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二
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年
　
秋

　
　
　
第
十
五
号

陸
軍
が
あ
っ
て
軍
か
ら
供
出
を
依
頼
さ
れ

た
が
、
郷
土
史
家
の
赤
星
さ
ん
ら
の
ご
尽

力
に
よ
り
供
出
を
免
れ
た
。

　

当
時
、
慶
長
以
前
の
鐘
は
供
出
し
な
く

て
良
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
西
来
寺
の
鐘

は
元
禄
九
年
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
供
出

対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
西
来
寺

の
鐘
に
は
西
来
寺
の
歴
史
が
克
明
に
刻
ま

れ
て
い
た
た
め
、
貴
重
な
資
料
と
判
断
さ

れ
、
な
ん
と
か
供
出
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
。

　

一
九
四
九
年
三
月
二
十
九
日
の
大
火
災

の
際
は
多
く
の
も
の
が
焼
け
て
し
ま
っ
た

が
、
本
堂
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ

の
日
ほ
ぼ
無
風
状
態
だ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
梵
鐘
は
奇
跡
的
に
焼
け
ず
に
火
災
を

乗
り
切
り
、
今
も
残
っ
て
い
る
。

　

な
お
今
の
鐘
撞
き
堂
は
平
成
に
な
っ
て

建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
以
前

の
鐘
撞
き
堂
の
絵
が
画
家
の
飯
塚
慶
一
氏

の
手
に
よ
り
残
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
屋

根
は
瓦
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

喚
鐘

　

喚
鐘
と
は
本
堂
の
軒
先
や
堂
内
の
外
陣

に
懸
け
て
、
法
会
な
ど
の
時
に
合
図
の
た

め
に
用
い
る
鐘
で
、
半
鐘
と
も
い
う
。

　

こ
ち
ら
は
戦
争
中
に
供
出
さ
れ
た
。
戦

後
茅
ヶ
崎
の
日
蓮
宗
の
お
寺
に
誤
送
さ

れ
、
そ
れ
を
先
代
及
び
お
世
話
人
さ
ん
達

が
取
り
に
行
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
鐘
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
伝
承

が
あ
り
、
い
つ
か
皆
様
に
披
露
し
た
い
と

考
え
て
居
ま
す
。

　　

ち
な
み
に
、
横
須
賀
不
入
斗
郵
便
局
の

ス
タ
ン
プ
に
は
西
来
寺
の
梵
鐘
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
図
案
解
説
に
あ
る
西
来
寺
梵

鐘
の
高
さ
は
１
１
５
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い

て
、
実
際
の
高
さ
と
少
し
違
っ
て
い
る
の

は
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

西
来
寺
の
梵
鐘

　

ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
今
年
の
春
に
、
横
須
賀
市
の
指
定
重

要
文
化
財
に
西
来
寺
の
梵
鐘
が
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
梵
鐘
に
つ
い
て
、
少
し
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

梵
鐘

　

高
さ
１
４
７
セ
ン
チ
、
口
径
７
６
セ
ン

チ
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
近
く
に

　

前
田
先
生
は
、パ
ド
マ
シ
ュ
リ
賞（
イ

ン
ド
国
民
栄
誉
賞
）
の
日
本
で
の
受
賞

報
告
会
で
、
駐
日
イ
ン
ド
大
使
閣
下
が

「
隠
れ
た
日
本
の
宝
」
と
評
さ
れ
た
ほ

ど
の
、
世
界
的
な
イ
ン
ド
哲
学
の
第
一

人
者
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
先
生
の
講

演
会
が
持
て
る
の
は
西
来
寺
に
と
っ
て

本
当
に
奇
跡
に
近
い
幸
運
で
す
。
多
く

の
方
の
心
に
残
る
、
報
恩
講
に
な
る
こ

と
を
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

十
月
二
十
八
日
（
火
）

　

法
要
開
始
午
後
一
時

　

講
演
開
始
午
後
二
時
十
五
分

　
　
　

終
了
午
後
四
時

前
田
専
學
先
生
が

風景印（不入斗郵便局）

報
恩
講
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
心
の
時
代
」

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ラ
ジ
オ
深
夜
便
」

な
ど
出
演
の
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「
こ
の
世
は
美
し
い
も
の
だ
し
、
人
間
の

命
は
甘
美
な
も
の
だ
」
と
述
べ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
も
ろ
も
ろ
の
事
象
は
過
ぎ
去

る
も
の
で
あ
る
。
怠
る
こ
と
な
く
修
行
を

完
成
な
さ
い
」
と
言
っ
て
亡
く
な
り
ま
し

た
。

今
な
ぜ
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
な
の
か

　

今
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も

た
く
さ
ん
の
情
報
に
、
た
く
さ
ん
の
も

の
に
包
囲
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

ち
ょ
っ
と
前
の
大
切
な
出
来
事
で
さ
え
振

り
返
る
余
裕
す
ら
持
て
ま
せ
ん
。
手
に
は

い
つ
も
携
帯
を
持
ち
、
人
の
顔
を
見
る
よ

り
画
面
を
見
て
い
る
時
間
の
方
が
多
い
人

さ
え
い
る
で
し
ょ
う
。
病
院
に
行
け
ば
た

く
さ
ん
の
検
査
や
薬
が
待
っ
て
い
ま
す
。

街
へ
行
け
ば
色
と
り
ど
り
の
金
品
が
待
っ

て
い
ま
す
。
食
べ
物
は
町
中
に
あ
ふ
れ
か

え
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
文
明
が
こ
れ
ほ
ど
進
化
し
、
寿
命

が
こ
れ
ほ
ど
延
び
た
結
果
「
こ
こ
ろ
」
は

ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

一
体
何
が
大
切
な
の
か
、
人
は
ど
う
生

き
る
べ
き
か
、
何
が
幸
せ
な
の
か
、
私
た

ち
は
分
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ゴ
ー
タ
マ
ブ
ッ
タ
の
残
し
た
言
葉
を
聞

い
て
思
い
ま
す
。
二
千
五
百
年
前
と
今
と

悩
み
は
全
然
変
わ
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ

「
豊
か
さ
の
悲
劇
は
貧
し
さ
の
悲
劇
よ
り

尚
深
刻
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
通
り
で
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
代
の
私
た
ち
は
便
利
で
豊
か
な
生
活

を
手
に
入
れ
た
つ
も
り
で
い
ま
す
が
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い

問
題
を
い
く
つ
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

い
ま
こ
そ
謙
虚
に
原
点
に
立
ち
返
る

時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
し
か
し
忘
れ

が
ち
な
心
に
立
ち
返
る
時
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
今
か
ら
約

二
千
五
百
年
前
、
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
国
の

ル
ン
ビ
ニ
ー
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
名
を

ゴ
ー
タ
マ
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
言
い
ま
す
。

小
さ
な
国
の
王
子
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
国

は
お
米
が
良
く
取
れ
た
の
で
、
大
変
裕
福

で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

し
か
し
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は

そ
の
豊
か
な
生
活
の
中
で
「
い
の
ち
」
と

は
何
な
の
か
、
様
々
な
疑
問
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。
あ
る
時
は
小
鳥
に
つ
い
ば

ま
れ
る
虫
を
見
た
時
、
ま
た
あ
る
時
は
今

に
も
倒
れ
そ
う
な
老
人
を
見
た
時
。
そ
の

疑
問
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
ゆ
き
、
結

婚
を
し
て
息
子
を
も
う
け
た
後
こ
っ
そ
り

と
お
城
を
抜
け
出
し
出
家
し
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
と
き
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
と
言

い
ま
す
。

　

二
千
五
百
年
前
、
そ
の
当
時
の
イ
ン
ド

は
商
工
業
が
栄
え
て
、
物
資
が
豊
に
な
っ

た
時
期
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
豊
か
さ
の

中
で
出
家
す
る
人
々
が
多
く
い
た
と
言
い

ま
す
。
物
資
が
豊
か
に
な
り
ま
し
た
が
、

反
対
に
人
々
の
心
は
惑
い
、
従
来
の
物
事

に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で

す
。
ゴ
ー
タ
マ
も
最
初
は
そ
の
な
か
の
一

人
で
し
た
。

　

ゴ
ー
タ
マ
は
様
々
な
修
行
、
思
索
を
経

て
、
人
の
あ
る
べ
く
道
「
法
」
を
覚
り
、

そ
れ
を
人
々
に
説
き
ま
し
た
。
こ
の
時
か

ら
、覚
り
を
開
い
た
人
を
意
味
す
る「
ブ
ッ

ダ
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

子
を
失
い
半
狂
乱
に
な
っ
た
女
性
に
、

多
く
の
裏
切
り
に
あ
い
絶
望
す
る
人
々

に
、ゴ
ー
タ
マ
は
優
し
く
語
り
か
け
ま
す
。

正
し
く
道
を
歩
め
る
よ
う
に
。

　

そ
の
教
え
は
、
ま
る
で
母
親
が
一
人
子

に
す
る
よ
う
な
心
暖
か
な
「
慈
し
み
」
に

満
ち
た
も
の
で
し
た
。

　

人
は
誰
も
苦
悩
し
ま
す
。
大
き
な
問
題

で
も
、
小
さ
な
問
題
で
も
、
悩
み
を
持
た

ず
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ゴ
ー
タ
マ
の
教
え
は
、
誰
に
と
っ
て
も
、

こ
こ
ろ
に
沁
み
入
る
も
の
で
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
ゴ
ー
タ
マ
の
説
い
た
教
え
は
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
旅
の
途
中
ク
シ

ナ
ガ
ラ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
八
十
歳
で
し

た
。
旅
の
途
中
、
村
々
を
眺
め
な
が
ら

西来寺の百日紅（さるすべり）８月１９日撮影


