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「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
と
植
民
地
主
義
（
上
）

植
松
青
児

広
島
は
軍
都
だ
っ
た
。侵
略
戦
争
の
大
拠
点「
廣

島
」
だ
っ
た
。
だ
か
ら
20
世
紀
の
広
島
の
歴
史
を

語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
加
害
と
被
害
が
錯
綜
し
た
、

複
雑
な
歴
史
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
…
…
は

ず
だ
が
、多
く
の
「
広
島
」
に
つ
い
て
の
語
り
は
、

そ
の
よ
う
な
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
歴
史
社
会
学
者
キ
ャ
ロ
ル
・
グ

ラ
ッ
ク
は
『
戦
争
の
記
憶
』（
講
談
社
現
代
新
書
、

２
０
１
９
年
）
の
中
で
こ
う
述
べ
る
。「
日
本
と
ア

メ
リ
カ
で
語
ら
れ
る
原
爆
に
つ
い
て
の
一
般
的
な

記
憶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
半
分
ず
つ
抜
け
落
ち
て
い
る

（
略
）
両
方
の
国
が
、
原
爆
の
物
語
を
半
分
し
か

語
ら
な
い
。
ま
る
で
、
日
本
は
ヒ
ロ
シ
マ
以
前
の

出
来
事
を
軽
く
飛
ば
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ア

メ
リ
カ
は
ナ
ガ
サ
キ
以
後
に
起
き
た
こ
と
に
は
ほ

と
ん
ど
触
れ
な
い
」

８
月
６
日
以
前
の
広
島
が
語
ら
れ
る
場
合
も
、

そ
の
多
く
は
８
月
６
日
以
降
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の

悲
劇
を
際
立
た
せ
る
「
伏
線
」
の
場
合
が
多
い
。

イ
ノ
セ
ン
ト
な
「
広
島
の
住
民
」
が
い
て
、
8
月

６
日
の
原
爆
投
下
の
惨
劇
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
核

兵
器
廃
絶
と
い
う
今
後
の
目
標
が
明
示
、
あ
る
い

は
暗
示
さ
れ
る
。
現
在
、
こ
れ
は
定
型
化
・
規
範

化
さ
れ
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
語
り
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
。

そ
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
物
語
で
は
、
原
爆
と
い

う
単
一
の
「
暴
力
」
が
描
か
れ
、
そ
の
暴
力
の
消

滅
が
今
後
の
目
標
、
あ
る
い
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し

て
用
意
さ
れ
る
。
単
純
と
言
え
ば
単
純
だ
し
、
明

快
と
言
え
ば
明
快
だ
。

ち
な
み
に
長
崎
に
つ
い
て
も
、
空
襲
に
遭
っ
た

他
の
都
市
を
含
め
た
「
日
本
の
戦
争
被
害
」
の
語

り
も
、こ
れ
と
極
め
て
近
い
か
た
ち
で
の
定
型
化
・

規
範
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
の
戦
争
」
と
「
語
り
直
し
」

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
語
り
」
の
ま
ま
で
良

い
の
か
。
語
り
継
が
れ
る
べ
き
は
、
原
爆
と
い
う

単
一
の
暴
力
だ
け
で
良
い
の
か
。
十
分
な
の
か
。

例
え
ば
、
現
在
の
日
韓
両
政
府
の
深
刻
な
軋
轢

は
、
徴
用
工
訴
訟
問
題
が
大
き
な
契
機
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
訴
訟
の
一
つ
は
三
菱
重
工
の
広
島

と
名
古
屋
の
両
工
場
に
動
員
さ
れ
た
元
・
徴
用
工

た
ち
が
原
告
と
し
て
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
人
た
ち
が
８
月
５
日
ま
で
の
「
廣
島
」
で
体
験

し
た
暴
力
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
物
語
の
「
外
」

な
の
か
？　

そ
れ
と
も
、そ
れ
ら
の
体
験
を
「
内
」

に
取
り
込
め
る
よ
う
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
語
り
直

し
を
試
み
る
の
か
？

あ
る
い
は
、
現
在
観
光
名
所
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
広
島
城
（
鯉
城
）
は
、
８
月
６
日
ま
で
は
陸

軍
第
５
師
団
の
司
令
部
が
あ
り
、
そ
し
て
同
師
団

は
中
国
で
、
マ
レ
ー
で
侵
略
戦
争
の
一
翼
を
担
っ

て
い
る
、
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
日
本
の
外
側
で
同
師
団
が
行
っ
た
行
為
だ
か
ら

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
物
語
の
「
外
」
な
の
か
？　

そ

れ
と
も
こ
れ
ら
も
含
め
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
語
り 『この世界の片隅に』（こうの史代作、双葉社）
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直
す
の
か
？　

語
り
直
す
こ
と
は
可
能
な
の
か
？

こ
れ
か
ら
貴
方
や
わ
た
し
は
、
定
型
化
・
規
範

化
さ
れ
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
」
や
「
日
本

の
戦
争
被
害
」
を
そ
の
ま
ま
語
り
継
ぐ
の
か
？　

そ
れ
と
も
、
加
害
と
被
害
が
錯
綜
し
た
、
小
田
実

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
被
害
者
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
加
害
者
に
な
り
」、
さ
ら
に
過
酷
な
暴

力
の
被
害
者
に
な
っ
て
い
っ
た
物
語
と
し
て
「
語

り
直
す
」
の
か
？

8
月
15
日
の
呉
に
現
れ
た
太
極
旗

さ
て
「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
で
あ
る
。
こ
の

作
品
は
広
島
や
日
本
の
戦
争
を
「
語
り
直
す
」
こ

と
を
試
み
た
作
品
で
あ
り
、
い
く
つ
も
の
大
き
な

ヒ
ン
ト
を
私
た
ち
は
得
ら
れ
る
と
思
う
。

「
え
？　

あ
の
作
品
が
（
日
本
の
戦
争
を
語
り
直
す
）

ヒ
ン
ト
に
な
る
の
？
」
と
感
じ
た
読
者
の
方
も
お

ら
れ
る
と
多
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、「
こ
の

世
界
の
片
隅
に
」
と
い
う
作
品
は
一
般
的
に
「
日

本
の
戦
争
被
害
」も
の
の
典
型
・
定
番
、つ
ま
り「
語

り
直
し
」
の
正
反
対
に
あ
る
物
語
と
し
て
受
容
さ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。

実
際
、
映
画
版
「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」
は
、

２
０
１
６
年
の
上
映
開
始
か
ら
２
０
０
万
人
以
上

の
観
客
を
集
め
、
さ
ら
に
こ
の
8
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総

合
で
放
送
さ
れ
、
各
地
の
平
和
運
動
系
イ
ベ
ン
ト

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
徴
用
工
な
ど
）
朝
鮮

人
強
制
労
働
動
員
問
題
や
、
軍
専
用
性
施
設
と
性

労
働
者
・
性
奴
隷
（「
慰
安
婦
」
な
ど
）
と
い
っ
た
、

大
日
本
帝
国
に
よ
る
暴
力
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん

で
、
作
品
の
片
隅
に
描
い
て
い
る
の
だ
。

そ
の
典
型
が
、「
玉
音
放
送
」
の
直
後
に
主
人

公
の
北
條
す
ず
が
見
る
「
太
極
旗
」
の
存
在
で
あ

る
。原

作
で
は
、
１
９
４
５
年
８
月
15
日
、「
玉
音

放
送
」
を
聴
い
て
納
得
で
き
な
い
気
持
ち
の
す
ず

は
、
畑
に
水
や
り
に
出
た
と
き
に
「
太
極
旗
」
を

目
に
す
る
。「
光
復
」
が
訪
れ
た
こ
と
を
祝
う
朝

鮮
人
住
民
の
姿
を
、
す
ず
は
軍
港
の
街
・
呉
の
片

隅
で
目
に
す
る
の
だ
。
そ
し
て
す
ず
は
驚
き
も
せ

ず
、
狼
狽
も
せ
ず
、
瞬
時
に
思
考
を
め
ぐ
ら
し
、

自
ら
の
戦
争
観
や
国
家
観
を
大
き
く
切
り
替
え
て

い
く
。「
あ
あ
」「
暴
力
で
従
え
と
っ
た
い
う
事
か
」

「
じ
ゃ
け
え
暴
力
に
屈
す
る
い
う
事
か
ね
」「
こ
れ

が
こ
の
国
の
正
体
か
ね
」。

こ
こ
ま
で
ラ
ジ
カ
ル
（
根
源
的
）
な
「
日
本
の

８
月
15
日
」
の
描
写
は
、
日
本
の
戦
争
被
害
の
物

語
の
中
に
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
極
め
て

稀
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。

し
か
も
、
す
ず
は
45
年
６
月
の
呉
空
襲
で
投
下

さ
れ
た
時
限
爆
弾
で
右
手
を
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
大

怪
我
を
負
っ
て
い
る
。
実
家
で
あ
る
浦
野
家
の
肉

親
も
広
島
の
原
爆
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
軍
の
「
暴

力
」
に
よ
り
深
い
戦
争
被
害
を
受
け
て
い
る
。
そ

で
も
多
く
の
自
主
上
映
会
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
映
画
版
を
観
た
こ
れ
ら

数
百
万
人
の
多
く
が
、
日
本
の
戦
争

被
害
物
語
の
「
典
型
」
と
し
て
（
あ

る
い
は
そ
の
進
化
形
と
し
て
）
作
品
を

受
け
入
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。し

か
し
映
画
版
で
同
作
に
触
れ
た

人
は
、
も
と
も
と
の
原
作
作
品
で
あ

る
こ
う
の
史
代
氏
の
漫
画
作
品
に
ぜ

ひ
目
を
通
し
て
ほ
し
い
。
原
作
者
が

米
軍
に
よ
る
空
襲
・
原
爆
以
外
の
さ

ま
ざ
ま
な
「
暴
力
」
を
意
識
的
に
描

き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず

だ
。
そ
れ
も
、
２
０
１
９
年
の
い
ま



10
市民の意見  NO.176　2019/10/1

特
集
　
記
憶
を
刻
み
歴
史
を
受
け
継
ぐ

う
い
っ
た
被
害
当
事
者
の
す
ず
が
、
植
民
地
主
義

の
終
焉
を
祝
う
「
他
者
」
と
会
い
、
日
本
の
帝
国

主
義
・
植
民
地
主
義
、帝
国
主
義
戦
争
の
「
敗
戦
」、

加
害
国
、
帝
国
主
義
と
し
て
の
日
本
の
実
像
に
気

づ
く
…
…
そ
こ
ま
で
の
大
胆
な
「
語
り
直
し
」、

加
害
と
被
害
が
重
層
的
に
重
な
る
物
語
を
、
こ
う

の
氏
は
選
び
取
っ
て
い
る
の
あ
る
。

安
直
に
改
変
し
た
映
画
版

た
だ
、
映
画
を
観
た
人
の
多
く
は
、
私
が
い
ま

述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
大
き
な
違
和
感
を
抱
く
か

も
し
れ
な
い
。「
太
極
旗
？　

そ
ん
な
の
あ
り
ま

し
た
っ
け
？
」「『
こ
の
国
の
正
体
』」な
ん
て
独
白
、

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
…
」
そ
れ
も
そ
の
は
ず

で
、
映
画
版
の
こ
の
シ
ー
ン
は
、
原
作
を
多
少
改

変
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
作
で
は
太
極
旗
が
コ
マ
い
っ
ぱ
い
に
描
か

れ
、読
者
は
そ
の
存
在
を
し
っ
か
り
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
映
画
で
は
畑
の
向
こ
う
に
小
さ
く
太
極

旗
が
描
か
れ
た
シ
ー
ン
が
あ
る
の
み
で
（
し
か
も

数
秒
で
次
の
シ
ー
ン
に
移
る
）、
原
作
を
予
め
読
ん
で

い
な
か
っ
た
観
客
に
と
っ
て
は
、
容
易
に
は
気
づ

か
れ
な
い
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
す
ず
の
独
白
は
大
き
く
書
き
換
え
ら

れ
て
い
る
。
す
ず
は
こ
の
よ
う
に
独
白
す
る
。

「
海
の
向
こ
う
か
ら
来
た
お
米
…
…
大
豆
…
…

そ
ん
な
そ
ん
で
出
来
と
る
ん
じ
ゃ
ろ
う
な
あ
、
う

ち
は
。
じ
ぇ
け
え
暴
力
に
も
屈
せ
ん
と
な
ら
ん
の

か
ね
」

か
な
り
不
自
然
な
改
変
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、

映
画
版
の
監
督
を
務
め
た
片
渕
須
直
氏
は
こ
の
よ

う
な
改
変
を
行
っ
た
の
か
。
片
渕
氏
は
あ
る
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
終
戦
直
後
に
進
駐
軍
が
や
っ
て
き
て
日
本
人

の
意
識
調
査
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
い
ろ
ん

な
町
で
い
ろ
ん
な
階
層
の
人
に
ど
う
思
っ
て
い
る

の
か
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
ど
う
も
大
義
と
か
正
義
で
負
け
た
と
は
思
っ
て

な
く
て
、
単
純
に
科
学
力
と
物
量
で
負
け
た
っ
て

い
う
悔
し
さ
が
あ
る
と
し
か
い
っ
て
い
な
く
て

…
…
。
も
し
そ
う
な
ら
、
あ
の
シ
ー
ン
で
す
ず
さ

ん
は
日
本
と
い
う
国
を
い
き
な
り
背
負
わ
な
く
て

も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？　

と
思
っ
た
ん
で
す
。

彼
女
の
身
の
う
ち
の
こ
と
で
、
同
じ
よ
う
に
悔
し

い
と
い
う
思
う
理
由
を
考
え
出
せ
な
い
か
と
考
え

た
ん
で
す
ね
」

「
す
ず
さ
ん
自
身
は
お
米
を
炊
い
て
お
か
ず
を

作
っ
て
…
…
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
や
っ
て
き

て
、
そ
こ
に
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
っ

た
訳
で
す
。
な
ら
ば
、
ご
は
ん
の
こ
と
で
原
作
の

よ
う
な
こ
と
を
、
彼
女
の
こ
と
を
語
れ
な
い
か
と

考
え
た
ん
で
す
ね
」

「
実
際
、
そ
の
当
時
の
日
本
本
土
の
食
糧
自
給

率
っ
て
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
て
、
海
外
か
ら
輸
入

し
て
い
る
穀
物
が
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
か
っ

た
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
の
が
わ
か
る
と
、
や
っ

ぱ
り
す
ず
さ
ん
は
生
活
人
だ
か
ら
、
あ
の
よ
う
な

反
応
を
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
た
ん
で
す
」

つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
説
明
だ
。
何
度
も
読
み

返
し
て
、
日
本
の
「
国
力
」
の
弱
さ
、「
内
地
」

で
は
自
分
た
ち
が
食
べ
る
米
や
大
豆
も
充
分
に
生

産
で
き
ず
、
海
の
向
こ
う
か
ら
の
輸
入
品
に
依
拠

せ
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
の
よ
う
な
《
国
力
の
弱

さ
》
ゆ
え
に
主
人
公
す
ず
は
「（
ア
メ
リ
カ
の
）
暴

力
」
に
屈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
た
…
…
と
い

う
シ
ー
ン
に
改
変
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

片
渕
氏
は
「
ご
は
ん
で
（
食
糧
を
モ
チ
ー
フ
に
）

1945年、呉市戦災消失区域図（国立公文書館資料より）
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原
作
の
よ
う
な
こ
と
を
」
語
ろ
う
と
し
た
、
と
述

べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
明
ら
か
に
「
原
作
の
よ

う
な
こ
と
」
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
主
人
公
す

ず
に
語
ら
せ
て
い
る
。
映
画
版
で
は
、す
ず
は「
太

極
旗
」
を
見
て
泣
い
て
い
な
い
。
国
力
の
弱
さ
ゆ

え
に
ア
メ
リ
カ
の
暴
力
に
屈
し
た
こ
と
に
悔
し
泣

き
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
す
ず
は
太
極
旗
を
見
て

思
考
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
の
か
も
疑
わ
し
い
。
朝

鮮
人
に
対
す
る
日
本
人
の
加
害
に
つ
い
て
も
思
い

を
め
ぐ
ら
せ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
太
極
旗

に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
は
、
と
す
ら
思
う
。

要
は
「
原
作
の
よ
う
な
」
ど
こ
ろ
か
、
原
作
に

あ
っ
た
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
加
害
＝
被
害
の
関
係

性
の
視
点
を
は
ぎ
取
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
加
害
＝

日
本
の
被
害
の
関
係
性
だ
け
で
描
か
れ
る
、
典
型

的
・
定
型
的
「
日
本
の
戦
争
被
害
」
の
物
語
、
他

者
の
視
点
が
差
し
込
ま
れ
な
い
「
日
本
人
だ
け
」

の
終
戦
の
物
語
に
、
こ
の
作
品
を
再
回
収
し
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
日
本
と
「
未
発
の
可
能
性
」

も
し
映
画
版
が
原
作
の
「
太
極
旗
」
の
シ
ー
ン

を
忠
実
に
す
く
い
と
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
映
画
の
上
映
館
数
や
観
客
動
員
数

は
少
な
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

が
同
作
を
放
映
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

自
主
上
映
会
は
広
く
行
な
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
。「
反

日
」
的
作
品
を
教
育
委
員
会
が
後
援
す
る
の
は
け

し
か
ら
ん
、
と
い
う
抗
議
の
「
電
凸
」
が
殺
到
し

た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
、
と
思
う
。
原
作
の
「
太
極
旗
」
を

見
た
後
の
す
ず
の
態
度
、す
ず
の
思
考
は
「
本
来
、

日
本
の
戦
後
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
っ
た
」
こ
と
、

言
い
換
え
る
と
戦
後
日
本
の
「
未
発
の
可
能
性
」

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

戦
後
の
日
本
は
植
民
地
主
義
の
「
被
抑
圧
者
」、

植
民
地
主
義
か
ら
の
解
放
＝
「
光
復
」
を
祝
う
人

と
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
戦
争
観
、
国
家
観
を
考
え

直
す
べ
き
だ
っ
た
。
帝
国
主
義
の
国
家
と
し
て
他

者
を
「
暴
力
で
従
え
」、
よ
り
強
大
な
帝
国
主
義

の
「
暴
力
に
屈
し
た
」
歴
史
を
認
識
す
べ
き
だ
っ

た
。
そ
こ
か
ら
日
本
の
「
戦
後
」
を
始
め
る
べ
き

だ
っ
た
。そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、

韓
国
・
朝
鮮
・
中
国
へ
の
嫌
悪
や
軽
蔑
が
今
の
日

本
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
主
人
公
す
ず
が
そ
こ
ま
で
深
く
洞

察
し
、思
考
を
巡
ら
せ
た
こ
と
を
「
唐
突
す
ぎ
る
」

と
感
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
（
片
渕
監
督
も
そ
う
か

も
し
れ
な
い
）。
し
か
し
筆
者
は
そ
の
考
え
に
与
し

な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
の
前
半
に
は
、

す
ず
の
故
郷
で
あ
る
広
島
市
江え

波ば

が
、
軍
都
廣
島

に
蹂
躙
さ
れ
て
い
く
、
言
い
換
え
る
と
「
国
内
植

民
地
」
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
す
ず
を
は
じ
め
江
波
の
住
民
は
、
自

国
の
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
「
暴
力
で
抑
え
つ
け
ら

れ
る
」
出
来
事
を
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
次

号
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
解
説
す
る
）

（
う
え
ま
つ
・
せ
い
じ
／
雑
誌
編
集
者
、
広
島
原
爆
被
爆
３

世
）▼

表
紙
絵
の
作
者
▲戸

邊
保

（
と
べ
・
た
も
つ
）

１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
12
月
28
日
、
千
葉

県
東
葛
飾
郡
野
田
町
（
現
・
野
田
市
）
に
生
ま
れ

る
。
野
田
尋
常
高
等
小
学
校
高
等
科
を
卒
業
。

野
田
醤
油
株
式
会
社
（
現
・
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
株
式

会
社
）
に
勤
務
し
な
が
ら
、
独
学
で
絵
を
勉
強

す
る
。
１
９
４
２
（
昭
和
17
）
年
３
月
頃
、応
召
。

静
岡
県
三
島
の
野
戦
重
砲
隊
に
所
属
し
た
の

ち
、
千
葉
県
佐
倉
連
隊
に
入
隊
。
中
国
黒
龍

江
省
の
阿
城
県
に
駐
屯
す
る
。
１
９
４
４
（
昭

和
19
）
年
８
月
19
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
移
送
中
に

九
州
沖
で
爆
沈
さ
れ
、
戦
死
。
享
年
34
。


	



