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各
兵
村
に
は
、
事
情
が
あ
る
と
こ
ろ
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
屯
田
兵
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
文
化
が
あ
る
と
思
う
。

　

そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
私
が
住
ん
で
い
る
新
琴
似
に
も
そ
れ

と
思
わ
れ
る
文
化
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
屯
田
兵
の
出
身
地
の
土
地
柄
や
拘
こ
だ
わ
り
が
礎
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
開
墾
が
始
ま
っ
た
当
時
か
ら
兵
村
の

方
針
と
し
て
出
身
地
の
習
慣
が
そ
の
ま
ま
定
着
し
て
い
る
の
で
な

い
か
と
考
え
て
し
ま
う
。

　

新
琴
似
が
屯
田
兵
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
文
化
の
源
を
探
る

と
、次
の
事
例
が
浮
か
ん
で
く
る
。
新
琴
似
の
所
在
地
札
幌
市
は
、

平
成
三
十
年
四
月
一
目
現
在
で
二
千
二
百
一
の
単
位
町
内
会
が
あ

り
、
そ
の
連
合
町
内
会
が
九
十
あ
る
。
そ
の
中
で
連
合
町
内
会
独

自
で
新
聞
を
発
行
し
て
地
域
の
自
治
活
動
の
状
況
や
現
在
の
事
情

な
ど
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
新
琴
似
連
合
町
内
会
の
み
で

あ
る
と
北
海
道
新
聞
に
載
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。

　

新
聞
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
出
版
物

で
、
地
域
の
人
た
ち
が
そ
の
土
地
の
情
報
を
共
有
す
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
に
と
っ
て
計
り
知
れ
な
い
。
町
内
の
人

た
ち
が
地
域
の
出
来
事
や
色
々
な
事
情
を
同
時
に
知
る
こ
と
で
町

内
が
ま
と
ま
る
要
因
に
も
つ
な
が
る
。

　

そ
れ
は
今
か
ら
五
十
年
前
、
昭
和
四
十
年
の
七
月
に
新
琴
似
連

合
町
内
会
が
結
成
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
運
営
に
当
た
っ
て
新

聞
の
有
効
性
を
考
え
、
そ
の
翌
年
の
十
二
月
二
十
日
号
が
創
刊
号

と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
地
域
の
人
た
ち
に
毎
月
配
布

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

平
成
三
十
年
の
九
月
に
は
五
百
八
十
二
号
が
配
ら
れ
た
。
半
世

紀
も
続
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

継
続
は
力
な
り
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
因
を
探
る
こ
と

で
屯
田
兵
の
偉
業

が
現
在
も
根
付
い

て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

新
琴
似
屯
田

兵

の

第

一

陣

百
六
十
四
世
帯

は
、
明
治
二
十
年

五
月
二
十
日
に
入

植
し
、
三
日
後
に

は
開
墾
が
始
ま
っ

た
。

　

開
墾
作
業
に

屯
田
兵
か
ら
の
伝
承
文
化　

　
　
　

  

巻頭言

北
海
道
屯
田
倶
楽
部　
　
　
　
　

　

         

会   

長　
　

後
藤　

良
二

☆

た
っ
て
は
、
兵
村
の
運
営
費
の
半
分
を
教
育
費
に
当
て
た
と
い
う

記
録
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
兵
村
の
方
針
は
、
出
身
地
の
上
地
柄
や
拘
り
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま
う
。
武

家
社
会
の
伝
統
文
化
に
も
拘
っ
て
い
た
屯
田
兵
の
偉
業
が
礎
と

な
っ
て
、
今
も
自
治
社
会
に
於
い
て
有
効
的
な
手
法
で
運
営
を
進

め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

各
地
の
町
内
会
で
は
、
情
報
の
伝
達
方
法
を
色
々
工
夫
し
な
が

ら
運
営
に
努
め
て
い
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、
回
覧
板
を
回
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
に
は
、
情
報
量

と
速
度
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
色
々
な
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
が

利
点
は
文
化
の
象
徴
と
目
さ
れ
る
新
聞
が
優
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
兵
村
に
限
ら
ず
、
各
地
域
に
も
先
人
か
ら
引
き
継

い
で
い
る
恩
恵
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
。

　

今
年
で
北
海
道
と
命
名
さ
れ
て
か
ら
は
百
五
十
年
経
っ
た
。

色
々
な
行
事
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
名
前
に
拘
ら
ず
先
人
か
ら
引

き
継
い
で
い
る
文
化
に
敬
意
を
も
つ
き
っ
か
け
に
し
た
い
も
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
琴
似
屯
田
兵
三
世
）

は
、
猫
の
手
も
借
り
た
い
く
ら
い
人
手
が
い
る
。
だ
か
ら
、
子
供

に
も
そ
れ
な
り
の
仕
事
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が

実
際
に
は
、
子
供
の
教
育
が
優
先
さ
れ
て
、
寺
小
屋
式
の
学
校
で

男
子
三
十
五
人
女
子
六
人
の
生
徒
四
十
一
人
の
授
業
が
始
め
ら
れ

た
。

　

入
植
し
た
年
の
十
二
月
三
日
に
は
、
陸
軍
省
が
建
て
た
六
十
四

坪
の
新
校
舎
に
移
り
、
授
業
は
本
格
化
し
た
。
兵
村
の
運
営
に
当

☆☆


