
紙
の
忠
魂
碑
市
町
村
刊
行
の
従
軍
者
記
念
誌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ノ
瀬
俊
也

勺
餌
唱
2
］
≦
0
5
ロ
ヨ
⑫
5
幹
ω
宮
吟
庁
⑫
↑
O
∨
巴
≦
、
曽
0
6
③
島

はじ
め
に

0
日
露
戦
後
～
第
一
次
大
戦
後
の
従
軍
者
記
念
誌

②追
憶
を
語
る
兵
士
た
ち

③満
洲
事
変
～
日
中
戦
争
期
の
従
軍
者
記
念
誌

お
わ
り
に

［論
文
要旨
］

　各
市
町
村
に
お
け
る
従
軍
者
記
念
誌
は
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
、
戦
死
者
が
忘
却
さ
れ
て
い
く
こ
　
　
　
戦
死
者
の
死
の
”
意
味
”
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
戦
争
自
体
の
持
つ
価
値
を
地
域
ぐ
る
み
で
再

と
を
嘆
い
て
作
ら
れ
た
。
だ
が
第
一
次
大
戦
後
、
主
に
在
郷
軍
人
会
市
町
村
分
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
　
　
　
確
認
、
受
容
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
記
念
誌
は
、
そ
の
よ
う
な
後
ろ
向
き
の
意
図
で
は
な
く
、
あ
る
積
極
的
な
政
治
的
意
図
、
す
な
わ
　
　
　
　
　
以
上
の
過
程
を
通
じ
て
、
満
州
事
変
勃
発
以
前
か
ら
満
州
は
「
血
を
も
っ
て
購
っ
た
」
土
地
で
あ

ち
過
去
の
栄
光
の
記
録
・
記
憶
化
を
通
じ
て
軍
人
と
い
う
自
己
の
存
在
意
義
を
再
確
認
し
、
反
軍
平
　
　
　
　
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
権
益
は
擁
護
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
論
理
や
「
社
会
主
義
共
産
主
義
」
の
脅
威

和
思
想
の
盛
ん
だ
っ
た
社
会
に
訴
え
て
い
く
た
め
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
記
念
誌
の
中
　
　
　
　
が
市
町
村
と
い
う
末
端
レ
ベ
ル
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
満
州
事
変
に
際
し
て
軍
、
在
郷

で
日
清
・
日
露
の
追
憶
を
語
っ
た
老
兵
た
ち
は
、
戦
死
者
の
壮
絶
な
死
を
語
っ
て
戦
争
の
「
記
憶
」
　
　
　
　
軍
人
会
な
ど
が
国
民
の
支
持
を
調
達
す
る
際
、
日
露
戦
争
の
「
記
憶
」
を
強
調
し
た
こ
と
は
周
知
の

に

具
体
性を
与
え
て
、
人
々
の
共
感
を
呼
び
起
こ
す
役
回
り
を
演
じ
た
。
そ
う
し
た
語
り
の
あ
り
方
　
　
　
　
こ
と
だ
が
、
本
稿
が
掲
げ
た
諸
事
例
は
、
そ
の
よ
う
な
「
記
憶
」
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
具
体
的

は

「郷
土

の
英雄
」
を
求
め
る
人
々
の
心
情
に
も
か
な
う
も
の
だ
っ
た
。
老
兵
た
ち
が
自
己
の
従
軍
　
　
　
　
に
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
共
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

体
験を
語
る
際
、
確
か
に
悲
惨
な
体
験
も
語
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
名
誉
心
充
足
の
機
会
と
し

て

戦争
を
描
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
従
軍
者
た
ち
の
「
語
り
」
を
彼
ら
の
”
郷
土
”
が
一
書
に
編

む
時
、
彼
ら
が
国
家
の
大
き
な
歴
史
に
占
め
た
位
置
、
役
割
の
説
明
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
．
そ
れ
は

う
5
9
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は
じ
め
に

　
近
年
、
忠
魂
碑
に
代
表
さ
れ
る
地
域
社
会
の
戦
没
者
”
慰
霊
”
が
注
目
を
集
め
て

い

る
。
確
か
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
市
町
村
が
独
自
に
忠
魂
碑
を
建
て
た
と
い
う
こ
と

は
、
地
域
社
会
が
兵
士
の
死
に
対
し
何
ら
か
の
”
慰
霊
”
の
必
要
性
を
認
め
た
こ
と

の
証
左
で
は

あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
忠
魂
碑
の
碑
文
を
眺
め
た
だ
け
で
は
、
地
域
社
会

と
軍
隊
・
戦
争
と
の
関
係
性
の
あ
り
か
た
、
つ
ま
り
兵
士
た
ち
の
”
郷
土
”
が
戦
死

者
の
死
を
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
論
理
で
意
義
づ
け
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
同
じ

戦
争
か
ら
生
還
し
て
き
た
者
の
「
勲
功
」
を
具
体
的
に
ど
う
捉
え
、
賛
美
し
て
い
っ

た
の
か
が
見
え
づ
ら
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ら
を
総
体
的
・
通
事
的
に
問
う
て
初
め

て
、
市
町
村
と
い
う
末
端
レ
ベ
ル
に
お
け
る
戦
争
の
意
義
の
捉
え
ら
れ
方
、
す
な
わ

ち
各
時
期
の
社
会
が
有
し
て
い
た
戦
争
観
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
が
、
日
露
戦
後
以
降
の
各
市
町
村
　
在
郷
軍
人
会
分

会
が
編
纂
主
体
と
な
る
こ
と
が
多
い
ー
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
種
々
の
「
従
軍
者
記

念
誌
」
で
あ
る
。
こ
の
種
の
書
物
は
、
以
下
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
よ
う
に
、
そ
の

地
域

出
身
の
生
者
・
死
者
を
通
じ
た
従
軍
者
一
人
一
人
の
「
功
績
」
を
顕
彰
す
る
目

的
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
来
地
域
社
会
に
お
け
る
戦
没
者
の
顕
彰
と
は
、
生
還
者
に
対
す
る
そ
れ
と
不
可

分
、
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
九
二
六
年
奈
良
県
の
あ
る
在
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

軍

人
会
分
会
が
編
纂
し
た
従
軍
者
記
念
誌
は
、
口
絵
写
真
と
し
て
分
会
旗
を
、
次
い

で

村
忠
魂
碑
、
各
戦
没
者
、
最
後
に
編
纂
委
員
（
分
会
会
員
）
を
掲
載
し
て
い
る

し
、
戦
死
者
の
死
の
状
況
を
生
還
者
に
詳
し
く
語
ら
せ
て
も
い
る
な
ど
、
死
者
の
顕

彰
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
各
地
の
記
念
誌
を
「
紙
の
忠
魂
碑
」
と
も
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
そ
れ
ら
の
内
容
を
分
析
し
、
兵
士
た
ち
の

“

郷

土
”
が
彼
ら
の
「
事
績
」
ー
そ
の
「
労
苦
」
や
死
1
を
い
か
に
顕
彰
し
て
い
た
の

か
、
戦
争
そ
れ
自
体
の
意
義
を
具
体
的
に
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
そ
の
時
々
の
社
会
は
そ
う
し
た
記
憶
の
動
員
を
必
要
と
し
、
実
施
し
て
い
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
「
歴
史
的
記
憶
」
が
有
し
た
政
治
的
・
社
会
的
機
能
と
は
、
近
年
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

史
学
全
体
に
お
い
て
注
目
を
集
め
て
い
る
問
題
で
あ
る
し
、
日
本
近
代
史
の
分
野
で

も
、
羽
賀
祥
二
が
、
一
九
世
紀
の
地
域
社
会
に
お
け
る
史
蹟
（
長
篠
合
戦
な
ど
の
古

戦
場
）
顕
彰
を
分
析
し
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
も
、
か
か
る
史
蹟
と
そ
こ

で
の
死

没
者
に
「
国
民
教
化
」
装
置
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
述
べ

　
　
　
ヨ
　

て

い

る
。
だ
が
日
清
・
日
露
以
降
と
い
う
同
時
代
の
〈
戦
争
史
〉
が
、
市
町
村
と
い

う
兵
士
た
ち
に
最
も
身
近
だ
っ
た
は
ず
の
”
地
域
”
社
会
に
お
い
て
記
録
・
記
憶
化

さ
れ
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
に
関
し
て
は
、
近
年
活
発
化
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
る
こ

い

る
「
軍
隊
と
社
会
」
の
関
係
性
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
く
研
究
や
、
戦
死
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

関
す
る
種
々
の
「
語
り
」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
従
軍
者
記
念
誌
編
纂
の
主
体
と
な
る
こ
と
の
多
か
っ
た
在
郷
軍
人
会
に

関
す
る
諸
研
究
で
も
、
こ
う
し
た
分
会
ー
地
域
レ
ベ
ル
に
お
け
る
〈
戦
争
史
〉
の
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彰
作
業
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
国
民
・
社
会
に
「
戦
争
を
納
得
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ア
　

せ

る
論
理
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
そ
う
し
た
切
り
口
か

ら
末
端
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
軍
隊
と
社
会
」
と
の
関
係
性
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

0
日
露
戦
後
～
第
一
次
大
戦
後
の
従
軍
者
記
念
誌

　

1
　
日
露
戦
後
に
お
け
る
記
念
誌
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
日
露
戦
争
終
結
後
、
全
国
の
県
・
郡
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
各
市
町
村
で
も
独
自

に
区
域
内
の
従
軍
・
戦
死
者
の
功
績
を
讃
え
る
目
的
で
記
念
誌
が
編
纂
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
埼
玉
県
北
足
立
郡
川
越
町
は
一
九
一
〇
年
、
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
捷

594



一ノ瀬俊也［紙の忠魂碑］

記
念
帖
』
を
編
纂
、
従
軍
・
戦
没
者
の
動
員
～
帰
還
・
論
功
行
賞
に
至
る
ま
で
の
履

歴
を
掲
載
し
て
い
る
。
同
書
は
序
文
に
て
「
抑
モ
日
露
戦
役
ハ
有
史
以
来
未
曾
有
ノ

大

戦
ニ
シ
テ
殊
二
優
勢
ナ
ル
敵
軍
ハ
天
険
二
拠
リ
テ
防
御
ヲ
固
フ
ス
之
ヲ
攻
ム
ル
素

ヨ
リ
難
シ
而
モ
戦
ヘ
ハ
必
ス
捷
チ
攻
ム
レ
ハ
必
ス
取
リ
遂
二
遠
ク
敵
軍
ヲ
北
方
二
鴛

迫
シ
載
史
以
来
ノ
大
捷
ヲ
収
メ
以
テ
国
光
ヲ
四
表
二
輝
カ
シ
国
威
ヲ
世
界
二
揚
ク
ル

ヲ
得
タ
リ
」
と
い
い
、
「
川
越
町
戦
時
一
般
ノ
状
況
」
と
題
し
て
戦
争
中
の
同
町
に

お
け
る
種
々
の
後
援
活
動
も
詳
述
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
の
あ
り
方
は
、
町
民

一
人
一
人
が
前
線
兵
士
、
「
銃
後
」
の
一
員
と
し
て
一
致
結
束
、
「
載
史
以
来
ノ
大

捷
」
獲
得
と
い
う
国
家
的
事
業
に
寄
与
し
得
た
こ
と
を
自
ら
再
確
認
・
賛
美
し
た

い
、
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
に
基
づ
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
そ
う
し
た
感
情
に
基
づ
く
兵
士
た
ち
の
顕
彰
は
、
そ
の
後
も
永
く
継
続
さ

れ
て

い

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
川
越
町
の
『
記
念
帖
』

よ
り
や
や
後
の
一
九
＝
一
年
、
福
井
県
遠
敷
郡
国
富
村
在
住
の
沢
崎
水
哉
（
秀
善
）

　
　
　
ぺ
　
　

な
る
人
物
が
非
売
品
と
し
て
刊
行
し
た
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
遠
敷
郡
出
身
従
軍

殉
難
士
記
念
帖
』
な
る
書
物
は
示
唆
的
で
あ
る
。
同
書
は
五
二
八
頁
に
渡
る
大
部
の

も
の
で
、
戦
争
の
起
因
か
ら
各
戦
場
に
お
け
る
戦
闘
の
状
況
、
〇
六
年
五
月
二
日

「
靖
国
神
社
戦
死
者
大
勅
祭
」
ま
で
の
経
緯
を
詳
述
、
そ
の
中
に
同
郡
出
身
の
戦
死

者
名
・
履
歴
な
ど
を
「
仮
令
ば
遼
陽
役
殉
難
者
を
一
括
し
て
即
ち
遼
陽
戦
記
の
後
に

入

れ
」
て
掲
載
す
る
と
い
う
構
成
を
と
り
、
戦
争
と
い
う
大
き
な
歴
史
に
お
け
る
死

者
た
ち
の
位
置
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
死
の
意
義
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
沢
崎
の

同
書
刊
行
の
意
図
を
冒
頭
の
「
自
序
」
か
ら
み
て
い
こ
う
。
彼
は
た
ま
た

ま
遠
敷
郡
最
初
の
戦
死
者
（
軍
艦
初
瀬
乗
組
員
）
の
葬
儀
に
会
し
、
以
後
「
万
難
を

排

し
て
東
奔
西
走
〔
郡
内
全
一
二
三
名
の
〕
各
英
霊
の
葬
儀
に
会
し
、
都
度
英
霊
に

対

し
黙
約
す
る
に
そ
の
勲
績
表
彰
に
全
力
を
尽
さ
ん
事
を
以
て
し
た
」
と
い
う
。

「
東
奔
西
走
親
し
く
各
遺
族
に
就
き
生
前
の
動
作
な
り
書
簡
な
り
夫
等
断
片
を
集
拾

〔
中
略
〕
或
は
死
者
が
竹
馬
の
友
に
或
は
戦
友
に
或
は
近
隣
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
方
法

を
採
」
っ
た
と
い
う
献
身
的
行
動
の
背
景
に
は
、
「
出
征
将
卒
が
献
身
的
行
動
の
結

果
は
未
曾
有
の
大
捷
と
な
り
其
大
捷
は
更
に
帝
国
の
世
界
に
於
け
る
位
置
に
深
甚
な

る
影
響
を
与
え
た
」
と
、
無
名
戦
死
者
へ
の
深
い
謝
意
が
あ
っ
た
。

　

だ

が
沢
崎

は
、
「
今
回
靖
国
神
社
に
合
祀
せ
ら
れ
た
る
忠
魂
⊥
ハ
万
余
知
ら
ず
何
人

が
其
姓
名
を
記
憶
す
る
も
の
ぞ
〔
略
〕
官
報
の
校
正
掛
り
は
之
を
一
読
し
た
る
な
ら

ん

町
村
役
場
吏
員
は
之
を
記
録
し
た
る
な
ら
ん
而
も
彼
等
は
何
れ
も
雲
姻
過
眼
な
る

べ
し
何
ぞ
況
や
一
般
国
民
に
於
い
て
を
や
」
、
「
花
落
て
而
後
其
凋
落
を
憐
む
な
く
人

逝
て

後
世
之
が
弔
祭
を
怠
る
所
所
謂
熱
し
易
く
冷
め
易
き
は
人
情
の
状
態
動
も
す
れ

ば
我
が
五
千
万
同
胞
に
代
り
戦
捷
の
犠
牲
と
な
り
し
忠
烈
義
憤
の
健
児
を
日
常
記
憶

の

中
よ
り
遺
忘
し
去
る
の
傾
き
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
死
ん
だ
兵
士
た

ち
の
”
郷
土
”
は
当
初
こ
そ
「
礼
厚
く
」
彼
ら
を
讃
え
て
い
た
も
の
の
、
時
が
た
つ

に
つ
れ
彼
ら
を
「
日
常
記
憶
の
中
よ
り
遺
忘
し
去
」
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
死
者
た
ち
へ
の
同
情
、
義
憤
も
同
誌
編
纂
の
動
機
と
な
っ
た
。
彼
は
編
纂
作
業
開

始
後
も
、
「
各
遺
族
及
び
町
村
役
場
へ
郵
信
交
渉
再
三
而
か
も
一
の
得
る
処
な
く
殆

ど
絶
望
中
止
せ
ん
か
と
ま
で
思
」
（
「
凡
例
」
）
っ
た
と
い
う
。
ま
た
各
所
よ
り
寄
付
を

募
っ
た
が
、
巻
末
の
「
賛
助
員
芳
名
録
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
六
名
の
寄
付
者
中
六
四

名
を
郡
内
各
寺
の
住
職
が
占
め
、
公
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
は

郡
兵
事
主
任
書
記
二
名
（
現
職
・
元
職
）
の
み
で
あ
る
。

　
【
表
】
は
、
同
じ
福
井
県
の
丹
生
郡
西
安
居
村
在
郷
軍
人
会
分
会
が
一
九
〇
七
年

の
設
立
以
後
、
日
清
・
日
露
の
戦
死
者
を
い
か
に
扱
っ
て
き
た
か
を
示
す
も
の
で
あ

　り
　る

。
同
会
は
当
初
、
毎
年
三
月
一
〇
日
の
陸
軍
記
念
日
に
「
戦
病
死
者
追
弔
会
」
を

実
施

し
て
い
た
が
、
一
九
＝
二
年
「
明
治
帝
御
一
周
年
忌
」
と
併
せ
て
追
弔
会
を
実

施

し
た
の
を
最
後
に
、
後
年
の
二
二
年
ま
で
か
か
る
行
事
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　
石
川
県
石
川
郡
鶴
来
町
在
郷
軍
人
会
分
会
は
、
］
九
一
一
年
九
月
「
産
土
神
金
剣

神
社
境
内
二
忠
魂
堂
ヲ
建
立
シ
、
慰
霊
祭
ヲ
行
」
っ
て
き
た
が
、
一
九
二
］
二
年
に
復

活
す
る
ま
で
「
過
去
数
年
間
中
絶
セ
ラ
レ
」
て
い
た
。
「
大
正
七
八
年
ノ
財
界
好
景

気
ハ
当
町
ノ
商
工
界
モ
頓
二
活
気
ヲ
呈
シ
、
会
員
挙
テ
家
業
二
尽
シ
、
一
方
軍
人
会

ノ
事
業
ハ
一
時
停
頓
」
し
、
「
当
時
分
会
ノ
財
産
ハ
甚
ダ
逼
迫
セ
ル
ノ
状
態
ナ
リ
、
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即
チ

ニ
百
名
二
垂
々
ト
ス
ル
会
員
ヨ
リ
会
費
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
、
其
額
少
額
ニ
シ
テ
且

　
　
け
　

滞
納
多
」
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た
。
明
治
と
い
う
時
代
が
終
わ
り
、

大
正

と
い
う
平
和
な
時
代
を
謳
歌
す
る
中
で
、
あ
た
か
も
戦
争
・
戦
死
者
の
記
憶
、

追
慕
の
念
も
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
さ
し
あ
た
り

こ
う
し
た
“
郷
土
”
の
戦
死
者
に
対
す
る
冷
淡
な
態
度
が
変
化
を
迎
え
た
の
は
、

2

第
一
次
大
戦
後
の
従
軍
者
記
念
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

確
認
し
て
お
き
た
い
。
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年

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

摘 要

第1回戦病死者追弔会を専超寺にて執行

第2回戦病死者追弔会を明源寺にて執行、会員66名出席

第3回戦病死者追弔会を徳善寺にて執行、会員72名出席、「詣者満堂」

戦病死者追弔会を明源寺にて執行、会員80名出席、軍人遺族その他参拝者多し

明治帝御一周年忌及戦病死者追弔会を八木庄左衛門方にて執行、詣者400有余

分会状況視察のため支部長巡視、講演あり、会員銃剣術の試合あり

小学校にて総会開催

陸海軍大臣より親閲紀念綬下付拝受式を行う

〔記述なし〕

〔記述なし〕

〔記述なし〕

〔記述なし〕

〔記述なし〕

4月3日、会員一同忠魂碑に参拝後、戦病死者追弔会を牧野吉右衛門方にて執行、会員遺

族その他一般の参拝者約300人

忠魂碑前に戦病死者の第一回招魂祭を行う、「会員遺族一般参拝者多ク盛大」

戦病死者追弔会を八木林左衛門宅にて執行、「詣者多数」

戦病死者追弔会を森坂治三右衛門宅にて執行、参会者村長校長村吏員会員遺族一般約300人

戦死者追弔会を加畑惣平宅にて執行、分会長追弔会について口演、「詣者多数ニテ盛大」

先帝奉悼会並に戦病死者追弔会を安田未定文左衛門宅にて開催、参詣者約300名「盛大」

忠魂碑に参拝、午前中〔連隊区か〕司令部副官の講演、「〔青年〕訓練所視察ノ見学」、

午後高原彦左衛門方にて明治天皇17周忌大正天皇3周忌村内戦病死者の奉悼及び追弔会を仏

式にて執行、司令部副官の追弔講演、参詣人分会員140名青訓生48名来賓15名一般505名

青年団と合同春季総会　戦病死者追弔会を池田小左衛門方にて執行、参詣人800名（うち

会員140名、来賓有志20名、遺族・青年団80名）

春季総会、森坂次太夫宅において戦病死者追弔会、歩兵第36連隊末松中尉済南事件につい

ての講話、参詣数百

春季総会、午後忠魂碑参拝後分会長挨拶、〔分会員〕中山茂の日露戦争役談あり、仏式戦病

死者追弔会を岡本吉之丞方にて執行、真浄寺小竹師の「仏教ヨリ見タル国防二就キ長広舌

アリ、大衆大二感動ス」、出席会員117名、訓練生徒47名、一般参詣者280名

出典：『帝国在郷軍人会西安居村分会史』1～135頁
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一ノ瀬俊也［紙の忠魂碑］

第
一
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
前
出
の
福
井
県
西
安
居
村
在
郷
軍
人
会
分
会
は
一

九

二
二
年
の
、
陸
軍
記
念
日
に
で
は
な
い
が
会
員
一
同
忠
魂
碑
に
参
拝
し
て
「
戦
病

死
者
追
弔
会
」
を
復
活
、
翌
二
三
年
に
は
「
第
一
回
招
魂
祭
」
を
実
施
し
て
い
る

（も
っ
と
も
翌
年
に
は
再
び
「
追
弔
会
」
と
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
が
）
。
石
川
県
鶴

来
町
在
郷
軍
人
会
分
会
も
前
述
の
通
り
≡
二
年
に
至
っ
て
慰
霊
祭
を
復
活
、
「
役
員

総
出
ヲ
以
テ
寄
付
金
ヲ
募
集
シ
盛
大
二
行
フ
ヲ
得
」
て
い
る
。
”
郷
土
”
の
戦
死
者

に
対
す
る
態
度
に
、
何
が
し
か
の
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
い
く
つ
か
の

町
村
の
事
例
か
ら
検
証
し
て
み
た
い
。

　
ほ

ぼ
同
時
期
の
一
九
二
五
年
、
宮
城
県
志
田
郡
三
本
木
町
の
在
郷
軍
人
会
分
会
は

日
露
戦
争
戦
死
者
四
名
の
忠
魂
碑
を
建
設
し
、
あ
わ
せ
て
『
我
が
郷
土
』
な
る
記
念

誌

を
発
行
し
た
。
な
ぜ
同
町
で
は
こ
の
時
期
に
至
っ
て
忠
魂
碑
が
建
設
さ
れ
た
の

か
。
や
や
長
く
な
る
が
、
同
書
序
文
の
一
節
を
以
下
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
永

く
鎖
国
を
唱
へ
て
列
国
と
交
渉
を
絶
ち
た
る
我
が
帝
国
は
日
清
、
日
露
両
戦

　
　
役

を
経
て
世
界
五
大
強
国
の
一
に
列
し
、
日
英
同
盟
の
義
に
よ
り
欧
州
大
戦
に

　
　
参
加
し
て
三
度
大
勝
、
一
躍
英
米
と
共
に
三
大
強
国
の
一
と
な
り
、
国
威
旭
日

　
　
と
共
に
愈
々
揚
が
れ
り
。
然
り
と
謂
も
一
歩
の
進
展
は
同
情
よ
り
猜
疑
に
而
し

　
　
て
恐
日
と
化
せ
り
。
欧
州
大
戦
後
戦
争
の
惨
禍
に
対
す
る
恐
怖
心
よ
り
極
度
に

　
　
平
和
を
熱
望
す
る
の
余
り
国
際
連
盟
締
結
せ
ら
れ
し
と
謂
も
欧
州
の
天
地
未
だ

　
　
砲
煙
、
弾
雨
、
銃
声
の
響
の
絶
ゆ
る
逞
な
し
、
太
平
洋
上
平
和
維
持
の
た
め
華

　
　
盛
頓
会
議
開
か
れ
日
、
英
、
米
、
仏
四
国
協
定
成
り
軍
備
、
防
備
の
制
限
を
約

　
　
す
と
謂
も
主
唱
者
た
る
米
国
は
既
に
之
を
裏
切
り
て
、
空
軍
の
拡
張
に
、
毒
瓦

　
　
斯
の
研
究
に
、
軍
備
の
拡
張
充
実
に
孜
々
汲
々
た
り
。
之
加
我
が
一
昨
年
の
東

　
　
京
付
近
の
大
震
災
に
よ
り
蒙
り
た
る
弱
点
に
投
じ
て
非
人
道
的
排
日
移
民
法
案

　
　
を
可
決
し
或
は
昨
夏
全
国
的
在
郷
軍
人
の
総
動
員
を
行
ひ
て
示
威
的
行
動
を
と

　
　
り
、
尚
ほ
本
年
一
月
よ
り
布
畦
付
近
を
中
心
と
し
て
某
国
を
仮
想
敵
国
と
し
て

　
　
九
ヶ
月
の
長
期
に
亘
り
海
軍
大
演
習
を
挙
行
し
つ
・
あ
り
。
英
国
は
二
十
年
の

　
　

永
き
日
英
同
盟
の
義
を
捨
て
今
や
植
民
地
保
護
の
美
名
の
も
と
に
新
嘉
披
に
一

　
　

大
海
軍
根
拠
地

を
建
造
せ
ん
と
す
之
何
を
意
味
す
べ
き
も
の
な
り
や
。
往
事
の

　
　
威
海
衛
よ
り
以
上
の
脅
威
た
る
を
思
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
隣
邦
支
那
の
動
揺
常

　
　

な
き
、
労
農
露
国
の
赤
化
宣
伝
等
時
局
益
々
多
事
に
、
内
国
民
精
神
漸
く
萎
靡

　
　

せ
ん

と
す
。
思
ふ
て
此
処
に
至
れ
ば
吾
人
の
責
任
や
重
且
つ
大
な
る
と
共
に
殉

　
　

国
諸
勇
士
の
功
績
の
愈
々
甚
大
な
り
し
を
追
慕
せ
ら
る
。
／
此
の
秋
に
際
し
吾

　
　
人

は
町
内
外
の
御
賛
助
を
得
、
分
会
多
年
の
宿
望
た
る
忠
魂
碑
を
建
設
し
以
て

　
　

本

町
内
殉
忠
諸
勇
士
の
勲
功
を
賞
へ
、
其
の
霊
を
弔
ひ
、
一
に
は
遺
さ
れ
た
る

　
　

遺
族
を
慰
む
る
と
共
に
軍
人
会
、
青
年
団
、
並
に
児
童
教
養
、
訓
化
、
指
導
の

　
　

中
心
と
し
以
て
多
難
な
る
時
局
に
善
処
す
る
の
覚
悟
を
得
せ
し
む
る
は
吾
人
の

　
　
責
務
な
る
を
信
ず
。

　

こ
の
文
章
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、
戦
死
者
た
ち
の
記
憶
の
象
徴
・
忠
魂
碑
が

地

域

に
お
け
る
「
教
養
、
訓
化
、
指
導
の
中
心
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
過
去
を
象
徴
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
、
死
者
の
忘
却
防
止
と
い
う
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
後
ろ
向
き
な
目
的
で
刊
行
さ
れ

た
前
出
の
「
記
念
誌
」
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
日
清
戦
争
か

ら
三
〇
年
、
日
露
戦
争
か
ら
二
〇
年
、
「
日
独
青
島
戦
役
」
か
ら
一
〇
年
と
い
う
節

目
の
年
に
、
“
郷
土
”
の
人
々
が
「
帝
国
の
今
日
あ
る
は
殉
忠
報
国
の
諸
勇
士
の

賜
」
（
「
序
言
」
）
と
い
う
認
識
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
、
英
米
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
や

中
国
の
動
乱
、
「
国
民
精
神
の
萎
靡
」
と
い
う
「
多
難
な
る
時
局
」
に
対
処
し
て
い

く
方
策
と
し
て
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
本
木
町

分
会
は
分
会
長
が
明
治
二
〇
年
生
ま
れ
の
退
役
陸
軍
輻
重
兵
中
尉
、
幹

事
は
後
備
役
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
、
評
議
員
兼
班
長
一
五
名
中
、
海
軍
下
士
官
二
名
以

外
は
全
員
陸
軍
兵
卒
（
内
訳
は
後
備
役
上
等
兵
四
名
、
後
備
役
一
等
卒
六
名
、
予
備

役
一
等
卒
一
名
、
国
民
兵
役
二
名
）
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
陸
軍

兵
卒
の
服
役
期
間
は
現
役
三
年
（
た
だ
し
歩
兵
は
二
年
で
帰
休
）
、
予
備
役
四
年
四

か

月
、
後
備
役
一
〇
年
だ
っ
た
か
ら
、
全
員
日
露
戦
後
～
第
一
次
大
戦
前
後
に
入
営
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し
従
っ
て
日
露
の
戦
い
も
経
験
し
て
い
な
い
世
代
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
か
ら
も
、
彼
ら
の
「
忠
魂
碑
」
建
設
、
『
我
が
郷
土
』
な
る
「
郷
土

史
」
編
纂
と
い
う
事
業
に
、
単
な
る
死
ん
だ
先
輩
へ
の
追
慕
、
「
慰
霊
」
と
い
う
以

上

の
、
一
種
の
政
治
的
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
我
が
郷
土
』
は
「
蝦
夷
棲
む
地
」
と
題
す
る
古
代
史
か
ら
一
九
二
五

年
ま
で
の
”
郷
土
史
”
を
収
録
し
、
天
正
年
間
以
降
の
村
内
城
趾
、
寺
社
、
碑

（「
日
清
戦
役
従
軍
記
念
碑
」
も
そ
の
一
つ
）
な
ど
、
郷
土
史
に
関
わ
る
諸
史
料
を
併

せ
て

掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
在
郷
軍
人
会
村
分
会
の
歴
史
も
、
一
九
〇
二
年
の
「
志

太
軍
人

団
三
本
木
支
部
」
設
立
か
ら
二
三
年
九
月
関
東
大
震
災
救
援
隊
参
加
ま
で
、

全
七

二
頁
中
一
九
頁
を
割
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
忠
魂
碑
建
設
に
際

し
て
戦
死
者
の
事
績
だ
け
で
な
く
、
三
本
木
町
、
そ
し
て
分
会
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
歴

史
〉
も
同
時
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
町
民
、
在
郷
軍
人
分
員
た
ち
一
人
一
人
に

自
ら
が
帰
属
す
る
集
団
の
〈
歴
史
〉
を
共
有
さ
せ
て
一
体
感
を
酒
養
し
、
「
多
難
な

る
時
局
」
に
対
処
し
て
い
く
た
め
の
方
策
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
他
の
在
郷
軍
人
分
会
主
体
の
前
近
代
「
郷
土
史
」
編
纂
の
事
例
と
し
て
は
、

石

川
県
能
美
郡
苗
代
村
分
会
『
浅
井
の
里
の
誉
れ
』
（
一
九
二
四
年
、
非
売
品
）
な
る

小
冊
子
が
あ
る
。
同
書
は
分
会
長
宮
岸
隆
一
が
慶
長
五
年
前
田
利
長
と
地
元
の
小
松

城
主

丹
羽
長
重

と
の
合
戦
経
緯
を
綴
っ
た
も
の
で
、
本
人
の
刊
行
意
図
は
明
記
さ
れ

て

い

な
い
が
、
友
人
石
塚
与
三
兵
衛
な
る
人
物
の
「
序
文
」
に
よ
れ
ば
、
宮
岸
は

「主

君
の
為
め
に
は
一
身
を
批
つ
た
忠
勇
義
烈
な
精
神
の
発
露
に
至
つ
て
は
却
つ

て
、
過
去
の
史
実
に
於
て
、
よ
り
多
く
顕
は
れ
て
ゐ
る
」
と
考
え
、
陸
軍
大
演
習
が

北
陸
で

挙
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
書
を
刊
行
し
た
の
だ
と
い
う
。
金
沢
連
隊
区

司
令
官
村
井
清
規
は
「
序
」
を
寄
せ
て
宮
岸
が
「
現
時
の
情
勢
に
鑑
み
」
て
「
武
人

の

典
型
と
し
て
温
故
知
新
大
に
習
ふ
べ
き
も
の
あ
」
る
同
書
を
刊
行
し
た
こ
と
は

「誠

に
美
挙
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。
両
者
の
記
述
と
も
、
本
書
刊
行
に
込
め
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

政
治
的
意
図
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

　
ほ

ぼ
同
時
期
、
同
じ
石
川
県
の
能
美
郡
小
松
町
在
郷
軍
人
会
分
会
が
一
九
二
四
年

一
月
、
『
小
松
町
忠
勇
録
』
を
刊
行
し
た
。
同
書
は
西
南
戦
争
～
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に

か

け
て
の
同
町
出
身
従
軍
者
の
入
退
営
日
、
従
軍
場
所
、
叙
勲
歴
な
ど
の
事
績
を
、

お

そ
ら
く
各
人
保
有
の
軍
隊
手
帳
な
ど
の
資
料
（
書
式
が
酷
似
し
て
い
る
）
に
基
づ

き
記
録
し
て
い
る
。
分
会
長
に
し
て
編
纂
委
員
長
の
墨
田
伊
之
助
は
、

　
　
軍
国
主
義
既
に
旧
し
と
な
し
て
弊
履
の
如
く
捨
て
ら
る
・
と
見
れ
ば
、
軍
備
制

　
　
限
並
び

に
撤
廃
の
声
早
く
も
津
々
浦
々
に
充
満
し
、
欧
州
大
戦
前
に
於
て
は
殆

　
　
ど
全
世
界
を
風
靡
せ
し
国
家
主
義
は
忽
ち
に
し
て
民
族
主
義
と
な
り
、
国
際
連

　
　
盟
の

出
現
と
な
り
、
果
て
は
国
家
連
合
の
提
唱
に
至
ら
ん
と
し
つ
・
あ
り
。
之

　
　
加
十
年
以
前
に
於
て
は
之
を
口
に
す
る
だ
に
許
さ
れ
ざ
り
し
社
会
主
義
、
共
産

　
　
主
義
の
如
き
も
、
今
や
隣
国
に
於
て
は
之
が
実
行
の
緒
に
就
き
我
国
に
於
て
も

　
　
之

を
論
議
す
る
者
頻
出
す
る
に
至
れ
り
。
〔
中
略
〕
こ
の
誤
れ
る
傾
向
は
現
代

　
　
社
会
の
各
方
面
に
向
ひ
て
諸
種
の
弊
害
を
生
ぜ
り
。
就
中
吾
人
軍
職
を
奉
ず
る

　
　
者
に
取
り
て
最
も
痛
切
に
感
ず
る
は
、
軍
国
主
義
打
破
の
観
念
よ
り
来
れ
る
軍

　
　
人

に
対
す
る
蔑
視
、
更
に
延
て
は
過
去
幾
多
の
大
戦
に
於
て
肉
弾
を
献
じ
て
一

　
　
死
以
て

国
難
に
殉
じ
た
る
忠
勇
義
烈
の
士
に
対
す
る
冒
漬
の
言
辞
な
り
。
吾
人

　
　
慈
に
於
て
か
遂
に
黙
す
る
能
は
ず
、
柳
か
論
じ
て
之
等
誤
れ
る
言
辞
を
弄
す
る

　
　
者
に
一
矢
を
酬
ゆ
る
所
あ
ら
ん
と
す
。

　

と
い
う
。
こ
の
発
言
は
「
社
会
主
義
、
共
産
主
義
」
の
台
頭
と
い
う
社
会
状
況
へ

の

危
機
感
の
み
な
ら
ず
、
自
分
た
ち
軍
人
の
存
在
意
義
を
都
合
良
く
忘
れ
「
蔑
視
」

「
冒
漬
」
的
態
度
を
と
っ
て
や
ま
な
い
社
会
へ
の
怨
恨
、
反
発
に
基
づ
い
て
い
る
。

従
軍
者
、
そ
の
中
で
も
コ
死
以
て
国
難
に
準
じ
た
」
戦
死
者
は
特
に
、
過
去
の
栄

光
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
軍
人
の
存
在
意
義
を
証
明
し
、
同
時
代
社
会
に
＝
矢
を
酬

ゆ
る
」
た
め
の
象
徴
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
編
纂
委
員
副
長
（
分
会
副
長
）
宮
崎
直
正
も
、
「
吾
ガ
小
松
町
分
会
ガ
率
先
シ
テ
コ

ノ
国
難
二
殉
セ
ラ
レ
シ
忠
臣
烈
士
ノ
尊
キ
血
汐
ト
熱
キ
涙
ト
ニ
彩
ラ
レ
シ
極
メ
テ
光

輝
ア
ル
歴
史
ヲ
録
シ
テ
万
世
ノ
亀
鑑
ト
為
シ
愈
々
殉
国
ノ
気
ヲ
振
興
セ
シ
メ
カ
ネ
テ

人

心

ヲ
悪
化
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
危
険
ナ
ル
思
想
ノ
打
破
ヲ
計
リ
タ
ル
モ
ノ
蓋
シ
故
ア
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ル

カ
ナ
」
と
分
会
長
と
同
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
ら
の
下
に
分
会
員
四
六

名
が
編
纂
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
、
お
そ
ら
く
彼
ら
が
近
在
の
従
軍
者
宅
を

廻
っ
て
資
料
を
収
集
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
『
忠
勇
録
』
編
纂
が
分
会
総
力

を
挙
げ
て
の
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
同
時
代
社
会
に
対
す
る
怨
恨
・
反
発
の

強
さ
を
あ
ら
わ
す
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　

な
お
『
小
松
町
忠
勇
録
』
は
、
尼
港
事
件
で
一
家
全
滅
し
た
同
町
出
身
の
領
事
石

田
虎
松
夫
妻
・
墓
所
の
写
真
、
死
亡
時
の
状
況
と
履
歴
を
「
付
録
」
と
し
て
巻
末
に

収
録
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
「
社
会
主
義
、
共
産
主
義
」
の
脅
威
を
社
会
に
向
か

っ

て

説
く
と
い
う
、
同
書
の
政
治
性
を
如
実
に
示
す
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
後
と
い
う
時
期
に
お
い
て
、
各
地
の
在
郷
軍
人
会
分

会
レ
ベ
ル
で
前
近
代
も
含
め
た
「
郷
土
史
」
、
日
清
・
日
露
戦
史
の
記
録
化
・
顕
彰

が
実
施

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
社
会
の
自
身
へ
の
冷
遇
、
「
蔑
視
」
に
対

す
る
怨
恨
・
反
発
の
現
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
社
会
主
義
」
へ
の
脅
威
を
説
い
て

国
防
へ
の
社
会
的
支
持
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
積
極
的
意
図
に
も
基
づ
い
て
い
た
。
か

か

る
姿
勢
は
、
大
正
末
期
の
在
郷
軍
人
会
に
お
け
る
、
地
域
民
衆
統
合
へ
の
積
極
的

姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
前
出
の
石
川
県
鶴
来
町
の
在
郷
軍
人
会
分
会
は
一

九

二
九

年
以
降
「
戦
友
墓
地
参
拝
」
を
実
施
す
る
な
ど
戦
死
者
の
顕
彰
活
動
に
努
め

て

い

る
が
、
こ
れ
は
同
じ
「
戦
友
」
、
す
な
わ
ち
歴
史
を
戴
く
こ
と
に
よ
る
、
分
会

と
し
て
の
一
体
感
酒
養
を
目
指
し
た
施
策
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
日
露
戦
争
と
い
う
〈
戦
争
の
記
憶
〉
は
、
在
郷
軍
人
会
分

会
以
外
の
地
域
社
会
一
般
に
お
い
て
、
い
か
に
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
を
一
九
二
三
～
二
八
年
、
福
島
県
石
城
郡
内
に
お
け
る
日
露
戦
争
の
戦
死
者
・
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

軍
中
佐
大
越
兼
吉
の
銅
像
建
設
の
事
例
か
ら
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

　
一
九
二
一
二
年
三
月
、
大
越
の
友
人
元
福
島
県
立
磐
城
中
学
校
長
植
竹
源
太
郎
は
同

志

と
謀
っ
て
「
大
越
中
佐
顕
彰
会
」
を
設
立
、
彼
の
病
死
に
伴
い
同
郡
平
町
長
青
沼

鋒
太
郎
が
会
長
に
就
任
、
一
九
二
八
年
四
月
一
〇
日
（
岩
城
郡
招
魂
祭
当
日
）
に
至

っ

て

銅
像
除
幕
式
を
迎
え
た
。
銅
像
建
設
「
趣
意
書
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

日
露
戦
役
に
壮
烈
な
る
戦
死
を
遂
げ
て
、
芳
名
を
不
朽
に
伝
へ
た
る
勇
将
猛

　
　

卒
、
其
の
数
決
し
て
勘
し
と
せ
ず
、
就
中
最
も
広
く
世
に
知
ら
れ
た
る
を
広

　
　

瀬
、
橘
両
中
佐
と
し
、
大
越
中
佐
に
至
り
て
は
之
を
知
る
人
蓋
し
多
か
ら
ざ
る

　
　

べ
し
。
其
の
故
何
ぞ
や
、
報
国
の
赤
心
と
壮
烈
な
る
戦
没
と
に
於
て
は
三
中
佐

　
　
皆

同
じ
、
然
れ
ど
も
戦
没
の
状
況
に
於
て
は
互
い
に
小
異
な
き
を
得
ず
。

　
　
［
中
略
］
是
其
の
名
の
未
だ
世
に
喧
伝
せ
ら
れ
ざ
る
所
以
な
り
。
某
等
頗
る
是

　
　
を
憾
む
。

　

銅
像
建
設
の
た
め
同
会
は
郡
内
一
五
五
三
人
・
八
一
団
体
よ
り
寄
付
金
八
五
〇
二

円
四
八
銭
を
集
め
た
。
除
幕
式
に
は
遺
族
、
前
陸
相
宇
垣
一
成
、
第
二
師
団
長
赤
井

春
海
、
福
島
県
知
事
代
理
、
福
島
連
隊
区
司
令
官
な
ど
来
賓
三
四
〇
余
名
を
集
め
、

「
郡
下

在
郷
軍
人
会
及
青
年
団
は
夫
々
分
会
旗
樹
立
六
百
余
人
、
各
種
学
校
代
表
学

生
、
係
員
六
十
余
名
等
列
席
の
上
」
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
宇
垣
、
赤
井
、
連
隊
区
司

令
官
や
在
郷
軍
人
会
石
城
郡
連
合
分
会
長
だ
け
で
な
く
県
町
村
会
長
、
郡
連
合
青
年

団
長
、
県
立
磐
城
中
学
校
長
な
ど
も
祝
辞
を
述
べ
た
。
以
上
の
事
実
は
銅
像
建
設
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

軍

関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
郡
を
挙
げ
た
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
同
じ
一
九
二

八
年
、
石
城
郡
出
身
の
水
戸
市
会
議
員
黒
沢
常
葉
は
郷
土
顕
彰
会
を
設
立
し
て
『
石

　
　
　
　
　
　
め
　

城
郡
郷
土
大
観
』
を
刊
行
、
「
人
物
」
章
に
「
殉
国
の
志
士
」
と
し
て
大
越
の
事
績

を
、
「
補
遺
」
に
植
竹
の
記
し
た
「
大
越
中
佐
小
伝
抄
」
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
し
て
い

る
。
「
郷
土
の
顕
彰
は
聴
て
国
土
の
顕
彰
也
。
祖
先
の
遺
風
を
顕
彰
し
、
教
化
の
淵

源
す
る
所
を
考
究
し
、
健
全
な
る
思
想
を
鼓
吹
し
、
以
て
聖
恩
の
万
分
の
一
に
報
謝

せ

ん
」
と
い
う
の
が
黒
沢
の
「
素
志
素
願
」
（
緒
言
）
で
あ
っ
た
。
大
越
は
ま
さ
し

く
“
郷
土
”
が
生
ん
だ
誇
る
べ
き
国
家
的
偉
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
“
郷
土
”
出
身
の
戦
死
者
が
社
会
的
認
知
、
賞
賛
を
得
る
こ
と
も
な
く
忘
れ

去

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
憾
む
」
と
い
う
、
一
種
の
郷
土
自
慢
的
（
た
だ
し
、
あ
く
ま

で

国
家
と
い
う
枠
の
中
で
の
）
心
情
は
在
郷
軍
人
会
と
い
う
集
団
内
の
み
に
で
は
な

く
、
そ
の
外
部
の
社
会
一
般
に
も
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
意
識
に
支
え
ら

れ
、
日
露
戦
争
の
死
者
i
戦
争
の
記
憶
は
反
軍
平
和
思
想
盛
ん
な
り
し
は
ず
の
「
大
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正
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
期
に
お
い
て
も
脈
々
と
想
起
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

②
追
憶
を
語
る
兵
士
た
ち

　

こ
こ
ま
で
、
第
一
次
大
戦
後
の
在
郷
軍
人
会
分
会
が
、
過
去
の
戦
勝
と
い
う
栄
光

の
記
憶
を
国
内
外
の
「
多
難
な
る
時
局
」
へ
の
危
機
感
を
喚
起
し
、
軍
人
の
存
在
意

義
を
忘
れ
た
社
会
状
況
に
対
抗
す
る
た
め
の
象
徴
と
し
て
動
員
し
て
い
っ
た
過
程
を

観

察
し
て
き
た
。
従
軍
者
記
念
誌
刊
行
は
そ
の
具
体
的
手
段
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た
、
一
般
社
会
で
も
日
露
戦
争
の
記
憶
は
“
郷
土
”
の
英
雄
を
求
め
る
意
識
に
基
き

喚
起
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
記
憶
の
動
員
は
、
や
が
て
単
に
従
軍
者
の
経
歴
概

略
の
み

を
列
記
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
リ
ア
ル
に
、
従
軍
者
自
身
に
過
去
の
追
憶

（戦
死

者
に
関
す
る
そ
れ
を
も
含
め
）
を
語
ら
せ
る
、
と
い
う
形
式
を
と
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
以
下
二
つ
の
村
の
事
例
か
ら
か
か
る
「
語
り
」
の
具
体
的
内
容
、
お

よ
び
そ
れ
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

1

奈
良
県
添
上
郡
田
原
村
在
郷
軍
人
会
分
会
編

『田
原
村
出
征
軍
人
従
軍
史
録
』

　
一
九
二
七
年
、
奈
良
県
添
上
郡
田
原
村
の
在
郷
軍
人
会
分
会
が
編
纂
し
た
『
田
原

村
出
征
軍
人
従
軍
史
録
』
は
「
緒
言
」
に
て
、
編
纂
の
目
的
は
「
村
内
出
征
軍
人
の

偉
大
な
る
勲
功
を
芳
記
し
、
軍
人
精
神
を
聞
明
し
、
国
民
精
神
の
精
粋
を
実
録
し
」
、

「其
の
勲
功
に
感
化
を
受
け
、
治
に
居
て
乱
を
忘
れ
ず
以
つ
て
、
平
和
に
馴
れ
、
驕

奢
に
流
れ
、
軟
弱
に
傾
く
を
戒
め
、
尚
武
の
気
風
を
酒
養
し
、
三
千
年
来
我
が
国
民

の

誇
り
と
す
る
稜
々
た
る
武
士
道
の
精
神
を
鼓
舞
し
、
発
憤
努
力
せ
し
む
る
に
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
郷
土
部
隊
の
歩
兵
第
三
八
連
隊
連
隊
長
江
藤
源
九
郎
も
「
序

文
」
中
、
同
時
代
の
社
会
状
況
を
「
世
相
一
変
或
ハ
軽
桃
浮
華
誰
激
ノ
謬
想
ヲ
信
シ

或
ハ
　
先
帝
ノ
偉
業
ト
之
ヲ
翼
賛
セ
ル
先
輩
ノ
銀
苦
ヲ
忘
レ
テ
酒
々
逸
楽
ヲ
追
ハ
ン

ト
ス
、
国
本
将
二
累
卵
ノ
危
機
二
瀕
セ
リ
」
と
批
判
す
る
。
栄
光
に
満
ち
た
過
去

を
、
と
も
す
れ
ば
戦
争
の
記
憶
、
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
軍
人
の
存
在
理
由
を
忘
れ
が

ち
な
同
時
代
社
会
へ
の
一
種
の
警
鐘
と
し
て
象
徴
化
す
る
発
想
は
、
前
出
の
『
小
松

町
忠
勇
録
』
な
ど
と
同
一
で
あ
る
。

　
で
は

同
書
に
お
け
る
、
従
軍
者
の
「
偉
大
な
る
勲
功
」
の
語
ら
れ
方
と
は
具
体
的

に
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
露
戦
争
開
戦
直
後
の
一
九
〇
四
年
五
月

二
六

日
、
遼
東
半
島
南
山
の
戦
い
で
戦
死
し
た
田
原
村
出
身
の
歩
兵
軍
曹
岡
本
常
治

を
例
に
み
て
い
こ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
彼
の
戦
死
の
状
況
を
、
同
じ
村
出
身
の
歩

兵
上
等
兵
森
岡
慶
治
郎
の
口
か
ら
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
私
も
国
に
報
ゆ
る
は
、
今
だ
と
、
降
り
来
る
弾
丸
物
と
も
せ
ず
に
、
相
次
で
艶

　
　
れ

る
戦
友
の
死
屍
を
踊
り
越
へ
て
敵
陣
の
中
へ
養
地
に
突
込
ま
し
た
。
脳
漿
は

　
　
柘
榴
の
如
く
飛
ん
で
、
草
葉
を
紅
に
染
め
、
肝
臓
は
馬
蹄
に
躁
鋼
せ
ら
れ
て
砂

　
　
に

塗

り
、
鮮
血
は
洋
々
と
流
れ
、
或
は
傷
つ
き
て
倒
れ
る
兵
、
倒
れ
て
坤
く
も

　
　
の

？
…
あ
た
り
一
面
は
血
河
屍
山
、
此
の
世
の
地
獄
で
し
た
、
恰
度
其
時
右
足

　
　

を
打
貫
か
れ
、
血
で
全
身
紅
に
染
て
尚
「
進
メ
進
メ
」
と
旭
の
小
旗
を
打
ち
振

　
　

つ
て

部
下
を
激
励
叱
咤
す
る
一
軍
曹
「
オ
・
岡
本
軍
曹
殿
？
…
」
「
進
メ
進
メ

　
　

…
進
メ
進
メ
…
進
メ
進
メ
」
の
声
の
み
、
折
柄
亦
も
や
稔
り
を
立
て
た
一
弾
、

　
　
軍
曹
の
頭
部
を
擦
過
し
た
、
私
は
進
み
兼
ね
て
亦
も
や
「
岡
本
軍
曹
殿
？
…
」

　
　
其
の

時
「
オ
・
森
岡
か
…
」
〔
中
略
〕
「
森
岡
進
メ
、
進
デ
俺
ノ
仇
ヲ
打
テ
」
魔

　
　
王
怒
嚇
の
如

き
其
の
言
葉
の
終
ら
ぬ
頃
、
凄
し
く
音
た
て
・
爆
発
し
た
弾
の
破

　
　

片
は
軍
曹
の
咽
喉
を
貫
い
た
、
鮮
血
は
滝
の
如
く
近
る
と
、
鬼
神
の
如
き
軍
曹

　
　

も
、
今
は
玉
緒
絶
へ
て
「
進
メ
」
の
声
も
消
去
つ
た
の
で
す
。
而
し
死
し
て
も

　
　
泰
然
自
若
、
南
山
司
令
塔
に
向
て
其
の
形
の
く
つ
れ
な
か
つ
た
事
は
、
森
岡
が

　
　
確
か

に
目
撃
し
て
居
り
ま
す
。
臆
々
南
山
で
の
岡
本
軍
曹
…
と
語
ら
れ
た
森
岡

　
　
氏
の

眼

に
は
、
と
め
ど
な
く
涙
が
落
た
。
（
七
五
・
七
六
頁
）

　
『
従
軍
史
録
』
の
編
者
は
、
「
気
息
は
奄
々
と
し
て
織
の
如
く
細
る
と
も
、
敵
塁
に

翻
す
べ
き
、
日
の
丸
を
右
手
に
高
く
振
り
磐
さ
れ
た
、
鬼
軍
曹
」
の
岡
本
は
彼
の
国

民
的

英
雄
・
木
口
小
平
と
も
古
諺
に
い
う
「
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
」
い
存
在
で
あ
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る
と
、
そ
の
「
勲
功
」
を
絶
賛
し
て
や
ま
な
い
。
実
際
の
目
撃
者
に
よ
る
リ
ア
ル
な

語

り
は
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
読
者
に
彼
ら
の
死
の
凄
絶
さ
、

「
勲
功
」
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
た
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
戦

前
の
ム
ラ
に
は
そ
の
ム
ラ
の
木
口
小
平
が
い
た
（
前
出
の
大
越
中
佐
も
顕
彰
の
際
、

広
瀬
・
橘
中
佐
と
並
び
称
さ
れ
た
）
の
で
あ
り
、
そ
の
像
は
こ
う
し
た
生
者
の
リ
ア

ル

な
語
り
の
中
か
ら
造
り
出
さ
れ
、
記
憶
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
生
き
て
還
り
、
死
者
の
功
績
を
語
る
役
割
を
務
め
た
森
岡
上
等
兵
の

「勲
功
」
は
い
か
に
語
ら
れ
、
記
録
さ
れ
て
い
る
の
か
。
『
従
軍
史
録
』
に
お
け
る
彼

自
身
の
頁
も
、
本
人
か
ら
の
聞
き
書
き
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
一
八
八
〇
年
生
の
彼
は
小
学
校
高
等
科
を
卒
業
後
農
業
に
従
事
、
日
露
戦
争
に
応

召
従
軍
し
た
。
〇
四
年
五
月
二
六
日
軍
旗
を
旗
手
の
少
尉
、
兵
三
名
と
護
衛
し
つ
つ

前
進
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
軍
旗
に
命
中
弾
を
受
け
た
。
「
退
却
に
遅
れ
た
敵
兵
が
死

武
者

に
射
撃
し
た
」
の
だ
っ
た
。
森
岡
た
ち
は
、
「
ワ
ア
ー
、
と
射
撃
す
る
敵
に
突

入

し
て
三
名
の
露
兵
を
め
ち
や
く
に
突
殺
し
ま
し
た
、
そ
し
て
一
将
校
を
捕
虜
と

し
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
」
。
彼
は
「
始
め
て
露
兵
を
殺
し
た
の
だ
か
ら
紀
念
に
露
兵
の

所
持
品
を
と
、
私
は
時
計
と
写
真
と
、
十
字
架
の
三
品
を
殺
し
た
奴
の
を
収
め
て
置

き
」
、
「
四
名
の
内
一
名
は
何
も
紀
念
品
が
な
い
か
ら
と
、
服
の
ボ
タ
ン
と
露
兵
の
血

に
染
つ
た
肩
章
を
収
め
て
居
り
ま
し
た
」
。
と
こ
ろ
が
戦
闘
後
の
功
績
調
査
で
、

　
　
皆

そ
れ
み
＼
御
調
を
受
け
た
時
肩
章
が
何
よ
り
殺
し
た
証
拠
と
な
つ
て
肩
章
を

　
　
収
め

て

居

た
兵
は
、
殊
勲
者
と
し
て
功
六
級
と
云
ふ
兵
卒
で
は
破
格
の
恩
典
に

　
　
浴
し
、
即
日
伍
長
に
任
官
、
且
つ
軍
人
の
亀
鑑
だ
と
て
内
地
へ
帰
還
し
ま
し

　
　
た
。
当
時
新
聞
紙
上
に
三
十
八
連
隊
の
軍
神
○
○
氏
京
都
に
安
着
と
言
ふ
記
事

　
　
が
載
つ
た
の
で
す
。
（
九
八
・
九
九
頁
）

　
一
方
の
森
岡
が
行
賞
と
し
て
得
た
の
は
「
天
皇
陛
下
よ
り
斥
候
勤
務
に
奮
励
し
た

慰
労
と
し
て
金
二
円
二
十
銭
」
、
「
従
軍
中
二
十
一
ヶ
月
間
無
病
無
傷
者
と
し
て
連
隊

長
殿
よ
り
褒
賞
金
三
円
」
、
「
勲
八
等
白
色
桐
葉
章
並
に
功
七
級
金
鶉
勲
章
及
年
金
百

円
」
お
よ
び
上
等
兵
へ
の
進
級
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
「
何
も
か
も
大
君
の
御

為
、
御
国
の
為
と
奮
闘
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
事
は
と
思
ひ
ま
し
て
も
、
仕
舞

つ

た
俺
が
真
先
に
露
助
を
突
き
貫
か
う
〔
た
の
に
？
〕
と
思
ふ
事
も
あ
り
ま
す
」

と
、
待
遇
の
格
差
に
内
心
慨
泥
た
る
思
い
を
抱
き
つ
つ
も
、
連
隊
の
象
徴
・
軍
旗
を

護
り
得
て
上
官
に
「
森
岡
よ
く
働
て
く
れ
た
、
軍
旗
の
安
全
を
得
た
の
は
貴
様
の
働

が
大
い

に
有
る
」
と
誉
め
ら
れ
、
「
あ
の
有
史
以
来
の
日
露
の
大
戦
争
に
勝
つ
た
」

こ
と
を
慰
め
・
誇
り
と
し
て
戦
後
を
「
農
業
に
精
励
」
し
つ
つ
生
き
て
き
た
。

　
彼
は
従
軍
中
斥
候
に
出
て
危
う
く
味
方
か
ら
逃
亡
兵
と
疑
わ
れ
た
り
、
一
緒
に
斥

候

に
出
た
仲
間
が
穴
の
中
に
仕
掛
け
ら
れ
た
棒
杭
の
串
刺
し
に
な
る
と
い
う
悲
惨
な

体
験
も
し
て
い
る
。
だ
が
彼
の
意
識
、
語
り
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
天
皇
へ
の
忠

誠

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
自
己
の
社
会
的
地
位
・
名
誉
欲
が
満
た
さ
れ
た
（
あ
る
い

は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
老
兵
た
ち
は
戦
争
体
験
を
平
た
く
言
え

ば

確
か
に
悲
惨
だ
が
、
儲
か
る
も
の
と
し
て
堂
々
と
、
「
言
ふ
能
は
ざ
る
歓
喜
の

情
」
を
も
っ
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
音
と
建
て
前
の
入
り
交
じ
っ
た
よ
う
な
戦
争
体
験
の
語
り
方
は
、

「赫
々
た
る
勲
功
を
建
て
軍
人
破
格
の
恩
典
金
鶏
勲
章
を
賜
る
の
氏
は
、
実
に
我
郷

土
の
誇
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、
「
身
分
は
軽
き
上
等
兵
な
る
が
故
に
一
層
、
欽
慕

と
、
恭
敬
と
、
同
情
の
念
を
深
く
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、
従
軍
者
記
念
誌
と
い

う
公
的
な
場
に
お
け
る
承
認
、
賞
賛
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

2

在
郷
軍
人
会
西
安
居
村
分
会
編

『帝
国
在
郷
軍
人
会
西
安
居
村
分
会
史
』

　
前
出
の
在
郷
軍
人
会
西
安
居
村
（
福
井
県
丹
生
郡
）
分
会
編
纂
『
帝
国
在
郷
軍
人

会
西
安
居
村
分
会
史
』
（
一
九
三
一
年
八
月
）
は
、
本
来
分
会
設
立
二
五
周
年
記
念

と
し
て
作
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
だ
が
「
歳
月
の
移
る
と
共
に
其
〔
従
軍
者
〕
の
偉

績
の
滅
せ
ん
と
し
つ
・
有
る
は
之
実
に
国
の
為
惜
し
む
所
に
し
て
又
我
郷
土
の
最
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

恥

辱
」
で
あ
り
、
「
郷
土
子
弟
を
教
養
す
る
生
け
る
資
料
」
に
も
な
る
と
頁
数
の
過

半
を
さ
い
て
「
勇
将
士
録
」
を
掲
載
し
て
お
り
、
従
軍
者
記
念
誌
と
し
て
の
性
格
も
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併
せ
持
つ
。
同
書
も
ま
た
、
従
軍
者
か
ら
直
接
聞
い
た
体
験
談
を
多
数
収
録
し
て
い

る
。
同
書
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、

　
　
各
班
の
在
籍
者
に
対
し
各
自
に
軍
隊
手
帳
を
提
出
せ
し
め
、
或
は
村
外
、
県
外

　
　
の

移
住
者
に
対
し
て
は
略
歴
の
提
出
を
交
渉
せ
る
も
容
易
に
送
付
し
来
た
ら

　
　
ず
、
〔
略
〕
尚
現
住
者
に
し
て
略
歴
を
提
出
し
来
た
れ
る
も
詳
細
な
る
戦
績
を

　
　
知
る
こ
と
を
能
は
ざ
る
に
よ
り
先
づ
日
清
、
日
露
の
戦
史
に
就
き
調
査
す
る
の

　
　

要
あ
り
、
博
文
館
発
行
日
清
戦
争
実
記
三
十
冊
四
千
頁
、
日
露
戦
争
実
記
五
十

　
　
冊
七

千
五
百
頁
、
参
謀
本
部
編
纂
日
清
戦
史
七
冊
七
千
五
百
頁
、
日
露
戦
史
二

　
　
五
冊
約
三
万
七
千
頁
其
の
他
の
参
考
書
二
三
千
頁
合
計
約
六
万
一
千
頁
を
読
破

　
　
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
〔
福
井
県
立
図
書
館
に
行
っ
て
い
た
の
で
は
日
数
・
予
算

　
　
不
足
の

た
め
〕
某
所
よ
り
特
に
以
上
の
書
を
借
覧
の
栄
を
得
、
而
し
て
之
を
各

　
　
自
の
軍
隊
手
帳
と
対
照
し
未
だ
詳
細
な
ら
ざ
る
も
の
に
は
本
人
を
招
致
し
そ
の

　
　
記
憶
を
追
憶
せ
し
め
、
又
招
致
に
応
ぜ
ざ
る
も
の
に
対
し
て
は
特
に
本
人
の
所

　
　
在
地
に
出
張
し
て
其
の
戦
況
を
聞
き
、
或
は
照
会
事
項
を
詳
記
し
、
郵
便
回
答

　
　

を
得
る
等
、
所
謂
一
切
の
手
段
を
尽
し
、
〔
略
〕
一
年
を
費
し
て
漸
く
原
稿
の

　
　
脱
稿
を
得
た
り

　

と
史
実
の
正
確
な
把
握
に
多
大
の
意
を
用
い
た
旨
自
讃
す
る
。
完
成
し
た
同
書
は

「分
会
史
と
称
す
る
と
云
へ
ど
も
一
面
は
支
部
史
た
り
、
連
合
分
会
史
た
り
、
又
勇

将
士
録

は
単
に
当
分
会
勇
士
録
た
る
が
如
き
も
実
は
日
清
小
史
、
日
露
小
史
と
も
称

す
べ
く
、
故
に
将
来
各
分
会
が
其
の
史
を
編
纂
せ
ん
と
せ
ば
其
の
底
本
た
る
こ
と
を

信
ず
る
」
と
の
自
負
が
示
さ
れ
る
。
彼
ら
が
こ
こ
ま
で
個
々
の
従
軍
者
「
事
績
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
う
小
さ
な
歴
史
と
、
戦
争
と
い
う
大
き
な
歴
史
の
正
確
な
結
び
つ
け
に
こ
だ
わ
っ

た
の
は
、
軍
人
が
日
清
戦
争
以
降
い
か
に
重
大
な
国
家
的
貢
献
を
な
し
て
き
た
か
を

論
証
し
て
社
会
の
側
に
周
知
徹
底
さ
せ
、
在
郷
軍
人
会
と
い
う
自
己
の
存
在
意
義
を

強
調
し
た
い
、
と
い
う
欲
求
の
強
さ
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
内
容
に
目
を
転
ず
る
と
、
同
書
の
編
集
長
・
後
備
役
陸
軍
一
等
看
護
長
（
本

願
寺
従
軍
布
教
使
、
初
代
・
第
三
代
分
会
長
）
藤
原
龍
存
自
ら
、
日
清
・
日
露
戦
争

に
従
軍
し
た
際
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
彼
は
日
清
戦
時
、
台
湾
の
嘉
義
城
攻
略
に

参
加
、
「
敵
の
傷
者
の
路
傍
に
岬
吟
く
者
、
血
を
吐
き
つ
・
傷
き
た
る
体
を
起
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怨

ま
し
く
戦
勝
者
を
凝
視
す
る
を
見
て
は
又
心
地
良
き
も
の
に
非
ず
」
、
「
各
隊
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
病
者
殺
到
入
院
の
前
後
を
争
ひ
発
着
部
が
病
傷
日
誌
を
記
し
つ
・
あ
る
裡
に
死
亡

す
る
者
数
人
有
る
が
如
き
混
雑
中
に
病
室
を
開
設
せ
る
も
専
属
の
職
員
は
唯
一
看
護

手
一
看
病
人
あ
る
而
巳
、
極
力
看
護
に
従
事
す
る
と
難
も
赤
痢
、
チ
ブ
ス
、
虎
列
刺

等
の
重
症
患
者
数
十
名
を
収
容
せ
る
事
と
て
到
底
満
足
な
る
看
護
を
為
す
能
は
ず
」

（三
三
七
頁
）
な
ど
と
惨
烈
な
体
験
を
回
想
す
る
。

　

ま
た
日
露
戦
争
に
応
召
し
た
歩
兵
上
等
兵
河
上
初
太
郎
（
一
九
〇
一
年
入
営
）
の

中
隊
は
〇
五
年
三
月
一
日
、
彰
駅
店
の
戦
い
で
「
忽
ち
敵
に
四
方
よ
り
射
撃
を
あ
び

せ
か

け
ら
れ
見
る
く
内
に
死
山
血
河
の
修
羅
場
と
化
」
し
た
。
彼
の
中
隊
長
吉
村

中
尉
は
「
今
中
隊
が
此
処
を
退
却
す
れ
ば
我
連
隊
は
勿
論
我
が
旅
団
の
運
動
上
非
常

な
る
困
難
を
来
た
す
が
故
に
我
中
隊
は
一
歩
も
退
却
せ
ず
此
の
地
を
死
守
す
る
な

り
、
中
隊
の
死
に
場
所
は
此
処
な
る
ぞ
、
皆
決
心
を
な
し
潔
ぎ
よ
く
名
誉
の
戦
死
を

な
し
て
国
恩
に
報
ぜ
よ
と
」
命
じ
、
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
「
五
十
名
余
り

は
名
誉
の
戦
死
を
と
げ
」
た
が
河
上
は
負
傷
し
て
人
事
不
省
と
な
り
、
生
還
し
た

（
二
五
〇
～
二
五
二
頁
）
。

　
彼
は
は
る
か
後
年
の
「
昭
和
五
年
三
月
福
井
だ
る
ま
屋
楼
上
に
於
て
陸
軍
展
覧
会

の
催

さ
れ
」
た
の
で
出
か
け
て
み
る
と
、
「
血
染
め
の
軍
服
と
題
し
吉
村
大
尉
殿
の

軍
服
が
展
示

さ
れ
て
」
い
た
。
「
之
れ
即
ち
其
当
時
着
用
し
て
居
ら
れ
し
我
中
隊
長

吉
村
操
大
尉
の
軍
服
で
あ
」
っ
た
。
「
河
上
は
彰
駅
店
戦
争
当
時
吉
村
中
隊
長
殿
の

部
下

と
し
て
奮
戦
せ
し
一
員
な
る
が
故
に
血
染
の
軍
服
の
前
に
立
ち
し
時
其
当
時
の

惨
憺

た
る
現
場
が
目
前
に
展
開
し
感
慨
無
量
悲
憤
の
涙
を
禁
じ
得
ず
思
は
ず
懐
古
の

情

に
袖
を
し
ぼ
り
た
り
鳴
呼
勇
敢
な
り
し
中
隊
長
殿
は
二
十
五
年
以
前
に
満
州
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

頭

に
於
て
…
慕
は
し
き
中
隊
長
殿
1
…
血
涙
傍
柁
（
吉
村
中
尉
之
墓
は
福
井
西
別
院

墓
地

に
在
り
）
」
（
二
五
三
頁
）
と
の
後
日
談
を
語
る
。

　

こ
れ
ら
の
語
り
で
注
目
す
べ
き
は
、
藤
原
編
集
長
が
戦
争
に
よ
っ
て
「
我
が
邦
東

602



一 ノ瀬俊也［紙の忠魂碑］

洋
の
盟
主
と
な
り
、
強
を
世
界
に
比
す
、
威
武
烈
々
、
鳴
呼
威
な
る
か
な
大
日
本
」

と
「
自
序
」
中
述
べ
、
自
分
た
ち
従
軍
者
の
惨
烈
な
体
験
を
国
家
の
栄
光
の
礎
と
し

て

位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
四
半
世
紀
後
、
大
陸
の
緊
張
増
大
に
際

し
て
「
満
州
の
権
益
確
保
」
と
い
う
主
張
を
社
会
一
般
に
伝
達
す
る
た
め
開
か
れ
た

に
違
い
な
い
「
陸
軍
展
覧
会
」
で
老
い
た
河
上
上
等
兵
が
流
し
た
「
感
慨
無
量
悲
憤

の

涙
」
、
死
者
へ
の
追
想
は
結
果
的
に
、
栄
光
の
過
去
と
現
在
を
繋
ぎ
、
「
権
益
確

保
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
読
者
の
情
緒
的
な
共
感
を
呼
び
起
こ
す
役
回
り
を
果
た

す
。
こ
の
意
味
で
、
満
州
事
変
勃
発
直
前
と
い
う
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
従
軍
者
た
ち

の

回
想
は
き
わ
め
て
政
治
的
な
記
述
と
言
い
う
る
。

　

さ
て
政
治
的
主
張
と
い
う
同
書
の
特
質
を
考
え
る
と
き
、
日
清
・
日
露
以
外
に
シ

ベ

リ
ア
出
兵
従
軍
者
の
体
験
談
を
多
数
掲
載
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
彼
ら
従
軍
者
の
多
く
が
、

　
　
我
軍
の

残
飯

に
集
ま
る
憔
埣
せ
る
婦
人
、
子
供
等
は
涙
の
中
に
其
今
昔
を
語

　
　

る
、
貴
族
は
其
の
所
有
せ
る
貴
金
属
は
既
に
売
尽
し
、
今
は
其
の
糊
口
に
窮
せ

　
　

る
彼
貴
婦
人
等
も
遂
に
人
肉
市
場
に
出
没
す
る
の
惨
状
を
現
す
、
赤
軍
の
目
は

　
　
此
の
貴
族
、
軍
人
に
注
が
れ
柳
か
の
異
彩
を
発
見
し
て
は
惨
殺
、
絞
殺
常
に
魔

　
　
の

手
は
延
び
つ
・
あ
り
ぬ
、
彼
等
を
思
へ
ば
感
慨
無
量
な
り
〔
略
〕
今
露
国
の

　
　
現
状
を
目
撃
し
て
は
忠
君
愛
国
の
至
誠
一
層
に
湧
に
寒
心
警
戒
起
す
る
を
覚
へ

　
　

た
り
、
我
が
国
民
た
る
も
の
彼
の
社
会
主
義
者
に
対
し
て
は
宴
し
以
て
我
国
を

　
　
泰
山
の
安
に
置
か
ん
こ
と
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
感
奮
し
た
（
歩
兵
特
務
曹

　
　
長
中
山
茂
、
二
二
八
・
二
二
九
頁
）

　
あ
る
い
は
、
「
若
し
我
国
が
斯
く
の
如
き
〔
露
国
の
よ
う
な
〕
有
様
に
な
つ
た
な

ら
ば
と
懐
然
と
な
つ
た
、
諸
君
無
政
府
主
義
、
平
等
主
義
共
産
主
義
の
末
路
の
憐
れ

さ
は
言
葉
に
も
筆
に
も
書
き
現
す
事
は
出
来
な
い
」
、
「
吾
日
本
人
の
内
に
も
右
の
様

な
主
義
者
が
有
る
様
な
事
を
聞
く
が
彼
等
主
義
者
に
は
百
聞
は
一
見
に
し
か
ら
ず
露

国
の
現
状
を
見
学
さ
せ
て
や
り
た
い
物
だ
」
（
一
九
二
〇
年
入
営
の
歩
兵
一
等
卒
田

中
堅
、
二
三
八
頁
）
と
、
戦
場
の
リ
ア
ル
な
見
聞
と
し
て
亡
国
の
悲
哀
、
「
無
政
府

主

義
、
平
等
主
義
共
産
主
義
」
の
危
険
性
、
そ
の
反
面
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
の

有
難
さ
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
露
国
社
会
主
義
者
の
脅
威
を
語
っ
た
中
村
特
務
曹
長
は
一
八
九
六
年
生
、
一

九
一
六
年
徴
兵
で
歩
兵
第
三
六
連
隊
に
入
営
、
准
士
官
に
ま
で
昇
っ
た
人
物
で
あ

る
。
彼
は
済
南
出
兵
に
も
従
軍
、
そ
の
と
き
の
体
験
に
つ
い
て
、
「
支
那
の
各
都
市

に
は
各
国
の
租
界
あ
り
日
本
の
租
界
を
又
至
る
所
に
支
那
人
其
の
他
の
外
国
人
を
安

全
地
帯
と
し
て
戦
争
起
る
や
支
那
町
相
当
な
る
者
、
婦
人
等
は
此
の
外
国
租
界
に
避

難
し
鎮
静
す
れ
ば
帰
家
す
る
」
の
で
「
支
那
人
中
に
は
却
て
外
国
が
有
す
る
治
外
法

権
及
び
租
界
の
あ
る
を
喜
ぶ
者
多
し
」
、
「
支
那
国
内
に
は
各
国
の
権
利
を
有
す
る
箇

所
多
く
、
我
帝
国
は
満
州
を
始
め
至
る
所
に
其
の
権
利
を
有
す
る
為
と
支
那
の
物
価

至

つ
て

安
く
、
且
つ
大
陸
的
な
る
為
生
活
し
安
く
、
土
地
は
肥
沃
に
し
て
空
地
多
く

移
住
す
る
に
近
く
し
て
適
当
な
る
地
と
信
ぜ
り
」
（
二
三
二
・
二
三
三
頁
）
と
、
満

州
は
豊
か
で
「
大
日
本
帝
国
」
の
国
威
に
護
ら
れ
て
い
る
か
ら
移
民
し
や
す
い
、
む

し
ろ
中
国
人
も
喜
ぶ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
前
出
の
【
表
】
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一

九

三
一
年
の
陸
軍
記
念
日
、
分
会
員
た
ち
の
前
で
「
日
露
戦
役
談
」
を
語
っ
て
い

る
。
内
容
は
定
か
で
な
い
が
、
日
露
戦
争
を
実
体
験
し
て
い
な
い
彼
の
語
り
と
は
、

上
記
の

体
験
談

と
同
様
に
、
満
州
進
出
の
正
当
性
を
自
己
の
経
験
、
歴
史
的
文
脈
に

即
し
て
訴
え
か
け
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

こ
の
直
後
の
満
州
事
変
勃
発
以
後
、
全
国
で
「
十
万
の
精
鋭
を
犠
牲
と
し
、
数
十

億
の

巨
資
を
投
じ
、
苦
辛
経
営
幾
十
年
に
し
て
築
き
た
る
帝
国
の
生
命
線
を
放
棄
せ

ん

は
、
明
治
天
皇
の
遺
訓
に
対
し
、
先
輩
流
血
の
偉
業
に
鑑
み
、
吾
等
在
郷
軍
人
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

断
じ
て
忍
ぶ
所
に
非
ず
」
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
基
づ
く
主
張
を
展
開
し
、

支
持
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
陸
軍
省

が
満
州
事
変
後
発
行
し
た
あ
る
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
中
の
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ

こ
で
事
変
勃
発
ま
で
の
日
本
は
「
有
形
無
形
上
、
我
が
国
と
き
つ
て
も
き
れ
ぬ
満

州
を
忘
れ
、
崇
高
に
し
て
絶
対
な
る
皇
国
の
使
命
を
忘
れ
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
、

所
謂
有
識
の
士
に
し
て
、
満
蒙
放
棄
論
を
す
ら
口
に
す
る
も
の
が
あ
る
に
至
」
る
よ
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う
な
「
国
民
的
退
譲
時
代
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
事
変
勃
発
す
る
や

一
転
、
「
同
胞
は
満
州
問
題
の
重
要
性
に
徹
し
、
挙
国
一
致
、
世
界
を
挙
げ
て
の
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

端
邪
説
を
排
し
て
、
唯
一
意
国
家
的
理
想
に
適
進
」
す
る
に
至
っ
た
。
「
昭
和
六
年

九
月
迄
、
我
が
帝
国
は
正
に
転
落
の
一
途
を
辿
」
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
そ

の

よ
う
な
突
然
の
変
化
は
起
り
得
た
の
か
。
な
ぜ
「
満
蒙
放
棄
論
」
は
支
持
を
集
め

な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
確
た
る
答
え
を
持
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。

　

同
パ
ン
フ
は
、
「
過
去
四
半
世
紀
に
亘
る
暗
黒
大
陸
た
る
満
州
の
姿
は
、
日
露
戦

役
殉
難
烈
士
の
祭
事
に
対
す
る
大
な
る
懐
怠
で
あ
つ
た
。
戦
後
二
十
八
年
の
今
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

は
じ
め
て
我
等
は
、
真
の
慰
霊
の
実
を
挙
げ
得
た
」
な
ど
と
、
国
民
の
情
念
に
訴
え

か

け
る
主
張
を
展
開
し
た
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
主
張
が
あ
る
説
得
力
を
持
ち
得

た
背
景
を
考
え
る
際
、
本
稿
が
観
察
し
て
き
た
、
事
変
勃
発
以
前
か
ら
在
郷
軍
人
会

町
村
分
会
と
い
う
”
草
の
根
”
レ
ベ
ル
で
戦
争
の
記
憶
が
同
じ
”
郷
土
”
の
英
雄
と

い
う
具
体
像
を
も
っ
て
（
そ
の
像
は
生
還
者
の
リ
ア
ル
な
語
り
か
ら
造
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
2
｝

く
）
日
々
語
り
継
が
れ
て
い
た
事
実
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
前
出
の
西
安
居

村
は

こ
の
よ
う
な
戦
争
の
記
憶
を
「
語
る
」
場
に
二
〇
年
代
以
降
、
毎
年
数
百
名
の

村
民

を
参
集
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
末
端
レ
ベ
ル
に
お
け
る
戦
争
の
記

憶
喚
起
と
い
う
活
動
は
、
直
後
の
満
州
事
変
と
い
う
「
戦
争
」
を
正
当
化
し
合
意
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
3
）

獲
得
し
て
い
く
社
会
的
回
路
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
従
軍
者
記
念
誌
上
で
「
戦
争
」
は
実
体
験
者
の
口
か
ら
「
確
か
に
悲
惨
だ

が
儲
か

る
も
の
」
、
あ
る
い
は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
な
ど
直
近
の
戦
争
の
例
か
ら
「
決
し

て

負
け
る
も
の
で
は
な
い
」
、
「
大
日
本
帝
国
は
有
り
難
い
」
と
い
っ
た
文
脈
で
も
語

　
　
　
　
〔
2
4
　

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
も
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
戦
争
観
の
特
質
お
よ
び
そ

の
形
成
過
程
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
満
州
事
変
～
日
中
戦
争
期
の
従
軍
者
記
念
誌

　
満
州
事
変
に
際
し
て
は
、
府
県
単
位
で
出
征
兵
士
の
後
援
組
織
を
結
成
す
る
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

が
全

国
的
に
観
察
さ
れ
、
か
か
る
組
織
が
従
軍
者
記
念
誌
も
刊
行
す
る
事
例
が
あ

る
。
例
え
ば
滋
賀
県
庁
学
務
部
内
に
設
立
さ
れ
た
「
滋
賀
県
出
動
軍
人
遺
家
族
後
援

臨
時
委
員
会
」
が
事
変
勃
発
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
三
二
年
一
〇
月
公
刊
し
た
『
満
州

上
海
事
変
忠
誠
録
』
が
あ
る
。
同
書
は
三
編
よ
り
な
り
、
第
一
編
は
「
護
国
の
華
」

と
題
す
る
県
内
戦
死
者
四
四
名
全
員
の
写
真
・
事
績
集
で
あ
る
。
記
事
は
各
本
籍
地

市
町
村
長
、
郷
里
の
小
学
校
長
、
各
所
属
部
隊
長
よ
り
蒐
集
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、

全
出
征
者
の
階
級
姓
名
も
市
町
村
別
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
第
二
編
は
「
奉

公
の

誠
」
と
題
す
る
出
征
者
美
談
集
、
第
三
編
は
「
銃
後
の
赤
誠
」
と
題
す
る
銃
後

後
援
活
動
の
美
談
集
で
あ
る
。

　
本
書
編
纂
の
目
的
は
第
一
六
師
団
長
山
本
鶴
一
が
「
人
を
し
て
感
奮
興
起
せ
し
む

る
の
事
例
に
関
し
て
は
之
を
永
く
後
昆
に
伝
へ
て
範
と
す
べ
き
な
り
。
況
や
皇
国
の

寸
前
方
々
尚
暗
澹
た
る
の
秋
之
が
匡
救
に
幾
多
新
進
の
国
士
を
要
す
る
焦
眉
の
急
な

る
に
於
て
を
や
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
従
軍
者
（
生
還
者
・
戦
死
者
）
を
「
後

進
者
」
の
教
材
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
。
各
戦
死
者
の
名
前
の
次
に
は
住
所

が

明
記
さ
れ
、
「
事
績
」
と
し
て
青
年
訓
練
所
指
導
員
勤
務
な
ど
入
営
前
の
”
郷

土
”
の
貢
献
度
の
高
さ
や
真
面
目
な
修
学
・
就
労
態
度
が
記
録
・
賞
賛
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
同
書
が
戦
死
者
を
各
市
町
村
1
”
郷
土
”
の
偉
人
と
し
て
描
い
て

い

る
の
も
、
こ
れ
か
ら
兵
士
と
な
る
者
に
「
後
進
者
」
と
し
て
の
立
場
意
識
を
よ
り

強

く
抱
か
せ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
美
談
の
特
徴
と
し
て
、
後
に
戦
死
す

る
息
子
を
送
り
出
し
た
父
親
の
態
度
が
「
実
に
「
昭
和
の
一
太
郎
ヤ
ー
イ
」
に
比
す

べ
き
美
は
し
き
談
」
（
六
八
頁
）
と
評
さ
れ
た
り
、
別
の
兵
士
を
送
る
母
の
美
談
が

「
昭
和
の
一
太
郎
や
あ
い
」
（
二
四
五
頁
）
と
題
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
ま
さ
し
く
日
露

戦
争
と
い
う
歴
史
的
記
憶
に
即
し
て
国
家
へ
の
献
身
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
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げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
事
変
勃
発
以
前
の
従
軍
記
念
誌
と
同
一
の
性
格
を
持
つ
。

　

一
方
市
町
村
レ
ベ
ル
で
も
、
事
変
従
軍
者
の
「
勲
功
」
記
録
化
は
行
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
日
中
戦
争
勃
発
直
前
の
一
九
三
七
年
四
月
二
五
日
、
前
出
の
奈
良
県
添

上
郡

田
原
村
在
郷
軍
人
会
分
会
は
二
七
年
刊
行
の
『
田
原
村
出
征
軍
人
従
軍
史
録
』

を
増
補
改
訂
、
再
刊
行
し
て
い
る
。
同
書
「
緒
言
」
は
改
訂
の
理
由
を
満
州
・
上
海

両
事
変
、
満
州
警
備
に
「
従
軍
せ
ら
る
・
本
村
出
身
軍
人
相
当
多
」
い
の
で
、
「
勲

功
史
録
の
増
補
改
訂
を
計
画
」
し
た
と
説
明
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
歩
兵
第

三

八
連
隊
長
田
路
朝
一
は
「
序
」
に
て
「
大
正
ノ
御
宇
ノ
中
葉
以
降
世
相
全
ク
一
変

シ
或
ハ
軽
桃
浮
華
誰
激
ノ
謬
論
ヲ
信
シ
或
ハ
天
皇
ノ
偉
業
ト
之
ヲ
翼
賛
セ
ル
先
輩
ノ

銀
苦
」
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
、
「
偶
々
満
州
事
変
ノ
勃
発
ス
ル
ヤ
国
民
精
神
作
興
ノ

緒
二
就
キ
タ
リ
ト
難
モ
内
二
国
体
ノ
明
徴
未
タ
全
カ
ラ
ス
外
二
列
国
ノ
重
圧
益
々
其

ノ
重
キ
ヲ
加
へ
皇
国
ノ
前
途
益
々
多
事
ナ
ラ
ン
ト
ス
」
る
、
従
っ
て
「
人
ヲ
シ
テ
粛

然
襟

ヲ
正
サ
シ
ム
」
る
本
書
の
刊
行
は
有
意
義
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
従
軍
者
の

「勲
功
」
、
死
の
有
り
様
を
教
化
の
材
料
に
し
て
戦
争
の
持
つ
意
義
を
再
確
認
し
、
再

び

大
正
期
の
よ
う
な
「
天
皇
ノ
偉
業
ト
之
ヲ
翼
賛
セ
ル
先
輩
ノ
銀
苦
」
が
忘
却
さ
れ

る
よ
う
な
事
態
を
防
ぎ
た
い
、
と
い
う
改
訂
の
意
図
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

　

そ
の
「
戦
争
の
意
義
」
の
具
体
的
な
語
ら
れ
方
を
示
す
、
満
洲
事
変
従
軍
者
の
体

験
談
聞
き
書
き
を
一
例
だ
け
掲
げ
よ
う
。
あ
る
歩
兵
伍
長
（
三
〇
三
～
三
＝
頁
）

は
「
「
エ
イ
ッ
ー
」
逃
げ
ん
と
す
る
奴
を
す
か
さ
ず
腰
間
の
秋
水
は
銃
口
の
先
に
光

り
、
…
「
ウ
ー
ム
…
」
バ
ッ
タ
リ
…
瞬
間
フ
ラ
〈
と
な
つ
て
ホ
ツ
ト
我
に
帰
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
マ
マ
　

自
分
で
あ
つ
た
時
、
人
を
○
　
○
し
た
後
か
ら
襲
ひ
来
る
不
気
味
な
戦
懐
…
」
と
討

匪
行
で
の
生
々
し
い
殺
人
体
験
を
語
る
。
し
か
し
彼
は
「
正
義
の
利
剣
に
殖
れ
る
者

の

過
去
の
暴
虐
を
思
ひ
其
の
末
路
こ
そ
げ
に
憐
れ
」
、
現
地
民
に
も
「
密
偵
に
志
願

す
る
者
非
常
に
多
く
、
日
と
共
に
我
が
軍
の
治
安
工
作
は
進
歩
し
、
吾
々
は
勇
気
百

倍
、
王
道
楽
土
建
設
を
目
指
し
て
一
路
適
進
し
た
」
と
、
戦
争
の
意
義
、
正
当
性
を

自
己
の
言
葉
と
し
て
郷
土
の
人
々
に
語
り
か
け
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
郷
土
の
側
も
、
「
国
家
を
安
泰
の
安
き
に
置
か
れ
た
其
の
勲
功
は
筆
舌
に

絶
す
る
」
と
兵
士
た
ち
の
動
き
を
称
揚
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。

　

こ
の
直
後
に
勃
発
し
た
日
中
戦
争
以
降
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
地
域
単
位
の
従

軍
者
記
念
誌
は
複
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
国
防
義
会
は
一
九
三
九
年
『
殊
勲

録
』
を
刊
行
、
県
内
の
日
清
、
日
露
、
第
一
次
大
戦
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
金
鶏
勲

章
、
満
州
事
変
に
お
け
る
金
鶉
勲
章
拝
受
者
八
六
四
名
の
住
所
氏
名
官
等
を
郡
市
別

に
全
て
掲
載
し
て
い
る
。
本
来
は
同
会
主
催
の
金
鶉
勲
章
創
設
五
〇
周
年
記
念
式
典

に
て
参
列
者
に
配
布
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
「
皇
国
の
威
烈
を
六
合
に
照
徹
せ
し
め
尚

武
の
国
体
を
明
彩
な
ら
し
め
」
る
（
「
序
」
）
と
い
う
勲
章
の
主
旨
が
特
に
記
さ
れ
て

い

る
こ
と
や
、
三
九
年
と
い
う
時
期
を
考
え
れ
ば
、
郷
土
の
”
先
輩
”
に
な
ら
つ
て

後
に
続
く
者
の
奮
起
を
期
待
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
在
郷
軍
人
会
八
幡
市
連
合
分
会
（
福
岡
県
）
『
尽
忠
遺
勲
録

第
四
輯
』
（
非
売
品
、
一
九
四
三
年
）
が
あ
る
。
同
書
は
一
九
四
〇
、
四
一
年
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

国
戦
線
に
お
け
る
戦
死
者
八
五
名
の
事
績
を
顔
写
真
付
き
で
収
録
、
「
遺
族
拉
二
郷

土
教
化

団
体
二
贈
呈
シ
其
家
門
ノ
栄
誉
ヲ
後
世
二
伝
へ
市
民
精
神
修
養
ノ
資
料
」

（「緒

言
」
）
と
す
る
た
め
作
ら
れ
た
も
の
で
、
同
書
刊
行
の
経
費
を
全
て
負
担
し
た

実
業
家
の
末
松
誠
一
は
「
挨
拶
」
に
て
、

　
　
今
時
大
東
亜
戦
争
ハ
遂
二
大
東
亜
戦
ト
進
展
シ
皇
軍
ノ
響
フ
所
之
ヲ
阻
ム
者
何

　
　
者
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
這
ハ
一
二
御
稜
威
ノ
下
忠
勇
義
烈
ナ
ル
将
兵
ノ
御

　
　
奮
闘
ノ
賜
ト
只
管
感
謝
二
堪
ヘ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
。
就
中
是
等
聖
戦
二
従
ヒ

　
　
数
々
ノ
勲
功
ヲ
樹
テ
ラ
レ
遂
二
護
国
ノ
神
ト
化
セ
ラ
レ
タ
ル
将
兵
ノ
御
英
霊
二

　
　
対

シ
マ
シ
テ
ハ
満
腔
ノ
感
謝
ヲ
捧
ゲ
テ
已
マ
ナ
イ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。
英
霊
ノ

　
　
勲
功
ヲ
偲
ヒ
故
人
忠
誠
ヲ
後
昆
二
継
承
ス
ル
ハ
我
等
二
課
セ
ラ
レ
タ
ル
責
務
デ

　
　
ア
リ
マ
ス
。

　
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
日
中
戦
争
と
い
う
「
聖
戦
」
に
整
れ
た
兵
士
た
ち
に

感
謝
を
捧
げ
、
顕
彰
す
る
と
い
う
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
。
内
容
を
み
て
も
、
あ
る

陸
軍
軍
曹
に
つ
い
て
「
従
容
と
し
て
死
に
就
か
れ
〔
中
略
〕
君
の
死
を
見
守
る
戦
友

唯
一
人
と
し
て
感
涙
に
咽
ば
ざ
る
者
な
か
り
し
は
其
の
生
前
を
思
は
し
」
（
一
七
五
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頁
）
め
た
と
の
「
副
官
代
理
」
の
報
告
を
掲
載
す
る
な
ど
、
死
者
の
勇
戦
を
賞
賛
し

て

止

ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
幡
市
長
内
田
隆
は
「
今
時
支
那
事
変

に
於
て
発
揮
せ
ら
れ
た
之
等
殉
国
の
士
こ
そ
は
実
に
皇
国
の
柱
石
、
大
東
亜
建
設
の

尊
き
礎
で
あ
り
、
其
の
烈
々
た
る
忠
君
愛
国
の
大
精
神
と
千
歳
不
滅
の
勲
功
は
吾
等

の

日
夜
追
慕
崇
敬
に
堪
へ
な
い
処
で
あ
る
」
（
「
緒
言
」
）
と
賞
賛
を
惜
し
ま
な
い
。

　
だ

が
、
同
書
の
い
う
「
皇
国
の
柱
石
、
大
東
亜
建
設
の
尊
き
礎
」
と
い
う
程
度
の

抽
象
的
な
説
明
で
、
当
時
の
社
会
は
兵
士
の
死
、
戦
争
の
意
義
を
真
に
納
得
、
受
容

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
こ
と
を
示
す
の

が
、
宮
城
県
遠
田
郡
南
郷
村
教
育
会
編
『
南
郷
村
出
身
各
戦
役
従
軍
将
士
陣
没
勇
士

伝
記
』
（
一
九
四
〇
年
）
で
あ
る
。
同
書
は
戊
辰
戦
争
以
降
の
村
出
身
戦
没
者
（
日

中
戦
争
の
そ
れ
は
発
行
時
点
で
二
〇
名
）
一
人
一
人
の
事
績
を
村
内
四
小
学
校
の
教

員
が
分
担
し
て
資
料
収
集
・
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
同
書
は
そ
の
「
緒
言
」
に
よ
れ
ば
村
内
各
戸
に
配
布
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
刊
行

の
趣
旨
は
戦
争
継
続
中
の
現
在
で
こ
そ
「
戦
死
陣
没
せ
ら
れ
た
勇
士
に
対
す
る
村
民

の

敬
慶
的
慰
霊
弔
魂
、
ま
た
御
遺
族
に
対
す
る
奉
仕
等
、
其
の
赤
誠
は
、
見
る
人
を

し
て
将
に
感
激
に
堪
へ
ざ
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
」
が
、
「
斯
う
し
た
村
を
挙
げ
て

の
赤
誠
は
、
日
露
、
日
清
、
更
に
遡
つ
て
戊
辰
の
役
に
も
同
様
で
あ
つ
た
ら
う
に
、

三

十
年
と
た
ち
、
四
十
年
と
過
ぎ
、
五
十
年
と
去
る
に
従
つ
て
、
殆
ど
村
民
の
念
頭

よ
り
離
れ
去
ら
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
つ
た
こ
と
は
塞
に
遺
憾
」
で
あ
る
か
ら
、
戦
死

者
の
事
績
を
記
録
し
て
末
永
く
顕
彰
し
、
教
育
上
の
「
精
神
資
源
」
に
も
用
い
た
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
死
者
の
顕
彰
が
目
的
だ
か
ら
、
当
然
彼
ら
が
”
何
の
た

め
”
死
ん
だ
の
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

同
書
は
各
戦
役
の
部
ご
と
に
、
冒
頭
で
そ
の
時
代
背
景
と
意
義
を
説
明
し
て
い

る
。
例
え
ば
「
満
州
事
変
」
の
項
に
は
「
満
州
建
国
」
と
い
う
具
体
的
”
成
果
”
が

明
記
さ
れ
て
い
る
し
、
尼
港
事
件
で
す
ら
「
北
樺
太
の
利
権
獲
得
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い

る
。
そ
し
て
「
支
那
事
変
」
の
項
で
は
「
排
日
侮
日
抗
日
は
支
那
国
是
の
如
き
観

が
あ
つ
た
の
に
、
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
以
来
一
層
強
烈
に
此
の
思
想
を
国
民
に
吹

き
込
み
」
、
「
日
本
仇
敵
の
敵
憶
心
を
煽
り
「
倭
冠
繊
滅
失
地
回
復
」
の
国
民
標
語
の

も
と
に
日
本
と
戦
端
を
交
ふ
る
の
機
会
を
狙
つ
て
居
た
」
こ
と
が
戦
争
の
原
因
と
述

べ
て

い

る
。
そ
の
「
排
日
侮
日
抗
日
」
の
具
体
例
と
し
て
、
同
書
が
「
昭
和
六
年
に

著
述
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
此
の
本
を
所
持
せ
ぬ
者
は
中
華
民
国
の
人
間
と
し
て
の

資
格
が
無
い
と
ま
で
言
は
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
『
日
本
征
討
論
』
な
る
書
籍
を
用

い
て

い

る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
書
は
①
「
日
本
の
国
民
思
想
は
将
に
分
裂
の
状
態

に
あ
る
」
（
現
状
保
持
と
現
状
打
破
の
相
克
、
軍
隊
は
国
民
に
信
用
な
し
）
、
②
「
日

本
は
経
済
的
に
行
き
詰
つ
て
い
る
」
（
日
本
は
国
際
間
の
同
情
が
な
い
か
ら
外
債
の

見
込
み
は
な
い
し
、
貿
易
も
貧
弱
）
、
③
「
長
期
戦
に
な
れ
ば
第
三
国
の
援
助
が
あ

る
」
（
支
那
は
焦
土
戦
術
で
広
大
地
域
に
日
本
軍
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
長
期
戦
に
有
利
）
、
④
「
日
本
軍
は
実
戦
の
経
験
に
乏
し
い
」
（
経
験
が
あ
る
の
は

満
州
事
変
・
上
海
事
変
参
加
部
隊
の
み
）
と
の
「
四
大
綱
領
」
を
掲
げ
、

　
　
果
せ

る
哉
、
其
後
日
本
の
議
会
を
見
る
と
議
会
は
事
毎
に
軍
備
に
反
対
し
軍
部

　
　
横
暴
を
叫
び
、
軍
部
亦
政
党
に
好
感
を
持
た
な
い
。
斯
く
し
て
居
る
中
に
昭
和

　
　
十
一
年
二
・
二
六
事
件
が
突
発
す
る
、
愈
々
以
て
日
本
征
討
論
予
言
の
通
り
一

　
　
ツ

一
ツ

よ
く
刎
合
立
証
さ
れ
て
来
る
、
日
本
人
の
誇
つ
て
居
た
大
和
魂
と
い
ふ

　
　

日
本
思
想
の
分
裂
は
、
斯
く
ま
で
極
端
に
露
骨
に
表
面
に
暴
露
さ
れ
て
来
て
い

　
　

る
。
時
は
今
だ
、
開
戦
の
機
が
熟
し
た
の
だ
、
起
て
中
華
民
国
、
戦
は
将
に
今

　
　
で
あ
る

　

と
し
て
、
「
盧
溝
橋
に
於
け
る
無
謀
発
砲
事
件
」
に
端
を
発
し
た
事
変
は
未
解
決

の

ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
と
て
も
戦
争

の
積
極
的
意
義
付
け
、
賛
美
な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
文
章
が
特
に
否
定
も
さ

れ
ず
（
肯
定
も
さ
れ
な
い
が
）
『
陣
没
勇
士
伝
記
』
と
い
う
性
格
の
書
物
に
書
か
れ

て

い

る
こ
と
で
あ
る
。
文
中
よ
り
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
こ
の
時
期
政
府
が
呼
号
し

た
「
東
亜
新
秩
序
」
建
設
な
ど
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
、
し
か
し
不
明
瞭
な
題
目

な
ど
で
は
な
く
、
戦
争
の
先
行
き
に
対
す
る
不
安
感
ば
か
り
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
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も
ち
ろ
ん
こ
の
『
陣
没
勇
士
伝
記
』
も
、
村
内
初
の
戦
死
者
に
つ
い
て
「
彼
我
銃

砲
声
の
交
錯
せ
る
戦
場
の
真
只
中
に
身
を
以
て
部
下
を
励
ま
し
幾
多
の
敵
を
撃
滅
せ

る
自
己
分
隊
の
銃
側
に
て
最
も
壮
烈
な
る
戦
死
を
遂
げ
」
、
「
護
国
の
神
と
し
て
」
靖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
7
）

国
神
社
に
合
祀
叙
勲
さ
れ
た
な
ど
と
、
戦
場
で
の
個
人
的
な
勇
敢
さ
、
名
誉
を
称
揚

し
て
止
む
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
は
前
出
八
幡
市
『
陣
中
遺
勲
録
』
と
同
じ
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
彼
ら
の
死
に
一
体
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
な
る

と
、
実
の
と
こ
ろ
掴
み
か
ね
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
も
し
何
ら
か
の

確
信
が
あ
る
の
な
ら
、
同
書
の
性
格
上
、
そ
れ
を
書
く
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
各
市
町
村
に
お
け
る
従
軍
者
記
念
誌
は
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
、
戦
死
者
が
社
会

か

ら
忘
却
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て
作
ら
れ
た
。
だ
が
主
に
在
郷
軍
人
会
市
町
村

分
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
第
一
次
大
戦
後
以
降
の
記
念
誌
は
、
そ
の
よ
う
な
後
ろ
向

き
の
意
図
で
は
な
く
、
あ
る
積
極
的
な
政
治
的
意
図
、
す
な
わ
ち
過
去
の
栄
光
の
記

録
・
記
憶
化
を
通
じ
て
軍
人
と
い
う
自
己
の
存
在
意
義
を
再
確
認
、
反
軍
平
和
思
想

盛
ん

な
り
し
社
会
に
訴
え
て
い
く
た
め
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
記
念
誌
の
中
で
日
清
・
日
露
の
追
憶
を
語
っ
た
老
兵
た
ち
は
、
戦
死

者
の
壮
絶
な
死
を
語
っ
て
戦
争
の
「
記
憶
」
に
具
体
性
を
与
え
て
共
感
を
呼
び
起
こ

す
役
回
り
を
演
じ
た
。
そ
う
し
た
語
り
の
あ
り
方
は
「
郷
土
の
英
雄
」
を
求
め
る

人
々
の
心
情
に
も
か
な
う
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
が
自
己
の
従
軍
体
験
を
語
る
際
に

は
、
確
か
に
悲
惨
な
体
験
も
語
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
名
誉
心
充
足
の
機
会

と
し
て
戦
争
を
描
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
従
軍
者
た
ち
の
「
語
り
」
を
彼
ら
の

”

郷

土
”
が
編
む
際
に
は
、
彼
ら
が
国
家
の
大
き
な
歴
史
に
占
め
た
位
置
、
役
割
の

明
確
化
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
戦
死
者
の
死
の
”
意
味
”
を
明
ら
か
に
す
る

と
同
時
に
、
戦
争
の
持
つ
国
家
・
個
人
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
価
値
を
地
域
ぐ
る
み

で
再
確
認
、
受
容
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　

以
上
の
過
程
を
通
じ
て
、
満
州
事
変
勃
発
以
前
か
ら
満
州
は
「
血
を
も
っ
て
購
っ

た
」
土
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
権
益
は
擁
護
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
論
理
や

「社
会
主
義
共
産
主
義
」
の
脅
威
が
市
町
村
と
い
う
社
会
の
末
端
レ
ベ
ル
で
繰
り
返

し
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。
満
州
事
変
に
際
し
て
軍
、
在
郷
軍
人
会
な
ど
が
国
民
の
支

持

を
調
達
す
る
際
、
日
露
戦
争
の
「
記
憶
」
を
強
調
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ

が
、
本
稿
が
掲
げ
た
諸
事
例
は
、
そ
の
よ
う
な
「
記
憶
」
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て

具
体
的
に
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
共
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
満
州
事
変
と
い
う
新
し
い
「
戦
争
」
勃
発
後
も
市
町
村
の
従
軍
者
記
念
誌
は

刊
行
さ
れ
、
生
者
・
死
者
を
通
じ
た
従
軍
者
の
功
績
と
国
家
へ
の
貢
献
が
語
ら
れ
、

称
揚
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
も
彼
ら
が
”
郷
土
”
の
偉
人
と
い
う
文
脈
の
も

と
、
日
露
の
記
憶
に
な
ぞ
ら
え
て
（
例
え
ば
「
昭
和
の
一
太
郎
」
と
い
う
言
い
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
さ
れ
る
）
記
録
・
記
憶
化
さ
れ
、
彼
ら
の
遺
族
や
後
進
の
兵
士
た
ち
も
同
じ
よ
う

い
「
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
」
を
正
当
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
点
を
当
概
期
の

「紙
の

忠
魂
碑
」
が
果
た
し
た
機
能
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
日
中
戦
争
の
中
で
作
ら
れ
た
従
軍
者
記
念
誌
は
、
兵
士
た
ち
の
”
郷
土
”

が
、
戦
争
そ
れ
自
体
の
正
当
性
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
、
あ
る
い
は
積
極
的
な
意

義
を
見
い
だ
せ
ず
に
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
だ
が
同
郷
の
兵
士
が
意
味
の

な
い
死
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
は
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
“
郷

土
”
は
一
致
し
て
従
軍
者
、
戦
死
者
の
個
人
と
し
て
の
勇
戦
を
称
揚
し
、
そ
れ
は
後

に
続
く
兵
士
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
を
正
当
化
ー
強
要
し
て
や
ま
な
か
っ

（2
8
＞

た
。　

宮
城
県
『
南
郷
村
出
身
各
戦
役
従
軍
将
士
陣
没
勇
士
伝
記
』
は
、
事
変
終
了
ま
で

従

軍
者
の
事
績
は
「
全
部
省
略
」
と
記
し
た
が
、
そ
れ
が
実
際
に
書
か
れ
る
こ
と

は
、
敗
戦
の
た
め
に
つ
い
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
戦
後
の
地
域
、
死
ん
だ
兵
士
た

ち
の
”
郷
土
”
は
彼
ら
の
死
に
つ
い
て
い
か
な
る
意
義
づ
け
を
し
て
い
っ
た
の
か
、

こ
の
点
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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註（
1
）
在
郷
軍
人
会
〔
奈
良
県
添
上
郡
〕
田
原
村
分
会
『
田
原
村
出
征
軍
人
従
軍
史
録
』
（
一
九
、
一

　
　
七
年
）
。
同
書
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
。

（
2
）
　
阿
部
安
成
ほ
か
編
『
記
憶
の
か
た
ち
　
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
』
（
柏
書
房
、
一
九

　
　
九
九
年
）
な
ど
。

（
3
）
　
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
。
ま
た
、
古
川
武
志
「
地
域

　
　
社
会
に
お
け
る
郷
土
史
の
展
開
ー
泉
州
地
域
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七
三
、

　
　
二
〇
〇
一
年
）
は
、
戦
前
に
お
け
る
「
郷
土
史
（
誌
）
」
編
纂
に
地
域
の
〈
統
合
〉
、
ア
イ
デ
ン
テ

　
　
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
い
う
意
図
を
見
い
だ
す
が
、
同
時
代
〈
戦
争
史
〉
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
4
）
　
檜
山
幸
夫
編
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
（
雄
山
閣
）
、
荒
川
章
二
『
地
域
と
軍
隊
』

　
　
（
青
木
書
店
）
、
原
田
敬
一
『
国
民
軍
の
神
話
』
（
吉
川
弘
文
館
）
、
首
都
圏
形
成
史
研
究
会
『
帝

　
　
都
と
軍
隊
』
（
日
本
経
済
評
論
社
）
な
ど
（
す
べ
て
二
〇
〇
一
年
刊
行
）
。

（
5
）
　
矢
野
敬
一
「
戦
死
者
の
語
り
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
物
語
ー
一
五
年
戦
争
下
の
『
新
潟
新
聞
』
か

　
　
ら
ー
」
（
『
大
阪
大
学
日
本
学
報
』
二
一
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
は
満
州
事
変
以
降
、
新
潟
県
内

　

　
の
新
聞
に
対
象
を
限
定
し
、
戦
死
者
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
を
分
析
す
る
。
新
潟
と

　
　
い
う
一
つ
の
県
を
分
析
対
象
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
「
郷
土
部
隊
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ

　
　
る
よ
う
に
各
「
県
」
が
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
意
識
の
核
を
な
し
て
き
た
と
い
う
。
だ

　
　
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
忠
魂
碑
の
よ
う
に
、
市
町
村
と
い
う
よ
り
微
細
な
単
位
で
戦
死
者
顕
彰
が

　
　
為
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
見
え
て
こ
な
い
。

（
6
）
　
『
季
刊
現
代
史
第
九
号
　
日
本
軍
国
主
義
の
組
織
的
基
盤
　
在
郷
軍
人
会
と
青
年
団
』
（
現
代

　
　
史
の
会
、
一
九
七
八
年
）
は
今
な
お
在
郷
軍
人
会
に
関
す
る
最
も
緻
密
か
つ
体
系
的
な
実
証
研

　
　
究
で
あ
る
が
、
戦
死
者
の
追
悼
・
顕
彰
活
動
に
は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
そ
も
そ
も
同
会
分

　
　
会
の
実
態
自
体
、
前
出
『
季
刊
現
代
史
第
九
号
　
日
本
軍
国
主
義
の
組
織
的
基
盤
　
在
郷
軍
人

　
　
会
と
青
年
団
』
以
外
に
も
、
大
西
比
呂
志
「
成
立
期
帝
国
在
郷
軍
人
会
と
陸
軍
－
地
域
に
お
け

　
　
る
機
能
の
考
察
　
」
（
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
一
一
、
一
九
八
二
年
）
、
宮
本
和
明
「
帝
国

　
　
在
郷
軍
人
会
成
立
の
社
会
的
基
盤
」
（
『
茨
城
近
代
史
研
究
』
＝
、
一
九
九
六
年
）
、
北
泊
謙

　
　
太
郎
「
日
露
戦
争
後
に
お
け
る
帝
国
在
郷
軍
人
会
の
成
立
と
展
開
ー
大
阪
聯
隊
区
司
令
部
管
内

　
　
を
中
心
に
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
三
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
い

　
　
ず
れ
も
題
名
が
示
す
よ
う
に
日
露
戦
後
の
成
立
初
期
を
考
察
対
象
と
し
て
お
り
、
本
稿
が
重
視

　
　
す
る
第
一
次
大
戦
後
に
関
し
て
は
今
な
お
手
薄
な
状
況
に
あ
る
。

（
7
）
　
加
藤
陽
子
『
戦
争
の
日
本
近
現
代
史
』
（
講
談
社
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
8
）
　
管
見
の
範
囲
内
で
い
え
ば
、
県
レ
ベ
ル
で
は
『
明
治
三
十
七
八
年
徳
島
県
戦
時
史
』
（
徳
島

　
　
県
内
務
部
、
一
九
〇
七
年
）
や
『
明
治
一
．
一
十
七
八
年
福
岡
県
戦
時
事
績
』
（
福
岡
県
、
一
九
〇
八

　
　
年
）
、
『
石
川
県
明
治
三
十
七
八
年
戦
時
紀
』
（
石
川
県
庁
、
一
九
〇
八
年
）
、
郡
レ
ベ
ル
で
は

　
　
『
奉
公
録
』
（
京
都
府
久
世
郡
役
所
、
一
九
〇
八
年
）
、
『
日
露
戦
役
伊
那
軍
人
従
軍
史
』
（
長
野

　

県
ド
伊
那
郡
出
身
者
を
対
照
、
同
編
纂
所
、
一
九
〇
七
年
）
『
明
治
三
十
七
八
年
下
伊
那
郡
時

　

局
誌
』
（
下
伊
那
郡
役
所
、
一
九
〇
九
年
）
な
ど
多
数
。

（
9
）
身
分
は
不
明
だ
が
、
口
絵
と
し
て
戦
没
者
遺
影
と
と
も
に
掲
げ
ら
れ
た
彼
の
写
真
か
ら
み

　
　
て
、
仏
教
者
と
思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
　
『
帝
国
在
郷
軍
人
会
西
安
居
村
分
会
史
』
（
一
九
三
一
年
九
月
）
年
表
よ
り
作
成
。

（
1
1
）
　
以
上
は
『
鶴
来
町
分
会
沿
革
誌
』
（
同
分
会
、
一
九
二
九
年
一
一
月
）
一
～
三
頁
。

（
1
2
）
　
た
だ
し
西
安
居
村
で
は
．
九
一
五
年
、
大
正
天
皇
即
位
大
典
紀
念
と
し
て
忠
魂
碑
を
建
設
し

　

　
て
い
る
が
、
一
九
二
二
年
に
至
る
ま
で
、
陸
軍
記
念
日
ど
こ
ろ
か
年
間
を
通
じ
慰
霊
行
事
に
関

　
　
す
る
記
述
は
出
て
こ
な
い
。

（
1
3
）
　
在
郷
軍
人
会
分
会
の
事
例
で
は
な
い
が
、
京
都
連
隊
区
将
校
団
は
管
内
に
お
け
る
中
世
以
降

　

　
の
合
戦
史
を
昭
和
天
皇
即
位
の
大
礼
に
併
せ
て
『
郷
土
戦
史
』
（
筆
者
が
実
見
し
た
の
は
、
第

　

　
一
巻
と
慶
長
五
年
大
津
山
の
戦
い
ま
で
を
扱
っ
た
第
二
巻
の
み
）
と
題
し
刊
行
し
て
い
る
。
同

　
　
書
は
「
徒
に
新
を
競
ひ
奇
を
好
み
根
本
を
忘
れ
て
遠
き
に
趨
り
古
を
軽
ん
ず
る
の
み
な
ら
ず
遂

　
　
に
は
国
本
を
忘
却
し
、
光
輝
あ
る
伝
統
の
精
神
を
も
消
磨
し
て
悼
ら
ざ
る
も
の
あ
る
に
至
り
て

　
　
は
慨
嘆
の
至
り
に
堪
へ
ず
〔
中
略
〕
祖
国
の
歴
史
を
明
に
し
実
蹟
に
徴
し
て
而
し
て
真
理
を
極

　

　
め
確
乎
不
抜
の
精
神
を
養
成
把
持
し
、
以
て
時
世
の
進
運
に
推
移
す
る
を
要
す
」
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
同
書
も
ま
た
政
治
的
意
図
に
基
づ
く
”
郷
十
史
”
の
一
つ
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
以
下
、
『
大
越
中
佐
銅
像
建
設
記
念
』
（
大
越
中
佐
顕
彰
会
、
一
九
二
九
年
）
に
よ
る
。
大
越

　

　
は
一
九
〇
五
年
三
月
七
日
李
官
壁
の
戦
い
に
て
苦
戦
に
陥
り
、
増
援
を
要
請
に
行
く
途
中
で
負

　
　
傷
、
進
退
窮
ま
っ
て
自
決
し
た
。

（
1
5
）
　
大
越
中
佐
顕
彰
会
の
顧
問
一
五
名
中
、
身
分
が
判
明
す
る
者
と
し
て
大
野
村
長
木
田
織
江
、

　
　
植

田
町
町
会
議
員
佐
川
亀
太
郎
、
神
谷
村
村
会
議
員
榊
原
多
章
の
名
が
あ
る
。

（
1
6
）
　
の
ち
の
一
九
八
二
年
、
聚
海
書
林
よ
り
復
刻
。

（
1
7
）
　
分
会
長
・
予
備
役
陸
軍
伍
長
岡
本
強
「
分
会
史
編
纂
に
就
て
」
。

（
1
8
）
　
し
か
も
「
捕
虜
の
多
く
は
城
外
に
処
分
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
一
九
三
一
年
九
月
、
在
郷
軍
人
会
東
京
府
市
連
合
会
の
「
決
議
」
、
『
資
料
日
本
現
代
史
八

　
　
満
州
事
変
と
国
民
動
員
』
（
大
月
書
店
、
一
九
八
．
二
年
）
五
一
、
．
二
頁
所
収
。
満
州
事
変
に
対
す

　
　

る
社
会
的
支
持
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
江
口
圭
一
「
満
州
事
変
と
民
衆
動
員
　
名
占
屋
市
を
中

　
　
心

と
し
て
ー
」
（
古
屋
哲
夫
編
『
日
中
戦
争
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
や
小
菅

　
　
信
子
「
満
州
事
変
期
の
軍
国
熱
と
排
外
熱
　
甲
府
市
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
『
甲
府
市
史
研
究
』

　
　
八
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

（
2
0
）
　
陸
軍
省
『
日
露
戦
後
二
十
八
年
　
満
蒙
は
平
和
の
建
設
へ
』
（
一
九
一
三
．
一
年
．
二
月
一
〇
日
）

　
　

九
・
一
〇
頁
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
満
蒙
放
棄
論
と
し
て
は
、
一
九
二
↓
年
頃
の
東
洋
経
済
新
報

　
　
紙
上

に
お
け
る
一
連
の
論
調
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
松
尾
尊
見
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
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シ
ー
』
（
岩
波
書
店
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
四
年
、
初
刊
一
九
七
四
年
）
三
〇
九
～

　
　

三
一
六
頁
を
参
照
。

（
2
1
）
前
出
『
日
露
戦
後
二
十
八
年
　
満
蒙
は
平
和
の
建
設
へ
』
一
九
頁
。

（
2
2
）
　
『
帝
国
在
郷
軍
人
会
三
十
年
史
』
（
同
会
、
一
九
四
四
年
）
一
八
二
・
一
八
三
頁
は
、
機
関
紙

　
　
『
戦
友
』
を
引
用
し
、
満
州
事
変
前
勃
発
以
前
の
一
九
二
九
年
五
～
六
月
に
か
け
て
在
郷
軍
人

　
　
会
本
部
が
安
藤
副
会
長
以
下
、
各
支
部
代
表
者
中
の
希
望
者
七
五
名
か
ら
な
る
「
弔
魂
団
」
を

　
　
編

成
、
満
州
の
主
要
戦
場
に
て
弔
魂
祭
を
行
っ
た
旨
記
述
し
て
い
る
。
同
書
は
そ
の
理
由
と
し

　
　
て

「死
山
血
河
を
築
い
て
購
ひ
得
た
る
満
蒙
の
権
益
が
、
真
に
国
家
の
生
命
を
賭
し
た
る
の
真

　
　
意
義
を
忘
れ
、
只
、
漠
然
と
し
て
我
勢
力
の
進
展
地
た
る
を
の
み
知
感
す
る
者
あ
り
。
故
に
或

　
　

は
満
蒙
拗
棄
論
と
な
り
、
満
蒙
退
嬰
論
と
な
り
、
明
治
天
皇
の
偉
業
を
中
道
に
し
て
阻
却
せ
ん

　
　
と
す
る
の
徒
を
出
だ
」
し
て
い
る
風
潮
へ
の
対
抗
を
挙
げ
て
い
る
。
か
か
る
会
中
央
の
動
向

　
　
と
、
本
稿
で
観
察
し
て
き
た
各
分
会
と
の
連
動
性
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
2
3
）
　
山
室
建
徳
「
日
露
戦
争
の
記
憶
ー
社
会
が
行
う
〈
現
代
史
教
育
〉
ー
」
（
『
帝
京
大
学
文
学
部

　
　
紀
要
教
育
学
』
二
六
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
明
治
～
昭
和
期
の
陸
軍
記
念
日
の
イ
ベ
ン
ト
に
関

　
　
す
る
新
聞
報
道
な
ど
か
ら
、
日
露
戦
争
と
い
う
「
記
憶
」
に
社
会
統
合
上
の
機
能
を
見
い
だ
し

　
　
た

先
駆
的
研
究
で
あ
る
が
、
本
稿
に
掲
げ
た
諸
事
例
は
そ
の
よ
う
な
「
記
憶
」
形
成
の
具
体
的

　
　
回
路
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
2
4
）
　
前
掲
の
田
原
村
『
従
軍
史
録
』
で
も
、
例
え
ば
工
兵
一
等
卒
東
田
角
造
は
日
露
戦
争
の
体
験

　
　
を
「
自
分
の
国
を
戦
場
と
さ
れ
た
支
那
が
、
広
大
な
耕
地
を
躁
躍
さ
れ
な
が
ら
一
言
の
不
服
も

　
　
唱
へ
ず
、
尚
私
達
の
使
役
と
な
り
て
用
材
の
運
搬
等
に
従
事
し
た
」
の
を
見
て
「
弱
国
の
国
民

　
　
に

対
し
て
深
く
同
情
し
、
吾
が
国
民
の
幸
福
を
痛
切
に
感
じ
ま
し
た
」
と
の
「
追
憶
談
」
を
語

　
　
る
（
四
四
頁
）
。
戦
前
社
会
に
お
け
る
「
戦
争
イ
メ
ー
ジ
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
、
こ
の
よ

　
　
う
に
「
弱
国
」
の
悲
惨
さ
が
繰
り
返
し
実
体
験
と
し
て
身
近
な
者
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
た

　
　
こ
と
は
、
時
期
に
よ
る
濃
淡
は
あ
る
に
せ
よ
、
な
ぜ
戦
前
社
会
で
は
軍
備
拡
充
・
戦
争
へ
の
支

　
　
持

が
一
定
度
継
続
し
て
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
興
味
深
い
。

（
2
5
）
　
例
え
ば
功
刀
俊
洋
「
満
州
事
変
期
の
地
域
「
国
防
」
団
体
ー
栃
木
県
国
防
同
盟
会
の
事
例

　
　
ー
」
（
鹿
児
島
大
学
教
養
部
『
社
会
科
学
雑
誌
』
八
、
↓
九
八
五
年
九
月
）
は
、
栃
木
県
が
設

　
　
立
し
た
後
援
団
体
国
防
同
盟
会
（
各
市
町
村
に
支
部
も
設
立
）
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

（
2
6
）
　
こ
れ
よ
り
前
の
刊
行
分
は
未
見
。

（
2
7
）
　
一
九
三
七
年
一
〇
月
村
で
初
め
て
戦
死
し
た
陸
軍
歩
兵
軍
曹
の
事
績
、
『
陣
没
勇
士
伝
記
』

　
　
一
四
八
～
一
五
一
頁
。

（
2
8
）
　
日
中
戦
争
期
以
降
の
”
郷
土
”
に
お
け
る
、
慰
問
や
葬
儀
を
通
じ
た
兵
士
た
ち
の
”
労
苦
”

　
　
お
よ
び
死
の
顕
彰
の
実
態
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
「
兵
士
た
ち
の
死
と
”
郷
土
”
」

　
　
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
九
一
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
を
参
照
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（二
〇

〇

二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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Paper　Monuments　to　the　I．oyal　War　Dead：Local　Memorial　Magazines　to

the　Campaigners

IcHINosE　Toshiya

This　paper　examines　the　contents　of“Memorial　Journals　of　Men　in　Service”which　were

published　in　the　various　cities　and　villages　bef6re　WW　II．　These　memorial　journals　were　created

in　large　numbers　mainly　by　the　community　posts　of　the　Civilian　Militia（Zaigo　Gunjin　Kai）after

WWI　with　the　highly　political　intention　of　recon丘rming　military　servicemen’s　sense　of抱‘∫o〃

4’ε〃θthrough　recording　and　committing　to　memory　past　glories　and　making　an　appeal　to

society　in　this　age　of　anti－militaristic　peace・seekers．

　　　The　old　soldiers　who　disclosed　their　memoirs　of　the　Sino－Japanese　and　the　Russo－Japanese

Wars　in　these　memorial　journals　took　on　the　role　of　storytellers，　telling　stories　of　the　heroic

deaths　of　fallen　soldiers　and　giving　concrete　detail　to“memories”of　war　so　as　to　draw　sympathy

from　readers．　This　type　of　storytelling　suited　well　the　sentiment　of　the　people　who　sought　to

五nd“heroes　from　their　own　hometown”．　When　these　old　soldiers　reminisced　about　their　time　in

service，　it　is　true　they　spoke　also　of　horrible　experiences，　however　they　basically　portrayed　war

as　an　opportunity　to　satisfy　one’s　sense　of　honor．　When　these“stories”by　the　former　servicemen

were　edited　in　their”hometowns”，　the　editors　avidly　sought　to　make　clear　the　positions　and

roles　that　these　storytellers　had　occupied　in　the　large　sweep　of　history．　This　was　done　in　order

to　make　clear　the“significance”of　the　deaths　of　those　who　died　but，　at　the　same　time，　it　also

was　a　way　fOr　the　entire　society　to　reconfirm　and　accept　the　values　that　war　proposed　to　the

state　and　to　individuals，

　　　Through　the　above　process，　the　logic　that　Manchuria　was，　even　before　the　Manchurian

Incident　broke　out，　land“paid　for　with　blood”and　that　interests　in　the　region　should　therefOre

be　protected，　as　well　as　the　threat　of　socialism　and　communism，　were　repeatedly　confirmed　at

the　endmost　level　of　society，　in　the　communities．　It　is　well　known　that　in　order　to　gather　the

people’s　support，　at　the　outburst　of　the　Manchurian　Incident，　the　military　and　the　Civilian　Militia

emphasized　the　people’s“memorles”of　the　Russo－Japanese　War．　The　varlous　examples　given　in

this　paper　offer　insights　on　details　as　to　when　such“memories”began　to　be　shared　by　the

communities　of　the　time．
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