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〈
表
紙
解
説〉
 

金
木

の
荒

馬
 

津
軽
地
方
農
村
地
帯
全
般
の
行
事

で
あ
っ
た
“
さ
な
ぶ
り
行
事

”
 

の
一
役
を
に
な
っ
て
い
た
の
が
荒
馬
踊
で
あ
っ

た
。
 

金
木
の
『
さ
な
ぷ
り
荒
馬
』
は
、
か
な
の
古
い
形
態
の
も
の
で
、
 

北
五
地
方
で
も
独
種
な
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
 

天
保
の
頃
、
藩
主
信
政
公
が
少
数
の
士
卒
を

連
れ
。
民
情
視
察

の
金
次
金
木
村
を
訪
れ
八
幡
宮
に
五
穀
豊
穣
を
祈
願
さ
れ
た
。
突

然
の
こ
と
な
の
で
神
を
笹
木
代
、
並
に
庄
屋
角
田
代
あ
い
は
か
ら

い
、
村
人
あ
げ
て
こ
れ
を
迎
え
、
帰
り
に
は
礼
を
つ
く
し
て
村
端

れ
ま
で
見
送
っ
た
。
 

当
時
赤
坂
（
若
松
町
の
入
ロ
）
手
前
の
橋
は
丸
太
橋
で
、
い
た
っ

て
粗
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
藩
主
信
政
公
馬
の
手
綱
を
と
り
、
 

供
奴
二
人
が
左
右
に
手
綱
を
の
ば
し
て
、
 一
回
二
回
と
後
に
下
り
、
 

右
に
引
き
、
左
に
回
り
、
三
回
目
に
英
姿
さ
っ

そ
う
と
し
て
橋
を

渡
り
切
っ
た
と
の
こ
と
で
、
藩
主
の
貝
事

な
英
姿
に
感
激
し
た
村

人
は
、
村
の
誉
れ
と
し
て
ク虫
送
り
の
荒
馬
踊
り
”
に
組
み
入
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
来
た
。
 

本
来
荒
馬
踊
り
は
農
耕
の
所
作
を
表
現
し
た
も
の
だ
が
、
金
木

の
荒
馬
踊
り
は
、
藩
主
橋
渡
り
英
姿
を
踊
り
の
中
に
組
み
込
ん
だ
、
 

金
木
独
特
の
荒
馬
踊
り
に
継
承
さ
れ
て
来
た
。
（
本
文
金
木
郷
土

史
よ
り
抜
擢
）
 

廿
き

の
し

た
清
一
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金木 の

の
金
次
金
木
村
を
訪
れ
八
幡
宮
に
五
穀
豊
穣
を
祈
願
さ
れ
た
。
突

然
の
こ
と
な
の
で
神
を
笹
木
代
、
並
に
庄
屋
角
田
代
あ
い
は
か
ら

い
、
村
人
あ
げ
て
こ
れ
を
迎
え
、
帰
り
に
は
礼
を
つ
く
し
て
村
端

れ
ま
で
見
送
っ
た
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ふ
る
さ
と
の
『
か
た
り
べ
』
第
十
六
集
が
発

行
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
衷
心
よ
り
お
喜

び
申
し
上
げ
ま
す
。
 

会
が
発
足
し
た
き
っ
か
け
は
、
嘉
瀬
小
学
校

百
周
年
記
念
誌
『
嘉
瀬
小
百
年
史
』
を
発
行
し

た
後
、
そ
の
編
集
委
員
有
志
が
集
い
、
こ
れ
を

機
縁
に
 
「嘉
瀬
ふ
る
さ
と
を
さ
ぐ
る
会
」
 
を
つ

く
ろ
う
で
は
な
い
か
と
準
備
会
が
設
立
、
昭
和

五
十
二
年
四
月
二
十
八
日
、
有

志
十
四
名
が
参
加
し
て
組
織
会

が
開
催
さ
れ
、
初
代
会
長
に
山

中
正
津
氏
を
選
任
、
不
肖
私
が

事
務
局
担
当
を
指
名
さ
れ
三
年

間
務
め
た
も
の
で
す
。
 

会
が
発
足
し
た
一
年
間
は
、
 「
人
丸
神
石
移

転
折
衝
と
遷
座
式
典
挙
行
」
に
つ
い
て
走
り
回
っ

た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
 

そ
し
て
、
毎
月
の
定
例
集
会
に
よ
る
「
ふ
る

さ
と
嘉
瀬
歴
史
の
基
礎
的
研
匹
 
フ
イ
ル
ド
ワ

ー
 

ク
に
よ
る
「
遺
跡
神
社
仏
閣
め
ぐ
り
の
合
宿
研

究
」
等
、
実
直
な
山
中
正
津
会
長
と
熱
心
な
会

員
の
下
で
微
力
な
が
ら
も
、
会
を
郷
土
史
研
究
 
 

軌
道
に
の
せ
る
こ
と
に
専
念
し
た

四
年
目
、
小
泊
小
学
校
へ
単
身
赴

木
下
清
一
氏
に
事
務
局
長
を
を
引

し
た
。
 

山
中
正
津
前
会
長
、
木
村
治
利
現

清
一
事
務
局
長
ら
が
中
心
に
な
っ

題
で
あ
っ
た
研
究
記
録
集
ふ
る
さ

り
べ
』
を
発
刊
し
、
第
十
六
集
ま

で
精
力
的
に
継
続
し
て
き
て
い
ま

す
。
 こ
の
ふ
る
さ
と
の
『
か
た
り

べ
』
は
郷
土
史
研
究
の
貴
重
な
文

玉
 

献
と
し
て
、
町
民
は
勿
論
の
こ
と
 

‘
 
県

内
外
の
郷
土
史
研
究
家
に
高
く
 

，
 

評
価
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
 

鎌
田
慧
氏
の
『
津
軽

・
斜
陽
の
家
』
 
の
著
書
に

数
多
く
引
用
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に

「
太
宰
の
ふ
る
さ
と
」
 
金
木
町

の
文
化
活
動
の
一
翼
を
担
い
、
郷
土
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
ま
す
こ
と
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
 

会
員
の
益
々
の
ご
研
鎖
と
、
会
の
ご
発
展
を
心

か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
発
刊
に
寄
せ
る
辞
と
い

た
し
ま
す
。
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懐
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嘉
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発
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た
後
、
そ
の
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録
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。
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献
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津軽P寒血馬 日
課
 

平
成
十
四
年
二
月
初
頭
の
厳
寒
の
朝
、
 

嘉瀬保食宮の馬ッコ 

叫熱、かー一Aに、一 
ー、に一~ニ ‘ふニーー 

⑥喜良市 昭和三十七年旧六月十七日

奉納 総代近藤作之助外代子―同 

⑥金木 昭和六年―月 

奉納 伊藤豊吉外七十九名 

,
 

』
 

金
木
八
幡
宮
の
馬
ッ
コ
 

藤
枝
保
食
宮
の
馬
ッ
コ
 

金
木
保
食
宮
の
馬
ッ
コ
 

⑥金木 昭和ニ十三年八月ニ十ー日

奉納 角田久七外 

＠昭和十五年五月十三日

奉納 工藤源三郎名 

ノ
I
 

の
朝
の
散
歩
に
嘉
瀬
地
内
保
食
宮
の
前
を
通
る

と
、
石
像
の
馬
ッ

コ
が
雪
を
か
ぷ
っ
て
寒
さ
に

耐
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
無
言
の
行
で
立
っ

て
い
る
。
 

台
座
の
雪
を
払
っ
て
寄
進
者
名
を
た
ど
る
と
、
 

す
で
に
死
界
に
入
っ
た
人
の
名
が
多
く
刻
ま
れ
、
 

農
耕
馬
を
飼
育
し
て
い
た
人
、
小
運
搬
業
の
駄

賃
付
を
し
た
人
の
人
名
が
確
認
で
き
た
。
 

金
木
町
の
神
社
境
内
に
安
置
し
あ
る
石
像
神
 

馬
を
一
周
し
て
み
る
と
、
昭
和
六
十
一
年
奉
納
 

が
最
後
と
な
っ
て
《い
る
。
 

金
木
町
の
水
田
が
圃
場
整

備
事
業
に
伴
っ
て
、
農
道
が

張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
軽
ト
ラ
ッ

ク
が
従
横
に
疾
駆
す
る
機
械

化
で
、
昭
和
六
十
年
以
降
、
 

農
耕
馬
は
完
全
に
田
の
面
か

ら
、
そ
の
勇
姿
を
見
る
こ
と
 

が
な
く
、
競
馬
競
争
用
、
肉

用
販
売
に
飼
育
さ
れ
る
馬
が

金
木
に
見
ら
れ
る
だ
け
だ
。
 

馬
の
背
に
ま
た
が
り
家
路

を
急
ぐ
若
者
の
歌
う
山
唄
の

流
れ
る
、
田
の
面
の
情
景
は

完
全
に
金
木
町
か
ら
消
え
た
。
 

神
社
に
安
置
さ
れ
た
神
馬

石
像
、
寒
立
馬
は
今
日
も
雪
 

に
さ
ら
さ
れ
立
ち
続
け
る
。
（
き
の
し
た
清
一
）
 

⑨
嘉
瀬
八
幡
宮
 
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日

奉
納
 
発
起
人
平
川
久
四
郎
外
七
十
名

⑥
嘉
瀬
保
食
宮
 
昭
和
六
十
一
年
六
月
三
日

奉
納
 
発
起
人
松
川
孫
蔵
外
六
十
九
名
 

喜
良
市
川
上
神
社
の
馬
ッ
コ
 

嘉瀬八幡宮の馬ッコ 
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書
き
出
し
か
ら
大
そ
れ
た
字
句
を
使
っ
た
が
、
私
が
物
心
つ
い
て
か
ら

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、
天
皇
陛
下
の
王
音
放
送
が
な
さ
れ
る
ま

で
、
何
の
違
和
感
も
な
く
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
た
し
、
学
校
で
も
そ
の

よ
う
に
教
え
て
い
た
。
 

因
み
に
、
岩
波
書
店
発
行
の
広
辞
苑
に
よ
る
と
“王
道
楽
土
（
と
は
「
王

道
に
基
づ
い
て
治
め
ら
れ
る
安
楽
な
土
地
」
と
あ
る
。
 

私
が
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
、
金
木
の
か
た
り
べ
第
十
四
集
で
も
書

い
た
通
り
、
我
が
国
が
米

・
英
を
相
手
に
宣
戦
を
布
告
し
、
大
東
亜
戦
争
 

（
終
戦
後
は
太
平
洋
戦
争
に
変
わ
っ
た
）
が
勃
発
し
た
年
の
昭
和
十
六
年

四
月
一
日
だ
っ
た
。
 

教
育
の
管
轄
も
内
地
で
は
文
部
省
だ
が
満
州
で
は
独
立
し
た
機
関
だ
と

い
う
こ
と
な
の
か
、
教
科
書
は
在
満
教
務
部
と
い
う
と
こ
ろ
で
発
行
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
 そ
し
て
、
そ
の
年
ま
で
学
校
は
尋
常
小
学
校
で
、
 一
年

生
が
最
初
に
教
わ
る
読
み
方
の
第
ー
ペ
ー
ジ
は
「
サ
イ
タ
 
サイ
タ
 
サ
ク

ラ
ガ
 
サ
イ
タ
」
だ
っ
た
の
が
、
我
々
が
入
学
し
た
時
は
在
満
国
民
学
校
 
 

と
改
称
さ
れ
 
「サ
イ
タ
 
サ
イ
タ
…
」
 
が
，
「
ア
カ
イ
 
ア
カ
ノ1
 ア
サ
ヒ
 
ア

サ
ヒ
」
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
当
時
、
我
が
国
は
大
日
本
帝
国
、
神
武
天
皇
以
来

の
神
の
国
、
そ
し
て
日
の
出
づ
る
国
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
戦
争
に
勝
た

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
国
民
の
士
気
昂
揚
の
た
め
だ
っ

た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
 そ
し
て
、
授
業
と
い
え
ば
、
今
で
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
こ

と
だ
が
、
通
常
の
教
科
の
ほ
か
に
、
神
武
、
緩
靖
、
安
寧
…
以
下
略
と
延
々

百
二
十
四
代
今
上

（
昭和
天
皇
）
ま
で
の
天
皇
名
の
暗
記
を
さ
せ
ら
れ
た
。
 

最
後
ま
で
暗
論
で
き
た
頭
の
い
い
や
つ
も
い
た
よ
う
だ
が
、
大
半
は
暗
記

出
来
な
か
っ
た
と
思
う
。
私
も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
。
 

又
、
そ
の
年
の
十
二
月
八
日
に
始
ま
っ
た
宣
戦
布
告
の
詔
書
ゃ
、
教
育

勅
語
、
そ
し
て
高
学
年
に
な
る
と
青
少
年
学
徒
に
賜
わ
り
た
る
勅
語
、
あ

る
い
は
、
出
征
し
た
時
に
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
軍
人
勅
諭
な
る
も

の
ま
で
も
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
が
、
今
で
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
戦
後
で
も

五
十
六
年
に
も
な
る
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
 

そ
し
て
、
体
操
の
教
科
で
は
、
相
撲
、
剣
道
、
分
列
行
進
は
必
須
科
目
、
 

そ
の
ほ
か
、
戦
局
酎
に
な
っ
て
来
る
と
防
空
演
習
ゃ
、
防
空
壕
堀
り
な
ど

も
や
ら
さ
れ
た
。
 又
、
空
襲
を
受
け
て
火
事
に
な
っ
た
場
合
に
備
え
て
の

バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
に
よ
る
消
火
訓
練
ゃ
、
敵
兵
が
落
下
傘
で
降
下
し
て
来
た

時
の
竹
槍
訓
練
、
毒
ガ
ス
で
襲
わ
れ
た
時
の
対
処
の
仕
方
な
ど
様
々
な
体

験
を
し
た
。
 

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
し
又
、
ウ
ソ
の
よ
う
な
話
だ
が
、
各
教
科
の
試

験
の
採
点
方
法
も
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
 

例
え
ば
現
在
、
 百
点
満
点
の
場
合
は
百
点
、
九
十
点
、
八
十
点

・・
と
い

う
表
示
が
普
通
か
と
思
う
が
、
当
時
、
私
達
に
対
す
る
採
点
方
法
は
百
点

の
場
合
轟
沈
、
九
十
点
は
撃
沈
、
八
十
点
は
大
破
、
七
十
点
は
中
破
、
六

十
点
は
小
破
と
い
う
具
合
に
、
敵
艦
を
沈
没
あ
る
い
は
、
損
害
を
与
え
た

程
度
に
応
じ
た
方
法
で
表
示
さ
れ
た
。
 で
あ
る
か
ら
⑩
と
い
う
ゴ
ム
判
を

押
さ
れ
た
者
は
小
踊
り
し
て
喜
ん
で
い
た
。
 

又
、
毎
日
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
戦
況
の
報
道
が
流
さ
れ
て
い
た
が
、
 

そ
れ
に
よ
る
と
、
ク大
本
営
陸
海
軍
部
発
表
、
我
が
陸
海
軍
部
隊
は
、
敵

戦
艦
〇
隻
撃
沈
、
巡
洋
艦
〇
隻
撃
沈
、
そ
の
他
数
隻
大
破
、
敵
機
〇
〇
機

撃
墜
破
、
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
方
の
損
害
は
軽
微
な
り
ク
と
い
う
放
送

が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
、
戦
記
に
関
す
る
著
書
を
読
ん
だ
と

こ
ろ
、
開
戦
当
初
か
ら
昭
和
十
七
年
半
ば
頃
ま
で
は
本
当
だ
っ
た
が
、
そ

の
あ
と
は
全
く
逆
の
放
送
を
流
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

放
送
局
も
、
今
で
は
N
H
K
の
ほ
か
に
民
放
が
何
社
も
あ
る
が
、
当
時

は
N
H
K
だ
け
が
唯

一
の
放
送
機
関
、
し
か
も
半
国
営
的
な
も
の
だ
か
ら
 
 

軍
部
の
統
制
が
厳
し
く
、
現
在
の
よ
う
な
言
論
ゃ
、
表
現
の
自
由
な
ど
は

も
っ
て
の
ほ
か
、
自
国
の
作
戦
ゃ
、
被
害
状
況
な
ど
は
極
端
に
ね
じ
曲
げ

ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
 

当
時
、
兵
隊
を
乗
せ
た
列
車
の
窓
は
全
部
、
カ
ー
テ
ン
で
塞
が
れ
て
い

て
、
乗
っ
て
い
る
兵
隊
自
身
、
今
ど
こ
を
走
っ
て
い
る
の
か
は
勿
論
、
ど

こ
へ
行
く
の
か
も
知
ら
さ
れ
て
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
、
ま
る
で
豚
や
牛

扱
い
だ
。
 

一
般
家
庭
で
も
晩
に
な
る
と
、
電
灯
の
灯
り
が
洩
れ
れ
ぱ
敵
機
に
見
つ

か
る
か
ら
と
い
っ
て
灯
火
管
制
な
る
も
の
が
厳
し
く
実
施
さ
れ
、
町
内
会

の
班
長
な
ど
が
巡
回
し
て
来
た
。
そ
し
て
各
家
庭
で
は
電
灯
を
黒

い
布
な

ど
で
被
い
、
光
が
外
に
洩
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
そ
の
直
下
で
新
聞
や
、
 

本
を
読
ん
だ
り
も
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
合
軍
側
に
し

て
み
れ

ば
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
し
な
く
て
も
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
o
 

と
い
う
の
は
、
レ
ー
ダ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
暗
夜
で
も
昼
夜
の
ご
と
く

攻
撃
目
標
を
捕
ら
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
袈
裟
な
話
だ
が
、
終
戦
と

な
り
、
自
由
に
電
灯
が
灯
さ
れ
た
と
き
は
真
昼
の
よ
う
な
ま
ぶ
し
さ
を
感

じ
た
も
の
で
あ
る
。
 

当
時
、
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
。
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
o
 

こ
れ
は
、
敵
の
ス
パ
イ
が
ど
こ
に
で
も
い
て
、
軍
事
機
密
が
洩
れ
れ
ぱ
、
 

戦
局
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
見
て
も
、
聞
い
て
も
、
何
も
言
う
な

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
言
論
を
封
鎖
し
、
弾
圧
し
て

も
、
戦
局
に
は
何
の
変
化
も
、
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
 

我
が
国
で
は
当
時
、
敵
国
の
言
葉
を
使
う
な
と
い
う
変
な
教
育
が
な
さ
 



れ
た
。
英
語
な
ど
は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
野
球
を
例
に

あ
げ
る
と
、
 「
ス
ト
ラ
イ
ク
」
 
「
ボー
ル
」
 
「
ア
ウ
ト」
 
な
どと
い
わ
ず
、
 

「
よ
い
球
」
 
「駄
目
」
…
な
ど
と
言
い
代
え
ら
れ
、
最
後
に
は
、
野
球
そ

の
も
の
も
、
敵
性
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
こ
と
で
禁
止
、
野
球
場
は
、
主
食
の

農
作
物
を
作
る
畑
に
さ
れ
た
り
し
た
。
 

し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
い
か
に
厳
し
い
統
制
を
し
て
も
、
 

実
際
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
。
相
手
国
は
、
日
本
語
教
育
を
徹
底

し
て
行
な
い
、
日
本
の
習
慣
、
風
習
ま
で
も
研
究
し
、
日
本
人
よ
り
も
日

本
を
熟
知
、
分
析
し
、
そ
し
て
高
度
な
レ
ー
ダ
ー
や
、
無
線
装
置
を
駆
使

し
て
、
日
本
側
の
暗
号
、
情
報
を
逐
次
解
読
の
上
、
作
戦
に
取
り
入
れ
た

の
で
、
厳
重
な
日
本
の
防
諜
活
動
は
全
く
、
徒
労
に
終
わ
っ
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
 

事
実
、
日
本
で
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
情
報
が
、
私
が
住

ん
で
い
た
満
州
牡
丹
江
に
あ
っ
た
銭
湯
に
入
り
に
行
っ
た
時
の
こ
と
、
客

の
一
人
が
、
 次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
を
聞
い
た
が
、
そ
れ
に

よ
る
と
「
何
で
も
今
、
ァ
メ
リ
カ
で
は
、
大
変
な
も
の
を
発
明
し
た
と
い

う
、
マ
ッ
チ
箱
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
物
で
、
何
万
ト
ン
も
の
戦
艦
を

一
年
一

杯
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
…
。」
と
、今
、
思
う
と
そ
れ
は
原
子

力
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
戦
局
が
日
増
し
に
悪
化
し
て
来
る
と
、
銃
後
（
戦
地

で
な
く
一
般
の
居
留
区
域
）
で
も
、
戦
事
色
が
濃
く
な
っ
て
来
た
。
一
般

人
達
の
う
ち
、
女
、
子
供
、
老
人
を
除
く
成
、
壮
年
者
は
皆
、
半
強
制
的

に
月
に
何
回
か
、
学
校
の
校
庭
に
集
合
さ
せ
ら
れ
、
持
参
し
た
奉
公
袋
に
 
 

自
分
の
髪
の
毛
や
、
爪
、
そ
し
て
以
前
、
兵
隊
に
行
っ
た
者
は
、
軍
隊
手

帳
な
ど
の
点
検
、
点
呼
を
受
け
た
後
、
軍
人
勅
諭
を
読
み
上
げ
た
り
、
分

列
行
進
、
そ
し
て
、
敵
襲
に
備
え
て
の
木
銃
を
構
え
て
、
突
撃
訓
練
な
ど

を
行
っ
て
い
た
。
 

私
が
終
戦
ま
で
住
ん
で
い
た
牡
丹
江
市
に
は
、
軍
司
令
部
が
あ
り
、
兵

隊
が
沢
山
い
た
が
、
航
空
隊
も
あ
っ
て
、
市
街
か
ら
数
キ
ロ
離
れ
た
所
に

飛
行
場
が
あ
っ
た
。
 学
校
行
事
の
遠
足
の
場
所
と
し
て
は
、
も
っ
て
こ
い

の
所
と
い
う
こ
と
で
よ
く
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 そ
し
て
只
、
飛
行
機
の

離
、
着
陸
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
と
い
う
こ
と
で
、
滑
走
路
近
く
の
草
取

り
の
手
伝
い
な
ど
を
し
た
。
 そ
の
我
々
の
頭
上
で
は
、
赤
ト

ン
ボ
と
い
わ

れ
た
練
習
機
が
、
吹
き
流
し
を
つ
け
て
空
中
戦
の
練
習
を
し
て
い
て
、
我
々

は
、
凄
い
も
の
だ
と
感
心
し
て
見
上
げ
て
い
た
が
、
戦
争
末
期
に
な
る
と
、
 

そ
の
飛
行
機
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
恐
ら
く
、
前
線
基
地
の
飛
行
機
が

無
く
な
り
、
止
む
無
く
練
習
機
ま
で
も
特
攻
用
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
像
さ
れ
る
。
 

鉄
製
品
と
あ
ら
ば
、
寺
の
鐘
ま
で
も
供
出
さ
せ
軍
需
物
資
と
し

て
使
う

な
ど
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
資
源
は
、
八
ー
九
割
方
、
外
国
に
依
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
今
で
も変
わ
ら
な
い
と
思
う
）
の
が
、
近
隣
諸
国
、
 

そ
れ
に
米
、
英
と
い
う
強
国
を
相
手
に
戦
い
を
挑
ん
だ
こ
と
自
体
、
無
謀

極
ま
り
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
窮
鼠
、
猫
を
噛
む
の
例
え
で
、

万
止
む
を

得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

最
近
、
ァ
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
で
起
き
た
、
航
空
機
に
よ
る
同
時

多
発
テ
ロ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
、
 タ
リ
バ
ン
 

に
報
復
措
置
と
し
て
、
大
規
模
な
空
爆
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
、
テ
レ

ビ
で
連
日
の
ご
と
く
放
映
さ
れ
て
い
る
。
 そ
れ
に
対
し
て
、
相
手
国
は
、
 

聖
戦
と
称
し
て
、
徹
底
抗
戦
の
構
え
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
私
は
、
 

六
十
年
前
の
こ
と
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o
 

前
に
も
私
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
、
触
れ
た
記
事
を
書
い
た
が
、
 

天
皇
陛
下
の
た
め
な
ら
ば
命
は
惜
し
く
な
い
、
名
誉
の
戦
死
を
す
れ
ば
軍

神
と
な
り
、
靖
国
神
社
に
祭
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
真
の
日
本
魂
だ
と
い
う

気
迫
の
も
と
に
兵
隊
達
は
戦
地
に
赴
い
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
当
時
の
日

本
人
と
し
て
の
気
持
ち
だ
っ
た
し
、
そ
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
子
供
達

も
、
当
然
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
o
 

そ
れ
が
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
境
に
、
我
が
国
は
、
憲
法
第
九

条
の
も
と
に
永
久
に
軍
備
を
持
た
な
い
、
交
戦
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
今

日
ま
で
経
過
し
、
日
本
人
の
誰
も
が
そ
の
よ
う
な
考
え
で
、
日
々
を
過
ご

し
て
来
た
が
、
最
近
、
ァ
メ
リ
カ
に
追
随
す
る
形
で
、
何
か
キ
ナ
臭
い
様

相
に
な
っ
て
来
た
。
 

こ
れ
ま
で
私
は
、
兵
隊
に
こ
そ
行
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
死
ぬ
寸
前
の

苦
い
体
験
を
幾
度
も
味
わ
っ
て
来
た
。
ま
さ
か
我
が
国
が
戦
争
に
巻
き
込

ま
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
絶
対
と
は
言
い
切
れ
な
い
の

が
、
現
在
、
日
本
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

そ
こ
で
、
願
わ
く
は
、
我
々
が
味
わ
っ
た
あ
の
忌
ま
わ
し
い
体
験
を
、
 

自
分
自
身
は
も
と
よ
り
、
次
世
代
に
も
味
わ
せ
た
く
な
い
と
思
う
し
、
本

文
の
表
現
と
し
た
真
の
ク王
道
楽
土
ク
を
目
指
す
我
が
国
が
、
永
久
に
続
い

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
の
は
、
単
な
る
私
の
身
勝
手
な
思
い
だ
ろ
う
か
。
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