
戦
後
復
興
か
ら
現
代
へ

１
、
当
山
復
興
へ
の
胎
動

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
、
よ
う

や
く
日
中
戦
争
〜
太
平
洋
戦
争
と
続
い
た
大
戦
も
終

戦
を
迎
え
た
。
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
四
日
〜
二
十

六
日
の
大
空
襲
に
よ
り
、
通
用
門
と
鐘
楼
堂
と
土
蔵

を
残
し
一
切
が
焼
失
し
た
常
円
寺
も
復
興
に
向
け
動

き
出
す
こ
と
と
な
る
。
常
円
寺
が
日
本
の
国
・
社
会

と
同
じ
よ
う
に
、
大
戦
と
い
う
大
き
な
痛
手
の
経
験

か
ら
ど
の
よ
う
に
復
興
を
目
指
し
、
現
代
へ
と
歩
ん

で
い
く
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
明
治
〜
大
正

〜
昭
和
初
期
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
法
燈
が
ど
の

よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
。
今
回
よ
り
そ
の
軌

跡
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

現
在
、
常
円
寺
に
は
、
終
戦
直
後
の
時
期
に
、
復

興
に
向
け
住
職
・
総
代
ら
に
よ
り
話
し
合
わ
れ
た

「
議
事
録
」
が
残
っ
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
議
事
録

の
記
録
を
通
じ
て
、
終
戦
直
後
の
当
山
の
状
況
を
み

て
い
き
た
い
。

第
一
回
会
議
は
終
戦
か
ら
三
カ
月
後
の
十
一
月
十

五
日
に
開
か
れ
て
い
る
。
お
お
む
ね
会
議
は
「
定
期

総
代
会
」
と
「
臨
時
総
代
会
」
と
の
名
称
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
場
所
は
主
に
焼
け
残
っ
た
常
円
寺
土
蔵

で
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
ほ
か
当
時
の
総
代
宅
で

行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
第
一

回
の
主
な
議
題
は
、「
松
裏
善
進
住
職
代
務
者
退
任
」

「
墓
地
ケ
ヤ
キ
伐
採
」
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
の
住
職

は
代
務
上
人
が
務
め
て
お
り
、
終
戦
と
と
も
に
柴
田

一
能
上
人
が
住
職
と
し
て
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。

再
興
に
あ
た
っ
て
は
何
よ
り
も
そ
の
費
用
の
捻
出

が
問
題
で
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
二

月
二
十
五
日
の
臨
時
総
代
会
で
は
、
寺
有
地
の
賃
借

人
か
ら
の
寄
付
を
新
円
で
受
領
す
る
か
、
あ
る
い
は

旧
円
で
受
領
す
る
か
が
協
議
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、

同
年
同
月
十
六
日
に
当
時
の
幣
原
喜
重
郎

し
で
は
ら
き
じ
ゅ
う
ろ
う

内
閣
が
戦

後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
と
し
て
実
施
し
た
「
新

円
切
り
替
え
」
政
策
に
対
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
、
同

年
二
月
十
七
日
以
降
、
全
金
融
機

関
の
法
人
、
個
人
の
預
貯
金
を
封

鎖
す
る
こ
と
、
流
通
し
て
い
る
十

円
以
上
の
銀
行
券
（
旧
券
）
を
同

年
三
月
二
日
限
り
で
無
効
と
す
る

（
同
年
二
月
二
十
二
日
、
五
円
券

も
追
加
）
こ
と
、
同
年
三
月
七
日

ま
で
に
旧
券
を
強
制
的
に
預
入
さ

せ
、
既
存
の
預
金
と

と
も
に
封
鎖
す
る
一

方
、
新
様
式
の
銀
行

券
（
新
円
）
を
同
年

二
月
二
十
五
日
か
ら

発
行
し
、
一
家
族
あ

た
り
世
帯
主
月
三
百

円
、
家
族
一
人
に
つ

き
百
円
と
い
う
一
定

限
度
内
に
限
っ
て
旧

券
と
の
引
き
換
え
お

よ
び
新
円
に
よ
る
引

き
出
し
を
認
め
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

結
局
、
旧
円
で
寄
付
を
受
領
す
る
こ
と
で
決
定
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
「
常
円
寺
復
興
寄
付
金
」
も
旧

円
で
勧
募
す
る
か
ど
う
か
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る

が
、「
檀
家
帖
」
が
焼
失
し
、
新
円
へ
の
切
り
替
え
の

期
日
ま
で
日
が
な
い
こ
と
か
ら
不
可
能
で
あ
ろ
う
と

決
定
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
新
円
の
預
金
引
き
出

し
や
使
用
に
は
一
定
額
の
制
限
が
入
る
た
め
、
そ
の

前
に
旧
円
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
寄
付
を
募
り
た
い

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
終
戦
直
後
の

混
乱
の
中
で
の
復
興
計
画
の
一
面
が
現
れ
て
い
る
。

復
興
事
業
の
第
一
に
は
、
ま
ず
本
堂
の
再
建
が
掲

げ
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
二
日
の
臨
時

総
代
会
で
は
、
新
た
に
建
坪
三
十
〜
四
十
坪
の
本
堂

を
、
棟
梁
鈴
木
源
次
郎
氏
、
大
工
浅
井
鍋
吉
氏
に
工

事
を
委
嘱
す
る
こ
と
で
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
鈴

木
源
次
郎
氏
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
常
円
寺

本
堂
新
築
に
あ
た
っ
た
「
芝
二
本
榎

し
ば
に
ほ
ん
え
の
き

の
名
匠
」
と
い

わ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
縁
か
ら
今
回
の
本
堂
再

建
に
も
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
堂
の
再

建
の
材
木
は
、
総
代
渡
邊
喜
之
助
氏
に
よ
り
浜
松
の

木
材
業
者
が
紹
介
さ
れ
、
い
ち
早
く
事
業
を
す
す
め

る
た
め
、「
常
円
寺
復
興
特
別
賛
成
会
（
仮
名
）」
を

設
け
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
後
の
、
昭
和
二
十
二

年
（
一
九
四
七
）
七
月
十
七
日
の
定
期
総
代
会
で
は
、

契
約
を
交
わ
し
た
浜
松
の
製
材
所
か
ら
、
木
材
が
輸

送
不
可
能
と
な
り
契
約
を
解
除
し
た
と
い
う
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
。

以
降
、
本
堂
再
建
に
関
し
て
の
議
事
の
記
録
は
み

ら
れ
ず
、
進
展
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昭

和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
六
月
二
十
二
日
の
議
事

録
で
は
、
本
堂
に
つ
い
て
、
焼
け
残
っ
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
建
て
の
内
陣
の
上
に
屋
根
を
置
い
て
雨
漏
り
を

防
ぐ
処
置
を
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
本
堂
外
陣

は
バ
ラ
ッ
ク
の
ま
ま
拡
張
し
て
い
く
と
い
う
案
が
諮は
か

ら
れ
て
お
り
、
さ
し
あ
た
り
い
わ
ゆ
る
仮
本
堂
で
法

要
を
執
り
行
う
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

実
は
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
七

月
に
、
庫
裡
く
　
り

再
建
を
常
円
寺
再
興
の
第
一
と
し
て
方

針
を
転
換
し
た
こ
と
に
も
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
次
回
は
こ
の
庫
裡
再
建
の
過
程
を
追
っ
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

（
つ
づ
く
）
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灰燼に帰した常円寺の復興への軌跡を
伝える『議事録』。貴重な史料である。

戦災で焼け残った鐘楼堂。後ろは常泉院庫裡。




