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私
が
東
京
の
空
襲
に
よ
り
長
崎
に
疎
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
戦
時
中
の
こ
と
で

し
た
。
そ
れ
は
祖
母
が
先
祖
代
々
ず
っ
と
受
け
つ
い
で
き
た
長
崎
上
筑
後
町
の
自
宅
を

守
っ
て
い
た
事
と
私
の
両
親
が
共
に
長
崎
を
古
里
と
し
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

　

祖
母
の
住
む
長
崎
上
筑
後
町
の
家
の
四
軒
先
が
大
叔
父
林
源
吉
の
家
で
其
処
か
ら

少
し
行
っ
た
処
に
杉
山
の
家（
迎
陽
亭
）が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
の
祖
母
山
口
ヨ
ネ
は
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
志
築
家
の
長
女
で
長
男
は
志
築
新
太
郎
、

次
女
ミ
ヤ
は
同
町
に
あ
っ
た
有
名
な
迎
陽
亭
の
杉
山
家
に
、
三
女
チ
ヨ
も
当
時
同
町

の
林
源
吉
に
嫁
い
で
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
私
は
小
学
生
で
、
同
じ
町
内
に
祖
母
の
四
人
兄
弟
の
家
が
あ
り
ま
し
た
の

で
私
は
毎
日
、
近
く
の
四
人
の
家
を
廻
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

　

林
の
お
じ
に
は
一
人
息
子
の
勝
兄
が
い
ま
し
た
。
勝
兄
は
東
京
の
私
の
家
に
時
々

あ
そ
び
に
来
て
い
ま
し
た
が
、
私
が
長
崎
に
来
た
時
に
は
召
集
を
う
け
、
軍
隊
に
出

て
い
ま
し
た
。

　

林
の
お
じ
は
、
私
を
孫
の
よ
う
に
大
変
可
愛
が
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
林
の
お
じ

は
生
来
、
学
問
が
お
好
き
で
歌
舞
伎
や
和
楽
も
お
好
き
、
気
侭
に
生
き
る
性
格
で
当

時
は
戦
後
の
混
乱
期
と
い
う
の
に
、小
母
に
は
、あ
ま
り
頼
り
に
な
る
人
で
は
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。

　

本
来
、
林
の
お
じ
は
鍛
冶
屋
に
あ
っ
た

老
舗
丸
一
家
具
屋
の
四
男
坊
で
兄
達
は
皆

ほ
か
に
出
て
し
ま
い
家
業
を
全
て
ま
か
せ

ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
商
売
に

専
念
す
る
事
が
な
く
趣
味
の
長
崎
青
貝
細

工
の
職
人
を
店
に
入
れ
て
長
崎
工
芸
を
作

ら
せ
、
自
分
も
ア
ト
リ
エ
を
構
え
て
長
崎

の
洋
画
家
彭
城
貞
徳
に
つ
い
て
洋
画
を
、

更
に
粟
原
玉
葉
に
つ
い
て
日
本
画
も
学
ん

で
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
店
内
の
飾
り
つ
け
は
ま
る
で
美
術
館
の
よ
う
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

　

お
じ
様
の
若
い
時
は
遊
び
も
大
変
お
上
手
だ
っ
た
よ
う
で「
成
駒
屋
物
語
」を
書
い

て
お
ら
れ
ま
す
し
、
其
の
頃
の
思
い
出
の
品
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
、
書
棚
の

上
に「
青
貝
の
櫛
と
簪
」を
布
に
包
ん
だ
小
さ
な
箱
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
箱

は
お
じ
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
年
八
月
九
日
午
前
十
一
時
頃
警
報
が
解
除
に
な
り
私
は
縁
側
で
涼
ん
で
い

た
時
で
し
た
。
バ
タ
バ
タ
と
聞
き
な
れ
な
い
飛
行
機
の
音
と
共
に
北
か
ら
港
に
向
っ
て
東

京
で
見
な
れ
た
B
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よ
り
小
さ
な
敵
機
が
低
空
で
飛
び
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。
す
る
と

間
も
な
く
空
は
一
面
ピ
ン
ク
色
に
光
り
大
き
な
大
爆
音
と
共
に
家
が
ゆ
れ
表
の
格
子
、

ガ
ラ
ス
戸
、
天
井
板
等
が
飛
ん
で
来
ま
し
た
。
そ
の
時
、
玄
関
の
下
駄
箱
は
横
に
向
き
、

玄
関
の
戸
は
外
れ
、
外
に
出
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
雨
戸
な
ど
も
飛
ん
で
来
ま
し
た
。

　

暫
く
し
て
か
ら
、
私
達
は
上
の
聖
福
寺
横
の
防
空
壕
に
避
難
し
ま
し
た
が
、「
横

の
福
済
寺
に
火
が
つ
き
危
な
い
か
ら
」と
言
わ
れ
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、
下
の
道
は

浦
上
・
立
山
方
面
か
ら
被
爆
し
て
下
っ
て
こ
ら
れ
る
人
達
が
多
く
、
大
混
乱
で
な
か

な
か
歩
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
達
は
爆
弾
が
近
く
に
落
ち
た
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
中
島
川
を
渡
っ
て
愛
宕
町

の
親
戚
の
家
ま
で
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。
翌
日
よ
り
、
先
ず
食
糧
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
田
上
の
知
人
の
農
家
に
行
き
食
べ
物
を
分
け
て
戴
き
ま
し
た
。

　

林
の
お
じ
は
駅
前
を
歩
い
て
い
て
被
爆
、大
し
た
や
け
ど
も
無
く
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
由
、

そ
し
て
筑
後
町
の
家
は
ち
ょ
う
ど
物
陰
で
ど
う
に
か
残
っ
て
い
た
の
で
家
を
片
づ
け
、
邸

内
に
井
戸
や
裏
座
敷
も
残
っ
て
い
た
の
で
住
ま
わ
れ
る
事
に
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
頃
、
林
の
お
じ
は
長
崎
市
立
博
物
館
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
戦
時

中
の
こ
と
で
同
館
は
閉
館
さ
れ
、
長
崎
市
の
行
務
を
手
伝
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

其
の
時
、
林
の
お
じ
の
処
に
同
じ
市
役
所
に
勤
め
て
お
ら
れ
た
木
野
晋
見
雄
先
生

が
城
山
町
の
自
宅
で
家
族
も
家
も
な
く
さ
れ
、
林
の
家
の
離
れ
に
御
位
牌
を
持
参
さ

れ
暫
く
逗
留
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
木
野
先
生
は
其
の
後
、
林
の
お
じ
様
の
御
長
男

で
戦
病
死
さ
れ
た
俳
人
の
林
勝
兄
の「
夕
ざ
く
ら
」の
句
碑
を
深
崇
寺
墓
地
内
に
建
立

す
る
時
に
も
協
力
し
て
戴
き
ま
し
た
。
そ
し
て
更
に
、
そ
の「
夕
ざ
く
ら
の
句
」に
曲

を
つ
け
演
奏
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
句
碑
の
設
計
は
勝
兄
と
長
中
で
同
級
生
の
親
友
・

丹
羽
漢
吉
先
生
が
設
計
さ
れ
其
の
除
幕
を
私
が
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

　

林
の
お
じ
は
、
あ
ま
り
人
付
き
合
い
は
上
手
で
な
く
交
友
関
係
も
少
な
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
以
外
と
伯
母
と
共
に
親
戚
の
世
話
も
よ
く
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
又
東
京

方
面
か
ら
来
ら
れ
る
有
名
な
方
々
の
お
世
話
も
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
し
、
各
方
面
か
ら

良
く「
林
先
生
は
御
元
気
で
す
か
」の
お
電
話
も
戴
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

戦
後
は
市
立
博
物
館
の
専
門
委
員
と
し
て
島
内
八
郎
先
生
と
共
に
毎
日
勤
務
し
何

か
執
筆
を
続
け
、
お
宮
日
や
丸
山
春
雨
祭
り
、
郷
土
芸
能
大
会
、
展
覧
会
に
は
良
く

解
説
や
挨
拶
に
出
か
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
三
十
八
年
六
月
に
病
を
得
て
片
淵
町
の
原
爆
病
院
に
入
院
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
皆
様
に
病
院
に
は
決
し
て
見
舞
に
来
な
い
事
、
私
は
其
の
後
の
二
ヶ
月
、
病

院
の
カ
ー
テ
ン
外
で
お
見
舞
人
の
対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
。
但
し
市
立
博
物
館
の
越

中
哲
也
先
生
の
み
に
は
、
い
ら
し
て
戴
き
い
ろ
い
ろ
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
年
の
原
爆
の
日
、
八
月
九
日
朝
、
林
の
お
じ
は
伯
母
に
つ
き
そ
わ
れ
静
か
に

な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

葬
儀
は
寺
町
の
菩
提
寺
深
崇
寺
様
が
ち
ょ
う
ど
本
堂
が
修
理
中
で
し
た
の
で
隣
の

越
中
先
生
の
御
実
家
光
源
寺
の
本
堂
を
お
借
り
し
ま
し
た
。
是
も
何
か
の
御
縁
と
参

列
者
一
同
は
な
し
て
お
り
ま
し
た
。
伯
母
も
昭
和
四
十
五
年
八
五
才
で
静
か
に
上
筑

後
町
の
家
で
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

林
の
お
じ
は
、
生
前
よ
く
絵
を
描
い
て
お
ら
れ
、
暇
が
あ
る
時
に
は
、
日
曜
大
工
も
や

り
、
と
こ
と
ん
仕
事
を
止
め
な
い
人
で
し
た
。
又
暇
が
あ
る
と
薄
茶
を
た
し
な
み
、
お
庭

に
は
京
都
の
苔
寺
か
ら
戴
い
て
こ
ら
れ
た
ガ
ン
ピ
や
秋
海
棠
、
中
国
西
湖
か
ら
持
っ
て
こ

ら
れ
た
葦
も
大
切
に
植
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
裏
庭
の
ト
ン
ゴ
柿
は
秋
に
な
る
と
御
自
身

で
割
り
竹
で
ち
ぎ
っ
て
御
近
所
、親
戚
に
く
ば
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。好
き
な
食
べ
物
は「
お

魚
と
野
菜
の
煮
付
け
」、「
紅
さ
し
の
南
蛮
漬
」で
し
た
。
特
に
南
蛮
漬
が
お
好
き
で「
紅

さ
し
」が
な
く
な
る
と「
小
鯵
」で
作
っ
て
伯
母
は
毎
日
用
意
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
も
、
お
じ
、
お
ば
の
有
り
し
日
の
事
を
思
い
懐
し
ん
で
お
り
ま
す
。（
表
千
家
長

崎
支
部
参
与
）

参
考
・
林
源
吉
先
生
伝
記
は「
長
崎
県
大
百
科
事
典
」（
長
崎
新
聞
社
刊
）。

　
　
　

林
先
生
の
論
考
は
多
く「
長
崎
談
叢
」（
長
崎
史
談
会
刊
）に
あ
る
。

三
六
四
号　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
日

長
崎
の
美
術
工
芸
史
を
創
設
さ
れ
た
大
叔
父

　
　
林
源
吉
の
偲
い
出

○
十
一
月
を
昔
は
霜
月
と
い
い
今
月
よ
り
寒
い
風
が
吹
き
は
じ
め
る
と
い
う
。
但
し
旧
暦
で
は

冬
を
迎
え
る
日
を「
立
冬
」と
言
い
、
今
年
の「
立
冬
」は
現
在
歴
で
は
十
一
月
七
日
に
当
る
。

冬
が
来
ま
す
。
体
調
を
こ
わ
さ
な
い
よ
う
に
致
し
ま
し
ょ
う
。

○
昔
の「
長
崎
年
中
行
事
覚
書
」を
み
る
と「
十
月
・
最
初
の
亥い（
巳
）の
日
を「
玄
猪
祝
」と
い
い「
亥

の
子
餅
」を
搗
き
お
互
に
祝
す
」と
あ
る
。
現
在
暦
で
、
旧
十
月
最
初
の
亥
の
日
は
十
一
月

二
十
二
日
に
な
る
が
、
長
崎
で
此
の
日「
亥
の
子
餅
」を
い
た
だ
く
家
が
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

○
平
安
時
代
の
朝
廷
の
行
事
控
に
も
、
江
戸
時
代
の
宮
中
行
事
に
も
十
月
行
事
と
し
て「
玄

猪
」と
あ
り
一
六
〇
三
年
の
長
崎
版
行
の
日
ポ
辞
書
に
もinocogum

o

と
記
し
て
あ
る
。「
猪

（
亥
）は
多
く
の
子
を
産
み
育
て
る
」と
言
う
説
よ
り
家
族
の
繁
栄
を
神
に
祈
る
日
に
な
っ

た
と
記
し
て
あ
る
。

○
十
一
月
は
、
文
化
の
日
が
あ
り「
文
化
財
を
大
事
に
保
存
す
る
心
構
え
を
意
識
さ
せ
る
月
間
」

と
あ
る
。
特
に
長
崎
市
内
に
は
全
九
州
の
国
宝
建
造
物
六
棟
の
う
ち
三
棟（
唐
寺
崇
福
寺
内

二
棟
・
大
浦
天
主
堂
一
棟
）が
保
存
さ
れ
て
い
る
事
を
承
知
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
に

対
し
て
先
月
の
対
馬
に
お
け
る
文
化
財
盗
難
事
件
、
残
念
な
事
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

○
残
念
と
い
え
ば
上
海
長
崎
間
の
航
路
、
来
年
ま
で
一
時
休
航
と
の
事
。
私
達
の
祖
父
が「
一

次
会
は
長
崎
で
、
二
次
会
は
上
海
で
賑
か
に
し
ま
し
ょ
う
や
」と
お
友
達
と
話
し
て
お
ら
れ

た
の
を
不ふ

と図
お
も
い
出
し
、
私
自
身
も
何
度
と
な
く
上
海
博
物
館
や
蘇
州
方
面
に
行
き
、

中
国
の
先
生
方
に
日
中
の
文
化
交
流
史
に
つ
い
て
御
教
授
を
う
け
た
事
に
感
謝
申
し
上
げ

る
と
共
に
、
何
か
懐
か
し
い
思
い
出
が
多
い
。

○
次
い
で
、
先
日
は
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る「
長
崎
福
建
友
好
三
十
周

年
記
念
中
国
福
建
博
物
院
展
」の
見
学
に
行
き
、
再
び「
日
中
国
交
の
事
」に
つ
き
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。（
展
覧
会
は
十
一
月
三
十
日
迄
開
催
）

○
今
月
に
寄
贈
い
た
だ
い
た
書
籍

　

西
日
本
文
化
協
会
よ
り「
西
日
本
文
化
№
４
５
９
」。
今
回
は
九
州
北
部
の
長
崎
県
壱
岐
・

小
値
賀
。
福
岡
県
の
相
島
・
姫
島
。
佐
賀
県
の
馬
渡
・
高
島
等
・
海
が
創
っ
た
暮
ら
し

と
歴
史
の
特
集
が
多
く
、
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　

郵
便
史
研
究
会
よ
り「
同
史
研
究
32
」。
今
回
は
特
に
同
史
研
究
者
と
し
て
有
名
な
薮
内

吉
彦
先
生
の
論
考「
幕
末
に
お
け
る
長
崎
で
の
前
島
密
」に
つ
い
て
、
今
ま
で
一
般
に
知
ら
れ

な
い
事
が
多
く
記
し
て
あ
り
、
今
後
の
長
崎
学
研
究
に
参
考
に
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
「
樂
」社
よ
り「
樂
17
号
」を
戴
く　

今
回
は
長
崎
人
の
発
明

と
技
術
特
集
で
活
字
の
文
化
、
水
産
、
料
理
と
別
集
と
し

て
二
十
六
聖
人
西
坂
の
丘
が
あ
っ
た
。（
一
〇
五
〇
円
）

山
口
喜
久
子

古賀人形（彩色）　林源吉筆


