ

を
窺

わ
せ

る
表

現

が
頻

出

す
る
。

こ
れ

ら

の
記

事

の
選
択

か

ら

は
、
圭

川

が
当

時

の
国
家

戦
略

お

よ
び

戦

争

の
大
義

を
積

極
的

に
支

持

し

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

こ
と
が
窺

え

る
。

日

本

の
軍
事

力

が
及

ん
だ
範

囲

を
版

図

の
よ

う
に
描

く
戦

果
要
図

に

は
、
国

威

の
発

揚

と

し

て

の
軍

事
力

行

使

に
感

じ

て

い
た

ら

し

い
誇

り

が

見

え

る
。

中

国
古
典

か

ら

の
引
用

を
散

り
ば

め

る
随

筆

や
漢
詩

の
紹

介
記

事

も

多

く
残

る
が

、

こ
れ

ら

の

一
見
方

向
性

を
異

に
す

る
選
択

か

ら
は

、
大

学

で
中

国

の
言
語

や

文
化

に

つ
い
て
学

ん
だ

こ
と
と

、
中

国

で
軍

事

活
動

を

展
開

す

る

こ
と
と

の
折

り
合

い
が
ど

う

つ
い
て

い
た

の
か
と

い
う

、
筆

者

に
と

っ
て

の

一
番

の
関

心

へ
の
手

が

か
り

を
探

す

こ
と
が

で
き

そ
う

で
あ

る
。

そ

こ
か
ら

は
、

王
朝
期

の
詩

や

歴
史

叙
述

な
ど

の
、

日
本

で
言

う
と

こ
ろ

の
中

国

の

"
伝
統

文
化

"

に

つ
い
て
は

"東

洋

の
"
文

化

と
し

て
肯

定

し
尊

重

す

る

が
、

同

時

代

の
現

実

の
中

国

に
対

し

て

は
、

「
暴

支

膚

懲

」

の
言
論

や

日
本

に

よ
る
占

領

を
肯
定

す

る
姿

勢

は
消

極
的

と

は
言

い

が
た
く

、

日
本

に
指
導

や
懲

罰

の
資

格

が
あ

る
と
す

る
当

時

の
日
本

の
対

中

観
や

対
中

姿
勢

を

さ

し
た

る
疑
問

や
苦

痛

な
く
共

有

し

て

い
た

の
で
は

な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

親
元

に
は
戦

地

の
伯

父
か

ら
彩

し

い
数

の
郵

便
物

が

届

い
て

い
た
と

い

い
、
検

閲
印

は
自

身

が
押

す

た
め

、
手
紙

に
は
捕
虜

に
目
隠

し
を

し

て
銃
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剣

で
新

兵

に
突

か

せ

て
い
る
な

ど
、
赤

裸

々
な

戦
場

の
様

子

も
書

か
れ

て

い
た

と

い
う
。

こ
れ
ら

の
手

紙

は
祖
父

母

が
戦
後

に
廃
棄

し

た

ら
し
く

一

通

も
残

っ
て

い
な

い
。

し
か
し
、

伯
母

の
嫁

ぎ
先

に
届

い
た

た

め
に
た

だ

一
通

残

っ
た

手

紙

に

は
、

「何

時

靖

国
神

社

に

行

く

か

一
寸

先

も

見

え

ぬ
」

「
小

生

の
人

生

観

も
変

わ

っ
た
」

な

ど

と
綴

ら

れ

て

い

る
。

文

面

か

ら

四

四
年

初

頭

に
書

か
れ
た

と

思
わ

れ

る
。

「北
支

」

派

遣

か

ら
数

え

て

も
す

で
に

二
年
。

戦

地

の
現
実

の
中

で

"
公
式

見
解

"

へ
の
疑

問

も
芽
生

え

て

い
た

で
あ

ろ
う

か
。

む
す
び
に

圭

川

は
、

入
隊

前

に
ご

く
短

い
期
間

だ

が
教

員
生
活

を

送

っ
て

い
る
。

大

学

を
卒

業
後

、

す

ぐ

に
広

島

の
中
学

校

に
赴
任

、
約

八

か
月

間
、

国
語

漢

文

を
教

え

て
い

る
。

そ

の
間
、

仏
教

へ
の
関

心
を
持

ち
続

け
、
何

ら

か

の
活
動

を

し

て

い
た

こ
と

を
、

ア

ル
バ

ム
に
残

る
布
教

使

の
名

刺

や
仏
教

思

想

に
関

す

る
書
籍

の

メ

モ
な

ど
か

ら
窺

う

こ
と
が

で
き

る
。

小
稿

に
現

れ

る

の

は
お
も

に
軍
人

と

し

て
の
姿

で
あ

る
が
、

大
学

で

の
専

攻

や
そ

の

後

の
進

路

を
見

れ

ば
、

こ

の
青
年

は
も

と

も
と
職

業
軍

人

を
目

指

し
た
も

の
で

は
な

い
。

す

で

に
述

べ
た

よ
う

に
、
何

か

興
味
深

い
発
見

は
な

い
か

と

、
残

さ

れ
た

講

義

ノ
ー

ト
全

冊

に
目

を
通

し

た
が
、

小

さ
な
字

で
丁
寧

に
書

き

込

ま
れ

た
筆

記

や
余

白

に
残

る
細

か
な
出

納
記

録

な

ど
か

ら
は
几

帳

面

な
性

格

が
窺

わ
れ

た
。

平
和

の
時

代

で
あ

れ
ば
、

教

員
と

し

て
僧
侶

と

し

て
、

平

凡

な
人

生

を
生

ま

じ
め

に
生

き
た

こ
と

と
思

わ
れ

る
。

伯
父

に
と

っ
て
も

姪

に

と

っ
て
も
、
中

国

は
思

い
入

れ

の
対

象

で
あ

っ
た

が
、

そ

の

ア
プ

ロ
ー

チ

は
文
武

全

く
逆

方
向

の
も

の
と
な

っ
た
。

こ

の
方
向

性

の
違

い
は
、
生

ま

れ
合

わ
せ

た
時
代

の
日
本

の
対
中

姿
勢

の
違

い
を
直
接

反

映

し
た

も

の
と
言

え

る
。

本
作

業

は
、

こ
れ

ま

で

の
と

こ
ろ
、
写

真

な
ど

の
デ

ジ
タ

ル
処

理
を
終

え

、
遺

品
全

体

に

一
通

り
目

を
通

し
終

え

た

と

こ
ろ

で
、
第

一
段
階

を
終

え

た
ば

か

り
と

言
え

る
。

小
稿

は
中

間
報
告

と

し
た

が
、

写
真

な

ど

の

一

次

資
料

の
紹

介

に
終
始

し

た

の
が
実
情

で
あ

る
。

次

の
段
階

と

し

て

は
、

異

な

る
時
代

が

一
つ
の
家

の
二
世
代

に
も

た
ら

し
た
中

国

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ

の
違

い
に

つ
い
て
、

大

日
本
帝

国
期

に
生

き

た

一
青

年

の
教
養

や

認
識

の
あ

り
方

に

つ
い
て
、

中

国
認
識

や
対

中
姿

勢

を
中
心

に
、

日
本

国

期
を

生

き

て
き

た
次
世

代

の
視
点

か
ら

い
さ
さ

か

の
考

察
を
加

え

て
み
た

い
。

し

か

し
、
冒

頭

に
述

べ
た

よ
う

に
、
近

現
代
史

は
筆

者

の
専

門

と
す

る
と

こ
ろ

で
は
な

い
。

こ
れ

ら

の
写
真

や
記

事
を
史

料

と
し

て
、
専

門

家

に
ょ

る
研

究

に
役

立

て

て
も

ら

え

る
機

会
を
持

て
れ
ば

と
願

う
も

の
で
あ

る
。

注〈
1
>

郷

里

の
家
に
遺
品

と
し
て
残

っ
た
写
真
集
は
全
部

で

一
二
冊
あ

る

が
、
断
片
的
な
も
の
も
あ

る
。
日
中
戦
争
従
軍
に
関
連
し

て
い
て
、
比
較

的
よ
く
ま
と
ま

っ
て
い
る
も

の
は
、
以
下

の
七
冊
で
あ

る
。
作
業
順

に
以
下

の
通

り
ナ

ン
バ
リ
ン
グ
し
、本
文
中

の
言
及

で
は
、
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。

ア
ル
バ
ム
ー

"
個
人

ア
ル
バ
ム
。
初
年
兵
教
育

に
始
ま
り
、
豊
橋
陸
軍
教

導
学
校

で
の
幹
部
候
補

生
訓
練

が
中
心
。

ア
ル
バ
ム
2

"
個
人

ア

ル
バ

ム
。
豊
橋
陸
軍
教
導
学
校

で
の
訓
練

・
中
国
戦
線
。
ア

ル
バ
ム
3

"
「支

那
事
変
記
念
写
真
帖
」
。
奥
付

に

「昭
和
十
五
年
五
月

〔非
売
品
〕
」
と
あ

る
。
軍

の
各
機
構
や
軍
事
行
動

の
全
過
程
を
紹
介
す
る
写
真
頁

に
加
え
、

巻
末

に
は

ス
ク
ラ

ッ
プ
用

の
無
地

の
頁
。
従
軍
時

の
個
人
写
真
や
新
聞
切

300



抜
き
が
多
数
貼

り
付

け
ら
れ

て

い
る
。

ア
ル
バ
ム
4

一
「支
那
事
変

記
念

写
真
帳
」
。

昭
和

一
六
年

八

月

発
行
。

入
隊

部
隊

(
中
部
第

三
十
八
部

隊
)
の
従
軍
記
念

集
。
合
祀

の
碑
や
神
社
、
慰
霊
祭

の
写
真

に
始
ま
り
、

約

一
千
名

の
遺
影

が
二
〇
頁

に
わ
た

っ
て
続
く
。
後
半
は
部
隊

が
参
加
し

た
作
戦
過
程
を
紹

介
す
る
写
真

。

ア
ル
バ
ム
5

鱒
個
人

ア
ル
バ
ム
。
山
西

省

孟

県

駐

屯

中

の

写

真

が

主

体
。

ア

ル

バ

ム

6

"
「O
u
r
L
ife
a
t

K
om
a
zaw
と
°
駒
澤
大
学
卒
業

ア
ル
バ
ム
。

ア
ル
バ
ム
7

"
「回
顧
」。

昭

和

一
六
年
七
月
支
那
事
変
第

四
周
年

の
記
念
品

(絵
葉

書
帳
)
。
全
頁

が

タ
バ
コ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

〈
2
>

三
重
県
熊
野
市
在

住
で
あ

っ
た
山
本
泉
氏
。

一
九
四
〇
年
八
月
か
ら

約
六
年
間
中
国
戦
線
に
従
軍
。

自
宅

の

一
部
を

「い
ず
み
資
料
館
」
と
し

て
開
放
、
日
中
戦
争
従
軍
時

の
大
量

の
写
真
や
支
給
品
な
ど
を
展
示
し
て

お
ら
れ
た
。

二
〇
〇
五
年
七

月
死
去
。
秦
郁
彦

『慰
安
婦
と
戦
場

の
性

』

(新
潮
社
、

一
九
九
九
年
)
に
氏

の
発
言

が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

〈
3
>

写
真

の
裏
書
や
添
書

の
引

用
中

、
「
......」
は
省
略
箇
所
、

「□
」
は

不
明
字
や
個
人
名
を
伏
せ
た
箇

所
を
示
し
、
□

の
数
は
元

の
字
数

に
対
応

し
て
い
る
。
ま
た
旧
字
体
は
新

字
体

に
改

め
た
。

〈
4
>

詳
し
く
は
、
第

二
章
第

二
節
に
後
述
。

〈
5
>

『
朝

日
新
聞

』

二
〇
〇
五

年

一
〇
月

二

一
日
朝
刊

「
日
中

学
生

討

論
-

隣
人
と
語

る
明

日
」
所
載

の
内
閣
府
世
論
調
査
。

「中

国
に
親

し

み
を
感
じ
る
」
率

は
八
〇
年
の
約
八
〇
%
を
頂
点

に
そ

の
後

は
下
が
り
続

け
、
〇
四
年

に
は
三
七

・六
%
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

〈
6
>

駒
澤

大

学
開

校
百

二
十

年

史
編

纂
委

員
会

『
駒

澤
大

学
百

二
十

年
I
l
過
去
か
ら

い
ま

そ
し

て
未
来

へ
』
駒
澤
大
学
、
平
成

一
四
年
、

四
八
頁
。

〈
7
>

三
重
県
健
康
福
祉
部
長
名

に
よ
る

「軍
歴
証
明
」
(
平
成

一
八
年
八

月
二
四
日
発
行
)。

〈
8
>

小
稿
脱
稿
後
に
あ
ら
た
に
判
明
し
た
事
実
も
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め

て
反
映

し
た

い
。

〈
9
>

防
衛
省
防
衛
研
究
所
提
供

の
資
料

に
よ
れ
ば
、
三
重
県
津
に
置
か
れ

た
補
充
部
隊
。
前
掲
注
〈
7
>
「
軍
歴
証

明
」
な
ど
か
ら
、
当
時

は
歩
兵
第

三
十
三
連
隊
の
補
充
隊
だ

っ
た
可
能
性

が
高

い
。

〈
10
>

南
京

の
南
方
。
ア
ル
バ
ム
ー
添
書

に
よ
る
と
、
南
京

に
十
五
師
団
本

部
、
漂
水
に

一
大
隊
、
金
壇

に
二
大
隊

・
聯
隊
本
部
、
句
容

に
三
大
隊
が

あ

っ
た
。

〈
n
>

こ
の
時
期

に
は
、

「初
年
兵
掛
教
官
」

「旅
団
幹
候
下
士
候
教
育
隊
教

育
要
員
」

の
記
載
も
あ
る
。

〈
12
>

大
西
昇

『
沖
縄

戦
記

石
部
隊

の
部

』

(昭
和
五
三
年

)
に

「機
関

銃
中
隊

(田
宮
隊
)
1

屍
の
山
」

の
章

あ
り
。
大
西
氏
は
独
立
混
成
第

四
旅
団
独
立
歩
兵
第
十
四
大
隊
所
属

の
衛
生
兵

だ

っ
た
。

〈
13
>

一
九
四
〇
年

=

月

=
二
日
、
南
京

か
ら
上
海

に
向
か
う
途
上

の
丹

陽
駅
に
お
い
て
撮
影
。

〈
14
>

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
愛
知
大
学
大
学
史
事
務
室
研
究
員
、
佃
隆

一

郎
氏
に
ご
教
示
を
受
け
た
。

〈
15
>

筆
者

の
愛
大
入
学
式

に
同
行
し

て
き
た
母

は
、

「う
ち

に
こ
こ
の
門

で
撮

っ
た
写
真

が
あ

る
」
な
ど
と
言

い
な
が
ら
、
キ
ャ
ン
パ

ス
を
た
ず
ね

歩
き
、
結
局
確
信

が
持

て
な
か

っ
た
も

の
だ
ろ
う
、
正
門
と
副
門

の
二
箇

所

で
筆
者
を
立
た
せ
て
写
真
を
撮

っ
た
。

〈
16
>

前
掲
注
〈
7
>
「軍
歴
証
明
」。

〈17
>

一
九

四
二
年
元
旦
撮
影

の
集
合
写
真
が
あ
り
、
以
後

の
写
真

の
署
名

や
賞
状

の
宛
名
に
登
場
す

る
。

〈
18
>

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室

「第

三
十

二
軍
戦
闘
序
列

お
よ
び
指
揮

下
部
隊

一
覧
表
」
『沖
縄
方
面
陸
軍
作
戦
』

(戦
史
叢
書
)
朝
雲
新
聞
社
、

昭
和

四
三
年
。
防
衛
庁
防

衛
研
修

所
戦
史
室

『
北
支

の
治
安
戦

(2
)』

(戦
史
叢
書
)
朝
雲
新
聞
社
、
昭
和
四
六
年
。
大
西
昇

『
沖
縄

戦
記
ー

石
部
隊
の
部
』
昭
和
五

三
年
。
堀
井

弘

一
郎

「山
西
省
に
お
け
る
日
本
軍

特
務
機
関
と
侃
偲
政
権

機
構
-

孟
県

で
の
性
暴
力

に
関
連
し
て
」
(
石

田
米
子

・
内
田
知
行
編

『黄
土

の
村

の
性
暴
力
i

大
娘
た
ち
の
戦
争
は

史料紹介 個人史から考える日中近現代関係史30i



終
わ
ら
な

い
』
創
土
社
、
二
〇
〇

四
年
)
。

〈
19
>

裏
書

に
は
全
員

の
姓

(
日
本
姓
)
と
軍

の
階
級

の
記
載
が
あ
る
。
同

日

に
撮
影

さ
れ
た

「
東
会
里
警
備
隊

記
念
撮

影
」
と
裏
書

が
あ

る
写
真

(軍
服
姿
)

に
は
全
員

の
フ
ル
ネ
ー
ム

の
記
載

が
あ
り
、

こ
れ
ら

二
枚

の

姓
が

一
致
す

る
。
な
お
、
堀
井
、
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
日
本
軍

は

一
九

三
八
年

に
孟
県
県
城
を
占
領
、
県
城

に
は
独
立
歩
兵
第
十

四
大
隊
本
部

が
、
東
会
里
を
含
む
県
内

四
箇
所

に
村
公
所
が
置

か
れ
た
。
村
公
所
や
警

備
隊

に

つ
い
て
、
詳

し
く
は
同
論
文
参
照
。

〈
20
>

山

田
十

一
郎
氏

。
二
〇
〇
五
年
五
月
四
日
、
三
重
県
松

阪
市

に
て
聞

き
取
り
調
査
実
施
。

〈
21
>

一
九
四
〇
年
に
圭
川
と
同
じ
旅
団
の
別

の
大
隊

(独
立
混
成
第

四
旅

団
独
立
歩
兵
第
十

三
大
隊
)

に
入
隊
し
、
ほ
ぼ

同
時
期

に
山
西
省

で
の
駐

屯
経
験
を
持

つ
生
存
者

の
回
想

に
、

こ
の
旅

団
の
中
隊
将
校

は
、

ほ
と
ん

ど
が
幹
部
候
補
生

あ
が
り
だ

っ
た
か
ら
、

「
こ
の
イ

ン
テ
リ
が
、
娑
婆

で

は
威
張

っ
て
い
ら
れ
て
も
、
軍
隊

で
は
星

の
数

よ
り

メ
シ
の
数

が
も
の
を

い
う
ん
だ
」
と

い
う

こ
と
で
馬
鹿

に
し
て
い
た
。
将
校
よ
り
も
下
士
官

の

方
が
威
張

っ
て

い
た

、
と
あ
る

(内
海
愛
子

・
石
田
米
子

・
加
藤
修
弘
編

『
あ

る
日
本
兵

の
二

つ
の
戦
場
-

近
藤

一
の
終
わ
ら
な

い
戦
争
』
社
会

評
論
社
、

二
〇
〇
五

年
、
六

一
頁
)。
直
接
会

っ
た
元
部
下

の
方
々
か
ら

出

る
圭

川
に

つ
い
て

の
人
物
評
、

「大
人
し

い
人
」

「僕
ら
と
話
す
時
も
ま

と
も
に
顔
見

て
話
が

出
来

ん
よ
う
な
人
」
も
そ
う
い
う
状
況
か
ら
来

る
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

ま
た
、
伯
母

の
嫁
ぎ
先

に
届
い
た
た
め
、
敗
戦
後
処

分

さ
れ
ず

に
た
だ

一
通
残

っ
た
自
筆
の
手
紙

が

「隊
長
と
な
れ
ば
、
精
神

的
苦

労

が
大

だ
。
本

当

に
痩

せ
た
。
矢
張

り
部

下
を
取
り
な
す

の
は
金

だ
」
と

し
て
、
親
族

に
送
金
を
乞
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
戦
場

の
意
外

な
現
実
を
垣
間
見
せ

て
興
味
深

い
。

〈
22
>

詳
し
く

は
、
堀
井
、
前
掲
論
文
参
照
。

〈
23
>

し

か
し
、
和
服

を
着

て
い
れ
ば

即
日
本
人

と
は
限
ら
ず
、
前
掲

注

〈
2
>
の
山
本
氏
が
見

せ
て
く
れ
た
本
人
撮
影
の
写
真

に
は
、
和
服
を
来
た

女
性

が
混
じ

る
宴
席

の
写
真

に

「朝

鮮
人
慰
安
婦
」
と

い
う
添
書

が
あ

り
、
さ
ら
に

「
日
本
人
は
高
級
高

い
、
朝
鮮
人
は
多

い
、
中
国
人
安

い
」

と
書
か
れ
て

い
た
。

〈
24
>

ア
ル
バ
ム
4

「支
那
事
変

記
念
写
真
帳
」

「編
纂
記
」
。

〈
25
>

安
藤

達
夫

『
新
聞
街
浪

々
記
-

大
正

・昭
和

(前
期
)
の
侍
た
ち
』

新
濤
社
、
昭
和

四

一
年
、

一
九

一
頁
。
ま
た
、
中
下
正
治

『新
聞

に
み
る

日
中

関
係
史
-

中
国

の
日
本

人
経

営
紙
』

(
研
文
出
版
、

一
九
九

六

年
)

の
巻
末
資
料

「補

m

第

二
次
大
戦
中

の
在
中
国
日
本
人
新
聞
統
合

に
つ
い
て
」

に

「第
二
次
大
戦
中
、
軍

の
指
導

に
よ
り
、
各
地

の
日
本
人

新
聞

(邦
時
紙

)
を
統
合

し
た
が
、
そ

の
大
要

は
次

の
よ
う

に
行

わ
れ

た
」
と

し
て
、
華

北

で
は

『
石

門
東
亜
新
報
』

『
山
西
東
亜
新
報
』

(
太

原
)
『山
東
東
亜
新
報
』

(青
島
)
『
河
南
東
亜
新
報
』

(開
封
)

の
四
紙

が

『
東
亜
新
報
』

(北
京

)
に
、
華
南

で
は
、
『南
京
大
陸
新
報
』
『
武
漢
大
陸

新
報
』
『
徐
州
大
陸
新
報
』
が

『
大
陸
新
報
』

(上
海
)
に
統
合
さ
れ
た
と

し
て

い
る
。
し
か
し
、
年
月
日

の
記
載

は
な

い
。
安
藤
、
前
掲
書
に
よ
れ

ば
、
日
本
敗
戦
後
、
東
亜
新
報
社
は
国
民
政
府

に
よ

っ
て
接
収
さ
れ

て
お

り
、
筆
者

は
、
北
京

の
国
家
図
書

館
で

『東
亜
新
報
』

の
所
蔵
を
確
認

し

た
。

〈
26
>

掲
載
年
月
日
不
明
。
中
部
本
社
発
行
と
な

っ
て
お
り
、
名
古

屋

の
住

所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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