
慰

霊

碑

の

向

こ

う

側

今
か
ら
三
年
前
の

一
九
九
七
年

一
一
月
、
埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
に
あ

る
旧
梅
園
村
地
区
の
史
跡
を
自
転
車
で
廻
り
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
担
当
の

Ｉ
氏
に
車
で
案
内
し
て
も
ら

つ
て
越
生
町
の

一
応
の
ィ
メ
ー
ジ
は
あ

っ
た

も
の
の
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
あ

っ
た
。
Ｊ
Ｒ
八
高
線
の
越
生
駅
か
ら
自
転

車
で
二
〇
分
位

（？
）
、
山
間
に
入

っ
た
所
が
旧
梅
園
村
小
杉
地
区
で
あ

る
。
現
在
は
梅
園
で
知
ら
れ
、
花
の
季
節
に
は
ハ
イ
カ
ー
で
賑
わ
う
。
そ

の
梅
園
の
入
回
と
道
路
を
挟
ん
だ
反
対
側
の
山
沿
い
に
村
社
梅
園
神
社
が

あ
る
。
こ
の
境
内
に
は
幾

つ
も
の
碑
が
あ
る
が
、
そ
の
中
の

一
つ
に
は

【殉
国
　
慰
霊
碑
　
内
閣
総
理
大
臣
岸
信
介
】
と
記
さ
れ
て
い
る
。
碑
の

裏
側
に
回
り
込
ん
で
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
。

「〈
シ
ベ
リ
ヤ
事
変
関
係
戦
没
者
〉
小
杉
二
名
、
〈
満
州
事
変
関
係
戦
没
者
〉
龍

ヶ
谷

・
小
杉
二
名
、
〈
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
関
係
戦
没
者
〉
津
久
根

一
名
、
〈
支

那
事
変
関
係
戦
没
者
〉
一
四
名
、
〈
大
東
亜
戦
争
関
係
戦
没
者
〉
一
一
七
名
」
。

こ
の
小
さ
な
村
か
ら

一
五
年
戦
争
期
に
は
若
き

一
三
四
名
の
村
民
が
戦

死
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
年
十
月
現
在
の
人
口
は
三

一
二
七
名
、

内
、
男

一
五
五
四
名
、
こ
の
内

一
五
歳
以
上
六
〇
歳
以
下
は
七
八
六
名
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
徴
兵
年
齢
に
達
し
た
人
数
は
分
か
ら
な
い
が
、
梅
園

村
の
基
幹
を
担
う
べ
き
大
半
の
力
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

メ
モ
を
と
り
な
が
ら
暗
渚
た
る
気
分
に
な

っ
た
。
幸
か
不
幸
か
、
町
史
で

は
私
の
執
筆
分
担
で
は
な
か

っ
た
の
で
正
面
か
ら
こ
の
重
苦
し
さ
と
向
か

い
あ
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
鹿
沼
市
史
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
軍
事
を
直
接
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
今
度
は
逃
げ
る
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
収
集
し
た
史
料
に
よ
り
鹿
沼
市
域
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、

こ
れ
ら
の
史
料
を
研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
徴

兵
さ
れ
た
兵
士
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
か
、
取
り
あ
え

内

田

修

道

ず
軍
事
史
の
専
門
家
と
言
わ
れ
て
い
る
大
江
志
乃
夫
の
日
清

・
日
露
戦
争

史
を
読
む
こ
と
に
し
た
。

い
き
な
り
徴
兵
さ
れ
た

一
般
兵
士
た
ち
に
関
す
る
叙
述
に
出
く
わ
し

た
。
日
露
戦
争
は
新
し
い
戦
闘
方
法
が
要
求
さ
れ
な
が
ら

「
日
本
の
兵
士

た
ち
の
資
質
は
充
分
で
な
か
っ
た
。
…
日
本
の
軍
隊
も
ま
た
半
封
建
的
支

配
の
も
と
に
あ
る
農
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
兵
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お

り
、
軍
幹
部
は
戦
場
に
お
け
る
兵
士
の
自
発
性
を
信
頼
し
な
か

っ
た
。
事

実
、
指
揮
官
の
規
律
あ
る
統
制
の
も
と
で
は
…
日
本
の
兵
士
は
勇
敢
で
あ

っ
た
。
指
揮
官
が
死
傷
し
て
規
律
あ
る
統
制
が
失
わ
れ
た
り
、
夜
間
や
混

乱
状
態
の
も
と
で
指
揮
官
の
統
制
あ
る
規
律
が
及
ば
な
い
場
合
、
…
し
ば

し
ば
勇
敢
さ
を
忘
れ
、
組
織
的
な
戦
闘
力
を
失

っ
た
」
（『
日
露
戦
争
と
日

本
の
軍
隊
』
）
。
優
秀
な
指
揮
官
と
自
主
性
の
な
い

一
般
兵
士
。
大
江
は
こ

の
延
長
線
上
に
戦
場
に
お
け
る
虐
殺
事
件
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

戦
争
す
る
こ
と
を
専
門
職
と
す
る
指
揮
官
が
勇
敢
で
あ
る
の
は
当
た
り

前
で
あ
ろ
う
。
日
常
の
生
活
、
肉
親
や
地
域
か
ら
本
人
の
意
志
と
関
わ
り

な
く
徴
兵
さ
れ
、
軍
隊
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
に
強
制
的
に
取
り
込
ま
れ
、

戦
場
に
送
り
出
さ
れ
た

一
般
兵
士
が
生
死
の
間
で
時
に
は
戦
意
を
喪
失
す

る
の
は
な
に
も
そ
の
時
代
に
限

っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
日

常
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

一
般
兵
士
の
恐
怖
と
苦
悩
が
あ
る
。
越
生
町
の
梅

園
神
社
で
感
じ
た
重
苦
し
い
歴
史
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
兵
士
た
ち
の
苦
悩

を
碑
の
向
こ
う
側
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
江
の
著
作
を
読
ん
で
得
た

教
訓
は
、
自
分
だ
け
は
責
任
の
及
ん
で
こ
な
い
高
見
か
ら

一
般
兵
士
を
描

い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言

っ
て
も
容
易
な
ら
な
い

重
い
課
題
で
あ
る
。

（京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
代
表
　
一
一ｏ
Ｏ
Ｏ
年

一
二
月

一
日
記
す
）
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