
昭
和
２
０
年
代
の
甲
府
盆
地
の
文
化
活
動

中

野

良

男

太
平
洋
戦
争
末
期
の
1
9
4
5

年
（
昭
和
２
０
年
）
７
月
６
日
の
深
夜
か
ら
７
日

に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
爆
撃
機
Ｂ
‐
２
９
が
焼
夷
弾
等
で
甲
府
の
市
街
地
を
焼
き

尽
く
し
た
「
甲
府
空
襲
」
は
、
そ
の
日
付
か
ら
「
七
夕
空
襲
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。甲

府
空
襲
の
体
験
者
も
年
々
減
っ
て
い
く
中
「
山
梨
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
定

期
的
に
企
画
展
を
組
み
、
毎
年
こ
の
時
期
に
講
演
会
を
開
催
す
る
な
ど
「
風
化
」
に

抗
し
た
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

山
梨
県
内
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
も
毎
年
七
夕
の
前
後
に
「
甲
府
空
襲
」
を
語
り
継

ぐ
記
事
や
番
組
が
組
ま
れ
、
報
道
さ
れ
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
さ
さ

か
マ
ン
ネ
リ
気
味
な
の
は
、
戦
後
も
７
０
年
以
上
が
過
ぎ
る
と
既
に
話
題
も
掘
り
起

こ
し
出
尽
く
し
た
状
態
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
中
、
今
年
は
７
月
５
日
付
け
読
売
新
聞
山
梨
版
に
「
へ
え
１
」
と
云
う
記

事
が
載
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
空
襲
後
の
甲
府
市
に
文
化
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
記

録
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
」
と
活
動
を
始
め
た
私
だ
ち
よ
り
十
歳
以
上
年
長
の

方
々
の
取
り
組
み
で
、「
駈
風
」
で
も
紹
介
し
て
き
た
平
原
国
男
さ
ん
が
そ
の
中
心
メ

ン
バ
ー
と
し
て
取
材
を
受
け
て
の
記
事
で
し
た
。
承
諾
を
得
ま
し
た
の
で
全
文
を
転

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

甲府空襲希望の児童劇団「童連」

甲

府

空

襲

国

の

焼

け

跡

の

申

で

、

子

ど

も

に

夢

を

持

っ

て

も

ら

お

う

と

設

立

さ

れ

た

児

童

劇

団

「

童

連

（

ど

う

れ

ん

）
」

の

記

録

を

、

劇

団

員

だ

っ

た

東

京

都

多

摩

市

ヽ

平

原

国

男

さ

ん
（

８

３

）
ら

Ｏ

Ｂ

が

残

そ

う

と

取

り

組

ん

で

い

る

。

（

荒

谷

康

巴

－

－

－
－
－

－

Ｉ
－
－
－
－
‐
－

‘１
１
１

－

Ｉ
－

Ｉ
－

－
－
－
－
－
－

－
－

‐
―
－
－

’－

―－

－
－
－
‐
－
‐
－
－

―－

１
１
１

※

甲

府

空

襲
1
9
4
5

年

７

月

６

日

深

夜

か

ら

７

日

未

明

ま

で

行

わ

れ

、

「

七

夕

空

襲

」

と

も

呼

ば

れ

る

。

米

軍

が

大

量

の

焼

夷

弾

を

市

内

戦

域

に

投

下

し

、
市

内

の

全

住

戸

約

２

万
5
0
0
0

戸

の

う

ち

６

割

以

上

が

焼

失

、

市

民

ら
1
1
2
7

人

が

犠

牲

に

な

る

な

ど

、

戦

時

中

の

県

内

で

は

最

大

の

被

害

と

な

っ

た

。

空
襲
当
時
、
平
原
さ
ん
は
国
民
学
校
５
年
生
。
空
襲
は
初
め
て
で
。

「
耀
弾
が
落
ち
て
く
る
『
ヒ
ュ
ー
』
と
い
う
音
を
聞
く
と
、
全
部
自
分

の
家
に
落
ち
て
く
る
よ
う
に
思
え
て
怖
か
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
火
の

手
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
姉
と
一
緒
に
真
っ
暗
な
荒
川
の
土
手
を
駆
け

降
り
て
い
る
と
「
ば
か
や
ろ
う
！
」
と
ど
な
ら
れ
た
。
夜
が
明
け
る
と
、

土
手
に
横
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
無
数
の
遺
体
や
重
傷
者
。
「
気
づ
か
な

い
う
ち
に
踏
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
」

無
事
だ
っ
た
家
族
と
市
内
の
旅
館
に
仮
住
ま
い
し
、
２
年
は
ど
過
ぎ

た
。
街
で
は
、
空
襲
で
が
れ
き
と
な
っ
た
砂
糖
間
屋
の
倉
庫
に
戦
災
孤

児
が
群
が
り
、
焼
け
焦
げ
た
砂
糖
を
な
め
て
い
た
。
そ
の
姿
を
見
た
歯

科
医
が
「
生
き
る
こ
と
や
将
来
に
夢
を
持
っ
て
も
ら
お
う
」
と
考
え
、

一
緒
に
子
ど
も
向
け
の
絵
本
や
童
話
を
作
っ
て
い
た
小
学
校
教
諭
ら

に
相
談
し
、
賛
同
者
が
集
ま
っ
て
「
童
連
」
を
設
立
し
た
。

平
原
さ
ん
は
、
通
っ
て
い
た
小
学
校

の
教
諭
に
「
子
ど
も
の
劇
団
が
で
き
る
か
ら

や
っ
て
み
な
い
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。
児
童
約
５
０
人
が
集
ま
り
、「
劇
部
」「
音

楽
部
」
「
舞
踊
部
」
に
分
か
れ
て
練
習
を
始
め
た
。
歌
や
踊
り
が
得
意
で
な
か
っ
た
平

原
さ
ん
は
劇
部
に
入
っ
だ
。
放
課
後
に
市
内

の
小
学
校
に
集
ま
り
、
教
諭
ら

の
指
導

８３
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を
受
け
な
が
ら
「
風
の
又
三
郎
」
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
劇
を
練
習
し
た
。「
先
生
が
裏
方

に
な
っ
て
舞
台
装
置
を
作
り
、
衣
装
は
親
が
作
る
な
ど
全
て
手
弁
当
だ
っ
た
が
、
と

に
か
く
楽
し
か
っ
た
」
。
本
番
が
近
付
く
と
週
に
２
～
３
回
練
習
し
た
。

初
演
は
1
9
4
7

年
、
県
議
会
議
事
堂
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
毎
年
春
と
秋
に

は
映
画
館
で
１
～
２
日
ず
つ
上
演
。
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
明
る
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
「
希

望
豊
か
に
胸
張
っ
て
」
「
楽
し
い
日
本
は
も
う
す
ぐ
だ
」
と
い
う
歌
詞
の
「
か
お
る
花

束
」
な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
歌
も
歌
っ
た
。
入
場
は
無
料
で
、
１
回
の
公
演
に
数
百

人
の
子
ど
も
が
集
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
平
原
さ
ん
は
「
娯
楽
に
飢
え
て
い
た
時
代

だ
っ
た
の
で
、
い
つ
も
超
満
員
だ
っ
た
。
延
べ
１
万
人
は
見
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
」

と
思
い
返
す
。

戦
後
の
混
乱
が
落
ち
着
い
た
５
０
年
頃
、
童
連
の
活
動
は
終
わ
っ
た
。
劇
団
員
と

し
て
約
１
０
０
人
の
子
ど
も
が
活
躍
し
た
が
、
転
居
な
ど
で
散
り
散
り
と
な
っ
た
ま

ま
時
が
流
れ
た
。

東
京
在
住
の
Ｏ
Ｂ
が
童
連
で
指
導
し
て
く
れ
た
大
を
訪
ね
た
際
に
「
み
ん
な
で
集

ま
ろ
う
」
と
い
う
話
に
な
り
、
９
０
年
に
甲
府
市
内
の
ホ
テ
ル
で
Ｏ
Ｂ
会
を
開
く
と

「
空
襲
後
の
甲
府
市
に
文
化
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
」

と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。
間
も
な
く
、
平
原
さ
ん
ら
Ｏ
Ｂ
２
０
人
が
発
起
人
と

な
っ
て
「
童
連
の
あ
ゆ
み
を
記
録
す
る
会
」
を
作
っ
た
。
２
～
３
年
を
か
け
て
、
市

平
原
さ
ん
は
「
甲
府
空
襲
は
悲
し
い
記
憶
だ
が
、
童
連
は
人
々
の
心
を
い
や
し
た

と
思
う
。
焼
け
野
原
に
文
化
の
花
が
咲
い
た
歴
史
を
次
世
代
に
残
し
た
い
」
と
話
し

て
い
る
。

童連オリジナルの歌「かおる花束」

の楽譜を手にする平原さん。

踊りを披露する｢童連｣の子どもたち。

客席は観客でいっぱいになっている。

(平原さん提供)

（
2
0
1
8

年
７
月
５
日
読
売
新
聞
山
梨
版
よ
り
転
載
）

６
月
３
０
日
（
日
）
に
山
梨
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
参

加
し
た
平
原
さ
ん
は
、
終
了
後
、
取
材
に
来
て
い
た
報
道
各
社
の
記
者
に
「
童
連
」

内
に
住
ん
で
い
た
り
各
地
に
引
っ
越
し
た
り
し
た
Ｏ
Ｂ
に
呼
び
か
け
て
、
当
時
の
プ
　
　

の
存
在
と
活
動
を
話
し
、
資
料
収
集
に
つ
い
て
の
協
力
を
呼
か
け
た
そ
う
で
す
。

ロ
グ
ラ
ム
や
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
、
写
真
な
ど
を
段
ポ
ー
ル
ひ
と
箱
分
ほ
ど
集
め

た
。し

か
し
、
資
料
集
め
を
担
当
し
た
Ｏ
Ｂ
の
死
去
や
転
居
の
た
め
に
多
く
の
資
料
は

行
方
不
明
に
。
そ
れ
で
も
コ
ピ
ー
は
手
元
に
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
平
原
さ
ん
ら
発

起
人
は
「
Ｏ
Ｂ
が
元
気
な
う
ち
に
何
と
か
本
に
ま
と
め
た
い
」
と
、
再
び
資
料
の
整

理
を
始
め
た
。
当
時
、
董
連
の
舞
台
を
見
た
人
の
感
想
な
ど
も
盛
り
込
も
う
と
、
Ｏ

Ｂ
た
ち
で
話
し
合
い
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
中
で
読
売
の
荒
谷
記
者
が
、
す
ぐ
反
応
し
て
平
原
氏
が
住
む
多
摩
市
ま
で
取
材

に
来
て
書
い
た
の
が
上
の
署
名
記
事
で
す
。

平
原
さ
ん
は
「
山
日
新
聞
か
乗
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
ね
」
と
吐

露
し
て
い
ま
し
た
が
、「
童
連
」
の
関
連
資
料
を
集
め
て
い
く
上
で
は
、
山
日
新
聞
に

は
一
番
資
料
も
あ
り
、
頼
り
が
い
が
あ
る
と
期
待
す
る
の
は
自
然
で
し
ょ
う
。

平
原
さ
ん
が
読
売
新
聞
の
記
者
に
提
供
し
た
満
席
の
観
客
を
前
に
当
時
と
し
て
は

と
て
も
お
洒
落
な
少
女
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
写
真
は
、
終
戦
当
時
の
口
本
の
子
ど
も

達
の
置
か
れ
た
状
況
を
遺
憾
な
く
伝
え
て
い
ま
す
。

３ ９



そ
れ
は
、
こ
の
「
童
連
」
に
入
っ
て
踊
っ
た
り
演
じ
た
り
す
る
子
ど
も
と
「
童
連
」

の
舞
台
を
楽
し
み
に
観
る
子
ど
も
で
は
、
圧
倒
的
に
後
者
の
観
る
子
ど
も
が
多
か
っ

た
こ
と
を
写
真
が
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

1
9
4
7

年
に
県
会
議
事
堂
で
の
舞
台
が
初
演
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
が
生

ま
れ
る
２
年
前
か
ら
始
ま
り
８
歳
位
ま
で
続
い
て
い
た
児
童
劇
団
が
「
童
連
」
で
し

た
。
私
た
ち
の
兄
や
姉
の
中
に
は
「
童
連
」
の
メ
ン
バ
ー
が
い
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
し
、
私
は
全
く
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
が
童
連
を
観
た
と
云
う
大
野
君
の
よ

う
な
同
級
生
も
い
そ
う
で
す
。

平
原
さ
ん
は
、
学
校
で
担
任
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
て
「
童
連
」
に
入
っ
た
そ
う
で

す
か
ら
、
甲
府
市
内
各
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
が
「
こ
の
子
を
・
こ

と
選
抜
し
た
、

云
わ
ば
先
生
の
お
目
に
適
っ
た
小
学
生
が
童
連
入
り
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。
私
達
の
小
学
生
時
代
で
も
「
学
芸
会
」
と
か
「
鼓
笛
隊
」
等
の
役
決
め
で

も
そ
の
筋
の
先
生
が
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

ま
あ
、
そ
れ
が
問
題
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
校
内
行
事
で
も
当
た
り
前
だ
っ
た
か
ら

市
内
の
学
校
か
ら
児
童
を
集
め
る
よ
り
大
き
な
組
織
に
な
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
基
準

や
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
選
ば
れ
た
エ
リ
ー
ト
集
団
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

食
べ
る
こ
と
に
も
事
欠
く
敗
戦
当
時
、
食
う
や
食
わ
ず
の
少
年
少
女
を
集
め
て
の

活
動
と
い
う
よ
り
、
そ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
こ
そ
夢
や
希
望
を
持
て
る
よ
う
に
と
云

う
音
楽
や
演
劇
を
提
供
す
る
劇
団
で
す
か
ら
、
当
然
基
準
の
一
つ
に
親
の
経
済
力
も

問
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

平
原
さ
ん
の
お
父
さ
ん
も
甲
府
の
中
心
街
で
大
き
な
商
店
を
経
営
し
て
い
た
そ
う
で

す
し
、
現
在
も
交
流
の
あ
る
「
童
連
」
の
メ
ン
バ
ー
は
、
後
に
高
等
女
学
校
や
大
学

ま
で
進
ん
だ
よ
う
で
す
か
ら
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
方
々
だ
っ
た
の
は
確
か
で

す
。そ

の
辺
に
つ
い
て
も
平
原
さ
ん
に
率
直
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

「
そ
う
で
す
ね
。
指
導
者
の
方
が
時
々
、
親
の
所
に
奉
加
帳
み
た
い
な
も
の
を
持
っ

て
来
て
い
ま
し
た
ね
」
と
話
し
「
読
売
の
記
者
に
私
か
何
度
も
強
調
し
て
話
し
だ
の

も
そ
の
こ
と
だ
っ
た
の
に
記
事
に
は
全
く
入
っ
て
い
な
く
て
そ
れ
が
残
念
で
・
：

」

と
続
き
「
童
連
が
ど
う
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
小
学
生
だ
っ
た
当
時
の
私
は
全
く
知

ら
な
か
っ
た
け
ど
、
甲
府
の
経
済
界
の
方
が
資
金
援
助
も
含
め
て
協
力
し
て
く
れ
て

い
た
事
を
後
に
な
っ
て
知
り
ま
し
た
」
と
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
て
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。

そ
の
代
表
が
一
代
で
常
盤
ホ
テ
ル
を
興
し
た
笹
本
吾
郎
氏
だ
っ
た
そ
う
で
、
記
者

に
「
常
盤
ホ
テ
ル
の
笹
本
さ
ん
は
、
童
連
の
後
援
会
長
を
引
き
受
け
て
く
れ
て
、
毎

回
、
舞
台
で
挨
拶
も
し
て
く
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」
と
話
し
だ
の
に
記
事
に
笹

本
さ
ん
の
名
前
が
無
い
の
が
不
本
意
の
よ
う
で
し
た
。

「
現
在
の
社
長
さ
ん
は
息
子
さ
ん
だ
そ
う
で
す
か
ら
私
は
手
紙
で
お
詫
び
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
よ
り
自
分
の
事
の
記
事
が
多
す
ぎ
る

と
遠
慮
が
ち
に
話
す
の
が
平
原
さ
ん
で
も
あ
り
ま
す
。

要
は
、
童
連
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
方
々
も
高
齢
と
な
り
鬼
籍
に
入
っ
て
い
く
中
、

今
の
う
ち
に
童
連
に
つ
い
て
の
資
料
を
整
理
し
、
戦
後
の
甲
府
盆
地
で
の
文
化
活
動

が
子
ど
も
達
の
劇
団
活
動
か
ら
始
ま
っ
た
と
云
う
歴
史
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
云
う

の
が
平
原
さ
ん
達
の
思
い
で
す
。

そ
れ
は
、
童
連
の
舞
台
を
楽
し
み
に
観
た
同
級
生
達
の
声
も
含
め
、
当
時
中
心
に
な

っ
て
指
導
し
て
く
れ
た
市
内
の
教
師
た
ち
の
思
い
や
何
故
十
年
で
幕
を
閉
じ
た
の
か

等
々
、
平
原
さ
ん
達
の
探
求
心
は
尽
き
ま
せ
ん
。

山
梨
県
の
教
員
の
諸
活
動
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
教
職
員
組
合
が
資
料
を
含
め
先

輩
た
ち
の
足
跡
も
残
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

笹
本
健
次
君
の
父
・
吾
郎
氏
の
よ
う
に
私
た
ち
の
親
も
こ
の
活
動
に
参
加
し
た
方

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

童
連
に
関
す
る
ど
ん
な
こ
と
で
も
情
報
を
平
原
さ
ん
（
0
8
0
1
5
1
7
1

‐
1
9
1
1

）
ま
で
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

０４
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本
日
、
７
月
６
日

「
甲
府

空
襲
」
の
慰

霊
に
際
し
、
昭
和
４
３
年

卒
業
生
の
会

「
よ
ん
燦
会
」
の
文
集

【
駈
風
（
か
ぜ
）
】

か
ら
関
連
記

事
を
抜
粋
さ
せ
て
戴
き
ヽ

皆
様
の
お
手
元
に
お
届
け
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
「
駈
風
（
か
ぜ
）
」
は
、
平
成
２
３
年
（
2
0
1
1
年
９
月
５
日
）
に
創
刊
さ
れ
、

現
在
ま
で
１
６
号
を
発
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

題
名
は
、
寺
山
修
司
の

「
駈
け
て
き
て
ふ
い
に
と
ま
れ
ば
わ
れ
を
こ
え
て
ゆ
く
風
た
ち
の
時
を
呼
ぶ
こ
え
」

を
出
典
と
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

ご
協

力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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