
観
音
山
の
忠
魂
碑
の
す
ぐ
北
側
に
大
き
な
立
派
な
石
碑
が
建
立
さ
れ
て

い
る
。
『
殉
難
警
察
官
吏
之
碑
」
と
太
い
字
で
深
く
彫
ら
れ
、
石
碑
の

裏
側
を
見
る
と
殉
難
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
る
。

『
故
青
森
県
巡
査
千
葉
徳
太
郎
明
治
三
五
年
九
月
五
日
殉
難

大
正
拾
三
年
九
月
五
日
建
立
発
起
人
金
木
警
察
分
署
嘉
瀬
消
防

組
」千

葉
巡
査
は
弘
前
市
和
徳
町
小
田
桐
岩
太
郎
実
弟
と
し
て
生
れ
、
後
に

北
郡
金
木
町
藤
枝
の
千
葉
家
に
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
志
を
立
て
て
明

治
三
十
二
年
九
月
二
十
日
金
木
警
察
分
署
に
配
属
さ
れ
、
間
も
な
く
選
ば

れ
て
金
木
警
察
分
署
嘉
瀬
駐
在
所
勤
務
と
な
っ
た
。
資
性
剛
毅
に
し
て
職

務
に
忠
実
、
特
に
探
査
に
す
ぐ
れ
て
い
た
．

明
治
三
十
四
年
七
月
五
日
の
夜
、
嘉
瀬
村
巡
査
駐
在
所
在
勤
の
千
葉
巡

査
は
、
受
持
管
内
の
巡
遜
途
中
、
中
野
新
田
（
五
所
川
原
市
毘
沙
門
）
附

近
で
、
駄
馬
に
桧
柾
を
積
み
運
搬
中
の
男
を
発
見
し
た
。

不
審
を
抱
い
て
職
務
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
積
荷
の
桧
柾
は
無
検
印
で
あ

り
、
盗
材
木
に
よ
っ
て
製
造
し
た
臓
物
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら

に
取
調
べ
の
た
め
、
千
葉
巡
査
は
、
そ
の
男
⑧
し
、
金
木
分
署
ま
で
同

殉
難
鑿
察
官
吏
之
碑

行
を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
男
は
同
行
を
拒
み
、
深
夜
を
幸
い
に
逃
走
、
や

っ
と
追
い
つ
い
た
所
、
千
葉
巡
査
の
官
帽
を
奪
っ
て
破
り
捨
て
、
さ
ら
に

組
み
つ
い
て
抵
抗
し
て
き
た
。
そ
こ
で
千
葉
巡
査
は
、
や
む
な
く
格
闘
の

末
に
逮
捕
し
た
が
、
犯
人
の
抵
抗
が
あ
ま
り
激
し
く
、
そ
の
際
不
幸
に
も

腰
椎
骨
に
重
傷
を
負
っ
た
。
し
か
し
、
責
任
感
の
旺
盛
な
千
葉
巡
査
は
痛

み
を
こ
ら
え
て
そ
の
後
も
勤
務
を
続
け
た
。

明
治
三
四
年
八
月
二
九
日
、
千
葉
巡
査
は
衣
類
雑
品
米
穀
類
の
窃
盗
犯

人
を
探
知
し
単
身
逮
捕
に
お
も
む
き
、
こ
の
時
も
犯
人
の
抵
抗
を
受
け
な

が
ら
逮
捕
し
任
務
を
全
う
し
た
。

し
か
し
犯
人
の
暴
行
に
よ
っ
て
、
同
じ
腰
椎
骨
を
前
よ
り
も
強
く
痛
め

勤
務
不
能
に
な
り
、
以
来
弘
前
に
転
じ
療
養
に
努
め
手
術
し
た
が
効
な
く

●

殉難の碑
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１
１
１

済
度
す
る
菩
薩
と
さ
れ
、
古
代
イ

ン
ド
仏
典
に
よ
る
『
ク
シ
テ
ィ
・

ガ
ル
ベ
』
・
「
ク
シ
テ
ィ
」
は
大

地
。
『
ガ
ル
ベ
」
は
母
体
を
意
味

す
る
と
解
さ
れ
、
万
物
を
生
み
育

Ｉ
‐
■
６
０
ｒ
ｌ
０
０
１
１

０
１
日
，
。
！
“
１
０
９
１
１
１
・
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｑ
ｄ
Ｄ
Ｇ
５
Ｊ
○
○
ロ
ー
ａ
■
■
５
０
，
口
も
５
。
。
１
０
■
■
１
１
１
１
１
１
■
１
口
Ｉ
Ｉ
Ｌ
‐
Ｉ
ｌ
ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
１
ｏ
Ｉ
口
“
■
Ｉ
ｑ
Ｈ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ

て
、
大
地
の
恵
み
を
与
え
る
仏
と

さ
れ
、
奈
良
朝
時
代
に
日
本
に
伝

導
さ
れ
た
・
保
元
・
平
治
の
乱
に

至
り
京
の
都
は
餓
鬼
地
獄
相
と
な

り
、
庶
民
の
間
に
流
布
さ
れ
た
の

●

が
、
六
地
蔵
（
地
獄
道
・
餓
鬼
道

・
畜
生
道
・
入
間
道
・
夫
上
道
）

の
六
道
か
ら
、
庶
民
も
ろ
人
の
苦

し
み
を
救
う
教
え
が
広
ま
り
、
こ

れ
が
藩
政
時
代
に
入
っ
て
、
道
を

⑤し古町から狐崎に出る
旧道，古町端れの地

蔵

国~詞f
l、‐’

一画「

＊

1．口P

L

ｑ
■

●。
》
、
が
，
塔
咋
《
踊
鋼
彊
岻
‐
１
．
、
ｐ
巾
、

鷹
需
齢

Ｆ

Ｆ
可

込

際閼
守
る
道
祖
神
と
地
蔵
が
結
び
付
け

ら
れ
て
、
部
落
に
災
害
・
疫
病
を

入
れ
な
い
、
子
を
守
り
育
て
る
菩

薩
が
地
蔵
菩
薩
と
し
て
、
津
軽
の

庶
民
の
間
に
広
ま
り
定
着
、
地
蔵

一再一戸一凶■■■h ■ 丙

喜､ロ、
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出､Pﾛ可･･ラー

マ
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講
が
村
々
に
で
き
る
。

畑
中
の
小
田
川
奴
橘
の
た
も
と

と
、
保
食
神
社
（
馬
頭
観
音
）
い

こ
ぐ
穴
前
の
地
蔵
。
冷
水
と
小
栗

崎
の
野
合
い
、
旧
金
木
道
八
幡
宮

リ･

戸､．､.､厩胃
田弔'

蕊 前
と
、
狐
崎
・
長
富
に
至
る
旧
道

古
町
端
れ
の
地
蔵
。
旧
役
場
前
三

シ
又
道
路
端
に
あ
る
地
蔵
と
、
・
そ

の
所
在
す
る
位
置
を
み
る
と
き
、

私
達
の
祖
先
は
、
村
の
中
に
疫
病

０
“
■
４

⑥4小栗崎を村端れて
冷水に至る小田川

沿い道の地蔵

１
日
●
Ｉ
↑
Ｉ
１
１
■
Ⅱ
６
Ⅱ
１
４
‐
ｌ
ｑ
０
９
６

１
■
ｈ
■
Ⅱ
９
１
１
０
１
口
Ⅱ
Ⅱ
６
Ⅲ
６
１

●
ｆ
０
１
１
１
Ⅱ
Ｆ
ｑ
ｊ
Ｉ
０
■
■
●
、
，
１
１
１
６
１
１
４
Ⅱ
Ｐ
■
日

。
悪
魔
を
入
れ
て
は
な
ら
な
い
・

村
中
安
全
の
願
い
を
、
村
の
端
れ

の
辻
々
に
祠
を
建
て
地
蔵
を
安
置

し
た
、
庶
民
の
い
の
り
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

●

①卜|日嘉瀬村
役場前の
地蔵

■
Ｉ
■
“
６
１
こ
り
■
■

凸
９
．
１
△
９
０
０
■
１
４
８
５
８
審
“
９
９
０
ｌ
ｌ
Ｑ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
１
９
も
。
１
０
１
１
９
．
Ⅱ
Ｉ
ｊ
１

式
↓

一

嘉
瀬
の
田
甫
に
稔
り
の
穂
が
ゆ

れ
る
秋
晴
れ
の
一
日
、
辻
地
蔵
写

真
取
材
巡
り
を
す
る
。

辻
堂
に
は
季
節
の
花
が
供
へ
ら

れ
、
真
新
し
い
帽
子
と
花
柄
模
様

■

凸 ■グ

■

-16-
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そ
も
そ
も
『
ね
ぷ
た
の
起
源
』
は
、
観
光
の
面
か
ら
か
、
ね
ぷ
た
Ｐ
Ｒ
の
面
か

ら
か
、
延
暦
二
十
年
（
西
暦
八
○
一
年
）
征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
が
東
日
流

に
浸
攻
、
強
靱
な
束
日
流
蝦
夷
に
手
こ
ず
っ
て
一
計
を
案
じ
、
ね
ぷ
た
壱
作
っ
て

夷
敵
を
お
び
き
寄
せ
て
攻
撃
、
降
服
さ
せ
た
こ
と
か
ら
『
津
軽
ね
ぶ
た
』
が
起
因

す
る
と
伝
承
さ
れ
る
が
、
史
実
で
は
、
田
村
麻
呂
の
足
跡
が
津
軽
に
お
よ
ん
だ
事

蹴
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
本
当
で
、
斉
明
四
年
（
西
暦
六
五
八
年
）
阿
倍
比
羅

夫
日
本
海
を
北
上
、
束
日
流
蝦
夷
を
討
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
和
朝
側
の

記
録
で
あ
っ
て
、
東
日
流
蝦
夷
は
降

〔
ね
ぷ
た
は
こ
ど
も
の
も
の
〕

ね
ぷ
■
た
老
？
－
“

服
し
た
の
で
は
な
く
、
対
等
な
立
場

で
の
和
議
が
成
立
し
て
い
る
。

田
村
麻
呂
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る

の
は
奥
羽
の
胆
沢
（
水
沢
）
ま
で
で

延
暦
一
二
年
（
西
暦
八
○
二
年
）
胆

沢
に
柵
を
築
い
た
と
あ
る
。

津
軽
が
実
質
的
に
中
央
政
権
に
支

配
さ
れ
た
の
は
文
治
五
年
（
西
暦
一

一
八
九
年
）
源
頼
朝
が
奥
羽
を
平
定

し
た
以
後
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

遠
心
一
一
春
年
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
§

９
０
●
８
１
Ⅱ
０
１
■
■
９

１
１
１
１
１

．
１
■
Ｉ
４
Ｉ
Ｂ
ｖ
０
０
ｌ
！
■
Ⅱ
１
０
９
“

９
－
１
０
１
１
１

－
１
０
１
１
１

田
村
麻
呂
と
『
ね
ぶ
た
』
と
結
び
付
け
る
の
は
、
『
ま
ゆ
つ
ば
も
の
』
で
あ
る
。

後
世
に
至
っ
て
、
『
ね
ぶ
た
』
と
田
村
麻
呂
の
事
績
を
結
び
つ
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
文
禄
二
年
（
西
暦
一
五
九
三
年
）
津
軽
為
信
が
孟
蘭
盆
の
七
月
、
二
間

四
方
の
大
灯
箭
を
作
っ
て
、
京
都
の
大
路
に
く
り
出
し
た
の
が
、
『
ね
ぶ
た
』
の

８１

初
ま
り
と
す
る
説
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
、
古
代
か
ら
の
東
日
流
の

自
然
崇
拝
に
基
く
土
俗
信
仰
と
併
せ
て
、
仏
教
伝
来
に
伴
っ
て
、
農
民
の
悪
霊
混

孜
を
頭
う
信
仰
が
同
化
し
て
、
邑
か
ら
、
自
身
か
ら
悪
霊
を
払
い
流
す
こ
と
か

む
ら

散
を
願
う
信
仰

ら
、
現
在
の
『

時
の
権
力
者

た
も
の
で
な
い

昭
和
十
五

年
頃
ま
で
の

嘉
瀬
の
『
ね

ぶ
た
』
は
、

こ
ど
も
達

や
素
人
が
寄

‐
９
８
も
ａ
７
９
ｆ
Ｉ
Ⅱ
凸
■
ｑ
■
牙
ｑ
ｌ
７
Ｄ
１
▽
ｄ
ａ
Ｉ
’
９
．
凸
１
６
Ⅱ
ｆ
ｑ
凸
Ⅱ
１
８
Ⅱ
０
。
■
１
１

’
’
’
０
‘
、
１
１
０
‐
Ⅱ
０
１
０
１
Ｉ
Ｉ
０
０
ｌ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
０
０
０
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
ｊ
人
１
０
ｈ
，
４
，

●

上送り絵

下作者鳴海博願と扇ねぷた

一
一







I

人
々
の
顔
形
、
身
に
付
け
て
い
る
衣
服
ま
で
と
判
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

入
門
以
来
一
年
数
ケ
月
、
よ
し
さ
ん
は
き
び
し
い
修
業
を
終
え
、
最
後
の
試
験

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
ま
る
六
日
間
、
不
眠
不
休
で
修
行
を
続
け
る
も
の
で
招
神
術
招
仏
術

の
総
仕
上
げ
が
行
わ
れ
、
そ
の
間
に
九
回
の
水
ご
り
を
取
り
、
ム
チ
打
ち
を
受
け

る
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
試
験
を
パ
ス
し
た
の
ら
、
報
恩
寺
職
か
ら
、
ま
ず
座
頭
の
『
盲
僧
鑑
章
』

を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
一
人
前
の
霊
能
力
者
ｌ
盲
僧
と
な
り
、
神
仏
の

刀
を
借
り
て
、
予
知
や
神
仏
を
招
き
、
そ
の
お
告
げ
を
伝
え
、
死
者
の
言
葉
を
生

者
に
聞
か
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

●

●

●

●

密
教
の
即
身
成
仏
と
は
、
有
我
無
我
の
境
地
。
盲
僧
は
師
匠
に
付
き
、
そ
の
修

行
中
に
無
我
力
の
大
切
さ
と
、
無
我
力
の
実
行
を
教
え
込
ま
れ
る
。
盲
僧
が
死
者

の
罐
を
呼
ぶ
場
合
、
ま
ず
招
仏
の
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、
祭
文
弦
と
い
う
一
弦
琴

を
弾
き
な
が
ら
、
死
者
を
自
分
の
身
体
に
呼
び
寄
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き

の
盲
僧
は
、
完
全
に
我
れ
に
あ
っ
て
我
れ
に
無
し
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
盲
僧
自
身
は
、
死
者
の
声
を
ど
れ
だ
け
伝
え
て
も
、
盲
僧
自
身

は
何
を
し
ゃ
べ
っ
た
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
世
間
一

般
で
よ
く
や
ら
れ
て
い
る
礎
媒
の
招
魂
法
と
は
、
全
っ
た
く
異
っ
て
い
る
し
、
招

霊
の
基
本
が
逸
っ
て
い
る
。

盲
佃
達
が
、
自
分
達
の
超
能
力
の
基
本
点
を
無
我
力
に
置
い
て
い
る
の
は
、
や

は
り
、
粘
神
力
統
一
の
完
全
な
こ
と
、
自
分
自
身
を
制
御
で
き
る
の
が
容
易
な
た

め
で
あ
る
。

私
が
取
材
し
た
霊
能
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
超
能
力
を
如
何
に
フ
ル
に
発

ａ
Ｈ
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
１
１
‐
‐
‐
ｌ

旧
日
脚
勝
巳
ら
■
■
■
何
時
ト
ー
ト
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ｌ

●

揮
し
生
か
せ
る
か
は
、
す
べ
て
箱
神
統
一
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
り
、
ま
た
雑

念
多
い
我
れ
を
、
如
何
に
制
御
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
な
し
と
げ

る
最
良
の
方
法
は
、
無
我
力
の
修
練
に
あ
る
と
、
異
口
同
音
に
語
っ
て
い
る
。

〃
心
頭
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し
〃
式
の
無
我
の
境
地
は
、
と
て
も
凡
人
に

は
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
無
我
状
態
は
顕
教
に
お
い
て
要
求

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
・
し
か
し
な
が
ら
盲
個
修
業
密
教
に
お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
無
我
を
求
め
て
い
な
い
。
そ
の
修
練
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
強
ま
る
無
我
力

の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
超
能
力
を
引
き
出
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

●

●

●

●

カ
テ

藩
政
時
代
、
い
や
第
二
次
世
界
大
戦
（
大
東
亜
戦
争
）
前
ま
で
の
盲
目
者
の
樋

を
得
る
、
生
き
る
道
は
大
道
門
付
け
芸
人
に
な
る
か
『
イ
タ
コ
』
『
ゴ
ミ
ソ
』

の
道
に
入
る
し
か
な
か
っ
た
。

・
ワ
ザ

津
軽
に
招
魂
・
託
宣
を
業
と
す
る
巫
女
の
発
生
し
た
因
子
は
さ
だ
か
で
な
い
が

お
そ
ら
く
森
羅
万
象
こ
れ
み
な
神
が
宿
る
、
人
間
が
死
ん
で
も
霊
魂
は
残
る
と
い

う
古
代
か
ら
の
原
始
信
仰
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
。

農
漁
狩
猟
の
豊
凶
。
生
活
信
条
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
、
巫
女
の
御
託
宣

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
、
招
魂
に
よ
る
死
者
の
語
ら
い
を
通
し
て
、
一
族
の

交
り
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、
現
在
津
軽
に
残
っ
て
い
る
媒
介
者
、
そ
れ
が
『

イ
タ
コ
』
『
ゴ
ミ
ソ
』
の
姿
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
文
盲
で
あ
っ
た
封
建
時
代
の
在
村
々
の
住
民
は
、
衣
食
住
も
ま
ま
な

ら
な
い
日
常
生
活
の
精
心
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
の
根
拠
を
諺
こ
れ
ら
『
イ
タ
コ
』
『

コ
ミ
ソ
」
の
口
述
に
安
ら
ぎ
を
求
め
た
こ
と
は
、
彼
等
『
イ
タ
コ
』
「
ゴ
ミ
ソ
』

は
在
家
村
々
の
住
民
に
と
っ
て
一
種
の
、
伝
承
者
で
あ
る
『
か
た
り
べ
』
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
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