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１
．
幼
き
日
の
思
い
出

　
（
昭
和
10
年
生
ま
れ
の
Ｙ
さ
ん
の
話
）

　

昔
か
ら
、
朝
に
夕
に
毎
時
、
ゴ
ー
ン
ゴ
ー

ン
と
余
韻
を
残
し
て
、
時
を
報
せ
る
鐘
の

音
が
権
現
山
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
天

気
の
良
い
日
は
特
に
澄
ん
で
大
き
く
長
く

響
き
ま
す
。

　

子
供
の
頃
、
私
た
ち
は
、
朝
は
こ
の
鐘

の
音
を
聞
い
て
隣
同
士
誘
い
合
っ
て
学
校

へ
向
か
い
ま
し
た
し
、
家
に
帰
っ
て
近
所

の
通
り
で
遊
ん
で
い
て
も
、
夕
方
の
「
時

の
鐘
」
で
み
ん
な
自
分
の
家
へ
戻
り
ま
し

た
。
朝
起
き
て
夜
床
に
就
く
ま
で
、
三
度

の
食
事
と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
の

が
当
た
り
前
の
鐘
の
音
で
し
た
。

２
．「
時
の
鐘
」
の
由
来

　

明
治
26
年
（
１
８
９
３
）
5
月
、
権
現

山
の
麓
で
銭
湯
を
経
営
さ
れ
て
い
た
村
瀬

平
作
さ
ん
は
、
そ
の
前
々
年
の
明
治
24
年

（
１
８
９
１
）
の
濃
尾
震
災
の
大
勢
の
犠

牲
者
の
霊
を
弔
う
手
だ
て
が
な
い
も
の
か

と
思
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
た
ま

た
ま
文
明
開
化
の
横
浜
に
遊
び
、「
野
毛

山
・
時
の
鐘
」
を
聞
か
れ
ま
し
た
。
岐
阜

の
人
び
と
が
約
束
の
時
間
に
遅
れ
て
も
容

認
し
て
し
ま
う
習
慣
も
同
時
に
頭
を
よ
ぎ

り
「
岐
阜
に
『
時
の
鐘
』
を
設
置
し
よ
う
」

と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
加
え
、
明
治
27
年
（
１
８
９
４
）

に
起
き
た
日
清
戦
争
で
多
く
の
戦
死
者
が

出
た
こ
と
も
あ
り
、
村
瀬
さ
ん
は
「
お
国

の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
方
々
を
慰
霊
し
、

併
せ
て
天
災
や
戦
争
の
な
い
平
和
な
世
界

を
祈
願
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
を
始
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

実
現
に
は
三
百
円
が
必
要
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、
当
時
の
三
百
円
と
い
う
お
金

は
途
方
も
な
い
金
額
で
、
志
が
何
度
も
挫

け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、「
発

起
人
・
村
瀬
平
作
、
世
話
人
・
小
塩
薫
、

賛
成
人
・
堀
口
有
一
以
下
二
名
、
有
志
者
・

渡
邊
甚
吉
以
下
五
二
八
個
人
、
団
体
、
会

社
等
」
の
賛
同
を
得
て
、
つ
い
に
鋳
造
さ

れ
た
の
で
す
。

　

明
治
29
年
（
１
８
９
６
）
11 

月
2
日
「
時

の
鐘
」
の
撞
き
始
め
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

村
瀬
さ
ん
は
一
家
を
挙
げ
て
権
現
山
に
住

居
を
移
し
、
日
常
生
活
の
不
便
と
闘
い
つ

つ
、「
時
の
鐘
」
を
撞
く
奉
仕
活
動
を
始

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
来
、
二
代
目
幾
次
郎
さ
ん
、
三
代
目

国
三
郎
さ
ん
の
三
代
に
わ
た
る
奉
仕
活
動

が
続
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
間
、
昭
和
9
年
（
１
９
３
４
）
か

ら
改
築
さ
れ
て
い
た
「
時
鐘
楼
」
が
昭
和

14
年（
１
９
３
９
）11
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
契
機
に
、
岐
阜
市
は
百
五
十
円
を

助
成
し
、
二
代
目
村
瀬
幾
次
郎
さ
ん
に
年

額
五
十
円
の
手
当
を
支
給
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
山
上
に
お
け
る
村
瀬
家
の
生

活
は
、
い
つ
も
山
道
を
上
り
下
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
て
も
不
便
で
苦

し
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
上
、
忘
れ
る
こ

と
な
く
毎
日
毎
日
朝
6
時
か
ら
午
後
10
時

ま
で
１
時
間
ご
と
に
鐘
を
つ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
家
族
で
旅
行
に
行
く

こ
と
も
の
ん
び
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
不
便
さ
と
責
任
感
の
間
で
、
悩
み
に

揺
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）
終
戦
と
共
に
、

三
代
目
村
瀬
国
三
郎
さ
ん
は
、
現
実
の
貧

し
い
経
済
生
活
と
責
任
の
苦
痛
に
健
康
を

損
じ
ら
れ
、
つ
い
に
昭
和
22
年
（
１
９
４

７
）
12
月
31
日
の
鐘
を
最
後
に
撞
か
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、「
時
鐘
保
存
会
」
が
一
般
市

民
か
ら
寄
付
を
募
っ
た
り
、
山
麓
に
住
宅

を
建
て
て
村
瀬
家
の
遺
族
に
贈
る
な
ど
し

ま
し
た
。
ま
た
、
村
瀬
家
は
時
鐘
楼
お

ふるさとの歴史
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よ
び
付
属
建
物
一
切
を
岐
阜
市
に
寄
付
さ

れ
、「
時
の
鐘
」
は
岐
阜
市
に
お
い
て
管

理
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
23
年
（
１
９
４
８
）
3
月
21
日
、

堂
守
と
し
て
藤
下
蓮
誠
さ
ん
が
「
時
の
鐘
」

を
撞
き
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
20
年

後
の
昭
和
43
年
（
１
９
６
８
）
12
月
22
日
、

藤
下
さ
ん
が
高
齢
の
た
め
下
山
さ
れ
、
代

わ
っ
て
田
口
好
郎
さ
ん
が
堂
守
と
な
り
ま

し
た
。

 

３
．
歴
史
博
物
館
に
見
る
「
時
の
鐘
」

　

当
時
の
「
時
の
鐘
」
は
、
岐
阜
市
歴
史

博
物
館
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

鐘
の
正
面
に
は
一
段
目
に
「
天
下
和
順
」

「
日
月
清
明
」、
二
段
目
右
に
「
風
雨
以
時

災
厲
不
起
」（
災
害
が
二
度
と
お
こ
り
ま

せ
ん
よ
う
に
）、
二
段
目
中
央
に
「
戦
勝

紀
念
鐘
」
二
段
目
左
に
「
国
富
民
安
兵
戈

無
用
」（
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ

う
に
、
戦
争
は
し
な
い
よ
う
に
）、
三
段

目
に
「
崇
徳
興
仁
」「
軍
人
戦
死
者
冥
福
」

「
務
修
禮
譲
」（
軍
人
の
戦
死
者
の
冥
福
を

祈
り
ま
す
）
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

時
の
鐘
」
な
の
で
す
。

　

今
で
も
時
を
告
げ
て
い
る 

鐘
の
音
に

は
、
大
勢
の
人
々
の
悲
し
み
や
願
い
、
そ

し
て
祈
り
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
お
話
・
岐
阜
の
歴
史
サ
ー
ク
ル
」

代
表
　
後
藤
　
征
夫

　http://book.geocities.jp/

　
　
　
　
　gifurekisi/rekisitop.htm
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金
華
山
西
南
の
一
角
に
権
現
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
権
現
山
に
あ
る
お
堂
で
は
、
毎
日

朝
６
時
か
ら
夜
10
時
ま
で
、
一
時
間
ご
と
に
鐘
が
つ
か
れ
て
い
ま
す
。

　
昔
か
ら
、
岐
阜
の
町
の
人
た
ち
は
こ
の
鐘
を
「
時
の
鐘
」
と
呼
ん
で
、
長
い
間
親
し
ん

で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
鐘
は
い
つ
頃
造
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
守
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
文
書
は
、「
権
現
山
　
時
の
鐘
　
由
来
記
」

や
「
市
制
1
2
0
年
記
念
・
岐
阜
市
民
の
あ
ゆ

み
」
な
ど
を
も
と
に
、
山
本
敏
子
と
後
藤
征
夫

が
ま
と
め
ま
し
た
。

「
新
し
い
鐘
を
造
ろ
う
」
と
、
昭
和
52
年

（
１
９
７
７
）
10
月
、
岐
阜
商
工
会
議
所

内
で
「
権
現
山
・
時
の
鐘
新
造
奉
賛
会
」

が
発
足
し
ま
し
た
。
そ
し
て
多
く
の
各
種

団
体
か
ら
の
寄
付
で
鐘
を
新
造
し
、
昭
和

53
年
（
１
９
７
８
）
６
月
10
日
（
時
の
記

念
日
）
に
岐
阜
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
9
年
（
１
９
９
７
）
4
月
1
日
か

ら
は
、
午
前
6
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で
一

日
6
回
、
3
時
間
お
き
に
変
更
に
な
り
時

を
告
げ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
12
年
（
２

０
０
０
）
3
月
31
日
を
も
っ
て
田
口
教
好

さ
ん
が
下
山
さ
れ
、
一
日
3
回
と
更
に
減

り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
地
域
の
人
々
か

ら
は
「
毎
時
撞
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要

望
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
6
月
10

日
、
岡
本
太
右
衛
門
さ
ん
が
「
自
動
鐘
撞

機
」（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
動
）
な

ど
を
寄
付
さ
れ
、
こ
の
日
か
ら
再
び
午
前

6
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
毎
時
時
を
告
げ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

５
．
７
月
９
日
の
「
平
和
の
鐘
」

　

昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）
7
月
9
日
は

「
岐
阜
空
襲
の
日
」。
岐
阜
の
街
は
瞬
く

間
に
火
の
海
と
な
り
、
多
く
の
建
物
が
焼

け
８
６
３
名
も
の
市
民
が
犠
牲
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
悲
劇
を
忘
れ
ず
、
市
民
一
人

一
人
に
平
和
へ
の
思
い
を
一
層
深
め
て
も

ら
お
う
と
、
平
成
2
年
（
１
９
９
０
）
よ

り
「
平
和
の
鐘
事
業
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

毎
年
7
月
9
日
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

の
間
、
岐
阜
市
内
の
１
３
０
箇
所
の
寺
院

や
教
会
な
ど
で
一
斉
に
「
平
和
の
鐘
」
が

鳴
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
が
「
権
現
山
・

  

余
白
に
は
た
く
さ
ん
の
戦
死
者
と
思
わ

れ
る
名
前
、
…
「
岐
阜
市　

冨
茂
登
村　

谷
留
太
郎
、
今
泉
村　

瀬
尾
岩
吉
、
土
方

久
次
郎
…
」 

山
県
郡
、
武
儀
郡
、
本
巣
郡
、

羽
島
郡
、
安
八
郡
…
、
加
茂
郡
も
恵
那
郡

も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
益
田
郡
、
大
野
郡
、

吉
城
郡
と
続
い
て
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
…

日
清
戦
争
で
大
事
な
命
を
な
く
し
た
人
た

ち
は
、
岐
阜
県
だ
け
で
２
３
８
名
に
も
及

ん
だ
の
で
す
。

　

更
に
そ
の
下
に
は
「
時
の
鐘
」
鋳
造
の

た
め
寄
付
を
さ
れ
た
人
々
の
名
が
、
そ
し

て
一
番
下
の
鐘
の
縁
に
は
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
文
字
が
ぎ
っ
し
り
と
並
び
、
鐘
の

後
面
に
は
、「
聖
寿
萬
々
歳
」「
明
治
廿
七
・

八
年
之
役　

岐
阜
懸　

従
軍
忠
死
者
」
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

４
．
二
代
目
の
新
し
い
「
鐘
」

　

そ
の
後
、
鐘
の
音
が
悪
く
な
っ
た
の
で

権現山の鐘楼と鐘

平和の鐘を撞く人

賛助団体を示す看板

権
現
山
の
「
時
の
鐘
」 

　
　
　
　

―

「
時
の
鐘
」の
由
来
と
、岐
阜
の
人
々
の
祈
り―
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