
　

こ
こ
に
一
枚
の
写
真
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
写
真
は
昭
和
19
年

に
長ち
ょ
う
え
い
じ

栄
寺
（
小
田
谷
）
で
撮
影

さ
れ
た
写
真
で
す
。

　

昭
和
16
年
12
月
８
日
、
日
本

は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど

を
相
手
に
太
平
洋
戦
争
を
は
じ

め
ま
し
た
。
し
か
し
戦
争
が
進

む
に
つ
れ
、
戦
局
は
悪
化
し
て

い
き
、
昭
和
19
年
に
な
る
と
、

日
本
本
土
へ
の
空
襲
も
頻
繁
に

な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東

京
へ
の
空
襲
が
多
く
な
っ
て
い

く
な
か
、
当
時
の
政
府
は
、
学

童
の
集
団
疎
開
を
閣
議
決
定
し
、

地
方
に
親
戚
な
ど
が
い
る
子
ど

も
は
、「
縁
故
疎
開
」
を
、
親
戚

な
ど
が
い
な
い
子
ど
も
は
、
教

師
に
連
れ
ら
れ
各
地
へ
と
「
集

団
疎
開
」
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

毛
呂
山
町
で
も
、
長
栄
寺
（
小

田
谷
）
と
高こ
う
ふ
く
じ

福
寺
（
滝
ノ
入
）

に
昭
和
19
年
８
月
か
ら
昭
和
21

年
３
月
ま
で
の
間
、
東
京
都
日

本
橋
区
東と
う
か華
国
民
学
校
（
現
中

央
区
立
日
本
橋
小
学
校
）
の
児

童
が
戦せ
ん
か禍
を
避さ

け
、
疎
開
し
て

き
て
い
ま
し
た
。

昭
和
20
年
の
故
郷

特
集

学
童
集
団
疎
開
と
毛
呂
山
町
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学
童
集
団
疎
開

年　

号　

教
育
・
疎
開
に
関
す
る
事
項

戦　

局

昭
和
16
年

４･

１
国
民
学
校
令
発
布

12･

８
太
平
洋
戦
争
始
ま
る

昭
和
17
年

４･

18

６･

５
ア
メ
リ
カ
軍
機
日
本
本
土

初
空
襲

ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
敗
北

昭
和
18
年

11　
　

「
東
京
疎
開
計
画
」
決

定

２･

１
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
撤
退
開

始

昭
和
19
年

３･

３

６･

30

８･

29
「
一
般
疎
開
促
進
要
綱
」

閣
議
決
定

「
学
童
疎
開
促
進
要
綱
」、

「
帝
都
学
童
集
団
疎
開

実
施
要
領
」
閣
議
決
定

東
華
国
民
学
校
児
童
疎

開
開
始

１･

８

６　
　

７　
　

11･

24
「
新
防
空
法
」
実
施

マ
リ
ア
ナ
沖
海
戦
敗
北

ア
メ
リ
カ
軍
サ
イ
パ
ン
島

上
陸

サ
イ
パ
ン
島
陥
落

サ
イ
パ
ン
島
か
ら
爆
撃
機

が
東
京
を
初
空
襲

昭
和
20
年
３
上
旬

３･

９

３　
　

５　
　

９･

21
東
華
国
民
学
校
６
年
生

卒
業
進
学
の
た
め
疎
開

先
か
ら
引
き
上
げ
る

「
学
童
集
団
疎
開
強
化

要
綱
」

国
民
学
校
初
等
科
を
除

き
学
校
授
業
を
一
年
間

停
止

「
戦
時
教
育
令
」
公
布

東
京
都
、
集
団
疎
開
学

童
に
帰
校
命
令

３･

10

３･

17

４･

１

６･

23

８･

６

８･

９

８･

14

８･

15
東
京
大
空
襲

硫
黄
島
日
本
軍
全
滅

ア
メ
リ
カ
軍
沖
縄
本
島
に

上
陸

ア
メ
リ
カ
軍
沖
縄
本
島
を

占
領

広
島
に
原
爆
投
下

長
崎
に
原
爆
投
下

熊
谷
空
襲

太
平
洋
戦
争
終
わ
る

　

１
９
２
６
年
12
月
26
日
、
元
号
が

昭
和
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
当

時
の
日
本
は
、
経
済
恐
慌
や
社
会
不

安
が
続
い
て
お
り
、
政
党
政
治
に
不

満
を
も
つ
軍
部
が
政
治
へ
の
干
渉
を

強
め
て
い
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
学

校
で
は
、
明
治
23
年
に
示
さ
れ
た
教

育
勅ち
ょ
く
ご語

の
精
神
を
基
本
理
念
と
し
て

教
育
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
12
年
に
日
中
戦
争
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発
す

る
と
政
府
は
、
国
民
精
神
総
動
員
運

動
を
開
始
し
ま
し
た
。
戦
時
体
制
化

が
一
気
に
進
行
し
た
こ
と
で
、
学
校

に
お
け
る
軍ぐ

ん
じ事

教き
ょ
う
れ
ん

練
の
強
化
が
進
ん

で
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
16
年

に
「
国
民
学
校
令
」
が
発
布
さ
れ
、

従
来
の
小
学
校
は
国
民
学
校
に
改
称

さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
16
年
に
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
・

イ
ギ
リ
ス
に
宣
戦
布
告
を
し
ま
し
た

が
、
昭
和
17
年
６
月
以
降
、
戦
局
は

一
気
に
悪
化
し
ま
し
た
。
昭
和
18
年

に
は
、「
東
京
疎
開
計
画
」
が
決
定
さ

れ
、
大
規
模
な
空
襲
が
現
実
の
も
と

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
昭
和
19
年
に
は
「
一

般
疎
開
実
施
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ

れ
、
東
京
都
で
は
こ
れ
ま
で
も
勧
奨

し
て
き
た
学
童
の
縁
故
疎
開
を
更
に

進
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
地
方
に
縁

故
を
も
た
な
い
学
童
が
多
く
、
縁
故

疎
開
は
思
う
よ
う
に
は
進
み
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
「
帝
都
学
童
集
団

疎
開
実
施
要
領
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、

東
京
都
区
部
の
国
民
学
校
３
〜
６
年

生
の
学
童
を
対
象
に
集
団
疎
開
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

埼
玉
県
で
は
、
神
田
区
（
現
千
代

田
区
）、
日
本
橋
区
・
京
橋
区
（
現
中

央
区
）
の
学
童
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
な
り
、
８
月
下
旬
か
ら
集
団
疎
開

が
始
ま
り
ま
し
た
。
疎
開
生
活
は
、

両
親
と
離
れ
て
生
活
す
る
こ
と
に

な
っ
た
幼
い
学
童
に
と
っ
て
辛つ

ら

い
も

の
で
あ
り
、
出
発
の
日
に
は
、
校
庭

で
両
親
と
涙
を
流
し
て
別
れ
を
惜
し

ん
だ
児
童
も
い
た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
20
年
、
戦
争
が
終
結
す
る
と

多
く
の
児
童
が
、
親
元
へ
と
帰
り
ま

し
た
が
、
区
域
の
約
３
分
の
２
が
被

災
し
た
日
本
橋
区
は
、
翌
年
の
３
月

ま
で
疎
開
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
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昭
和
12
年
に
国
民
精
神
総
動
員
運

動
が
開
始
さ
れ
る
と
、
戦
争
に
備
え
、

物
資
・
生
産
・
物
価
・
労
働
な
ど
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
、

政
府
が
強
制
的
に
統
制
措
置
を
実
施

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
国
民
生
活
に
必
要
な
米

な
ど
の
食
糧
も
配
給
の
対
象
と
な
り
、

人
び
と
は
、
切
符
配
給
な
ど
に
よ
っ

て
窮き

ゅ
う
く
つ屈

な
厳
し
い
生
活
を
強し

い
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
同
時
に
食
糧
の
ほ
か

軍
事
用
の
目
的
で
多
く
の
物
が
軍
需

資
材
と
し
て
供

き
ょ
う
し
ゅ
つ

出
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
地
方
自
治
体
の
下
部
組
織
と
し

て
隣
組
な
ど
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
の
地
方
自
治
体
は
、
中
央

か
ら
委
任
さ
れ
た
仕
事
は
、
無
条
件

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た

め
、
新
た
な
組
織
が
結
成
さ
れ
た
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
組
織
の
統

制
が
徹
底
さ
れ
、
結
果
、
必
然
的
に

戦
争
に
協
力
し
て
い
く
形
に
な
っ
た

の
で
し
た
。

　

戦
況
の
悪
化
に
伴
い
、
町
民
の
生

活
も
困
窮
し
て
い
き
ま
し
た
。
食
糧

の
受
給
困
難
が
深
刻
に
な
り
、
供
出

割
当
て
も
一
層
厳
さ
を
増
し
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
地
へ
の
召
集
に
よ
っ
て
労

働
力
は
減
り
、
配
給
も
減
少
し
て
い

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

教
育
面
で
は
、
昭
和
14
年
４
月
か

ら
青
年
学
校
は
義
務
制
と
な
り
、
軍

事
教
育
的
内
容
が
優
先
さ
れ
、
入
隊

即
実
戦
に
役
立
つ
訓
練
が
要
求
さ
れ

ま
し
た
。
小
学
校
は
、
昭
和
16
年
４

月
か
ら
国
民
学
校
と
改
称
さ
れ
、
義

務
教
育
年
限
は
初
等
科
６
年
・
高
等

科
２
年
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
域

に
お
い
て
も
山
根
尋
常
小
学
校
は
毛

呂
山
国
民
学
校
西
分
教
場
、
毛
呂
尋

常
小
学
校
は
毛
呂
山
国
民
学
校
東
分

教
場
へ
と
、
ま
た
二
葉
尋
常
小
学
校

は
、
川
角
国
民
学
校
へ
と
名
前
が
改

め
ら
れ
ま
し
た
。
教
育
の
方
針
は
、

国
を
背
負
っ
て
立
つ
小
国
民
育
成
が

主
眼
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
昭
和
19
年

６
月
、「
帝
都
学
童
集
団
疎
開
実
施
要

領
」
を
受
け
、
東
京
都
で
は
、
３
〜

６
年
生
の
児
童
の
学
童
集
団
疎
開
の

準
備
が
急
ぎ
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

東
京
都
教
育
局
が
行
っ
た
集
団
疎
開

希
望
児
童
数
調
査
に
基
づ
き
、
埼
玉

県
に
は
、
神
田
区
、
日
本
橋
区
、
京

橋
区
の
児
童
が
疎
開
す
る
こ
と
に
な

り
、
毛
呂
山
町
に
は
、
東
京
都
日
本

橋
区
東
華
国
民
学
校
の
児
童
が
集
団

疎
開
し
て
き
ま
し
た
。

①防空訓練　②戦時
教育６年生の武道　
③兵隊ごっこ　④女
子青年団軍事教練　
⑤爆撃機に対しての
バケツ消火訓練　⑥
愛国婦人会戦勝祈願
⑦米穀配給統制令下
の米の配給

態①

③

⑤⑥⑦

④

②

戦
時
中
の
毛
呂
山
町

実
情
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毛
呂
山
町
に
は
、
東
華
国
民
学
校

の
児
童
１
５
５
人
が
疎
開
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
長
栄
寺
に
は
、

４
年
生
の
男
女
と
６
年
生
の
男
子

１
０
０
人
、
高
福
寺
に
は
、
６
年
生

の
女
子
55
人
が
疎
開
し
て
き
ま
し
た
。

東
華
国
民
学
校
の
児
童
は
、
そ
の
ほ

か
に
も
大
家
村
（
現
坂
戸
市
）
の
永

源
寺
に
５
年
生
と
６
年
生
の
男
子
約

55
人
、
越
生
町
の
越
生
館
に
３
年
生

の
男
女
と
５
年
生
の
女
子
約
80
人
が

疎
開
し
ま
し
た
。

　

昭
和
19
年
８
月
、
親
元
か
ら
離
れ
、

見
知
ら
ぬ
土
地
で
暮
ら
す
と
い
う
、

子
ど
も
た
ち
の
不
安
な
疎
開
生
活
が

始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の

埼
玉
県
知
事
が
、
空
襲
時
に
お
け
る

　

集
団
疎
開
を
受
け
入
れ
た
の
は
、

先
代
の
住
職
の
こ
ろ
で
し
た
。
先
代

自
身
も
私
に
当
時
の
こ
と
を
あ
ま
り

話
さ
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
の
こ
と

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
疎
開
当
初
は

風
呂
な
ど
施
設
が
整
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
シ
ラ
ミ
な
ど
が
発
生
し
て

た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
食
事
の
支
度
な
ど
は
地
元
の

人
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
ま
か
な
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
弱
者
が
犠
牲
に
な
る

こ
と
が
二
度
と
お
こ
ら
な
い
世
の
中

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
（
長
栄
寺　

曽そ

ね根
脩し

ゅ
う
い
ち
一
さ
ん
）

　

当
時
、
私
は
ま
だ
幼
か
っ
た
の
で
、

集
団
疎
開
の
意
味
も
知
ら
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
気
付
い
た
ら
一
緒
に
住

ん
で
い
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

　

疎
開
し
た
人
の
た
め
に
作
っ
た
炊

事
場
が
庫く

り裡
の
横
に
あ
り
、
戦
後
も

し
ば
ら
く
の
間
は
残
っ
て
い
ま
し
た
。

数
年
後
不
要
に
な
り
、
取
り
壊
わ
さ

れ
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
心
に
も
「
さ

み
し
さ
」
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
数
年
後
、
当
時
の
児
童
が
何

人
か
訪
ね
て
き
ま
し
た
が
、
私
の
こ

と
を
覚
え
て
い
て
く
れ
て
、
嬉
し
く

思
い
ま
し
た
。

　
　
　
（
高
福
寺　

萩は
ぎ
わ
ら原
紀
子
さ
ん
）

長栄寺での両親との面会日の写真（昭和19年）

高福寺での始めての面会日の写真（昭和19年９月）

長栄寺（小田谷）

高福寺（滝ノ入）

県
下
寺
院
の
積
極
的
協
力
な
ど
を
表

明
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
寺
院

関
係
者
の
集
団
疎
開
へ
の
対
応
は
全

体
と
し
て
好
意
的
で
し
た
。
ま
た
、

他
県
よ
り
も
寺
院
で
の
児
童
受
け
入

れ
が
多
く
、
大
部
分
が
農
村
地
帯
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
疎
開
児
童
た

ち
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
問
題
で

あ
っ
た
食
糧
の
面
は
、
比
較
的
恵
ま

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
疎

開
児
童
に
対
す
る
地
元
の
協
力
ぶ
り

も
概お

お
むね
良
好
で
あ
っ
た
よ
う
で
し
た
。

　

毛
呂
山
町
で
も
長
栄
寺
・
高
福
寺

関
係
者
お
よ
び
近
所
の
人
た
ち
が
、

食
事
の
ま
か
な
い
や
食
糧
の
差
し
入

れ
な
ど
、
様
ざ
ま
な
支
援
を
し
て
い

ま
し
た
。
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当
初
、
疎
開
に
行
く
こ
と
を
、
遠

足
に
行
く
よ
う
に
感
じ
て
い
た
子
ど

も
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た

が
、
戦
時
下
で
あ
っ
た
た
め
、
送
り

出
す
親
た
ち
に
と
っ
て
は
苦
渋
の
決

断
で
し
た
。
子
ど
も
の
生
活
の
不
安

だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生

き
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち

も
未
知
の
土
地
に
行
く
不
安
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
な
か
に
は
戦
地
に
赴お
も
む
く

よ
う
な
心
も
ち
で
疎
開
先
に
向
っ
た

子
ど
も
も
い
た
よ
う
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
食
事
や
勉
強
な

ど
生
活
の
大
部
分
を
疎
開
先
の
寺
な

ど
で
過
ご
し
ま
し
た
。
埼
玉
県
で
は
、

疎
開
地
の
教
育
の
場
は
都
立
国
民
学

校
の
分
教
場
と
位
置
づ
け
た
た
め
、

地
元
の
学
校
に
通
学
す
る
子
ど
も
は

少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

毛
呂
山
町
に
お
い
て
も
疎
開
し
て

い
た
東
華
国
民
学
校
の
児
童
は
同
様

に
、
生
活
の
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺

　

私
が
集
団
疎
開
で
毛
呂
山
の
地
を

踏
ん
だ
の
は
、
昭
和
19
年
８
月
で
し

た
。
当
時
は
、
背
が
高
く
１
班
で
班

長
を
し
て
い
ま
し
た
。
疎
開
生
活
は
、

私
個
人
と
し
て
は
、
楽
し
く
過
ご
せ

た
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
工
夫
や
近

所
の
人
の
協
力
の
お
か
げ
で
、
食
糧

も
当
時
と
し
て
は
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
少
な
く
と
も
終
戦
直
後
の
何

も
な
い
時
代
よ
り
ま
し
で
し
た
。
お

寺
の
近
所
の
人
に
は
、
食
事
や
お
風

呂
と
い
っ
た
生
活
の
面
だ
け
で
な
く
、

農
業
の
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
う
な

山名朋子さん
（昭和19年８月下旬から昭和20年３月
初旬まで高福寺で集団疎開を経験）

ど
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
高こ
う
ふ
く
じ

福
寺

の
田
ん
ぼ
で
稲
刈
り
を
し

た
り
、
裏
山
で
栗
拾
い
を

し
た
こ
と
は
、
楽
し
い
思

い
出
の
一
つ
と
し
て
今
も

覚
え
て
い
ま
す
。

　
「
タ
マ
吉
通
信
」
は
父
が
、

私
と
長ち
ょ
う
え
い
じ

栄
寺
に
疎
開
し
て
い
た
妹
に

宛あ

て
た
手
紙
で
す
。
当
時
は
、
学
童

と
親
と
の
手
紙
の
行
き
来
は
厳
し
く

検け
ん
え
つ閲
さ
れ
、
辛つ

ら

い
と
か
寂
し
い
な
ど

と
い
う
感
傷
的
な
言
葉
は
好
ま
し
く

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

な
か
父
は
、
家
で
飼
っ
て
い
た
猫
の

言
葉
を
借
り
て
、
父
の
心
情
や
私
た

ち
へ
の
気
遣
い
を
言
葉
に
し
て
手
紙

を
送
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
父
は
弁

護
士
を
し
て
い
た
の
で
、
文
章
を
書

く
の
が
得
意
で
し
た
。
そ
の
た
め
に

機き
て
ん転
が
利
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、

今
で
は
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
紙

は
、
戦せ
ん
か禍
の
な
か
、
ラ
ン
ド
セ
ル
の

中
に
大
切
に
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

翌
年
の
３
月
１
日
、
高
等
女
学
校

の
受
験
の
た
め
帰
京
し
た
の
で
す
が
、

帰
京
後
わ
ず
か
10
日
あ
ま
り
で
、
東

京
大
空
襲
に
遭あ

い
家
は
全
焼
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
叔
父
の
家

に
家
族
全
員
で
逃
れ
ま
し
た
が
、
程

な
く
し
て
叔
父
の
家
も
空
襲
で
焼
け

出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
母
の
実

家
の
あ
る
盛
岡
市
に
疎
開
し
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
戦
後
の
苦
し
い
時
代
を

乗
り
越
え
、
今
に
い
た
り
ま
す
。

　

思
え
ば
、
毛
呂
山
町
の
人
に
は
本

当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
食
糧

難
の
辛
い
時
代
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

嫌
な
思
い
も
せ
ず
に
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

毛
呂
山
町
の
人
に
は

　
　
　

本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

疎
開
児
童
の
生
活

山や
ま
な名
朋と

も
こ子
さ
ん

　
　
　
（
神
奈
川
県
川
崎
市
在
住
）

「タマ吉通信第六報」（原本の写し）

稲刈りの手伝い第１班
（２列目右から３番目が山名さん）

証
言
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が
高
福
寺
ま
で
訪
れ
て
、
境
内
に
作
っ

て
く
れ
た
鉄
棒
で
の
遊
び
な
ど
楽
し

い
思
い
出
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

食
糧
の
確
保
か
ら
食
事
の
世
話
な

ど
は
高
福
寺
の
人
た
ち
に
加
え
、
地

元
の
人
に
も
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
当
時
、
隣
組
長
を
し
て

い
た
岩
上
九く
い
ち一
さ
ん
に
は
、
特
に
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は

九
一
さ
ん
の
こ
と
を
親
し

み
を
こ
め
て
ク
イ
さ
ん
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
。
ク
イ
さ

ん
は
、
よ
く
お
寺
の
玄
関

を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
腰
を

お
ろ
し
、
私
た
ち
に
優
し
く

「
腹
、
す
か
ん
か
」
と
微
笑

み
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
私

た
ち
に
は
、
そ
れ
が
と
て
も

嬉
し
く
感
じ
た
も
の
で
す
。

で
あ
り
、
ご
く
稀ま

れ

に
地
元
の
学
校
を

借
り
て
授
業
や
運
動
し
た
程
度
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
食
事
の

面
に
関
し
て
は
、
疎
開
し
て
き
た
子

ど
も
た
ち
に
不
自
由
を
さ
せ
な
い
よ

う
に
と
、
近
所
の
農
家
の
人
た
ち
か

ら
野
菜
な
ど
の
差
し
入
れ
も
あ
っ
た

よ
う
で
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
由
は
し
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

な
か
に
は
、
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
か

か
り
、
涙
を
流
し
て
い
た
子
ど
も
も

い
た
よ
う
で
す
が
、
毛
呂
山
町
に
疎

開
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、
概お
お
む

ね

辛つ
ら

い
思
い
を
せ
ず
に
疎
開
生
活
を

送
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
初
私
は
、
神
奈
川
県
に
あ
る
母

の
実
家
に
縁
故
疎
開
を
す
る
つ
も
り

で
し
た
。
し
か
し
友
だ
ち
の
多
く
が

集
団
疎
開
す
る
と
聞
い
て
、
毛
呂
山

町
に
集
団
疎
開
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。

　

電
車
に
揺
ら
れ
て
八
高
線
の
毛
呂

駅
で
降
り
る
と
、
石
が
ご
ろ
ご
ろ
と

し
た
道
。
東
京
日
本
橋
で
育
っ
た
私

は
、「
こ
れ
は
す
ご
い
田い
な
か舎

に
来
て
し

ま
っ
た
」と
思
い
ま
し
た
。
で
も
私
は
、

疎
開
の
生
活
が
楽
し
く
て
し
か
た
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
夏
の
夜
の
お

化
け
大
会
や
畦あ
ぜ
み
ち道
で
の
鬼
ご
っ
こ
、
父

稲葉喜久子さん
（昭和19年８月下旬から昭和20年３月
初旬まで高福寺で集団疎開を経験）

「てのひらの記憶」
稲葉喜久子／文　東本つね／絵
（株）草土文化／発行

　

毛
呂
山
町
で
楽
し
く
疎
開
生
活
を

お
く
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
３

月
１
日
に
帰
京
が
決
ま
る
と
、
や
は

り
家
族
に
会
え
る
こ
と
、
ま
た
家
族

と
暮
ら
せ
る
こ
と
を
思
う
と
、
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し

帰
京
し
て
間
も
な
く
東
京
は
Ｂ
29
の

大
空
襲
に
遭あ

い
、
私
た
ち
の
学
校
の

近
く
も
壊か
い
め
つ滅

的
な
被
害
を
被

こ
う
む

り
ま
し

た
。
幸
い
私
の
家
は
、
焼
か
れ
ず
に

残
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
は
母
の

実
家
に
疎
開
し
て
過
ご
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

私
は
、
常
日
ご
ろ
か
ら
「
私
に
は

故
郷
が
２
つ
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
１
つ
は
私
が
生
ま
れ
た
日

本
橋
人
形
町
。
そ
し
て
も
う
１
つ
が

私
が
健
康
に
育
つ
こ
と
の
で
き
た
毛

呂
山
町
で
す
。
私
た
ち
の
た
め
に
ご

尽
力
い
た
だ
い
た
毛
呂
山
町
の
人
に

は
、感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

今
を
思
え
ば
、
私
は
本
当
に
毛
呂
山

町
に
疎
開
を
し
て
よ
か
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。

毛
呂
山
町
は

　

私
に
と
っ
て

　
　

第
二
の
故
郷
で
す

稲い
な
ば葉

喜き

く

こ
久
子
さ
ん

　
　
（
東
京
都
東
久
留
米
市
在
住
）

高等女学校受験のため高福寺を後にする児童
（昭和20年２月ごろ）

特集　昭和 20年の故郷
　　　学童集団疎開と毛呂山町

稲刈りの手伝い第４班
（２列目左から４番目が稲葉さん）

※
「
て
の
ひ
ら
の
記
憶
」
は
稲
葉
さ
ん
が
戦

時
中
の
体
験
を
著
し
た
絵
本
で
す
。
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検
証

　

毛
呂
山
町
に
お
い
て
、
長
栄
寺
と

高
福
寺
に
疎
開
し
て
い
た
児
童
は
、

多
く
の
人
の
協
力
も
あ
っ
て
、
比
較

的
健す
こ

や
か
な
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま

し
た
。
当
時
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活

な
ど
を
主
に
見
て
い
た
の
は
、
引
率

の
教
師
の
ほ
か
、
東
京
か
ら
付
い
て

　

私
が
初
め
て
疎

開
生
活
を
行
っ
た

の
は
、
小
学
３
年

生
に
進
級
す
る
直

前
の
昭
和
20
年
３

月
で
し
た
。
そ
れ

は
東
京
大
空
襲
か

ら
10
日
以
上
経た

っ

た
後
で
し
た
。
当

時
、
私
の
家
は
杉

並
区
に
あ
っ
た
た

め
直
接
の
空
襲
被

害
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
疎
開
す

る
こ
と
が
決
ま
り
、
親
と
離
れ
、
ひ

と
り
で
転
校
す
る
こ
と
に
、
何
と
も

い
え
ぬ
不
安
を
感
じ
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
疎
開
先
は
、
長ち
ょ
う
え
い
じ

栄
寺
で

し
た
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
10
日
後
に

大お
お
や家

村
（
現
坂
戸
市
）
の
永え

い
げ
ん
じ

源
寺
に

移
り
ま
し
た
。
永
源
寺
で
は
、
食
糧

が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
、
私
自
身
幼

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
辛
か
っ
た

記
憶
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
病

気
で
入
院
し
て
い
る
時
に
終
戦
を
向

か
え
ま
し
た
。
終
戦
後
は
、
長
栄
寺
、

そ
し
て
高
福
寺
で
昭
和
21
年
３
月
ま

で
疎
開
生
活
を
お
く
り
ま
し
た
。

　

昭
和
21
年
４
月
か
ら
毛
呂
山
国
民

学
校（
現
毛
呂
山
小
学
校
）に
通
学
し
、

毛
呂
山
中
学
校
１
年
生
ま
で
毛
呂
山

町
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

　

戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
と
や
親
と
一

緒
に
暮
ら
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
毛
呂

山
町
で
の
生
活
は
、
疎

開
を
し
て
い
た
こ
ろ
も

含
め
、
と
て
も
楽
し
い

日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。

友
だ
ち
と
山
に
遊
び
に

行
っ
た
り
、
川
に
魚
を

獲
り
に
行
っ
た
り
し
ま

し
た
。
ま
た
流や

ぶ

さ

め

鏑
馬
や

川
角
の
獅
子
舞
を
見
に

行
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

伝
わ
っ
て
い
る
の
か

　

疎
開
を
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ

ほ
ど
地
元
の
人
と
の
交
流
は
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
実
際
に
暮
ら
す
こ
と

を
と
お
し
、
毛
呂
山
町
で
自
然
を
愛

す
る
気
持
ち
を
養
う
こ
と
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の

後
の
私
の
人
生
に
大
き
く
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

　

今
で
も
、
私
に
と
っ
て
毛
呂
山
町

は
、「
故
郷
」
と
呼
べ
る
場
所
で
す
。

い
っ
た
寮り
ょ
う
ぼ母
と
呼
ば
れ
る
人
で
し
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
人
だ
け
で
は
人
手

が
足
り
ず
、
毛
呂
山
町
か
ら
も
手
伝

い
に
行
っ
て
い
た
人
が
い
ま
し
た
。

疎
開
先
の
住
職
並
び
に
そ
の
ご
家
族
。

そ
し
て
、
隣
組
長
な
ど
近
所
の
人
。

そ
の
ほ
か
に
も
炊
事
な
ど
を
手
伝
う

地
元
動
員
の
寮
母
も
い
ま
し
た
。

　

疎
開
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、

今
で
も
「
お
世
話
に
な
っ
た
」
と
口

を
揃そ
ろ

え
て
話
す
毛
呂
山
町
の
人
と
は
、

ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
疎
開
し
て
い
た
子
ど

も
た
ち
の
世
話
を
し
て
い
た
地
元
毛

呂
山
町
の
人
た
ち
の
ご
家
族
に
、
当

時
の
様
子
や
内
容
が
ど
こ
ま
で
伝

わ
っ
て
い
る
か
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

毛
呂
山
町
で
の
生
活
は
、

　
　
　
　

そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た

南な
ん
ぶ部
敏と

し
あ
き明
さ
ん

　
　
　
　
（
埼
玉
県
寄
居
町
在
住
）

南部敏明さん
（昭和20年３月から昭和21年３月まで永
源寺と長栄寺、高福寺で疎開生活を経験）

学童集団疎開の日誌
（南部敏明さん蔵）

当時、疎開児童が使用し
ていた机（長栄寺蔵）
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特集　昭和 20年の故郷
　　　学童集団疎開と毛呂山町

　

坂
下
ヨ
シ
子
さ
ん
は
、
長
栄
寺
で

疎
開
児
童
の
た
め
に
食
糧
の
買
い
出

し
か
ら
、
朝
・
昼
・
晩
の
食
事
の
支

度
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
実
家
が
長
栄
寺
の
近
所
に
あ
っ
た

た
め
、
お
寺
で
何
か
行
事
が
あ
る
と

両
親
が
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
関
係
で
母
は
、

疎
開
児
童
が
来
て
い
た
時
に
、
炊
事

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
母
は
、
昔
の
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
料
理
が
と
て

も
上
手
な
人
で
し
た
。」

　
　

話　

坂
下　

均
ひ
と
し

さ
ん
（
小
田
谷
）

　
　
　
　
（
坂
下
ヨ
シ
子
さ
ん
の
子
）

　

岩
上
九
一
さ
ん
は
、
当
時
隣
組
長

を
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
自
宅
と

高
福
寺
が
近
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

疎
開
児
童
た
ち
の
面
倒
を
率
先
し
て

見
て
い
ま
し
た
。

　
「
九
一
は
、
私
の
祖
父
に
な
り
ま
す
。

小
柄
な
人
で
、
農
業
を
行
っ
て
い
た

た
め
、
よ
く
日
焼
け
し
て
い
ま
し
た
。

性
格
は
、
真
面
目
で
忍
耐
強
く
、
い

つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
優
し
い
祖

父
で
し
た
。
私
に
は
、
叱
ら
れ
た
記

憶
が
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。
疎
開
し
て

き
た
人
か
ら
も
ク
イ
さ
ん
、
ク
イ
さ

ん
と
親
し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

祖
父
は
、
自
分
の
こ
と
よ
り
、
人

の
こ
と
を
気
に
す
る
人
で
し
た
。
冬

場
な
ど
の
農の
う
か
ん
き

閑
期
に
は
、
ち
ょ
っ
と

し
た
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
、
私
や
妹

に
洋
服
を
買
っ
て
く
れ
た
り
、
映
画

を
見
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
り
し

ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
性
格
の
た
め
、
隣
組

長
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
世
話
に
対

し
、
責
任
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
人
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
た
ち
と

餅
つ
き
を
し
た
り
、
話
を
し
た
り
し

て
い
る
こ
と
自
体
を
楽
し
ん
で
し
て

い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
13
年
に
初
め
て
、
疎
開
し
て

い
た
人
た
ち
が
、
私
の
家
を
訪
ね
て

　

髙
橋
き
み
さ
ん
は
、
昭
和
19
年
８

月
末
か
ら
10
月
半
ば
ま
で
高
福
寺
に

お
い
て
、
泊
り
込
み
で
主
に
炊
事
の

手
伝
い
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
妻
は
、
人
に
対
し
て
優
し
く
、
常

に
平
等
で
面
倒
見
の
い
い
人
で
し
た
。

戦
後
に
な
っ
て
、
疎
開
し
て
い
た
人

が
何
人
か
訪
ね
て
き
た
こ
と
を
今
も

覚
え
て
い
ま
す
。
曲
が
っ
た
こ
と
が

と
に
か
く
大
嫌
い
で
、
私
も
よ
く
叱し
か

ら
れ
ま
し
た
。
と
に
か
く
私
に
と
っ

て
は
、
よ
く
で
き
た
妻
で
し
た
。」

　
　

話　

髙
橋
覺か
く
じニ

さ
ん（
毛
呂
本
郷
）

　
　
　
　
（
髙
橋
き
み
さ
ん
の
夫
）

写真中央が岩上九一さん
岩上千惠子さん（滝ノ入）
（岩上九一さんの孫）

昭和45、46年ごろの長栄寺の遠景（松田太郎さん提供）

坂
下
ヨ
シ
子
さ
ん（
故
人
）

岩
上
九く

い
ち一

さ
ん
（
故
人
）

髙
橋
き
み
さ
ん
（
故
人
）

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
す
で
に
祖
父

は
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
疎

開
を
し
て
い
た
皆
さ
ん
か
ら
【
今
が

あ
る
の
は
、
ク
イ
さ
ん
が
い
て
く
れ

た
お
か
げ
で
す
。
ひ
も
じ
い
思
い
を

せ
ず
に
済
み
ま
し
た
。
本
当
に
感
謝

を
し
て
い
ま
す
】
と
言
わ
れ
、
ま
た

あ
る
人
か
ら
は
【
ク
イ
さ
ん
が
生
き

て
い
る
と
き
に
お
礼
が
言
い
た
か
っ

た
】
と
涙
な
が
ら
に
言
わ
れ
た
時
に

は
、
祖
父
の
生
き
た
証
あ
か
し
が
鮮
明
に
蘇

よ
み
が

り
、
本
当
に
感
激
し
ま
し
た
。

　

私
は
、
心
か
ら
岩
上
九
一
の
孫
と

し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ

て
い
ま
す
。」
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東
京
都
の
学
童
集
団
疎
開
は
、
関

東
地
方
の
ほ
か
東
北
や
中
部
、
北
陸

な
ど
15
都
県
に
約
20
万
人
規
模
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
埼
玉
県
に
も
約
１
万

人
が
疎
開
し
て
き
ま
し
た
。
埼
玉
県

の
特
徴
と
し
て
は
、
寺
院
が
そ
の
宿

泊
先
と
し
て
、
多
く
あ
て
ら
れ
た
こ

と
で
し
た
。
受
け
入
れ
先
は
、
農
村

部
に
多
く
、
食
糧
事
情
が
あ
る
程
度

恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
や
、
家
族
の
住

む
東
京
都
か
ら
近
い
と
い
う
理
由
に

よ
り
、
疎
開
し
て
き
た
児
童
は
、
全

国
的
に
見
れ
ば
比
較
的
良
好
な
生
活

を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

埼
玉
県
で
は
、
現
在
に
い
た
る
ま

で
疎
開
体
験
者
と
地
元
の
人
た
ち
と

の
交
流
が
続
い
て
い
る
例
が
、
複
数

あ
る
と
聞
き
ま
す
。
毛
呂
山
町
で
も
、

疎
開
体
験
者
が
疎
開
時
に
お
世
話
に

な
っ
た
お
寺
や
お
宅
を
訪
問
す
る
事

例
を
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
疎

開
児
童
に
対
し
て
の
受
け
入
れ
側
の

厚
い
善
意
に
起き
い
ん因
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

苦
し
い
と
き
に
こ
そ
助
け
合
う
と

い
う
精
神
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
存

在
し
ま
す
。
平
成
23
年
３
月
に
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
、
現

在
も
被
災
地
で
は
、
皆
で
助
け
合
い

な
が
ら
、
復
興
へ
向
け
て
頑
張
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
埼
玉
県
に
お
い
て

も
旧
騎
西
高
校
へ
と
避
難
し
て
い
た

福
島
県
双
葉
町
の
住
民
と
県
民
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
力
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。

　

過
去
の
事
象
は
、
過
去
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
、
現
在
に
も
あ
て
は
ま

る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
事
象
を
現
代
へ
、
そ
し
て
未
来

へ
と
繋つ
な

い
で
い
く
の
も
埼
玉
県
平
和

資
料
館
の
務
め
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
過
去
の
資
料
の
発
掘

と
保
存
、
未
来
に
対
し
て
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
戦
争
の
悲ひ
さ
ん惨

さ
と
平
和
の
尊
さ
を

も
っ
と
多
く
の
人
へ
、
そ
し
て
特
に

若
い
世
代
へ
発
信
す
る
こ
と
で
、
こ

の
よ
う
な
歴
史
を
次
代
へ
着
実
に
受

け
継
い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

※
埼
玉
県
平
和
資
料
館
は
、
10
月
中

旬
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
ま
で
、

現
在
休
館
中
で
す
。

　

戦
時
下
と
い
う
、
辛つ
ら

い
時
代
背
景

の
も
と
、
空
襲
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

住
み
慣
れ
た
家
を
後
に
し
て
、
見
知

ら
ぬ
地
に
疎
開
し
て
き
た
子
ど
も
た

ち
は
、
不
安
を
抱
え
、
毛
呂
山
の
地

に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
毛

呂
山
町
で
出
会
っ
た
の
は
、
温
か
く

迎
え
て
く
れ
た
宿
泊
先
の
お
寺
の
人

や
地
元
の
人
で
し
た
。

　

当
時
、
食
糧
は
非
農
家
に
つ
い
て

は
、
配
給
制
で
あ
り
、
一
人
当
た
り

の
米
や
砂
糖
、
マ
ッ
チ
の
本
数
ま
で

決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
農

家
は
供
き
ょ
う
し
ゅ
つ
出
と
い
っ
て
農
家
の
生
産
量

の
一
定
量
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
農
家
と
い
え
ど

も
食
糧
に
十
分
な
余
裕
が
あ
る
わ
け

で
も
な
く
、
ま
た
、
労
働
力
も
不
足

し
て
い
た
時
代
で
し
た
。

　

疎
開
児
童
に
対
し
て
も
配
給
は
あ

り
ま
し
た
が
、
食
糧
が
不
足
し
て
お

り
、
決
し
て
満
足
で
き
る
量
で
は
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
地
元
の
人
た
ち
は
、
限
ら
れ
た

食
糧
の
な
か
か
ら
、
疎
開
児
童
た
ち

の
食
べ
る
分
を
捻ね
ん
し
ゅ
つ出
し
て
、
少
し
で

も
子
ど
も
た
ち
が
ひ
も
じ
い
思
い
を

し
な
い
よ
う
に
と
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な

ど
の
差
し
入
れ
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

苦
し
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
の
助
け

合
い
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

次
代
へ
受
け
継
ぐ
こ
と

埼玉県平和資料館　石
いしざか

坂俊
としろう

郎主幹

人
と
人
と
の
助
け
合
い

日本橋小学校（東華小学校（国民学校）が統廃合され、日本橋小学校となる。現校舎はその後建て替えられた。）

継
承
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【
参
考
資
料
】『
て
の
ひ
ら
の
記
憶
』稲
葉
喜
久
子
・
文
　
東
本
つ
ね
・
絵
、『
私

の
学
童
集
団
疎
開
』
南
部
敏
明
、『
あ
ゆ
み
創
立
70
周
年
記
念
誌
』
中

央
区
東
華
小
学
校
、『
東
華
開
校
六
十
五
周
年
記
念
誌
』
創
立
六
十
五

周
年
記
念
誌
委
員
会
、『
中
央
区
平
和
記
念
誌
永
遠
の
平
和
を
願
っ
て
』

中
央
区
地
域
振
興
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
課
、『
中
央
区
教
育
百
年
の

あ
ゆ
み
』
東
京
都
中
央
区
教
育
委
員
会
、『
特
別
企
画
展
学
舎
の
子
ど

も
た
ち
』
埼
玉
県
平
和
資
料
館
、『
毛
呂
山
町
史
』
毛
呂
山
町
、『
新
毛

呂
山
町
史
』
毛
呂
山
町
、『
〜
あ
の
日
、
あ
の
時
を
ふ
り
か
え
っ
て
〜
』

毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館

【
協
力
】
東
京
都
中
央
区
京
橋
図
書
館
、
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
学
校

特
集
　
昭
和
20
年
の
故
郷

　
　
　 

学
童
集
団
疎
開
と
毛
呂
山
町
（
終
）

　

戦
争
と
い
う
辛つ
ら

く
苦
し
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
家
や

家
族
を
守
る
た
め
に
人
び
と
は
助
け
合
い
、
励
ま
し
合
い

生
き
て
き
ま
し
た
。

　

戦
時
中
、
毛
呂
山
町
に
東
京
都
の
子
ど
も
た
ち
が
疎
開

し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
子
ど

も
た
ち
は
、
も
し
か
し
た
ら
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
状
況
下
で
、
親
元
か
ら
離
れ
、

戦せ
ん
か禍
を
避さ

け
て
毛
呂
山
町
で
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
毛
呂
山
町
の
人
た
ち
は
、
見
ず
知

ら
ず
の
子
ど
も
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
献
身
的
に
疎

開
児
童
た
ち
の
成
長
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
末
期
か
ら
終
戦
後
に
か
け
て
の
数
年
は
、

我
が
国
に
お
い
て
、
激
動
の
年
で
し
た
。
昭
和
20
年
は
、

疎
開
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
激
動
の
年
で

あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
子
ど
も
た
ち
の

な
か
に
は
、
短
い
疎
開
生
活
の
な
か
に
も
、
毛
呂
山
町
に

「
故
郷
」
を
感
じ
て
い
た
子
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ほ
か
な

ら
ぬ
毛
呂
山
町
の
人
た
ち
の
温
か
い
心
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

過
去
、
私
た
ち
の
町
に
も
苦
し
い
と
き
に
支
え
合
い
、

助
け
合
っ
て
生
き
て
き
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
記
憶
は
決
し
て
過
去
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
今
を
、
そ
し
て
未
来
を
生
き
る

人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
貴
重
な
記
憶
な
の
で
す
。

11 広報もろやま  ８月１日号


	m-2013-08-p02
	m-2013-08-p03
	m-2013-08-p04
	m-2013-08-p05
	m-2013-08-p06
	m-2013-08-p07
	m-2013-08-p08
	m-2013-08-p09
	m-2013-08-p10
	m-2013-08-p11

