
⑤

資
の
不
足
を
補
う
た
め
、

国
家
総
動
員
法
に
基
づ
い

て
昭
和
１６
年
に
公
布
さ
れ

た
金
属
類
回
収
令
で
、
身

寺
院
か
ら
も
梵
鐘
を
は
じ

め
蝋ろ

う

燭そ
く

立
て
や
花か

瓶ひ
ん

、
輪り

ん

灯と
う

な
ど
の
金
属
類
が
供
出

に
と
ら
れ
る
。
あ
ん
な
に

悔
し
か
っ
た
こ
と
は
な
い

か
ら
、
今
で
も
覚
え
て
い

る
」
。
駄
々
を
こ
ね
て
作

業
が
中
断
し
な
い
よ
う
に

と
押
し
込
め
ら
れ
た
部
屋

か
ら
梵
鐘
が
下
ろ
さ
れ
る

の
を
、
じ
っ
と
見
て
い
た

と
い
う
。

　

着
物
を
着
た
門
徒
や
地

域
の
人
が
下
ろ
さ
れ
た
梵

鐘
を
囲
む
よ
う
に
並
び
、

一
緒
に
集
合
写
真
を
撮
っ

た
が
、
佐
々
木
住
職
は
悔

し
さ
を
表
し
て
踏
ん
張
っ

て
立
ち
、
プ
イ
ッ
と
横
を

向
い
た
と
い
う
。そ
の
後
、

梵
鐘
は
馬
に
引
か
れ
て
運

ば
れ
て
い
っ
た
。

　

鐘
楼
は
倒
壊
防
止
の
た

め
、
門
徒
総
代
の
家
に
あ

っ
た
庭
石
が
つ
り
下
げ
ら

れ
、
そ
こ
に
は
「
梵
鐘
記

念　

昭
和
１７
年
１０
月
」
と

刻
ま
れ
た
。

　

長
野
県
北
部
、
信
濃
町

富
濃
の
称
名
寺
の
鐘
楼
に

は
７３
年
間
、〝
石
の
鐘
〟が

つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

す
と
、今
で
も
悔
し
く
て
、

仕
方
が
な
い
」
。
首
を
大

き
く
横
に
振
り
な
が
ら
語

る
の
は
、
佐
々
木
五い

七な

子こ

つ
る
し
続
け
る〝
石
の
鐘
〟

住
職（
８６
、写
真
）。 

　

銃
や
砲
弾
な
ど
戦
略
物
の
回
り
に
あ
る
金
属
類
は

根
こ
そ
ぎ
没
収
さ
れ
た
。
さ
せ
ら
れ
た
。

　

称
名
寺
の
梵
鐘
が
供
出

さ
れ
た
の
は
、
昭
和
１７
年

１０
月
１
日
。
当
時
、
佐
々

木
住
職
は
中
学
１
年
生
、

１３
歳
だ
っ
た
。「
そ
の
日

は
遠
足
だ
っ
た
。
と
て
も

楽
し
み
に
し
て
い
た
の

に
、
母
に
『
お
鐘
が
供
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
、
見
送
り
な
さ
い
』
と

家
に
引
き
留
め
ら
れ
た
。

み
ん
な
と
遠
足
に
は
行
け

な
い
し
、
村
の
人
が
大
切

に
し
て
き
た
お
鐘
は
戦
争

　

梵
鐘
を
つ
る
す
こ
と
で

安
定
す
る
造
り
に
な
っ
て

い
る
鐘
楼
。梵
鐘
供
出
後
、

強
風
な
ど
で
鐘
楼
が
倒
壊

し
な
い
よ
う
、
梵
鐘
を
か

た
ど
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
〝
梵
鐘
〟
を
つ
る
し

た
寺
院
が
あ
る
。

　

福
岡
県
中
央
部
に
位
置

し
、
直
方
市
や
宮
若
市
、

北
九
州
市
、
鞍
手
郡
な
ど

の
寺
院
で
組
織
す
る
鞍
手

組そ

で
は
３６
カ
寺
の
う
ち
、

２７
カ
寺
が
梵
鐘
を
供
出
。

こ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

梵
鐘
（
高
さ
１
㍍
、
直
径

６５
㌢
）
は
１５
カ
寺
が
つ
る

し
た
と
い
う
。
現
在
も
１１

カ
寺
が
そ
の
梵
鐘
を
残
し

て
い
る
。

　

当
時
の
記
録
を
残
す
直

方
市
・
萬
福
寺
（
壬
生
善

海
住
職
）
の
記
録
誌
に
は

「
昭
和
１７
年
７
月
１７
日
梵

鐘
供
出
そ
の
他
金
属
大
東

亜
戦
争
完
遂
の
た
め
寺
院

保
有
金
属
特
別
回
収
に
よ

る
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

　

組
内
寺
院
で
つ
る
さ
れ

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
梵

鐘
は
共
通
の
様
式
で
、
門

徒
の
鋳
物
師
が
製
造
し
た

と
い
う
。
萬
福
寺
へ
は
昭

和
１９
年
１０
月
に
門
徒
３
人

に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
。

　

哲
雄
前
住
職（
８９
）は
当

時
、
寺
に
い
な
か
っ
た
た

め
記
憶
し
て
い
な
い
が
、

壬
生
住
職（
５４
）は
「
あ
く

ま
で
も
想
像
だ
が
、
梵
鐘

を
供
出
す
る
に
あ
た
り
、

ご
門
徒
同
士
が
協
力
し
合

っ
て
、
お
寺
の
こ
と
を
考

え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」と
話
す
。

　

同
寺
で
は
戦
後
間
も
な

い
昭
和
２４
年
、
蓮
如
上
人

４
５
０
回
遠
忌
法
要
に
あ

わ
せ
て
新
し
く
梵
鐘
が
つ

る
さ
れ
た
。
そ
の
梵
鐘
に

は
「
國こ

く

豊ふ

民み
ん

安な
ん　

兵ひ
ょ
う

戈が

無む

用よ
う　

天て
ん

下げ

和わ

順じ
ゅ
ん　

日に
ち

月が
つ

清し
ょ
う

明み
ょ
う

」
と
い
う
「
仏
説
無
量

寿
経
」
の
経
文
が
刻
ま
れ

て
い
る
。

　

「
国
は
豊
か
に
な
り
民

は
安
ら
か
に
、
軍
や
兵
器

は
無
用
と
な
り
、
世
の
中

が
平
和
と
な
っ
て
、
日
も

月
も
清
く
光
り
輝
く
と
い

う
意
味
。
ご
門
徒
も
３３
人

が
戦
死
し
て
い
る
。
大
切

な
家
族
を
奪
わ
れ
た
人
々

の
思
い
、
平
和
へ
の
願
い

が
こ
の
鐘
に
込
め
ら
れ
て

い
る
。
梵
鐘
を
鳴
ら
す
時

は
、
鐘
の
音
と
共
に
刻
ま

れ
た
こ
の
言
葉
の
意
味
を

届
け
る
思
い
で
大
切
に
し

て
い
る
。
今
な
お
絶
え
な

い
紛
争
や
戦
争
が
な
く
な

り
、
人
々
の
心
に
響
く
平

和
の
音
色
で
あ
っ
て
ほ
し

い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

梵
鐘
と
い
う
よ
う
な
、
こ

ん
な
悲
し
い
も
の
を
後
世

に
残
す
よ
う
な
こ
と
を
二

度
と
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
壬
生
住
職
は
哲
雄
前
住

職
と
顔
を
見
合
わ
せ
語
っ

た
。

　

現
在
も
同
寺
の
鐘
楼
の

そ
ば
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

の
梵
鐘
が
置
か
れ
て
い
る

（
写
真
右
）
。

き
て
帰
っ
て
く
る
な
ら
梵

鐘
を
つ
る
し
ま
し
ょ
う
』

と
断
っ
た
。戦
争
の
な
い
、

平
和
な
世
の
中
に
な
れ

ば
、
ま
た
つ
る
し
た
い
」。

　
「
嫌
な
世
の
中
だ
っ
た
。

何
で
も
か
ん
で
も
思
い
通

り
に
や
っ
て
い
く
の
が
戦

争
。
日
本
は
正
し
い
ん
だ

と
突
き
進
み
、
こ
ん
な
戦

長
野
・
称
名
寺　

鳴
ら
な
い
鐘「
戦
争
の
証
」

　

鳴
ら
な
い
〝
石
の
鐘
〟

の
前
に
は
、
あ
の
日
か
ら

じ
っ
と
主
の
帰
り
を
待
っ

て
い
る
よ
う
に
橦し

ゅ

木も
く

が
そ

の
ま
ま
つ
る
さ
れ
て
い

る
。「
あ
の
鐘
は
、
こ
の

村
の
四
方
八
方
に
鳴
り
響

い
て
、
と
て
も
い
い
音
だ

っ
た
。
今
で
も
耳
に
残
っ

て
い
る
」
と
懐
か
し
む
。

　

新
し
い
鐘
を
つ
る
そ
う

と
い
う
話
も
出
た
が
、「
こ

れ
は
戦
争
の
証
。
こ
の
村

か
ら
も
た
く
さ
ん
の
人
が

戦
地
へ
と
送
ら
れ
た
。『
お

国
の
た
め
に
』
と
大
切
な

家
族
が
出
征
し
、
身
を
代

え
て
も
尽
く
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
死
ん
で
い
っ

た
。『
そ
の
人
た
ち
が
生

記
録
に「
大
東
亜
戦
争
完
遂
の
た
め
」供
出

　

「
梵
鐘
が
下
ろ
さ
れ
た

あ
の
日
の
こ
と
を
思
い
出

伐採されずに残り、称名寺の鐘楼に
寄り添うようにして花を咲かせる桜

梵
鐘
供
出
の
写
真
を
懐
か
し
ん
で
眺
め
る
萬
福
寺

の
壬
生
哲
雄
前
住
職（
右
）と
善
海
住
職

福
岡
・
鞍
手
組　

今
な
お
残
る
コ
ン
ク
リ
製
の
梵
鐘

争
は
止
め
ま
し
ょ
う
と
言

え
る
時
代
じ
ゃ
な
か
っ

た
。言
わ
れ
る
が
ま
ま『
お

国
の
た
め
に
』
と
戦
死
し

て
い
っ
た
人
の
こ
と
を
考

え
る
と
胸
が
張
り
裂
け
そ

う
。
戦
争
な
ん
か
す
る
も

ん
じ
ゃ
な
い
。
和
を
以
て

貴
し
と
な
す
」
。
最
後
の

言
葉
に
力
を
込
め
た
。


