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時
風
景
也
。

　

川
又
の
夫
人
は
諸
橋
の
姪
で
も
あ
っ
た
。
空
襲
警
報
の
な
か
、
棺
も
間
に
合
わ
せ
の
も
の
で
代
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

空
襲
に
よ
る
原
版
焼
失

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
二
月
二
十
五
日
、
こ
の
日
の
Ｂ
29
に
よ
る
東
京
空
襲
は
、
特
に
大
修
館
書
店
の
社
屋
お
よ
び

附
設
整
版
工
場
の
あ
っ
た
神
田
区
（
現
在
の
千
代
田
区
の
一
部
）
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
、
神
田
区
内
だ
け
で
も
約
一
万
戸

の
家
屋
が
焼
失
、
朝
か
ら
の
大
雪
で
消
火
活
動
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
淀
橋
区
（
現
在
の
新
宿
区
）
大
久
保
の
自
宅
防
空

壕
に
避
難
し
て
い
た
川
上
市
郎
は
、
空
襲
警
報
が
解
除
さ
れ
た
翌
二
十
六
日
は
朝
か
ら
自
宅
周
辺
の
除
雪
作
業
を
し
て
い
た
。

ま
さ
か
神
田
が
火
災
に
遭
っ
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
川
上
は
、
近
所
の
人
が
神
田
が
焼
か
れ
た
と
話
し
て
い
る

の
を
聞
く
と
、
急
ぎ
会
社
の
あ
る
神
田
錦
町
に
駆
け
つ
け
た
。
駿
河
台
下
か
ら
す
ず
ら
ん
通
り
に
入
っ
て
会
社
の
方
角
を
み

る
と
、
あ
る
べ
き
は
ず
の
大
修
館
書
店
の
建
物
が
な
か
っ
た
。
駆
け
足
で
よ
う
や
く
現
地
に
辿
り
着
い
た
川
上
に
鈴
木
が
投

げ
か
け
た
第
一
声
は
、「
遅
い
ぞ
！
」
だ
っ
た
。
鈴
木
は
、
唯
一
焼
け
残
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
倉
庫
に
必
死
に
水
を

掛
け
て
余
熱
を
冷
ま
し
て
い
た
が
、
そ
の
手
を
休
め
る
こ
と
な
く
、「
こ
れ
で
サ
ッ
パ
リ
し
た
。
自
分
の
思
う
よ
う
に
大
漢

和
が
出
版
で
き
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
焼
け
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
」
と
川
上
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
と
は
裏
腹
に

鈴
木
の
表
情
は
複
雑
だ
っ
た
。
名
目
上
と
は
い
え
、
企
業
整
備
の
た
め
に
研
究
社
と
の
合
併
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、「
巻
二
」

は
研
究
社
の
名
前
で
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
資
力
と
体
力
を
を
そ
そ
い
で
き
た
鈴
木
に
と
っ
て
は
当
然
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の
こ
と
な
が
ら
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
空
襲
に
よ
っ
て
、
印
刷
途
上
に
あ
っ
た
「
巻
二
」
の
資
材
は
も
ち
ろ

ん
、
鉛
の
地
金
約
百
ト
ン
の
組
置
き
原
板
の
一
切
が
焦
土
と
化
し
た
。
巨
大
な
鉛
の
塊
は
一
週
間
に
わ
た
っ
て
燃
え
続
け
、

昼
間
は
白
く
見
え
た
灰
色
の
山
が
、
夜
に
な
る
と
溶
鉱
炉
の
よ
う
に
と
ろ
と
ろ
と
赤
い
火
を
放
っ
た
。

　

約
半
年
後
の
八
月
十
五
日
、
太
平
洋
戦
争
は
終
結
す
る
。

校
正
刷
の
分
散
保
存

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
二
月
二
十
六
日
の
朝
、
諸
橋
は
鈴
木
か
ら
、
前
日
の
空
襲
で
事
業
所
も
工
場
も
全
焼
、
大
漢

和
辞
典
の
活
字
も
す
べ
て
鉛
の
塊
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
の
電
話
を
受
け
た
。「
巻
二
」校
了
目
前
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
度
々
の
東
京
空
襲
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
、「
二
十
余
年
の
血
肉
を
一

朝
の
劫
火
に
滅
せ
ら
れ
し
」（『
止
軒
日
暦
』）
こ
と
の
無
念
さ
が
い
や
増
す
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

三
月
九
日
、鈴
木
は
二
十
五
日
の
空
襲
で
の
被
害
状
況
を
報
告
す
る
た
め
に
諸
橋
の
も
と
を
訪
れ
た
。そ
れ
に
よ
る
と
、「
巻

一
」
の
紙
型
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
土
蔵
の
中
に
置
い
た
の
で
、
ま
だ
開
け
て
い
な
い
が
大
丈
夫
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
。

「
巻
二
」
は
、
六
〇
〇
ペ
ー
ジ
ま
で
紙
型
に
と
っ
て
研
究
社
に
保
管
し
て
あ
り
無
事
。
た
だ
、
や
っ
と
の
思
い
で
配
給
を
受

け
た
「
巻
五
」
ま
で
の
各
巻
一
万
部
分
の
印
刷
用
紙
は
、
工
場
で
保
管
し
て
い
た
た
め
に
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
組
置
き
し
て
い
た
原
版
が
す
べ
て
百
ト
ン
の
鉛
塊
に
な
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、
再
開
さ
れ
た

と
し
て
も
活
字
を
新
た
に
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
業
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
大
修
館
書
店
の
み
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な
ら
ず
、
出
版
界
は
、「
紙
も
な
く
応
召
で
人
も
お
ら
ず
、
さ
ら
に
空

襲
被
害
で
焼
失
出
版
社
が
続
出
」（
鈴
木
敏
夫
『
出
版
』）、
出
版
ど
こ
ろ

で
は
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

三
月
十
一
日
、
戦
火
を
逃
れ
る
た
め
に
、
諸
橋
は
東
京
文
理
科
大
学

の
学
生
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
遠
人
村
舎
（
西
落
合
の
諸
橋
邸
内
別
棟
）

に
あ
っ
た
『
大
漢
和
辞
典
』
の
最
終
校
正
本
五
十
八
冊
（
既
刊
の
「
巻
一
」

を
除
く
一
万
五
〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
五
十
八
冊
に
分
け
て
綴
じ
た
も
の
）
を

北
多
摩
郡
砧
村
（
現
在
の
世
田
谷
区
岡
本
）
の
静
嘉
堂
文
庫
に
運
び
込

ん
だ
。そ
の
校
正
刷
は
修
正
赤
字
の
集
約
さ
れ
た
も
の
で
、戦
後
に
な
っ

て
事
業
が
再
開
さ
れ
た
と
き
の
基
本
原
稿
と
な
っ
た
。

　

校
正
刷
は
三
セ
ッ
ト
あ
り
、
一
セ
ッ
ト
（
五
十
八
冊
）
は
諸
橋
の
自

宅
に
留
め
置
き
、
も
う
一
セ
ッ
ト
は
岩
崎
小
彌
太
（
三
菱
第
四
代
社
長
）

の
好
意
で
、
現
在
の
山
梨
県
都
留
市
に
あ
っ
た
宝
鉱
山
の
倉
庫
に
運
び

込
ま
れ
た

（
１
）。
宝
鉱
山
は
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
採
掘
が
始
ま
り
昭
和
四

十
五
年
に
閉
山
、
三
菱
の
所
有
と
な
っ
た
の
は
明
治
三
十
六
年
か
ら
で

あ
る
。

製本された校正刷
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と
こ
ろ
で
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
の
七
月
、「
毎
日
新
聞
」
山
梨
県
版
に
「
大
漢
和
辞
典
ゲ
ラ
刷
り
山
梨
・
都
留

に
疎
開　

地
元
図
書
館
が
報
告
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
っ
た
。

　

山
梨
県
都
留
市
の
戦
後
七
二
年
企
画
「
市
民
の
記
憶
を
語
り
伝
え
る
会
」（
同
市
教
委
主
催
）
が
三
十
日
、
同
市
中
央

三
の
「
市
ま
ち
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
り
、
都
留
文
科
大
学
初
代
学
長
の
漢
学
者
、
諸
橋
轍
次
博
士
（
一
八
八

三‒

一
九
八
二
年
）
の
「
大
漢
和
辞
典
」（
大
修
館
書
店
）
の
ゲ
ラ
刷
り
が
戦
火
を
逃
れ
、
旧
宝
村
（
現
都
留
市
）
に
あ
っ

た
宝
鉱
山
（
戦
後
、
三
菱
金
属
鉱
業
宝
鉱
山
に
改
称
）
に
疎
開
し
て
い
た
経
過
が
報
告
さ
れ
た
。
戦
中
戦
後
の
三
十
数
年

の
歳
月
と
延
べ
二
五
万
八
〇
〇
〇
人
の
人
員
を
費
や
し
て
完
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
世
界
的
大
著
に
、
三
菱
の
鉱
山
を

通
し
て
都
留
市
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
実
が
分
か
っ
た
。（「
毎
日
新
聞
」
二
〇
一
七
・
七
・
三
十
一
）

　

都
留
市
立
図
書
館
で
は
、「
諸
橋
博
士
と
山
梨
県
へ
の
『
本
の
疎
開
事
業
』
を
伝
え
て
い
き
た
い
。」
と
し
て
い
る
。

　

幸
い
に
焼
失
を
免
れ
た
校
正
刷
に
つ
い
て
は
分
散
保
存
の
措
置
を
と
っ
た
も
の
の
、
果
た
し
て
編
纂
事
業
は
継
続
で
き
る

の
か
否
か
、
諸
橋
の
気
持
ち
は
複
雑
だ
っ
た
。
大
修
館
書
店
か
ら
の
出
版
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
、
静
嘉

堂
か
ら
出
版
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
三
菱
の
岩
崎
小
彌
太
に
も
相
談
し
て
い
た
。
一
方
で
、
自
分
の
仕
事
は
こ
れ
ま
で
だ
、

と
考
え
る
と
す
べ
て
が
虚
し
く
な
っ
た
。
諸
橋
が
、
資
料
カ
ー
ド
を
燃
や
し
た
り
遠
人
村
舎
に
あ
っ
た
書
籍
を
皆
に
分
け
与

え
た
り
し
た
の
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。


