
入
船
山
記
念
館
に
込
め
ら
れ
た
思
い 

 
 
 

私
た
ち
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、入
船
山
記
念
館
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
は
昔
、
呉
鎮
守
府

ち
ん
じ
ゅ
ふ

司
令
長
官
の
官
舎
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

「
な
ん
で
、
わ
ざ
わ
ざ
昔
の
偉え

ら

い
人
が
住
ん
で
た
と
こ
ろ
に
行
っ
て
勉
強
せ
ん
と
い

け
ん
の
ん
？
」 

友
達
の
理 り

世 せ

が
言
っ
た
の
を
聞
い
て
、
私
も
（
そ
れ
も
そ
う
よ
ね
、
こ
ん
な
に
時

間
を
か
け
て
ま
で
行
く
と
こ
ろ
？
）
と
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
和
田
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
あ
の
う
、
呉
鎮
守
府
っ
て
何
で
す
か
。」 

私
は
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
見
な
が
ら
、
知
ら
な
い
こ
の
鎮
守
府
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
、
和
田
さ
ん
は

優
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
そ
う
だ
な
ぁ
、
鎮
守
府
と
は
明
治
時
代
、
全
国
四
カ
所
に
置
か
れ
た
日
本
を
守
る
た
め
の
海
軍
の
拠
点
の
こ
と
で 

当
時
呉
は
横
須
賀
と
並
ぶ
一
大
拠
点
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
実
は
、
昔
の
鎮
守
府
関
係
の
建
物
で
、
い
つ
も
一
般
に
開

放
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ
の
入
船
山
記
念
館
だ
け
な
ん
だ
よ
。
」 

理
世
は
そ
れ
を
聞
い
て
「
ふ
う
ん
。」
と
い
っ
た
表
情
で
和
田
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。 

最
初
に
行
っ
た
の
は
郷
土
館
二
階
の
展
示
室
で
し
た
。
展
示
さ
れ
て
い
る
写
真
の
ほ
と
ん
ど
は
軍
服
を
着
て
い
る

人
で
し
た
が
、
そ
の
中
に
背
広
姿
の
人
の
写
真
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
だ
れ
、
こ
の
人
？
」 

と
、
い
う
私
の
つ
ぶ
や
き
を
聞
い
た
和
田
さ
ん
が
、 

「
こ
の
人
は
ね
、
こ
の
入
船
山
記
念
館
が
、
呉
鎮
守
府
司
令
長
官
官
舎
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
に
、
こ
の
建
物
を
建

て
た
櫻
井

さ
く
ら
い

小
太
郎
と
い
う
人
だ
よ
。」 

と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
櫻
井
さ
ん
が
呉
鎮
守
府
に
建
築
技
師
と
し
て
や
っ
て
き
た
の
は
、
明
治 

 

二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
の
こ
と
で
、
当
時
は
日
清
戦
争
の
あ
と
で
、
船

の
修
理
や
新
た
な
ド
ッ
ク
の
建
設
、
設
備
の
拡
大
・
補
強
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
設
計
や
建
築
も
全
て
櫻
井
さ
ん
た
ち
、
建
築

技
師
た
ち
の
肩
に
か
か
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
櫻
井
さ
ん
が
建
築
に
か
か
わ

る
責
任
者
に
な
っ
た
矢
先
の
明
治
三
十
八 

(

一
九
〇
五) 

年
六
月
二
日
午

後
二
時
四
十
分
頃
、
呉
は
大
地
震
に
襲
わ
れ
て
、
呉
の
中
心
部
は
、
ほ
と

櫻井小太郎さん 
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ん
ど
の
家
が
崩
れ
た
り
、
屋
根
が
落
ち
た
り
し
て
、
大
変
な
被
害
を
受
け
た
ん
だ
。
司
令
長
官
官
舎
も
、
玄
関
の
壁

や
外
壁
の
多
く
は
崩
れ
落
ち
、
二
階
の
テ
ラ
ス
は
大
き
く
傾
き
、
屋
根
も
す
べ
て
落
ち
て
し
ま
っ
て
、
も
と
の
二
階

建
て
の
豪
華
な
建
物
は
無
残
に
も
崩
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。」 

 

続
け
て
和
田
さ
ん
は
話
さ
れ
ま
し
た
。 

「
ま
ず
、
櫻
井
さ
ん
が
早
急
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何
だ
っ
た
と
思
う
？
そ
れ
は
司
令
長
官
官
舎

の
再
建
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
で
も
、
戦
争
の
た
め
に
多
く
の
資
材
が
つ
ぎ
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
、

限
ら
れ
た
資
材
で
建
て
直
す
し
か
な
か
っ
た
ん
だ
。
し
か
も
時
間
も
か
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
櫻
井
さ
ん
は
構
想
を

練
り
、
普
通
で
は
一
年
以
上
か
か
る
工
事
を
半
年
で
仕
上
げ
て
、
司
令
長
官
官
舎
を
再
建
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
ん

だ
。
」 

 

私
た
ち
は
司
令
長
官
官
舎
に
向
か
っ
て
行
き
ま
し
た
。 

 

「
こ
れ
が
司
令
長
官
官
舎
だ
っ
た
ん
だ
。」 

 

私
は
、
今
ま
で
も
見
た
こ
と
は
あ
っ
た
司
令
長
官
官
舎
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
ま
し
た
。
和
田
さ
ん
は
、  

「
そ
う
だ
よ
。
初
め
の
存
続
の
危
機
は
、
櫻
井
小
太
郎
さ
ん
の
お
か
げ
で
乗
り
き
っ
た
ん
だ
。
」 

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、「
初
め
の
…
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
引
っ
か
か
っ
て
聞
き
返
し
ま
し
た
。 

「
初
め
の
っ
て
こ
と
は
、
ま
だ
あ
っ
た
ん
で
す
か
？
」 

和
田
さ
ん
は
、
司
令
長
官
官
舎
を
見
な
が
ら
、
ま
た
話
し
始
め
ま
し
た
。 

「
二
つ
め
の
危
機
は
、
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
と
、
日
本
が
連
合
国
軍
の
占
領
下
に

置
か
れ
て
、
こ
こ
が
連
合
国
軍
の
司
令
官
舎
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
だ
な
。
そ
の
と
き
、
建
物
の
中

や
外
は
白
ペ
ン
キ
で
真
っ
白
に
塗
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
改
造
さ
れ
た
り
し
て
、
も
と
の
面
影

お
も
か
げ

は
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
ん
だ
。
そ
の
後
連
合
国
軍
が
撤
退
し
た
あ
と
は
、
日
本
に
返
還
さ
れ
た
け
れ
ど
、
呉
市
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

ん
だ
。
」 

「
え
っ
？
呉
市
の
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
か
？
」 

そ
れ
を
聞
い
て
私
は
す
か
さ
ず
和
田
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。
和
田
さ
ん
は
う
な
ず
き
な
が
ら
、 

「
そ
う
だ
よ
。
で
も
そ
の
あ
と
、
呉
市
に
譲ゆ

ず

り
渡
さ
れ
る
よ
う
尽
力
さ
れ
た
の
が
、
最
後
の
呉
鎮
守
府
司
令
長
官
だ

っ
た
金
沢

か
な
ざ
わ

正
夫

ま

さ

お

さ
ん
と
い
う
人
な
ん
だ
。
金
沢
さ
ん
は
、
戦
時
中
は
昭
和

二
十
年
の
呉
空
襲
後
の
呉
市
の
復
興
支
援
や
、
終
戦
に
と
も
な
う
呉
市
民

や
市
政
の
動
揺

ど
う
よ
う

を
収
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
て
、
部
下
だ
け
で

な
く
呉
市
民
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
た
そ
う
だ
よ
。
」 

「
早
く
建
物
の
中
を
見
た
く
な
っ
て
き
た
！
」 

と
、
私
が
言
う
と
、 

金沢正夫さん 

 



「
じ
ゃ
あ
、
中
に
入
ろ
う
。」 

と
和
田
さ
ん
は
、
中
に
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

  

建
物
の
中
の
和
室
か
ら
洋
室
へ
通
じ
る
廊
下
で
、
理り

世せ

が
叫
び
ま
し
た
。 

「
わ
ー
っ
、
き
れ
い
！
こ
の
壁
！
」 

「
本
当
だ
。
向
こ
う
の
部
屋
ま
で
続
い
て
る
よ
。」 

そ
れ
を
見
て
い
た
和
田
さ
ん
が
言
い
ま
し
た
。 

「
よ
く
見
て
ご
ら
ん
。
い
ろ
ん
な
種
類
の
壁
紙
が
貼
っ
て
あ
る
ん
だ
よ
。
何
種
類
あ
る
と
思
う
？
」 

「
え
っ
と
、
一
、
二
、
三
…
…
四
…
…
五
種
類
だ
。」 

「
そ
う
だ
よ
。
五
種
類
の
壁
紙
を
使
っ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
壁
紙
の
こ
と
を
金 き

ん

唐
紙

か
ら
か
み

と
い
う
ん
だ
。」 

「
本
当
に
き
れ
い
な
壁
紙
で
す
ね
。」 

と
私
が
言
う
と
、
和
田
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

「
金
唐
紙
は
明
治
時
代
の
洋
風
建
築
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
で
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
金
唐
紙
が

使
わ
れ
て
い
る
建
物
は
全
国
に
七
つ
し
か
な
く
て
、
貴
重
な
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
。
平
成
七
（
一
九
九
五
）

年
、
上
田

尚
た
か
し

さ
ん
ら
が
、
完
全
に
途
絶
え
て
い
た
制
作
技
術
を
復
活
さ
せ
て
、
こ
の
司
令
長
官
官
舎
の
金
唐
紙
が

当
時
の
ま
ま
の
状
態
に
復
元
さ
れ
た
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
建
物
は
明
治
時
代
の
貴
重
な
建
築
物
と
し
て
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
ん
だ
よ
。」 

「
…
ね
ぇ
、
な
ん
か
、
す
ご
く
な
い
？
」 

「
う
ん
。
す
ご
い
よ
ね
。
い
ろ
ん
な
人
の
思
い
が
こ
の
入
船
山
記
念
館

を
残
し
た
ん
だ
ね
。」 

 
 

最
後
に
、
和
田
さ
ん
が
、
私
た
ち
に
話
さ
れ
ま
し
た
。 

「
僕
は
ね
、
こ
の
仕
事
を
や
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
う
よ
。
そ
れ
は

ね
、
君
た
ち
に
こ
う
や
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
よ
。」 

「
…
…
そ
う
な
ん
だ
！
」 

私
た
ち
は
顔
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。 

「
…
…
ね
ぇ
、
な
ん
だ
か
も
っ
と
呉
の
こ
と
を
知
り
た
く
な
っ
た
よ
。
」 

「
う
ん
、
う
ん
。
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
な
。」 

 

私
た
ち
は
笑
顔
で
入
船
山
記
念
館
を
後
に
し
ま
し
た
。 
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