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(な
か
ま
き

・
ひ
ろ
ち
か
)

一
九
四
七
年
長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
の

後
、
国
立
民
族
学
博
物
館
に
入
り
、
現
在
、
民
族
文
化
研
究
部
教
授

・

総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
。
経
営
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
企
業
と
宗

教
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
や
ブ
ラ
ジ
ル
研
究
に
専
念
。
ア
マ
ゾ
ン
日

伯
功
労
勲
章
受
章
。
『社
葬
の
経
営
人
類
学
』
・
『か
い
し
ゃ
人
類
学
』
(東

方
出
版
)、
『会
社
の
カ
ミ

・
ホ
ト
ケ
ー
経
営
と
宗
教

の
人
類
学
』
(講

談
社
)、
『カ
レ
ン
ダ
ー
か
ら
世
界
を
見
る
』
(白
水
社
)
な
ど
、
編

・

著
書
多
数
。



経
営
入
類
学
と
会
社
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国
立
民
族
学
博
物
館
、
通
称

「
民
博
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

一
つ
に

一
九
九
三
年
か
ら
始
ま

つ
た

「
経
営
人
類
学
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ど
ん
な
研
究
対
象
か
と

い
う
と
、
企
業
博
物
館
と
か
会
社
の
お
墓

(会
社
墓
・
企
業
墓
)
と
か
会
社
神
社
、

社
葬

・
入
社
式
な
ど
で
、
現
在
は
会
社
神
話
と

い
う
テ
ー
マ
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
人
類
学
的
に
会
社
を
見
る
と
、
会
社
は

一
つ
の
共
同
体
と
し
て
、
文
化
を
生
み
出
す
主
体
で
す
。
会
社

に
は
、
そ
れ
な
り
の
世
界
観
が
あ

つ
て
、
会
社
を
中
心
に
、
世
の
中
を
ど
う
変
え
よ
う
か
、
あ
る
い
は
社

会
に
ど
う
貢
献
し
て
い
こ
う
か
と
い
う
、
哲
学

・
思
想
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
人
類
学
で
は
、
実
際
に
人
々
が
ど
う

い
う
ふ
う
に
考
え
、
ど
う
い
う
行
動
を
し
て
い
る
か
を
つ
ぶ
さ
に

観
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
追

い
か
け
、
現
場
か
ら
、

つ
ま
り
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
事
実
を
記
述
し
た
り
、
映

像
に
収
録
し
た
り
し
て
、
そ
こ
か
ら
論
理
を
導
き
出
し
て
い
く
、
帰
納
的
な
方
法
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　
き
ょ
う
は
、
そ
う
し
た
十
数
年
の
研
究
か
ら
、
会
社
が
持

つ
て
い
る
宗
教
的
な
側
面
、
別
の
言
葉
で
言

い
ま
す
と
象
徴
的
な
、
あ
る
い
は
意
味
と
か
価
値
に
か
か
わ
る
側
面
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
み
よ
う
と

思

っ
て
い
ま
す
。
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企
業
神
社
と
祭
祀
の
意
味

　
ビ

ル
の
屋
上

や
、

デ
パ
ー
ト
の
屋
上
公
園

の

一
角

に
、

お
社
が
建

つ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
こ
ら

都

で
も
、
時

々
目
に
し
ま
す
。

ホ
テ
ル
の
片
隅
に
赤

い
鳥
居
が
見
え
た
り
、

工
場

の
敷
地

の

一
角
に
祠
が

建

て
ら
れ

て
い
る
風
景
に
出
会

っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
多
く

は
、

お
稲
荷
さ
ん
で

す
が
、
多
分

三
割
ぐ
ら

い
で
、
そ
れ
以
外

の
神
様
も
祭
ら

れ
て
い
ま
す
。
新
宿

の
京
王

百
貨
店

の
場
合
は
、

「
龍
神
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
関
西

で
は
、
龍
神
さ

ん
と

い
う
と
商
売
繁
盛

の
神

様

と

い
う
定
評
が
あ

り
ま
す

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
い
し　　
　　　　
　　　
　　　
ら

　
大
企
業

で
は
、
毎

月
、
神
主

さ
ん
が
来

て
祭
祀
を

し
て

い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

社
長
、

工
場
長
ら
幹

部

の
方

々
が
顔
を
そ
ろ
え

て
礼
拝
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
会
社

は
、
単
に
ビ
ジ
ネ

ス
を
展
開
す
る
だ
け
で
な
く

て
、
商
売
繁
盛

を
祈
願
す

る

た
め
に
敷
地

の
中
に

神
社
を
設
け

て
、
お
参

り
を
し

て

い
る
の
で
す
。

一
つ
は
企
業

の
業
績

の
向

上
を
祈

願
す

る
の
が
目
的

で

す
が
、
も
う

一
方

で
は
、
実
は

こ
れ
が
重
要
な

の
で
す
が
安
全

で
す
。
家
内
安
全
も

あ
り
ま
す
が
、
職
場

の
安
全

祈
願
を
す
る
わ
け
で
す
。

　
松
下
電
器
に
は
、
法
衣
を
着
た
司
祭
と
呼

ば
れ
る
総
務
部

の
社
員

の
方

が

い
て
、

祭
祀
を
担
当
し

て
い
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ま
す
。
専
ら
そ
れ
だ
け
を
託
さ
れ
て

い
る
お
坊
さ
ん

で
す
。
京
都

の
醍
醐
寺

の
系
統

の

お
坊
さ
ん
な

の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
り
と

神
仏
習
合

的
な
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
、
け
さ
掛

け
の
衣

で
祝
詞
を
上
げ
て
、
礼
拝

に
は

パ
ン
パ
ン
パ
ン
と
柏

手

を
打
ち
ま
す
。
普
通

は
二
拍

で
す
が
、
醍
醐
寺

の
場
合
は
三
回
で
す
。

三
回
の
柏

手

は
何
を
意
味
す
る

か
と

い
う
と
、

「天
地
人
」
と
解
釈

さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
も
大

祭

で
は
護
摩
を
焚

き

ま
す
。
ち

ょ

っ
と

　
　
し
ゅげ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
　
で

山
岳
修

験

の
に
お

い
も
す

る
よ
う
な
、
仏
教
的
な
儀
式

で
す
が
、
紙
垂

が
し
め
縄

に

つ
け
ら
れ

て
、
坊

さ

ん

の
衣
を
着

て

い
る
人

が
、
護
摩
を
焚

く
、
神
仏
習
合
的
な
様
子
が
う

か
が
え
ま
す

。

そ
し
て
参
列
す
る

従
業
員

の
人
た
ち

が
、

一
人
ひ
と
り
、
健
康

と
か
安
全
を
祈
願
し

て
護
摩
木
を
燃

や
す

わ
け

で
す
。

　

こ
の
儀
式

は
月

一
回
、
例
え
ば
午
後

二
時
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
驚

い
た

の
は
、

予
想

さ
れ

る
参
列
者

の
数
し
か
椅

子
が
用
意

さ
れ
て

い
な

い
こ
と
で
し
た
。
と

い
う

こ
と
は
、
サ
ボ

れ
ば

す
ぐ
わ
か

っ
て
し
ま

う

の
で
す
。

　

な
ぜ
、
そ
う
す

る
か
。
会
社
は
み
ん
な

で
参
加

し
て
す

る
ビ
ジ
ネ

ス
な
の
で
、

一
人
わ
が
ま
ま
を
言

っ

て
は

い
け
な

い
。
月

一
回
の
こ
と
な

の
に
、
遅
れ

て
は
な
ら
な

い
し
、
サ
ボ

っ
て
も

い
け
な

い
。

つ
ま
り
、

会
社

の
規
律

を
引
き
締

め
る
た
め
に
、
こ

の
儀
式

は
有
効

に
機
能
し

て
い
る

の
で
す

。

　

そ

の
後
、
司
祭

の
方

が
お
説
教
を
し
ま
す
。

こ
れ
も
珍
し

い
こ
と

で
す
。

お
坊

さ

ん
が
法
話
を
述
べ
る

の
は
普

通

で
す
が
、
神
主

さ
ん
が
ご
祈
祷

の
後

、
説
法
を
す
る

こ
と
は
あ
ま
り

あ
り

ま
せ
ん
。

そ
う

い
う

意
味

で
も
神

仏
習
合
的
な
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
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何
を
言
う

か
と

い
う
と
、
社
長

は
新
年

に
こ
う

い
う
訓
示
を

の
べ
た
、
そ
れ
は
こ
う

い
う
意
味

で
あ
る

と
語

っ
た
り
、
ほ
か

の
企
業
と
戦
わ
な
け
れ
ば

い
け
な

い
が
、
た
だ
、
そ
れ
を
や
り
過

ぎ

て
は

い
け
な

い
。

敗
者
に
対
す

る
慈
悲

の
心
が
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

お
説
教
を
さ
れ
て
、

い
た
わ
り

の
心
と
か
、
仏

心

の
よ
う

な
こ
と
を
説
く

の
で
す
。

　

言

い
方
を
変
え

る
と
、
業
績

一
点
張
り

で
儲
け
主
義

に
走

ろ
う
と
す
る
会
社

に
、

一
定

の
ブ

レ
ー
キ
を

か
け
る
役
割
を
、
司
祭

の
方

は
果
た
し
て

い
る
。
同
時

に
、
会
社

の
ビ

ジ
ネ

ス
は
、
い
か
に
尊

い
も

の
で
、

社

会

に
貢
献

し

て

い
る
か
と
力

説
し

て
や
ま
な

い
。

単

に
金
儲
け

の
た
め

に
仕
事

を
す

る

の
で
は

な
く

て
、
「
天
地

人
」

を
お
祭
り
し

て
、
そ
の
価
値
を
尊
び
な
が
ら
ビ
ジ
ネ

ス
を
展
開
し
て

い
く

こ
と
を
、
儀
式
、

説
教
を
通

し
て
強
調
す

る
。
そ
う

い
う

こ
と
を
日
本

の
会
社

は
や

っ
て
い
ま
す
。

　

面
白

い
こ
と
に
、
松
下
電
器

の
場
合

は
、
お
祭
り
し

て
い
る
の
が
、
五
色

の
龍
神

で
す
。
青
、
赤
、
白

、

黒
、
黄
色
と

い
う
組

み
合
わ
せ
で
、
す

べ
て
の
工
場
に
龍
神

さ
ん
が
祭
ら
れ

て
い
ま

す
。

　
白

は
本
社
と
電
化
本
部
。
本
社
が
直
接
乗
り
出
し

て
工
場
を

つ
く

っ
た
と

こ
ろ
は
白
龍

が
祭
ら
れ
る
。

赤

は
自
転
車
事
業
部

で
、
そ

の
系
列

の
工
場

に
は
赤

龍
が
祭
ら
れ

る
。
そ
う

い
う

ふ
う

に
、
事
業
本
部

の

シ

ス
テ
ム
と
五
色

の
龍
神

の
色

を
合
わ

せ
る
こ
と

に
よ

つ
て
全
体
と
し

て
統
合

を
図

っ
て

い
く
。
五
行
思

想
に
よ

る
ビ
ジ
ネ

ス
の
統

一
を

、
龍

神

の
色
分

け
し
た
祭
祀

に
よ

っ
て
裏

づ
け

て

い
く
面
白

い
体
制

を

と

つ
て
お
り
ま
す
。
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言
い
換
え
ま
す
と
、
会
社
の
お
祭
り
す
る
神
社
は
政
教
分
離
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
俗
が

一
致
す
る
、

つ
ま
り
俗
な
る
ビ
ジ
ネ

ス
と
聖
な
る
価
値
と
が

一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
会
社
宗
教
と
呼
ん
で
も

い
い

し
、
会
社
教
と
称
し
て
も
い
い
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
祈
願
す
る
の
は
、
会
社
の
繁
栄
で
す
。
か

つ
て
、
日
本
民
俗
学
の
柳
田
國
男
が

「家
永
続
の
願
い
」
と

い
う
こ
と
を
言

い
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、
「会
社
永
続
の
願

い
」
が
、
家
の
宗
教
と
ダ
ブ

る
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
が
会
社
で
す
。

　
地
方
に
よ

っ
て
名
称
は
違
い
ま
す
が
、
家
に
は
屋
敷
神
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
屋
敷
で
お
祭
り
す
る

神
様
で
、
そ
の
祭
祀
を
疎
か
に
す
る
と
家
運
が
傾
く
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
、
屋
敷
神
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
伝
統
を
ひ
い
て
、
現
代
的
な
工
場
で
も
神
様
を
お
祭
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
、
社
員

一
丸
と
な

つ
て
会
社

の
た
め
に
尽
く
し
、
そ
れ
を
尊
ぶ
と
い
う
価
値
観
が
見
ら
れ
ま

す
。
会
社
が
ま
す
ま
す
繁
栄
す
る
こ
と
は
事
業

の
継
続
が
前
提
と
な

っ
て
い
ま
す
。
経
営
学
で
言
う
と
こ

ろ
の
ゴ
ー
イ
ン
グ

コ
ン
サ
ー
ン
で
す
。
最
近
で
は
企
業
の
社
会
的
責
任
と

い
う
こ
と
も
う
る
さ
く
言
わ
れ

ま
す
。
そ
う

い
う
も
の
と

一
脈
通
ず
る
も
の
が
会
社
宗
教
に
は
あ
る
の
で
す
。
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企
業
の
お
墓
と
供
養

　
日
本

の
会
社
は
神
様
を
お
祭
り
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
仏
様
も
ち
ゃ
ん
と
供
養
を
し
て
い
ま
す
。
亡

く
な

っ
た
従
業
員

の
鎮
魂
の
た
め
に
お
墓
を
設
け
て
い
る
の
で
す
。

　
比
叡
山
の
大
霊
園
に
は
佐
川
急
便
グ
ル
ー
プ
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
方

の

一
段
と
高
い
と
こ

ろ
に
は
佐
川

一
族
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
佐
川
家
の
家
墓
が
置
か
れ
て
い
て
、
会
社
を
見
守

っ

て
い
る
と
い
う
構
図
で
す
。

　
比
叡
山
に
は
二
五
ぐ
ら

い
会
社
の
供
養
塔
が
あ

っ
て
、
物
故
従
業
員
の
慰
霊
を
し
て
い
ま
す
。

　
高
野
山
の
場
合
に
は
、
も

つ
と
た
く
さ
ん
、

=

○
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
高
野
山
の
奥

の
院
に
は
大
名
の

供
養
塔
が
林
立
し
て
お
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
二
五
〇
ほ
ど
の
藩
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
半
分
近
く

の
藩
が
大
名
の
供
養
塔
を
建
て
て
い
ま
す
。
武
家
の
供
養
塔
は
五
輪
塔
の
形
を
し
て
い
ま
す
。
庶
民
は
方

型
無
蓋
と
い
っ
て
、
屋
根

の
な

い
四
角

い
形
の
お
墓
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
野
山
に
は
大
名
供

養
塔
が
林
立
す
る
中
に
、
現
在
は
、
会
社

の
物
故
従
業
員
の
供
養
塔
と
と
も
に
、
創
業
者
の
お
墓
が
あ
り

ま
す
。

　
な
か
に
は
、
会
社
墓
の
周
り
を
か
つ
て
の
重
役
の
お
墓
が
固
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
分
骨
と

い
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う
形
は
と
り
ま
す
が
、
亡
く
な

っ
て
か
ら
も
、
家
族
の
墓
と
は
別
に
高
野
山
に
墓
を
求
め
て
会
社
の
行
く

末
を
見
守

っ
て
い
る
の
で
す
。
大
名
供
養
塔
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
伊
達
政
宗
の
供
養
塔
に

は
、
亡
く
な

っ
た
と
き
お
供
し
て
殉
死
し
た
十
何
名
か
の
供
養
塔
が
並
ん
で
い
ま
す
。
主
君
の
た
め
に
殉

死
す
る
の
と
非
常
に
似
た
構
造
が
、
現
代
の
お
墓
に
も
見
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
う

い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と

い
う
か
、
考
え
方
は
非
常
に
根

の
深

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
明
治
か
ら
株
式
会
社
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
時
代
に
あ

っ
て
、
軍
事
を
な

り
わ
い
と
す
る
武
家
は
、
藩
主
を
中
心
と
し
た
家
臣
団
と
し
て
永
続
繁
栄
を
願

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う

い

う
伝
統
が
明
治
以
降
の
株
式
会
社
に
も
、
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
ま
す
。

　
侍
の
多
く
は
官
僚
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
然
の
流
れ
で
す
。
江
戸
時
代
は
二
五
〇
年
、
ほ
と
ん
ど

戦
争
ら
し

い
戦
争
が
な
か

っ
た
の
で
、
武
士
は
軍
人
よ
り
官
僚
と
し
て
の
手
腕
を
発
揮
し
た
わ
け
で
す
。

　
と
同
時
に
、
明
治
に
な
る
と
実
業
の
世
界
、
会
社
経
営
で
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
藩
経
営

と

い
っ
た
モ
デ
ル
が
明
治
に
も
引
き
継
が
れ
て
、
特
に
、
大
企
業
の
経
営
形
態
は
、
江
戸
時
代
の
藩
経
営

に
見
習
う
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
に
な

っ
て
、
む
し
ろ
武
家
の
倫
理
と
か
道
徳
と
か
、
し
き
た
り
が
広
く
国
民
に
浸
透
し
て
い
く
、

そ
う

い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
ま
す
。
『武
士
道
』
と
い
う
著
作
が
著
さ
れ
た
の
も
、
明
治
に
な

っ
て
か

ら
で
す
。
鯉
の
ぼ
り
の
よ
う
な
、
武
家

の
長
子

の
誕
生
を
こ
と
ほ
ぐ
行
事
が
庶
民
の
間
で
も
盛
ん
に
な

っ
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て
い
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　
サ
ム
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
明
治
に
な

っ
て
起
こ
っ
た
。
侍
は
い
な
く
な
つ
た
が
、
侍
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
広

く
国
民
の
間
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
う

い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
ど

っ
こ
い
武
士
は
無

駄
に
は
死
な
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
高
野
山

の
企
業
の
供
養
塔
や
お
墓
を
、
「
む
か
し
大
名
、

い
ま
会
社
」
と
表
現
し
ま
し
た
が
、
大
名
に

た

い
す
る
供
養
が
、
現
在

の
会
社
供
養
塔
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
面
白

い
こ
と
に
、
社
会
現
象
と
し
て
、

日
本
が

い
わ
ゆ
る
終
身
雇
用
制
を
築
き
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、
会
社
供
養
塔
が
建
ち
始
め
て
い
ま
す
。
松
下

電
器
は
そ
の
先
鞭
を
つ
け
ま
し
た
。
昭
和

=
二
年
、
す
な
わ
ち

一
九
三
八
年
に
、
松
下
電
器
の
供
養
塔
が

松
下
幸
之
助
さ
ん
の
意
向
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
後
に
な
り
、
終
身
雇
用
制
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
創
立
何
十
周
年
と
い
う
記
念
行
事
の

一
環
と
し

て
、
供
養
塔
が
次
々
と
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　
高
野
山
で
、
会
社
の
供
養
塔
が
伸
び
た
の
で
、
そ
れ
に
な
ら

っ
て
比
叡
山
で
も
大
霊
園
に
供
養
塔
の
誘

致
を
図
り
ま
し
た
。
比
叡
山
の
ほ
う
が
時
期
的
に
は
お
く
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
九
九
〇
年

代
以
降
、
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
て
会
社
が
リ
ス
ト
ラ
を
始
め
ま
す
と
、
会
社
供
養
塔
を
建
て
る
と

い
う
機
運

も
下
火
に
な
り
ま
し
た
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
ま
す
と
、
社
縁
の
施
設
に
は
神
の
サ
イ
ド
と
仏
の
サ
イ
ド
が
あ
り
、
日
本



の
場
合
に
は
神
と
仏
を
区
別
し
て
使

い
分
け
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
神
仏
習
合
の
よ
う
に

一
緒
に
融

合
し
て
い
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

　
神
社

の
ほ
う
で
は
、
操
業
の
安
全
と
商
売
の
繁
盛
を
祈
願
し
ま
す
。
他
方
、
お
墓
の
ほ
う
は
、
物
故
従

業
員
の
慰
霊
法
要
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
、
先
達

の
御
霊
を
鎮
魂
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
会

社
の
繁
栄
と
あ
わ
せ
て
会
社
永
続
の
願
い
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
違
い
が
指
摘

で
き
る
と
思

い
ま
す
。

入
社
式
と
社
葬
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会
社
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
通
過
儀
礼
と
言

つ
て
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
、

最
初
は
入
社
式
、
つ
ま
り

一
種
の
イ

ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

一
斉
に
四
月
に
入
社
式
を
行
う
と
い
う

の

は
、
日
本
で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
世
界
的
に
見
る
と
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。

　
他
方
、
会
社
の
V
I
P
に
対
し
て
は
最
後
に
社
葬
と

い
う
儀
式
が
待

っ
て
い
ま
す
。
会
社
の
創
業
者

の

場
合
も
こ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。
儀
式
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
遺
骨
の
受
け
渡
し
で
す
。
そ
れ
は
喪
主
か
ら
葬
儀

委
員
長
に
渡
さ
れ
ま
す
。

一
時
的
に
、
遺
族
が
遺
骨
を
会
社
に
あ
ず
け
る
と

い
う
格
好
を
と
り
ま
す
。
こ

れ
が
社
葬

の
特
徴
で
、
会
社
が
遺
骨
を
預
か
り
、
会
社
の
名
の
も
と
に
、
会
社
の
経
費
で
告
別
の
儀
式
を
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行

い
ま
す
。

　
会
社
が

一
定

の
準
備
期

間
を
経
た
後

、
密
葬
と

は
別

に
も
う

一
回
お
葬
式
を
す
る

社
葬
と

い
う
儀
式
、

こ
れ
ま
た
世
界
に
類
ま

れ
な
珍
し

い
習
俗
で
す
。

つ
ま
り
、
社
長
さ
ん
は
、
最
初
は

近
親
者
、
親
族

の
た

め

に
死
ぬ
。

そ
し

て
、
も
う

一
回
、
会
社

の
た

め
に
死
な
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。

「社

長
は

二
度

死
ぬ
」

と

い
う

の
が

テ
ー
ゼ
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し

て
も
、

入
社
式
と
社
葬
と

い
う
対
照
的
な
儀
式

が
会
社

に
は
あ
り
ま

す
。

一
方

は
非
常

に

平
等

で
、

一
斉

に

ス
タ
ー
ト
す

る
と

い
う

原
理
が
作
動
す
る

の
に
対
し
て
、
も
う

一
方
は
、
会
社

の
ト

ッ

プ

に
上
り
詰
め
た
人
で
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ
な

い
、
極
め

て
不
平
等

な
原
理

が
働

い

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
あ
お

　

み
ん
な

一
斉

に
入
社

し
た
と
き

に
は
、
こ
れ
か
ら
頑
張
り
な
さ

い
と
励
ま

し
ま
す

。
そ
れ
が
、
煽

る
文

化

で
あ
る

の
に
対
し
て
、
社
葬
は
、
ト

ッ
プ
に
君
臨
し

て

い
た
け
れ
ど
、
今
後
は
会

社

の
こ
と
に
は
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
しず

わ
ら
な
く

て
、
遠
く

で
見
守

っ
て

い
て
ほ
し

い
、
と

い
う

鎮
め
る
文

化
。

そ
う

い
う

コ
ン
ト

ラ
ス
ト
を

み

る

こ
と
も

で
き
る
か
と
思

い
ま
す
。

松
下
と

ソ
ニ
ー

の
社
葬

松
下
幸
之
助
さ
ん
の
社
葬
と
、
ソ
ニ
ー
の
盛
田
昭
夫
さ
ん
の
社
葬
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
両
社
は
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同
じ
家
電
業
界
で
覇
を
競

い
合
う
代
表
的
な
メ
ー
カ
ー
で
す
。
社
風
は
本
当
に
対
照
的
で
、
そ
れ
は
社
葬

か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
松
下
幸
之
助
さ
ん
の
社
葬
に
は
二
万
人
ぐ
ら
い
集
ま
り
ま
し
た
。
社
縁
の
関
係
者
以
外
に
も
、
多
数
の

方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
場
所
は
松
下
電
器
の
体
育
館
で
し
た
。
弔
辞
は
当
時
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
か
、
竹
下
首
相
の
弔
辞

の
代
読
と
か
、
関
西
の
財
界
の
会
長
と
い
う
ふ
う
な
方
が
な
さ
い
ま
し

た
。
労
働
組
合
の
委
員
長
も
弔
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

い
か
に
も

一
族

一
家
を
率

い
る
家
父
長
に
対
す
る
最

後
の
告
別
の
儀
式
と
い
う
色
彩
が
非
常
に
強
か

つ
た
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ニ
ー
の
創
業
者
の

一
人
で
あ
る
盛
田
昭
夫
さ
ん
は
、
国
際
人
と
し
て
も
活
躍
さ
れ

た
方
で
す
。
こ
ち
ら
は
本
当
に
手
づ
く
り
の
社
葬
で
、
会
場
は
ホ
テ
ル
で
し
た
。
そ
し
て
音
楽
葬
で
す
。

タ
ク
ト
を
振

っ
た
の
は
大
賀
典
雄
会
長
で
す
。
東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
率

い
て
、
葬
送
行
進
曲
を
奏

で
ま
し
た
。
ま
た
、
弔
辞
も
関
連
企
業

の
代
表
者

で
は
な
く
て
、
友
人
代
表
と
い
う
こ
と
で
、
大
阪
大
学

の
同
級
生

の
方
と
、
経
済
同
友
会
の
親
し

い
友
人
で
あ

つ
た
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
の
小
林
陽
太
郎
会
長
と
、

そ
れ
か
ら
も
う

一
人
は
ア
メ
リ
カ
大
使
で
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
大
使
の
フ
ォ
ー
リ
ー
さ
ん
は
、
ア
ド
リ
ブ
で
弔
辞
を
述
べ
、
通
訳
泣
か
せ
だ

っ
た
よ
う
で
す

が
、
本
当
に
感
動
的
で
し
た
。
「
日
本
で
天
皇
陛
下
を
除

い
て

一
番
国
際
的
に
知
ら
れ
て
い
る
人
」
と

い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

っ
て
、
最
初
は

「
ミ
ス
タ
ー

・
モ
リ
タ
」
と
言

っ
て
い
た
の
が
だ
ん
だ
ん
と
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名
前

が
変
わ

つ
て

「
モ
リ
タ
サ

ン
」
と
呼
び

か
け
る
よ
う

に
な
り
、
最
後
は

「
ア
キ

オ
」
と
言

っ
て

い
ま

し
た
。

　

こ
ん
な
ふ
う

に
、

一
方

で
は
家
父
長
、
他
方

で
は
友
達
と

い
う

よ
う

な
違

い
が
み

ら
れ
ま
す
。

ソ
ニ
ー

は
普
段

で
も
、

み
ん
な

「
さ

ん
」

づ
け
で
す
。
社
長

で
も
会

長

で
も
、
「盛

田
さ
ん

」
と
、

そ
う

い
う
社

風
が
社
葬

に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

神
仏
の
区
別

　
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
と
、
日
本

の
宗
教
は
、
神
と
仏
を
そ
れ
ぞ
れ
お
祭
り
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

醍
醐
派
の
よ
う
に
神
仏
習
合
と

い
う
形
態
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
明
治
以
降
は
神
と
仏
を
分
離

し
て
き
ま
し
た
。
会
社
の
宗
教
も
神
を
中
心
と
し
た
祭
祀
と
、
仏
が
主
役
に
な
る
祭
祀
と
が
あ

つ
て
、
両

方
を
使
い
分
け
て
き
ま
し
た
。

　
神
と
仏
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と

い
う
も
の
は
、
企
業
博
物
館
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
企
業
博
物
館
と
い

う
の
は
、
会
社
の
神
聖
な
至
上
価
値
を
人
々
に
知
ら
し
め
る
装
置
と
考
え
る
と
、
こ
れ
は
神
社
や
お
寺
と

同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
企
業
博
物
館
に
、
会
社
の
最
高

の
製
品
と
か
、
創
業
者

の
遺
品
と
か
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
会
社
の
神
殿
、
宝
物
庫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見



る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
も
神
と
仏
は
分
業
を
し
い
て
い
て
、
現
在

の
ビ
ジ
ネ
ス
の
繁
栄
を
願
う
よ
う
な
展
示
と
同
時

に
、
も
う

一
方
で
は
、
創
業
者
を
顕
彰
し
た
り
、
こ
れ
ま
で
ヒ
ッ
ト
し
た
製
品
を
並
べ
て
み
た
り
と

い
う
、

過
去
の
活
動
を
鎮
魂
す
る
よ
う
な
機
能
を
担

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
企
業
博
物
館

の
中
に
も
、
神
と
仏

の
機
能
に
似
た
区
別
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
急
速
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代

の
企
業
に
お
い
て
も
、
文
化
的
な
伝
統
に
少
し
探
り
を
入
れ
て
み
ま

す
と
、
神
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
も
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。
日
本
の
会
社
に
は
そ
う

い

う
宗
教
的
な
側
面
が
あ
り
、
陰
に
陽
に
会
社
経
営
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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