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留
さ
れ
ま
し
た
。
終
戦
時
、
私
は
旧
制
中
学
生
で
し
た
。
戦
後
、
兄
　
善
雄
は
多
香
子
と
、
松
太
郎
は

澄
子
と
、
忠
正
は
愛
子
と
結
婚
し
、
両
親
と
三
夫
婦
と
つ
や
子
で
家
業
に
従
事
、
そ
の
ほ
か
近
隣
の
方
々
、

住
み
込
み
の
方
々
、
多
い
時
に
は
十
数
人
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
父
は
阿あ

ち

ま

ろ

知
麻
呂
様さ
ま

（
阿
知
五
輪
塔
）
の
世
話
人
を
務
め
る
ほ
ど
き
っ
ぷ
の
い
い
人
で
、
面
倒
見
が
よ

か
っ
た
で
す
。
私
か
ら
見
る
と
え
え
か
っ
こ
し
い
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
で
す
が
、
水
争
い
を
し
て
仲

た
が
い
し
て
い
た
隣
村
の
火
事
の
時
も
、
率
先
し
て
火
を
消
し
に
い
く
よ
う
な
人
で
、
村
の
人
た
ち

も
「
松
三
郎
さ
ん
が
火
消
し
に
行
く
ん
だ
っ
た
ら
仕
方
が
な
い
。
俺
た
ち
も
手
伝
お
う
」
と
い
う
ほ
ど
、

人
望
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
仕
事
で
も
「
と
こ
と
ん
品
質
に
こ
だ
わ
る
人
」
で
、
口
癖
は
「
見
本
よ
り
い
い
も
の
を
納
め
ん
と
い

か
ん
」
で
し
た
。
鮮
や
か
な
花
ご
ざ
の
色
を
生
み
出
そ
う
と
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
新
し
い
染
料
の
配
合
を

研
究
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
染
色
工
芸
家
の
芹
澤
銈
介
氏
と
の
縁
を
生
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
母
は
ね
ず
み
年
生
ま
れ
だ
か
ら
か
、
コ
ツ
コ
ツ
と
ま
め
に
働
く
人
で
し
た
。
家
業
を
手
伝
い
な
が
ら

家
事
も
し
て
と
、
い
つ
も
忙
し
く
動
い
て
い
た
姿
が
脳
裏
に
浮
か
び
ま
す
。

　
大
勢
の
方
々
の
ご
指
導
、
ご
愛
顧
の
お
か
げ
で
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
に
株
式
会
社
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
見
届
け
た
父
　
松
三
郎
は
同
年
三
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
三
男
　
松
太
郎
が
継
ぎ
、
皆
で
協

力
し
て
仕
事
に
励
み
ま
し
た
。

幼
少
の
こ
ろ
の
記
憶
と
家
族

　
私
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
、
父 

三
宅 

松ま
つ
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
、
母 

与よ

し

え

志
江
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
八
年
と
い
え
ば
、
昭
和
六
年
に
満
州
事
変
が
起
こ
り
、
昭
和
七
年
に
五
・
一
五
事
件
が
発
生
し

た
翌
年
で
、
日
本
は
太
平
洋
戦
争
に
向
か
っ
て
軍
国
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
ろ
で
す
。

　
現
住
所
で
あ
る
三
宅
松
三
郎
商
店
の
住
宅
兼
工
場
で
お
産
婆
さ
ん
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
私
の

誕
生
日
は
、
昭
和
八
年
三
月
二
十
九
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
こ
と
な
の
で
ま
だ
ま
だ
戸
籍
の

管
理
す
ら
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
頃
で
す
か
ら
、
実
際
に
は
四
月
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
と
後
か
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
兄
弟
は
長
女 

梅う
め
か香
、
二
女 

つ
や
子
、
長
男 

積
男
、
二
男 

善よ
し
お雄
、
三
男 

松し
ょ
う
た
ろ
う

太
郎
、
四
男 

忠ち
ゅ
う
せ
い
正
、
三

女 

す
ぎ
子
、
私
（
隆
）
の
五
男
三
女
で
し
た
。

　
兄
た
ち
は
商
業
学
校
を
卒
業
し
て
、
家
業
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
が
、
長
兄 

積
男
は
召
集
さ
れ
出
征

し
、
私
が
幼
稚
園
の
時
に
北
支
で
戦
死
し
ま
し
た
。
次
兄 
善
雄
も
出
征
し
て
満
州
で
戦
傷
し
、
帰
国
後

入
院
し
ま
し
た
。
三
兄
　
松
太
郎
は
内
地
で
終
戦
、
四
兄 
忠
正
は
朝
鮮
で
終
戦
を
迎
え
、
ロ
シ
ア
に
抑
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昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、終
戦
。
世
の
中
が
ひ
っ
く
り
返
り
ま
し
た
。
今
ま
で
真
っ
暗
だ
っ
た
夜
に
、

電
気
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
警
報
の
度
に
防
空
壕
に
逃
げ
な
く
て
も
よ
く
な
り
ま
し
た
。

　
使
っ
て
い
た
教
科
書
の
不
都
合
な
部
分
を
墨
で
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
、
戦
争
中
と
は
正
反
対
の
こ
と
を

言
う
先
生
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
食
糧
難
は
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
本
当
に
ひ
ど
か
っ
た
で
す
。
中
学
校
の
お
弁
当
も
、
ど
ん

ぐ
り
の
粉
を
入
れ
て
作
っ
た
う
ど
ん
を
細
か
く
切
っ
て
、
雑
穀
ご
は
ん
（
米
や
麦
は
少
し
）
に
混
ぜ
て

か
さ
を
増
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
お
弁
当
で
も
持
っ
て
来
ら
れ
な
い
子
は
た
く
さ
ん
い
て
、
そ
の

子
た
ち
は
昼
食
時
に
は
そ
っ
と
い
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
汽
車
通
学
も
無
茶
苦
茶
で
し
た
。
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
く
る
列
車
が
ダ
ル
マ
の
よ
う
に
見
え

ま
し
た
。
デ
ッ
キ
の
外
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
人
、
人
、
な
の
で
す
。
降
り
る
人
が
い
な
け
れ
ば
ぶ
ら
下
が

る
場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
連
結
部
の
外
の
前
後
車
両
の
足
の
乗
せ
ら
れ
る
所
に
乗
っ
て
、
列
車

の
雨
ど
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
下
は
レ
ー
ル
、
枕
木
。
左
右
の
手
足
の
揺
れ
が
別
々
で
、
レ
ー
ル
の

継
ぎ
目
、
特
に
ポ
イ
ン
ト
通
過
の
と
き
は
複
雑
な
揺
れ
で
し
た
。
こ
れ
は
経
験
し
た
者
で
な
け
れ
ば
分

か
ら
な
い
面
白
い
揺
れ
で
し
た
。

戦
中
戦
後
の
暮
ら
し

　 

今
で
は
私
の
子
供
の
頃
の
話
を
す
る
友
達
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
小
学
校
時
代
は
戦
時
中
だ
っ
た
の
で
、「
ホ
シ
ガ
リ
マ
セ
ン
　
カ
ツ
マ
デ
ハ
」
の
通
り
、
修
学
旅
行

は
な
く
、
昭
和
二
十
年
の
卒
業
式
の
歌
は
「
蛍
の
光
」
で
は
な
く
、「
海
ゆ
か
ば  

み
ず
く
か
ば
ね
」
を

歌
い
ま
し
た
。
中
学
校
も
修
学
旅
行
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
中
学
校
に
入
っ
て
も
白
い
シ
ャ
ツ
は
禁
止
で
し
た
。
ズ
ボ
ン
に
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
い
て
教
練
が
あ
り
、

「
エ
イ
ヤ
ー
」
の
掛
け
声
で
銃
剣
（
木
製
）
を
前
に
突
き
出
す
訓
練
が
あ
り
ま
し
た
。

　
西
阿
知
は
田
舎
な
の
で
空
襲
に
は
遭
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
岡
山
、
高
松
、
福
山
と
夜
に
街
が
燃
え

て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
街
の
方
向
を
知
り
ま
し
た
。
焼
夷
弾
の
爆
撃
時
間
の
恐
ろ
し
か
っ
た
記
憶
で

し
た
。
水
島
の
航
空
機
工
場
の
爆
撃
の
黒
煙
も
大
変
で
し
た
が
、
酒
津
の
工
場
に
向
か
う
単
発
機
が
低

空
飛
行
で
通
過
す
る
の
も
恐
ろ
し
か
っ
た
で
す
。

　
※
酒
津
の
倉
敷
紡
績
の
工
場
は
水
島
の
航
空
機
協
力
工
場
と
な
り
、
女
学
生
が
動
員
さ
れ
て
い
ま
し

　
　
た
。
当
時
倉
敷
女
学
校
生
だ
っ
た
人
の
話
に
よ
る
と
、ヤ
ス
リ
か
け
の
仕
事
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
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当
時
は
戦
後
の
混
乱
期
で
し
た
。
私
は
高
校
在
学
中
か
ら
家
業
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
の
で
、
卒
業

後
は
兄
達
を
助
け
、
家
業
に
従
事
し
ま
し
た
。
兄
嫁
（
松
太
郎
の
奥
さ
ん
）
の
妹
の
操
と
結
婚
し
、
一

男
二
女
を
も
う
け
ま
し
た
。

左から　長女 正子  長男  明  二女  直子

西阿知　遍照院三重塔
修理落慶記念大法要にて

　（昭和 42 年 10 月）

　
こ
の
町
は
藺
草
か
ら
出
来
る
藺
草
製
品
の
町
で
し
た
。
畳
表
・
上
敷
き
・
花
む
し
ろ
・
寝
ゴ
ザ
・
藺
草
枕
・

す
だ
れ
・
捺な

っ
せ
ん染
も
の
（
主
に
輸
出
さ
れ
た
）・
ゴ
ザ
座
布
団
・
角
マ
ッ
ト
・
円
座
な
ど
。
そ
の
他
大
小

の
雑
貨
、
例
え
ば
田
植
え
の
時
に
着
る
蓑み

の

・
一
升
瓶
に
か
ぶ
せ
る
サ
ッ
ク
・
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
・
バ
ッ

グ
類
（
大
小
の
袋
物
）
等
々
…
…
。

　
年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
。
子
供
が
で
き
る
て・

・ご
（
手
伝
い
）

は
、
藺
草
の
束
に
跨
い
で
す
る
モ
ト
ヌ
キ
と
、
藺
草
の
ゴ
ミ
で
焚
く
五ご

え

も

ん

ぶ

ろ

右
衛
門
風
呂
焚
き
で
し
た
。
藺

草
の
ゴ
ミ
は
燃
や
し
て
も
火
力
が
な
い
の
で
、
風
呂
を
沸
か
す
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
藺
草
を
く
べ
る
と
逆
火
が
き
て
危
な
い
の
で
す
。
逆
火
で
眉
毛
が
チ
リ
チ
リ
に
燃
え
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。

　
子
供
の
遊
び
の
中
に
も
藺
草
が
あ
り
ま
し
た
。
捨
て
ら
れ
た
藺
草
で
縄
を
な
っ
て
、
三
つ
編
み
の
ひ

も
に
し
て
、
そ
れ
を
束
ね
て
ほ
う
き
の
ま・

・

・

・

ね
ご
と
を
作
っ
た
り
、
か
ま
ぼ
こ
板
に
糸
を
張
り
、
ゴ
ザ
織

り
の
ま
ね
ご
と
を
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
一
本
の
藺
草
を
ひ
も
の
よ
う
に
使
い
、
七
夕
の
短
冊
を
藺
草

で
竹
笹
に
く
く
っ
た
り
、
大
川
の
土
手
で
ゴ
ザ
を
持
っ
て
の
土
手
滑
り
も
し
ま
し
た
。
ま
た
、
カ
ド
（
庭

先
）
で
の
マ
マ
ゴ
ト
で
は
、
ゴ
ザ
を
敷
け
ば
そ
こ
が
お
座
敷
に
も
な
り
ま
し
た
。


