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太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て

大
き
く
姿
を
変
え
た
井
の
頭
の
自
然

　

し
か
し
そ
の
杉
林
を
含
む
井
の
頭
池
周

辺
の
自
然
は
、
昭
和
16（
１
９
４
1
）年
に

　

井
の
頭
恩
賜
公
園
内
に
あ
る
井
の
頭
池

で
は
、
2
0
1
5
年
11
月
か
ら
約
５
カ
月

間
、2
回
目
と
な
る「
か
い
ぼ
り
」が
行
わ
れ

ま
し
た
。
池
の
水
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で

池
底
が
見
え
る
ほ
ど
透
明
に
な
り
、現
在
で

は
水
質
も
随
分
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

昔
の
自
然
を
取
り
戻
す
た
め
に
動
き
始

め
て
い
る
井
の
頭
恩
賜
公
園
で
す
が
、開
園

か
ら
こ
れ
ま
で
、公
園
周
辺
で
は
ど
の
よ
う

な
自
然
環
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

江
戸
時
代
は
幕
府
の
、

明
治
時
代
は
皇
室
の
御
用
林
だ
っ
た

　

井
の
頭
恩
賜
公
園
の
変
遷
を
語
る
う

え
で
、
ま
ず
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

徳
川
将
軍
家
の
存
在
で
す
。
井
の
頭
池

と
周
辺
の
林
は
、幕
府
の
御
用
林
と
し
て

保
護
さ
れ
、
将
軍
家
の
鷹
狩
り
や
、
槍
や

鉄
砲
に
よ
る
狩
猟
の
場
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
訪
れ
た
家
康
が
、湧
き
出
る
水
で

よ
く
お
茶
を
た
て
た
こ
と
か
ら
名
づ
け

ら
れ
た
湧
水
ス
ポ
ッ
ト
の〝
お
茶
の
水
〞

は
今
な
お
残
り
、
三
代
将
軍
の
家
光
が
、

こ
の
水
を
井
戸
の
中
で
一
番
と
評
し
た

こ
と
か
ら
、
池
は〝
井
の
頭
〞と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

井
の
頭
池
周
辺
の
歴
史
と
自
然
に
詳

し
い
昆
虫
博
士
の
須す

田だ

孫ま
ご

七し
ち

先
生
は「
鷹

狩
り
の
際
に
は
、将
軍
が
来
る
前
に
害
鳥

を
処
分
す
る
こ
と
が
住
民
に
命
じ
ら
れ

た
よ
う
で
す
」と
話
し
ま
す
。「
駆
除
対

象
の
筆
頭
は
カ
ラ
ス
で
す
が
、文
献
の
中

に
は
オ
オ
タ
カ
や
ト
ビ
の
名
前
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
」と
の
こ
と
。
害
鳥
の
駆

除
に
は
、も
う
ひ
と
つ
別
の
目
的
も
あ
り

ま
し
た
。「
江
戸
時
代
に
は
、
薬
草
の
採

集
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
人
と
植
物
の

関
係
は
今
よ
り
と
て
も
深
く
、ど
の
植
物

な
ら
食
べ
ら
れ
る
の
か
、毒
な
の
か
薬
に

な
る
の
か
を
探
っ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　

明
治
時
代
に
入
っ
て
も
井
の
頭
池
は

東
京
府
民
の
大
切
な
水
源
だ
っ
た
た
め
、

明
治
15（
1
8
8
2
）年
、
東
京
府
は
池

の
周
囲
に
杉
の
苗
1
0
0
0
本
を
植
樹

す
る
な
ど
し
て
、
池
の
涵か

ん

養
に
務
め
、
明

治
22（
1
8
8
9
）年
に
は
、
一
帯
が
東

京
府
の
所
管
か
ら
皇
室
の
御
用
林
と
な

り
ま
し
た
。
今
で
こ
そ
池
の
周
囲
は
さ

ま
ざ
ま
な
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、大
正
時
代
に
撮
影
さ
れ
た
池
周
辺
の

写
真
を
見
る
と
、杉
の
木
な
ど
の
針
葉
樹

が
周
囲
を
覆
い
、今
よ
り
も
鬱
蒼
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

大
正
6（
1
9
1
7
）年
に
は
井
の
頭

恩
賜
公
園
が
開
園
。
湧
水
と
緑
の
豊
か

な
公
園
の
誕
生
に
、多
く
の
人
々
が
来
園

し
賑
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

御殿山地区入口（年代不明）。

昭和19（1944）年、被災殉死者の棺材として大量に伐
採された杉。

も
う
す
ぐ
開
園
1
0
0
年
を
迎
え
る

井
の
頭
恩
賜
公
園
。緑
豊
か
な
こ
の
公
園
に
は
、

毎
日
多
く
の
人
々
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た

公
園
の
自
然
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

井
の
頭
恩
賜
公
園
の

自
然
環
境

武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

大正6（1917）年、鬱蒼とした杉林に囲まれ水草が浮く井
の頭池。
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始
ま
っ
た
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
大
き
な

打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
東

京
の
な
か
で
も
自
然
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
軍
用
材
や
被
災
殉
死
者
の
棺
材

な
ど
の
た
め
に
杉
も
松
も
ほ
と
ん
ど
が
伐

採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
土
も
掘
り

返
さ
れ
て
、
表
面
に
生
え
て
い
た
草
ご
と

調
布
の
飛
行
場
に
運
ば
れ
、
軍
用
機
の
格

納
庫
を
隠
す
た
め
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
井
の
頭
池
周
辺
に
見
ら
れ
る
ケ
ヤ

キ
や
サ
ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
な
ど
は
、
戦
時
中

に
ほ
と
ん
ど
伐
採
さ
れ
、
戦
後
に
な
っ
て

東
京
中
の
公
園
か
ら
集
め
ら
れ
植
樹
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
動
物
園
内
に
は
幹
に
V
字
の
傷

が
あ
る
巨
大
な
松
の
木
が
点
在
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
戦
闘
機
の
航
空
燃
料
や

潤
滑
油
に
す
る
た
め
に
マ
ツ
ヤ
ニ（
樹
脂
）

を
採
取
し
た
と
き
の
傷
で
、
戦
争
の
記
録

を
伝
え
る
象
徴
と
し
て
、
現
在
で
も
そ
の

痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
期
に
よ
る

水
生
生
物
の
変
化

　

昭
和
20（
1
9
4
5
）年
の
終
戦
直
後
、

井
の
頭
池
も
今
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、

自
然
豊
か
な
姿
を
し
て
い
ま
し
た
。
ヨ
シ

が
群
生
し
、エ
ビ
モ
、コ
ウ
ホ
ネ
、ヒ
シ
な

ど
の
水
草
も
多
く
生
息
し
て
い
ま
し
た
。

な
か
で
も
外
来
種
で
あ
る
オ
オ
カ
ナ
ダ
モ

は
、
ボ
ー
ト
が
漕
げ
な
い
く
ら
い
大
繁
殖

し
て
お
り
、
そ
の
除
去
の
た
め
外
来
魚
の

ソ
ウ
ギ
ョ
が
池
に
放
た
れ
る
ほ
ど
で
し

た
。
ま
た
、昭
和
32（
1
9
5
7
）年
に
は
、

そ
の
名
を
冠
し
た
イ
ノ
カ
シ
ラ
フ
ラ
ス
コ

モ
と
い
う
藻
も
井
の
頭
池
を
源
流
と
す
る

神
田
川
上
流
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ほ
ど
池
の
水
が
き
れ
い
で
、
水
生
生
物

が
多
く
見
ら
れ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
期
で

都
市
化
が
進
み
、
昭
和
38（
1
9
6
3
）年

に
は
近
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
の
周

辺
地
域
の
開
発
に
伴
い
地
下
水
脈
が
切
ら

れ
、
湧
水
も
枯
れ
て
池
が
干
上
が
っ
た
こ

と
で
植
物
は
急
激
に
減
少
し
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
は
井
戸
の
水
を
汲
み
上
げ
て
池
を

維
持
す
る
も
、
家
庭
排
水
の
流
入
な
ど
も

あ
っ
て
水
質
は
一
気
に
悪
化
、
戦
後
生
息

し
て
い
た
水
生
生
物
は
ほ
と
ん
ど
絶
滅
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
井
の
頭
池
を
知
る
須
田
先
生
も

「
私
が
小
さ
な
頃
は
、
池
の
水
も
と
て
も

澄
ん
で
い
ま
し
た
。
七
井
橋
の
上
か
ら
水

中
を
泳
ぐ
ウ
グ
イ
の
群
れ
や
、
淡
水
ク
ラ

ゲ
な
ど
の
姿
が
見
え
た
ほ
ど
で
す
。
し
か

し
戦
後
ま
も
な
く
宅
地
化
が
急
激
に
進
ん

で
、
湧
水
量
が
減
少
し
て
か
ら
と
い
う
も

の
、
池
の
中
は
外
来
種
ば
か
り
が
幅
を
き

か
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
話
し
ま

す
。

生
物
多
様
性
が
実
現
す
る

自
然
環
境
の
復
活
を
目
指
し
て

　

こ
う
し
た
池
の
状
態
を
改
善
し
よ
う

と
、「
か
い
ぼ
り
」の
１
回
目
が
2
0
1
3

年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。「
か
い
ぼ
り
」と
は

農
業
用
水
池
な
ど
を
浄
化
す
る
た
め
に
、

古
く
か
ら
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
方
法

で
す
。
水
を
き
れ
い
に
す
る
だ
け
で
な

く
、
外
来
生
物
の
駆
除
や
水
草
の
再
生
な

ど
も
目
指
し
て
い
ま
す
。「
か
い
ぼ
り
」を

重
ね
る
ご
と
に
オ
オ
ク
チ
バ
ス
や
ブ
ル
ー

ギ
ル
な
ど
の
外
来
魚
が
多
数
捕
獲
さ
れ
、

水
の
透
明
度
が
増
し
た
こ
と
で
太
陽
の
光

が
池
底
ま
で
差
し
込
み
、
水
草
の
育
つ
環

境
も
整
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
水
草
が

多
く
自
生
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
水
が
自

然
浄
化
さ
れ
て
、
昔
の
よ
う
に
美
し
い
池

が
よ
み
が
え
り
、
豊
か
な
水
生
生
物
を
目

当
て
に
多
く
の
水
鳥
た
ち
も
集
ま
っ
て
く

る
は
ず
で
す
。

　

池
の
復
活
と
と
も
に
、
そ
の
相
乗
効
果

で
、
周
囲
の
木
々
な
ど
に
も
昆
虫
を
は
じ

め
と
す
る
小
型
動
物
が
た
く
さ
ん
生
息
で

き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
物
の
多
様
性
の

見
ら
れ
る
自
然
環
境
が
、
井
の
頭
恩
賜
公

園
に
戻
っ
て
来
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

マ
ツ
ヤ
ニ
を
採
取
し
た
傷
跡
が
残
る
松
の
木
は
、現

在
も
動
物
園
内
に
20
本
以
上
残
っ
て
い
る
。

井の頭池周辺の自然環境は、高度経済成長期で都市化が進み大きく変化した。
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