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前
回
ま
で
の
あ
ら
す
じ

☆
☆
☆ 
二
〇
一
五
年
五
月
、
ま
ほ
ろ

ば
の
宮
下
社
長
と
母
方
の
先
祖
が
同
じ

福
島
県
・
会
津
若
松
で
あ
る
事
が
分
か

り
ル
ー
ツ
探
し
の
お
手
伝
い
を
す
る
事

に
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
七
月
、
福
島
県
二
本
松
市
で
講
演
会

を
す
る
と
い
う
奥
様
の
日
程
に
合
わ
せ

て
、
会
津
を
ご
案
内
す
る
事
に
な
り
、

ま
ず
初
日
は
倉
田
本
家
の
跡
地
に
あ
る

イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
・
ル
ー
チ
ェ

へ
と
ご
案
内
し
ま
し
た
。
☆
☆
☆

ネ
ッ
ト
で
ル
ー
ツ
探
し

　

夕
食
後
、
ル
ー
チ
ェ
か
ら
歩
い
て
数

分
の
ホ
テ
ル
に
戻
る
と
、
ロ
ビ
ー
の
ソ

フ
ァ
ー
に
座
り
、
宮
下
社
長
に
資
料
を

渡
し
て
翌
日
の
行
程
を
ご
説
明
し
ま
し

た
。　

　

昼
間
に
会
津
図
書
館
で
コ
ピ
ー
し
た

古
い
手
書
き
の
住
宅
地
図
は
番
地
の
判

別
が
大
変
で
し
た
が
、
何
と
か
戸
籍
の

住
所
を
見
つ
け
る
事
が
で
き
て
い
ま
し

た
。　
　
　
　
　

　

明
日
は
明
治
期
の
ご
先
祖
様
の
住
居

跡
を
数
か
所
ま
わ
り
、
倉
田
家
の
墓
所

が
あ
る
お
寺
二
か
所
に
行
く
予
定
で
あ

る
事
を
ご
説
明
す
る
と
、宮
下
社
長
は
、

　
「
え
～
！
在
所
ま
で
分
か
っ
た
の
で

す
か
？　

た
だ
た
だ
会
津
の
町
並
み
を

見
て
歩
く
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
へ
～
、
す
ご
い
、
こ
ん
な
事
、
思

い
も
付
か
な
か
っ
た
で
す
ね
。」
と
驚

か
れ
ま
し
た
。

　
「
い
え
い
え
、
私
も
以
前
、
ル
ー
ツ

探
し
の
先
輩
達
か
ら
、
こ
う
い
う
方
法

を
色
々
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す

よ
。
そ
う
い
う
宮
下
社
長
こ
そ
、
父
方

の
ル
ー
ツ
探
し
は
か
な
り
実
行
さ
れ
て

い
た
で
は
な
い
で
す
か
（
笑
）」

　
「
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
明
見
村
の
宮

下
家
は
戸
籍
の
住
所
が
変
わ
ら
ず
、

ず
っ
と
住
ん
で
い
て
く
れ
て
、
見
つ

か
っ
た
か
ら
…
…
。」　　

　

明
治
・
大
正
期
の
住
宅
地
図
を
眺
め

な
が
ら
し
き
り
と
び
っ
く
り
さ
れ
て
い

る
宮
下
社
長
を
見
て
、
私
は
十
年
前
の

自
分
を
思
い
出
し
、
不
思
議
で
懐
か
し

い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

十
年
前
の
十
月
八
日
、
初
め
て
会
津

若
松
を
訪
れ
、
予
想
以
上
に
悲
惨
だ
っ

た
会
津
藩
そ
し
て
斗
南
藩
の
歴
史
を

知
っ
た
私
は
、
先
祖
の
事
を
調
べ
て
み

よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
り

の
新
幹
線
の
中
で
母
か
ら
分
か
る
限
り

の
先
祖
の
名
前
を
聞
い
て
メ
モ
を
し
、

深
夜
に
自
宅
に
帰
り
着
く
と
、
す
ぐ
に

パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
先
祖
の
名
前
を
入

力
し
て
み
ま
し
た
。
特
に
名
の
あ
る
藩

士
で
は
な
い
の
で
ほ
と
ん
ど
ダ
メ
元
の

つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
何
と
数
名

の
先
祖
の
名
前
が
ヒ
ッ
ト
し
た
の
で

す
。
こ
れ
に
は
本
当
に
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。　
　
　
　

　

そ
の
Ｈ
Ｐ
は
会
津
藩
の
歴
史
を
紹
介

し
て
い
て
、
会
津
や
斗
南
の
郷
土
資
料

を
次
々
と
デ
ー
タ
ー
化
し
て
ネ
ッ
ト
上

に
Ｕ
Ｐ
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ

こ
に
載
っ
て
い
た
、「
斗
南
藩
士
人
名

録
」
に
、
二
十
年
前
に
父
か
ら
聞
か
さ

れ
た
、「
戊
辰
戦
争
に
負
け
た
時
ま
だ

十
歳
だ
っ
た
け
れ
ど
、
腰
に
刀
を
差
し

て
青
森
ま
で
歩
い
て
落
ち
延
び
て
行
っ

た
」
と
い
う
、
先
祖
の
名
前
等
が
載
っ

て
い
た
の
で
す
。　
　
　

　

毎
日
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
て
は
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
過
去
帳
の
中
の
戒

名
で
し
か
な
か
っ
た
ご
先
祖
様
達
が
、

倉田本家

佐仲宅
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に
わ
か
に
血
の
通
っ
た
人
間
と
し
て
立

ち
現
れ
た
よ
う
な
瞬
間
で
し
た
。

　

そ
し
て
そ
の
Ｈ
Ｐ
で
は
会
津
藩
士
の

子
孫
達
が
集
っ
て
い
る
掲
示
板
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
だ
当
時
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
や
ミ
ク
シ
ィ
等
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
今
ほ
ど

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ネ
ッ
ト

に
書
き
込
み
な
ど
し
た
事
が
な
か
っ
た

私
は
数
日
迷
い
ま
し
た
が
、
思
い
切
っ

て
掲
示
板
に
投
稿
し
て
み
ま
し
た
。
す

る
と
Ｈ
Ｐ
の
管
理
人
さ
ん
を
初
め
、
沢

山
の
方
が
樋
口
家
や
先
祖
の
情
報
を
寄

せ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　

宮
下
社
長
の
ご
先
祖
様
は
、
戦
国
時

代
末
期
に
蒲
生
氏
郷
に
付
い
て
近
江
か

ら
会
津
に
来
た
近
江
商
人
の
家
系
で
す

が
、
私
の
先
祖
の
樋
口
家
は
江
戸
時
代

に
信
濃
の
高
遠
藩
主
だ
っ
た
保
科
正
之

公
に
付
い
て
長
野
か
ら
会
津
や
っ
て
来

た
家
系
で
あ
る
事
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
樋
口
家
の
始
祖
は
、
樋
口
次

郎
兼
光
と
い
っ
て
、
木
曽
義
仲
の
四
天

王
の
一
人
で
あ
っ
た
事
な
ど
が
、
ほ
ん

の
十
日
足
ら
ず
の
う
ち
に
分
か
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
っ

て
や
は
り
す
ご
い
ツ
ー
ル
で
す
ね
。
使

い
方
を
間
違
わ
な
け
れ
ば
、
昔
な
ら
何

年
も
か
け
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
が
ほ
ん
の
数
日
で
分
か
っ
て
し
ま
う

の
で
す
か
ら
・
・
・
。

 　

ち
な
み
に
樋
口
次
郎
兼
光
は
、
木

曽
義
仲
の
愛
妾
「
巴
御
前
」
の
兄
で
あ

り
、
有
名
な
後
裔
と
し
て
は
上
杉
景
勝

に
仕
え
た
直
江
兼
続
が
い
ま
す
。

　

直
江
兼
続
は
永
禄
三
年
、
越
後
に
て

樋
口
惣
右
衛
門
兼
豊
の
長
男
と
し
て
生

ま
れ
ま
し
た
が
、
後
に
上
杉
家
の
重
臣

で
あ
る
直
江
家
に
婿
養
子
に
い
き
直
江

姓
と
な
り
ま
し
た
。
親
子
と
も
名
前
に

「
兼
」
が
付
い
て
い
る
の
は
始
祖
で
あ

る
樋
口
次
郎
兼
光
か
ら
一
字
を
頂
い
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
木
曽
義
仲
に
は
漫
画
家
・
手
塚

治
虫
の
ご
先
祖
様
で
あ
る
手
塚
光
盛
も

一
緒
に
仕
え
て
い
た
そ
う
で
、「
ジ
ャ

ン
グ
ル
大
帝
」
や
「
リ
ボ
ン
の
騎
士
」

を
見
て
育
っ
た
私
に
は
嬉
し
い
情
報
で

し
た
。

　

そ
ん
な
情
報
が
一
気
に
集
ま
り
、
藩

士
の
子
孫
等
で
作
ら
れ
た
会
津
会
・
斗

南
会
津
会
を
初
め
、
全
国
各
地
に
様
々

な
会
津
関
係
の
会
が
あ
る
事
等
も
知
り

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
出
会
っ
た
ル
ー
ツ

探
し
の
先
輩
達
か
ら
、
会
津

図
書
館
に
あ
る
郷
土
資
料
の

種
類
や
探
し
方
、
古
地
図
を

使
っ
た
町
歩
き
の
方
法
な
ど

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で

し
た
。
古
い
文
献
類
は
戊
辰
戦
争
の
戦

火
で
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
し
た
し
、
こ
ん
な
世
界
（
郷
土

史
研
究
）
が
あ
る
な
ん
て
私
に
は
驚
き

の
連
続
で
し
た
。
早
々
に
ル
ー
ツ
探
し

の
先
輩
達
と
巡
り
合
え
た
の
は
本
当
に

幸
運
な
こ
と
で
し
た
。

　

最
近
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
て
い
る

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
や
「
ブ

ラ
タ
モ
リ
」
の
先
駆
け
の
よ
う
な
感
じ

で
す
（
笑
）。

樋口次郎 兼光

保科正之

直江兼続

 巴御前
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五
代
前
の
ご
先
祖
・
倉
田
佐

仲
さ
ん

　

さ
て
翌
朝
ホ
テ
ル
を
出
発
す
る
と
、

ま
ず
は
戸
籍
に
載
っ
て
い
る
宮
下
社
長

の
一
番
古
い
ご
先
祖
様
（
五
代
前
）
の

蔵
田
佐
仲
さ
ん
の
住
所
に
行
き
ま
し

た
。
場
所
は
レ
ス
ト
ラ
ン
ル
ー
チ
ェ
の

す
ぐ
そ
ば
の
北
小
路
通
り
、
田
中
稲
荷

の
数
件
先
で
す
。
古
絵
地
図
に
も
こ
の

田
中
稲
荷
は
ち
ゃ
ん
と
載
っ
て
い
て
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
日
は
こ
の
田
中
稲
荷
の

祭
礼
と
し
て
、
ほ
お
ず
き
市
が
開
か
れ

る
よ
う
で
す
。
前
回
ご
紹
介
し
た
十
日

市
で
は
、
こ
の
田
中
稲
荷
で
初
穂
を
い

た
だ
く
事
も
民
衆
の
大
切
な
新
年
行
事

の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
由
緒
あ
る
田
中
稲
荷
、
こ
ん

な
ご
近
所
で
す
し
、
絶
対
ご
先
祖
様
達

も
参
拝
し
て
い
る
は
ず
と
、
宮
下
社
長

は
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

戸
籍
に
よ
る
と
蔵
田
佐
仲
さ
ん
は
明

治
初
期
に
い
っ
た
ん
米
沢
に
移
住
す
る

の
で
す
が
、
か
な
り
の
高
齢
に
な
っ
て

か
ら
家
族
と
一
緒
に
会
津
若
松
に
戻
っ

て
来
て
い
ま
す
。

　

戊
辰
戦
争
の
敗
戦
後
、
藩
士
の
多
く

は
青
森
に
再
興
が
許
さ
れ
た
斗
南
藩
に

移
住
し
ま
す
が
、
三
〇
万
石
か
ら
三
万

石
へ
の
極
端
な
減
俸
だ
っ
た
為
、
藩
は

と
て
も
商
人
や
農
民
ま
で
連
れ
て
い
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
斗
南
に

移
住
し
た
藩
士
も
最
初
の
冬
で
、
多
く

の
人
が
飢
え
と
寒
さ
で

亡
く
な
っ
て
い
く
の
で

す
が
、
敗
戦
後
の
会
津

に
残
さ
れ
た
商
人
達
、

特
に
会
津
藩
の
お
抱
え

商
人
だ
っ
た
検
断
（
庄

屋
）
一
族
達
に
と
っ
て

も
厳
し
い
状
況
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　
「
八
重
の
桜
」
の
山

本
八
重
さ
ん
一
家
は
会

津
に
残
っ
た
少
数
派
の
藩
士
一
家
で
す

が
、
後
に
兄
の
山
本
覚
馬
が
京
都
で
生

き
て
い
る
と
分
か
る
ま
で
、
知
人
を

頼
っ
て
出
稼
ぎ
の
た
め
、
一
時
米
沢
に

住
ん
で
い
ま
す
。

　

今
と
な
っ
て
は
推
測
の
域
を
出
ま
せ

ん
が
、
蔵
田
佐
仲
さ
ん
も
仕
事
を
求
め

て
米
沢
に
移
住
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
や
は
り
晩
年
は
生

ま
れ
育
っ
た
故
郷
で
暮
ら
し
た
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
、
長
男
の
喜
右
衛
門
さ
ん

は
米
沢
で
お
嫁
さ
ん
も
貰
っ
て
い
ま
す

が
、
蔵
田
佐
仲
さ
ん
は
長
男
一
家
も
引

き
連
れ
て
会
津
に
戻
っ
て
き
て
い
ま

す
。
大
町
札
の
辻

の
す
ぐ
そ
ば
に
住

居
を
求
め
た
の
も

偶
然
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

赤い幟の立っている場所が田中稲荷です。絵図
の下、 「北小路町」と書かれている あたりが蔵田

（倉田）佐仲さん宅でした
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蒲
生
氏
郷
の
町
造
り

　

現
在
の
会
津
若
松
（
旧
）
市
街
地
の

原
型
は
戦
国
武
将
の
蒲
生
氏
郷
が
築
き

ま
し
た
。

　

時
は
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
年
）、

豊
臣
秀
吉
は
天
下
を
統
一
し
た
も
の
の

伊
達
正
宗
を
始
め
と
す
る
旧
勢
力
は
ま

だ
ま
だ
油
断
が
な
ら
ず
、
奥
羽
は
秀
吉

の
直
接
力
の
及
ぶ
地
方
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
兵
農
分
離
・
刀
狩
り
・
検
地
な

ど
も
こ
れ
か
ら
で
し
た
。
秀
吉
は
そ
ん

な
奥
羽
鎮
護
の
要
と
し
て
誰
を
こ
の
地

に
据
え
よ
う
か
思
案
し
た
末
、
優
秀
な

武
将
で
あ
る
蒲
生
氏
郷
を
会
津
に
据
え

る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

秀
吉
の
杞
憂
の
通
り
、
氏
郷
は
伊
達

正
宗
を
抑
え
る
の
に
散
々
苦
労
し
ま
す

が
、
よ
う
や
く
奥
羽
の
仕
置
き
を
す
ま

せ
る
と
、
早
速
お
城
と
城
下
町
の
本
格

的
な
整
備
に
着
手
し
ま
す
。ま
ず
は「
黒

川
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
名
を
「
若
松
」

と
変
名
し
ま
し
た
。　

　

氏
郷
は
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
年
）

滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
日
野
町
に
は
蒲
生
家
代
々
の
氏
神

で
あ
る
馬
見
岡
綿
向
神
社
が
あ
り
、
そ

の
参
道
の
両
脇
に
は
か
つ
て
松
の
木
が

沢
山
生
い
茂
っ
て
い
た
そ
う
で
「
若
松

の
森
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
幼
い

氏
郷
も
き
っ
と
こ
の
松
の
森
で
遊
ん
だ

こ
と
で
し
ょ
う
、
そ
の
若
松
の
森
に
ち

な
ん
で
、
黒
川
の
地
名
を
「
若
松
」
に

変
更
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

氏
郷
は
「
と
か
く
我
に
は
松
の
字
吉

相
な
り
」
と
言
い
、
会
津
の
前
任
地
で

あ
る
三
重
の
松
坂
城
を
築
城
し
た
と
き

も
、
お
城
に
「
松
」
の
字
を
使
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
蒲
生
家
の
家
紋
は
当
時
、
鶴
を

使
っ
た
「
立
鶴
紋
」「
舞
鶴
紋
」
だ
っ

た
の
で
、
氏
郷
の
幼
名
も
鶴
千
代
と
言

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
黒
川
城
と
呼
ば
れ

て
い
た
お
城
の
名
前
を
「
鶴
ヶ
城
」
と

し
ま
し
た
。

　

今
に
伝
わ
る「
会
津
若
松
」に「
鶴
ヶ

城
」
の
名
称
は
ま
さ
に
こ
の
時
に
蒲
生

氏
郷
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で

す
。

　

氏
郷
は
鶴
ヶ
城
を
整
備
し
つ
つ
、
お

城
の
周
り
に
武
家
屋
敷
を
配
置
し
、
そ

の
周
囲
に
外
堀
を
巡
ら
し
ま
す
。
こ
の

堀
の
内
は
侍
の
住
む
町
と
し
て
郭
内
と

呼
ば
れ
一
六
の
郭
門
で
外
部
と
隔
て
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
堀
の
外
側
に
は
郭

外
（
町
方
）
と
呼
ば
れ
る
商
人
や
職
人

の
町
を
配
置
し
た
の
で
す
。

　　

甲
賀
町
口
郭
門
か
ら
北
側
に
は
一
直

線
に
日
野
町
（
後
の
甲
賀
町
）
が
割
り

出
さ
れ
、
氏
郷
が
故
郷
日
野
町
か
ら
連

れ
て
き
た
日
野
商
人
達
は
こ
の
通
り
に

面
し
て
屋
敷
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
氏
郷
の
城
下
町
の
大
整
備
に
大

き
な
功
労
が
あ
っ
た
と
し
て
、
宮
下
社

長
の
遠
祖
で
あ
る
倉
田
新
右
衛
門
為
実

は
大
町
札
の
辻
に
大
き
な
屋
敷
を
与
え

蒲生 氏郷

江戸期の甲賀口郭門（大手門）

若松の森
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ら
れ
、
町
検
断
と
な
り
、
通
り
向
い
の

簗
田
家
検
断
と
共
に
町
方
の
中
心
を
な

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
日
野
町
は
後
に「
火
の
町
」

に
通
じ
火
災
の
心
配
が
あ
る
と
い
う
理

由
で
甲
賀
町
と
改
名
さ
れ
ま
す
。
近
江

の
日
野
町
と
甲
賀
町
は
ご
く
近
い
隣
町

な
の
で
、
日
野
町
と
甲
賀
町
は
出
身
者

も
混
在
し
て
い
た
た
め
、
住
民
も
す
ん

な
り
改
名
を
了
承
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
倉
田
家
は
こ
の
近
江
国
甲

賀
郡
水
口
が
本
貫
の
地
と
な
り
ま
す
。

　
初
代
・
倉
田
為
実
が
会
津
に

来
た
訳

　

一
般
的
に
倉
田
家
は
蒲
生
氏
郷
の
移

封
に
付
い
て
会
津
に
来
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
厳
密
に
言
う
と
（
倉
田
氏

家
譜
に
よ
る
と
）、
倉
田
新
右
衛
門
為

実
は
蒲
生
氏
が
会
津
に
来
る
二
八
年
も

前
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
年
）
に
会

津
に
移
り
住
ん
で
い
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
の
で
氏
郷
が
こ
の
地
に
移
封

し
て
き
た
時
は
、
為
実
は
既
に
会
津
に

あ
る
程
度
の
経
済
的
地
盤
が
で
き
て
お

り
、
氏
郷
の
城
下
町
大
整
備
に
功
労
す

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

　

そ
も
そ
も
ど
う
し
て
為
実
が
会
津
に

移
住
し
て
き
た
か
、
こ
の
経
緯
を
直
接

語
る
資
料
は
な
く
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
「
倉

田
氏
家
譜
（
五
〇
頁
）」
は
述
べ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
「
倉
田
氏
家
譜
」
に
は
、
興

味
深
い
下
記
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

　

倉
田
新
右
衛
門
為
実
は
、
天
文
一
四

年
（
一
五
四
五
年
）
近
江
国
甲
賀
郡
に

生
ま
れ
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
年
）

一
八
歳
の
と
き
、
兄
与
左
衛
門
と
と
も

に
奥
州
岩
城
国
黒
川
（
現
、
若
松
）
に

巡
業
し
来
り
、
柳や
な
い
づ
こ
く
ぞ
う
そ
ん

津
虚
空
尊
・
圓え
ん
ぞ
う
じ

蔵
寺

に
祈
願
し
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
「
吾
、
こ
の
国
に
住
し
て

子
孫
永
続
の
幸
あ
れ
ば
、
奉
謝
の
供
養

を
つ
と
め
る
」
と
誓
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
塔
寺
村
か
ら
百
夜
の
丑
の
刻
（
午

前
二
時
）
参
り
を
行
い
、
満
願
の
夜
に

奇
特
を
蒙
っ
た
こ
と
を
感
じ
会
津
に
定

住
す
る
こ
と
に
決
心
し
た
と
い
う
。　

　

し
か
し
、
兄
与
左
衛
門
と
と
も
に
伊

達
郡
に
一
時
赴
き
、
与
左
衛
門
は
（
伊

達
に
）
そ
の
ま
ま
定
住
し
た
が
、
為
実

は
黒
川
に
帰
り
、
以
後
、
こ
の
地
に

定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
と
き
に
永
禄

十
一
年
（
一
五
六
八
年
）

二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

※
倉
田
氏
家
譜
（
一
二
〇
頁
）

よ
り

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

　

本
当
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す

ね
。
与
左
衛
門
・
為
実
兄
弟
が
満
願
の

夜
に
蒙
っ
た
奇
特
と
は
ど
ん
な
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
宮
下
社

長
の
著
書
『
倭
詩
』
の
下
記
の
記
述
を

思
い
出
し
ま
し
た
。

　

十
八
歳
の
頃
、
琴

学
を
習
う
為
に
上
京

し
、
牛
乳
配
達
で
自

活
し
て
い
た
。
朝
三

時
に
起
き
、
３
０
０

倉田氏家譜
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杯
の
水
垢
離
を
自
分
に
課
し
て
、
半
ズ

ボ
ン
で
真
冬
の
都
内
を
自
転
車
で
駆
け

た
。　

　

当
然
、手
足
の
指
は
霜
焼
け
に
腫
れ
、

腿
や
脛
は
あ
か
ぎ
れ
で
切
れ
、
血
が
噴

き
出
て
い
た
。
そ
れ
は
、
念
仏
を
行
じ

て
雑
念
を
払
い
、
事
に
集
中
し
た
い
た

め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
何
ヶ
月
か
続
け

て
い
っ
た
あ
る
早
朝
、
口
に
は
「
南
無

阿
弥
陀
仏
…
…
」
と
一
心
に
唱
え
な
が

ら
、
前
方
に
牛
乳
瓶
一
杯
積
ん
だ
自
転

車
で
、
坂
道
を
登
っ
て
い
た
。
ふ
と
眼

前
を
見
上
げ
る
と
、
暁
天
の
空
一
面
の

そ
こ
に
は
、
活
き
活
き
と
生
け
る
如
来

様
が
眩
き
ば
か
り
に
光
彩
を
放
っ
て
示

現
さ
れ
て
い
た
。
余
り
の
驚
き
と
有
り

難
さ
で
、
震
え
な
が
ら
そ
の
地
に
平
伏

し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
大
い
な
る
存
在
の
ま
し

ま
す
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

※
『 

倭
詩
』（
二
六
三
頁
）
よ
り

　

も
し
か
し
て
、
与
左
衛
門
・
為
実
兄

弟
も
こ
ん
な
風
に
虚
空
蔵
菩
薩
様
の
示

現
を
体
験
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

　

一
八
歳
の
宮
下
社
長
は
時
空
を

超
え
て
ご
先
祖
様
と
同
じ
よ
う
な

体
験
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
体
験
の
後
、
為
実
は
越
後

国
か
ら
馬
一
駄
の
塩
を
取
り
寄
せ

て
、
虚
空
蔵
菩
薩
に
献
納
し
て
奉
謝
の

意
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
後
は

塩
の
か
わ
り
に
黄
金
半
両
と
鳥
目
（
穴

あ
き
銭
）
七
疋
を
献
じ
て
虚
空
蔵
菩
薩

様
へ
供
養
を
怠
ら
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。

　

虚
空
蔵
と
い
え
ば
、
弘
法
大
師
空
海

が
若
い
こ
ろ
悟
り
を
開
い
た
「
虚
空
蔵

菩
薩
求
聞
持
聡
明
法
」
と
い
う
瞑
想
法

も
あ
り
ま
し
た
ね
。
圓
蔵
寺
の
縁
起
に

よ
る
と
、
こ
の
虚
空
蔵
菩
薩
は
空
海
作

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
虚
空
蔵
菩
薩
様
は
「
丑

寅
」
の
守
り
本
尊
で
す
。
寅
年
生
ま
れ

の
宮
下
社
長
の
守

り
本
尊
は
「
虚
空

蔵
菩
薩
」
で
、
奈
良
斑
鳩
の
里
・
法
輪

寺
の
「
虚
空
蔵
菩
薩
」
様
が
、
仏
像
の

中
で
最
も
惹
か
れ
る
と
の
こ
と
、
こ
れ

も
不
思
議
な
仏
縁
で
す
ね
。
会
津
を
は

じ
め
東
北
地
方
で
は
牛
の
事
を「
ベ
コ
」

と
呼
び
ま
す
。

　

八
〇
七
年
、
こ
の
虚
空
蔵
菩
薩
の
建

立
工
事
が
あ
っ
た
時
、
人
々
は
難
工
事

で
困
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
赤
い
牛
が
現
れ
工
事
を
助

け
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
無
事
に
本

堂
が
完
成
ま
し
た
が
、
不
思
議
な
こ
と

に
工
事
が
終
わ
る
と
赤
い
牛
は
姿
を
消

し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

後
年
、
蒲
生
氏
郷
が
日
野
か
ら
連
れ

て
き
た
職
人
た
ち
が
、
疫
病
退
散
祈
願

の
た
め
に
、
こ
の
牛
を
モ
デ
ル
に
し
て

「
赤
べ
こ
」
を
作
り
ま
す
。「
赤
べ
こ
」

は
会
津
の
代
表
的
な
郷
土
玩
具
と
し
て

幸
せ
を
運
ぶ
牛
、
子
供
の
守
り
神

と
し
て
、
現
在
も
多
く
の
人
に
愛

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

氏
郷
が
招
い
た
日
野
職
人
達
は

主
に
日
野
椀
と
い
わ
れ
る
お
椀
を

作
っ
て
い
た
木
地
職
人
で
あ
り
、

木
を
使
っ
た
細
工
、
漆
塗
り
の
技

術
に
長
け
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
こ
の

日
野
職
人
（
商
人
）
達
が
、「
赤
べ
こ
」

だ
け
で
な
く
、
美
し
い
会
津
塗
や
絵
ロ

ウ
ソ
ク
な
ど
、

今
に
伝
わ
る
会

津
の
代
表
的
な

伝
統
工
芸
品
を

作
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で

す
。

　　

さ
て
柳
津
虚

空
蔵
菩
薩
の
啓

示
を
受
け
、
会
津
に
定
住
し
た
倉
田
為

実
は
木
地
職
人
で
は
な
く
猟
銃
の
制
作

を
生
業
と
し
て
い
た
ら
し
く
、「
家
譜 

壱
」
に
は
「
善
く
鳥
銃
を
作
る
。
こ
れ

を
以
て
業
と
な
す
」
と
記
し
て
あ
り
ま

す
。
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天
文
一
二
年
（
一
五
四
二
年
）
に
種

子
島
に
伝
来
し
た
鉄
砲
は
戦
国
大
名
に

よ
っ
て
日
本
に
普
及
し
て
い
き
ま
す

が
、
鉄
砲
製
造
の
技
術
は
主
に
機
内
・

近
江
付
近
が
先
進
地
域
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
、
倉
田
新
右
衛
門
為
実
の
鳥
銃

製
作
の
技
術
は
、
当
然
故
郷
の
近
江
で

取
得
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
鉄
砲
の
商
い
の
為
に
兄
弟
で
奥

州
に
行
商
に
来
た
、
と
い
う
の
が

会
津
移
住
説
の
妥
当
な
と
こ
ろ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
私
は
も
う
ち
ょ
っ
と
空
想

を
膨
ら
ま
せ
て
、
伊
賀
出
身
の
芭

蕉
の
「
奥
の
細
道
」
の
旅
が
そ
う

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
倉
田
兄

弟
が
甲
賀
の
出
身
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
行
商
と
共
に
隠
密
（
甲
賀

忍
者
）
の
よ
う
な
役
目
も
持
っ
て

い
て
、
奥
州
の
様
子
を
探
り
に
き

て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
？
と

思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
あ
る
日
、

二
人
は
隠
密
稼
業
に
嫌
気
が
さ

し
、
足
を
洗
っ
て
会
津
の
地
に
定

住
し
よ
う
か
ど
う
か
迷
っ
た
末
、

兄
弟
で
柳
津
の
虚
空
蔵
菩
薩
に
百

夜
の
祈
願
し
よ
う
と
思
い
た
っ
た
の
で

は
、
と
想
像
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

隠
密
（
忍
者
）
説
は
あ
く
ま
で
私
の
空

想
で
す
！
（
笑
）。

　

伊
達
郡(

現
在
の
福
島
県
伊
達
市)

に
残
っ
た
と
い
う
兄
の
与
左
衛
門
さ
ん

は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
幸
せ
な
生
涯
を
送
り
、
今
も
子
孫

が
続
い
て
い
た
ら
良
い
で
す
ね
。

　

ち
な
み
に
、
童
門
冬
二
さ
ん
の
歴
史

小
説
『
蒲
生
氏
郷
』
に
は
、
西
野
仁
右

衛
門
と
い
う
近
江
商
人
の
生
涯
が
、
か

な
り
の
ペ
ー
ジ
を
さ
い
て
描
か
れ
て
い

ま
す
。
も
し
や
倉
田
為
実
が
モ
デ
ル
で

は
？
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
面
白
い
物
語

で
お
勧
め
で
す
。

現在の福島県伊達市　仙台・伊達家の本貫の地です
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佐
川
（
鬼
）
官
兵
衛

　

さ
て
、
蔵
田
佐
仲
さ
ん
の
住
居
跡
の

次
は
リ
ス
ト
ラ
ン
テ
・
ル
ー
チ
ェ
の
数

件
先
に
あ
る
「
鈴
木
屋
利
兵
衛
」
に
立

ち
寄
り
ま
し
た
。

　

鈴
木
屋
利
兵
衛
は
安
永
年
間
創
業
の

会
津
漆
器
の
老
舗
で
す
。
こ
の
付
近
は

戊
辰
戦
争
時
に
は
激
戦
地
の
一
つ
と
な

り
ま
し
た
が
、
や
が
て
薩
摩
軍
の
屯
所

（
軍
事
基
地
件
事
務
所
）
と
し
て
占
領

さ
れ
た
こ
と
か
ら
鈴
木
屋
利
兵
衛
は
焼

失
を
免
れ
ま
し
た
。

　

店
の
大
黒
柱
に
は
当
時
薩
摩
軍
が
付

け
た
と
さ
れ
る
刀
傷
が
残
っ
て
い
ま

す
。

　

薩
摩
軍
の
屯
所
と
し
て
使
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
篠
原
國
幹
さ
ん
（『
会

津
か
ら
近
江
そ
し
て
倭
へ
②
』
で
ご
紹

介
し
た
薩
摩
出
身
の
陸
軍
少
将
）
も

き
っ
と
こ
の
場
所
に
出
入
り
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

前
回
ご
紹
介
し
た
通
り
、
篠
原
國
幹

さ
ん
は
戊
辰
戦
争
時
も
西
南
戦
争
で
も

薩
摩
の
勇
猛
な
武
士
で
し
た
が
、
会
津

に
も
佐
川
官
兵
衛
と
い
う
勇
猛
果
敢
な

武
士
が
い
ま
し
た
。

　

佐
川
官
兵
衛
は
天
宝
二
年

（
一
八
三
一
年
）
九
月
五
日
会
津
藩
の

禄
高
三
百
石（
物
頭
）の
家
に
生
ま
れ
、

剣
と
馬
術
、
歌
道
に
秀
で
た
文
武
両

道
の
士
と
し
て
知
ら
れ
ま
し
た
。

　

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
薩
長
と
戦
っ

た
際
は
刀
が
折
れ
て
更
に
銃
弾
に
よ

り
右
目
を
負
傷
し
た
の
に
も
関
わ
ら

ず
平
然
と
指
揮
を
執
り
奮
戦
し
た
こ

と
か
ら
、
西
軍
に
恐
れ
ら
れ
「
鬼
官

兵
衛
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

藩
士
達
か
ら
の
人
望
も
篤
く
、

「
佐
川
の
人
望
は
薩
摩
に
お
け
る
西
郷

の
よ
う
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

戊
辰
戦
争
敗
戦
後
、
官
兵
衛
は
斗
南

藩
の
困
窮
生
活
の
中
で
妻
を
亡
く
し
、

廃
藩
置
県
後
は
会
津
に
戻
り
喜
多
方
で

暮
ら
し
は
じ
め
ま
す
。

　

　

当
時
、
喜
多
方
に
は
佐
川
官
兵
衛
を

慕
っ
て
、
沢
山
の
旧
藩
士
が
青
森
か
ら

戻
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
私
の
先
祖
の

樋
口
萬
吾
も
青
森
か
ら
喜
多
方
に
移
住

し
て
戸
長
を
務
め
て
い
ま
す
。
き
っ
と

官
兵
衛
さ
ん
を
慕
っ
て
戻
っ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。
佐
川
官
兵
衛
は
喜
多
方
で

も
老
母
を
抱
え
て
極
貧
生
活
を
送
り
ま

す
。

　

そ
の
頃
、
警
視
庁
を
設
立
し
初
代
長

官
と
な
っ
た
川
路
利
良
（
旧
・
薩
摩
藩

士
）
は
、
旧
会
津
藩
士
達
の
人
望
篤
い

佐
川
官
兵
衛
に
再
々
出
仕
を
促
し
ま
す

が
、
官
兵
衛
は
新
政
府
へ
の
出
仕
を
厭

い
何
度
も
固
辞
し
ま
す
。

　

し
か
し
自
分
を
慕
い
喜
多
方
に
来
た

も
の
の
、
生
活
苦
に
喘
ぎ
苦
し
む
旧
藩

士
達
を
見
て
警
視
庁
に
奉
職
す
る
こ
と

を
決
意
し
ま
し
た
。　
　

　

明
治
七
年
、
官
兵
衛
は
三
百
人
の
旧

会
津
藩
士
達
を
伴
っ
て
東
京
に
行
き
、

大
警
部
に
就
任
し
ま
す
。　

　

そ
し
て
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の

西
南
の
役
が
起
き
た
時
、
麹
町
の
警
察

署
長
を
し
て
い
た
官
兵
衛
は
、
西
南
戦

争
に
参
戦
す
る
よ
う
政
府
か
ら
命
ぜ
ら
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れ
ま
し
た
。
官
兵
衛
は
部
下
を
引
き
連

れ
、
東
京
か
ら
船
で
小
倉
に
上
陸
し
、

大
分
～
久
住
～
竹
田
を
経
て
阿
蘇
へ
入

り
、
や
が
て
そ
の
地
で
壮
絶
な
最
後
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

佐
川
官
兵
衛
は
最
後
の
数
日
を
南
阿

蘇
の
白
水
村
と
い
う
場
所
で
過
ご
し
て

い
ま
す
。
白
水
村
は
名
前
の
通
り
、
澄

み
切
っ
た
水
が
豊
富
に
湧
き
出
で
る
本

当
に
美
し
い
土
地
で
、
全
国
名
水
百
選

に
選
ば
れ
た
白
川
水
源
や
寺
坂
水
源
な

ど
七
つ
の
有
名
な
水
源
が
あ
り
ま
す
。

　

阿
蘇
山
の
麓
に
は
有
名
な
草
千
里
と

呼
ば
れ
る
緑
の
大
草
原
が
広
が
り
、
夜

に
は
都
会
か
ら
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う

な
美
し
い
星
空
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。阿
蘇
山
の
恵
み
で
温
泉
も
豊
富
で
、

近
く
に
は
日
本
神
話
の
故
郷
、
高
千
穂

峡
も
控
え
て
い
ま
す
。

　

地
元
の
人
々
は
初
め
、
官
軍
も
略
奪

を
働
く
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
ま
し

た
が
、
官
兵
衛
は
不
正
行
為
が
な
い
よ

う
規
律
を
徹
底
し
、
村
人
に
も
誠
意
を

込
め
て
親
切
に
対
応
し
た
た
め
、
村
人

達
は
安
心
し
て
、
尊
敬
と
親
し
み
を
込

め
て
官
兵
衛
を
「
鬼
さ
ま
」
と
呼
ん
だ

そ
う
で
す
。　

　

出
軍
の
朝
、
官
兵
衛
は
真
新
し
い
肌

着
に
身
を
包
み
、地
元
の
名
水
・
明
神
ヶ

池
の
水
を
飲
み
、
辞
世
の
句
を
読
み
ま

し
た
。

～
君
が
為 

都
の
空
を 

打
ち
い
で
て　

　
　

  

阿
蘇
山
麓
に 

身
は
露
と
な
る
～

　　

明
治
十
年
三
月
一
八
日
、
官
兵
衛
一

行
は
坂
梨
峠
で
薩
摩
軍
と
遭
遇
、
七
時

間
に
わ
た
る
死
闘
の
末
、
官
兵
衛
は
胸

に
二
発
の
銃
弾
を
受
け
戦
死
し
ま
し

た
。
享
年
四
七
歳
。
遺
体
は
大
分
の
護

国
神
社
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
津
の
猛
将
は
辞
世
の
句
の
ま
ま
に

九
州
阿
蘇
の
露
と
消
え
た
の
で
し
た
。

　

し
か
し
南
阿
蘇
の
白
水
村
で
は
官
兵

衛
の
遺
徳
が
代
々
語
り
継
が
れ
、
明

神
ヶ
池
の
周
辺
に
は
佐
川
官
兵
衛
の
記

念
碑
が
四
カ
所
も
建
て
ら
れ
、
阿
蘇
郡

内
に
も
官
兵
衛
の
慰
霊
碑
が
十
数
カ
所

も
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
阿
蘇
の
人
々
が

ど
れ
ほ
ど
官
兵
衛
に
尊
敬
の
念
を
抱
い

て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
現
在
、
南
阿
蘇
村
の
明
神
池

の
畔
に
は
「
佐
川
（
鬼
）
官
兵
衛
顕
彰

館
」
が
設
立
さ
れ
、
館
長
の
興
梠(

こ

う
ろ
ぎ)

二
雄
氏
が
佐
川
官
兵
衛
の
遺

徳
を
世
に
広
め
続
け
て
い
ま
す
。
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九
州
の
方
達
と
の
交
流

　

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か

け
て
、
私
は
西
南
戦
争
で
戦
死
し
た
と

い
う
先
祖
・
樋
口
萬
吾
の
情
報
を
求
め
、

長
崎
、
熊
本
、
阿
蘇
そ
し
て
宮
崎
を
訪

れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
長
崎
で
は
現
地
の
郷
土
史
家
の

平
野
惠
子
さ
ん
に
長
崎
の
病
院
で
死
亡

し
た
と
い
う
樋
口
厳
吾
さ
ん
の
墓
所
を

案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
名
前
が

似
て
い
る
の
で
萬
吾
と
同
一
人
物
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
厳
吾
さ

ん
は
一
族
の
方
で
は
あ
っ
た
も
の

の
私
の
探
す
萬
吾
さ
ん
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
後
に
平
野
惠
子
さ
ん

が
、
あ
る
雑
誌
に
こ
の
墓
参
の
事

を
寄
稿
し
て
下
さ
っ
た
記
事
を
読

ん
で
、
鹿
児
島
の
郷
土
史
家
の
方

が
鹿
児
島
川
内
に
あ
る
萬
吾
さ
ん

の
墓
所
の
情
報
を
寄
せ
て
下
さ
る
事
に

な
り
ま
す
。
平
野
惠
子
さ
ん
は
「
長
崎

微
熱
」
と
い
う
Ｈ
Ｐ
を
運
営
さ
れ
て
い

て
、
華
や
か
な
歴
史
の
舞
台
裏
で
消
え

か
け
て
い
る
人
々
の
足
跡
を
拾
い
紡
い

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

熊
本
で
は
会
津
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
で

あ
り
、
佐
川
官
兵
衛
顕
彰
会
の
会
員
さ

ん
で
も
あ
る
澤
田
健
二
さ
ん
が
熊
本
城

か
ら
田
原
坂
、
各
地
に
点
在
す
る
官
軍

墓
所
を
案
内
し
て
く
だ
さ
り
、
阿
蘇
に

あ
る
顕
彰
館
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　

田
原
坂
は
薩
摩
の
篠
原
國
幹
さ
ん

が
戦
死
し
た
激
戦
地
で
す
が
、
上
記

の
樋
口
厳
吾
さ
ん
が
致
命
傷
を
負
っ

た
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
厳
吾
さ
ん

は
そ
の
後
長
崎
の
病
院
に
搬
送
さ
れ

亡
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
享
年
一
九

歳
。

　

後
に
私
は
東
京
で
厳
吾
さ
ん
の
直

系
の
子
孫
の
方
々
と
も
お
会
い
す
る

事
に
な
る
の
で
す
が
、
厳
吾
さ
ん
は

郷土史家の平野惠子さん

顕彰会の澤田健二さんと熊本城にて 激戦地・田原坂

樋口厳吾さんの墓所
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大
変
頭
の
良
い
優
秀
な
方
だ
っ
た
と
言

い
伝
わ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

佐
川
（
鬼
）
官
兵
衛
顕
彰
館
の
興
梠

二
雄
さ
ん
は
、
自
宅
の
一
部
を
開
放
し

て
佐
川
官
兵
衛
顕
彰
館
を
設
立
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
家
の
庭
先
に
は
名
水
が
こ

ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
明
神
池
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

　

興
梠
館
長
は
、
官
兵
衛
さ
ん
の
戦
死

の
地
は
も
と
よ
り
、
阿
蘇
山
や
高
千
穂

な
ど
あ
ち
こ
ち
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

ま
た
直
木
賞
作
家
の
中
村
先
生
を
ご

紹
介
い
た
だ
き
、
中
村
先
生
に
歴
史
に

埋
も
れ
て
い
た
同
族
の
一
人
、「
樋
口

光
」
の
功
績
を
歴
史
雑
誌
に
発
表
し
て

い
た
だ
く
と
い
う
ご
縁
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

更
に
二
〇
一
一
年
に
東
日
本
大
震
災

が
起
こ
っ
た
時
に
、
関
東
で
は
水
道
水

か
ら
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
水
の
買

い
占
め
が
起
こ
り
ま
し
た
。
我
が
家
も

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
―
タ
―
が
不
足
し
て
、

こ
れ
は
も
う
水
道
水
を
飲
む
し
か
な
い

な
、
と
諦
め
た
時
に
も
、
興
梠
館
長
は

阿
蘇
か
ら
美
し
い
明
神
池
の
水
を
タ
ン

ク
一
杯
入
れ
て
送
っ
て
下
さ
っ
た
の
で

し
た
。

　

興
梠
館
長
の
ご
先
祖
様
は
、
神
代
の

時
代
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
高
千
穂
に

天
孫
降
臨
し
た
際
、
従
者
だ
っ
た
ア
マ

ノ
ウ
ズ
メ
と
道
案
内
に
立
っ
た
猿
田
彦

が
結
婚
す
る
こ
と
な
っ
た
時
、
二
人
の

た
め
に
神
聖
な
木
で

新
居
を
造
っ
た
方
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

　
「
興
梠
」
と
は
「
軒

の
あ
が
っ
た
家
（
立

派
な
家
）」
を
指
す

と
さ
れ
、当
初
は
「
神
呂
木
（
カ

ム
ロ
ギ
、
カ
ム
ロ
ミ
）」
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
が
転
じ
て
「
コ

オ
ロ
ギ
」と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
日
本
神
話
に
興
味

を
持
ち
始
め
て
い
た
私
が
、
何

回
も
ご
先
祖
様
の
事
を
聞
く

と
、
そ
の
つ
ど
興
梠
館
長
は
ニ

コ
ニ
コ
笑
い
な
が
ら
、

「
私
の
ご
先
祖
様
の
話
は
い
い

ん
で
す
よ
、
そ
れ
よ
り
も
佐
川
官
兵
衛

は
ね
・
・
・
」
と
、
嬉
し
そ
う
に
官
兵

衛
さ
ん
の
話
を
始
め
る
の
で
す
。
そ
の

姿
に
私
は
本
当
に
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
会
津
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
南
阿

蘇
の
地
で
、
官
兵
衛
さ
ん
と
は
何
の
血

縁
も
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
顕
彰
館
ま

で
作
っ
て
し
ま
い
、
ご
自
分
の
先
祖
の

事
よ
り
も
官
兵
衛
さ
ん
の
話
ば
か
り
し

た
が
る
興
梠
館
長
・
・
。　

佐
川
官
兵

衛
が
白
水
村

に
滞
在
し
た

の
は
、
戦
死

す
る
前
の
ほ

ん
の
四
日
間

だ
っ
た
そ
う
で
す
、
そ
れ
な
の
に
こ
ん

な
に
ま
で
思
っ
て
下
さ
っ
て
、
こ
れ
を

ご
縁
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
う
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
ん
な
不
思
議
な

ご
縁
が
一
三
〇
年
以
上
経
っ
た
今
も

脈
々
と
生
き
て
い
て
、
私
や
私
の
先
祖

に
ま
で
恩
恵
を
与
え
て
く
だ
さ
る
。
官

兵
衛
さ
ん
を
は
じ
め
、
目
に
見
え
な
い

全
て
の
ご
縁
と
存
在
に
心
か
ら
感
謝
し

ま
し
た
。

九
州
の
地
震

　

先
月
の
四
月
一
六
日
、
熊
本
や
阿
蘇

地
方
が
大
き
な
地
震
に
襲
わ
れ
ま
し

た
。
佐
川
（
鬼
）
官
兵
衛
顕
彰
館
が
あ

鬼官兵衛顕彰館

　　興梠二雄館長

神話の地・高千穂の峰にて
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る
南
阿
蘇
で
も
阿
蘇
大
橋
が
崩
落
し
、

東
海
大
学
の
学
生
さ
ん
や
何
人
も
の
方

の
尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

　

興
梠
館
長
に
は
一
週
間
以
上
た
っ
て

よ
う
や
く
連
絡
が
取
れ
ま
し
た
。
幸
い

ご
夫
婦
共
ご
無
事
で
、
自
宅
や
顕
彰
館

の
あ
る
場
所
は
地
盤
が
し
っ
か
り
し
て

い
る
の
で
崩
壊
を
免
れ
、
阿
蘇
や
熊
本

に
沢
山
い
る
会
員
達
さ
ん
も
命
は
助

か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

た
だ
義
弟
で
あ
り
事
務
局
長
さ
ん
で

あ
る
方
の
自
宅
は
土
砂
で
流
さ
れ
て
し

ま
い
、
阿
蘇
に
点
在
す
る
佐
川
官
兵
衛

さ
ん
の
顕
彰
碑
な
ど
も
、
無
残
に
崩
壊

し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ご
本
人
の
了
解
を
得
て
、
以
下
、
お

手
紙
の
一
部
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

（
前
略
）
報
道
さ
れ
て
居
り
ま
す
様
に
、

本
月
一
四
日
震
度
７
・
３
以
上
と
い
う

未
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
地
震
に
見

舞
わ
れ
、
南
阿
蘇
村
も
停
電
・
断
水
、

道
路
の
不
通
、
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー

等
の
閉
鎖
、
移
動
も
給
油
所
の
不
能
に

よ
り
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
も

一
切
入
ら
ず
、
夜
は
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
り

を
頼
り
に
余
震
に
怯
え
な
が
ら
の
一
週

間
で
し
た
。

　

よ
う
や
く
送
電
さ
れ
、
南
阿
蘇
に
通

じ
る
阿
蘇
大
橋
の
崩
落
、
俵
山
ト
ン
ネ

ル
の
崩
壊
、阿
蘇
鉄
道
の
損
壊
を
知
り
、

全
く
陸
の
孤
島
と
化
し
、電
話
の
不
通
、

新
聞
郵
便
物
の
不
配
等
が
続
き
、
電
気

水
道
の
有
り
難
さ
を
身
を
以
て
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　

幸
い
に
も
他
の
箇
所
の
方
々
は
避
難

所
の
生
活
を
送
っ
て
居
ら
れ
ま
す
が
、

私
共
は
お
蔭
様
で
棚
の
品
物
が
落
下
し

た
位
で
無
事
で
、
息
子
達
・
孫
達
夫
婦

も
我
が
家
に
避
難
し
て
お
り
、
一
緒
に

生
活
し
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）

　

残
念
な
の
は
、（
新
聞
記
者
の
方
に

聞
い
た
の
で
す
が
）
佐
川
官
兵
衛
討
死

の
地
碑
、
西
南
公
園
の
殉
難
の
碑
、
長

門
屋
の
足
跡
碑
等
が
無
残
な
ま
で
に
崩

壊
し
て
し
ま
っ
た
事
で
、
ま
だ
余
震
が

続
き
、
道
路
が
遮
断
さ
れ
現
地
に
行
け

な
い
状
態
で
す
。

　

会
津
の
方
か
ら
も
再
三
、
電
話
等
を

頂
き
、
前
市
長
さ
ん
か
ら
は
皆
さ
ん
に

募
金
を
呼
び
か
け
募
金
活
動
を
始
め
た

と
有
り
難
い
連
絡
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。　
（
後
略
）

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

　

き
っ
と
ま
た
顕
彰
碑
が
再
建
で
き
ま

す
よ
う
に
、
そ
し
て
一
日
も
は
や
く
被

災
地
が
復
興
し
ま
す
よ
う
に
。
私
も
微

力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
会
津
に
そ
し
て

佐川官兵衛顕彰碑の数々

九
州
に
縁
の
あ
る
一
人
と
し
て
こ
れ
か

ら
も
応
援
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
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蒲
生
氏
郷
の
墓
所

　

会
津
案
内
に
戻
り
、
鈴
木
屋
利
兵
衛

の
次
は
、
蒲
生
氏
郷
の
墓
所
が
あ
る
興

徳
寺
へ
と
行
き
ま
し
た
。

　

氏
郷
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
年
）、

二
月
七
日
、
京
都
に
て
四
〇
歳
の
若
さ

で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
辞
世
の
句

は
、

～
か
ぎ
り
あ
れ
ば 

吹
か
ね
ど
花
は 

散

る
も
の
を 

心
み
じ
か
き 

春
の
山
風
～

　

人
生
五
〇
年
と
う
た
わ
れ
た
戦
国
時

代
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
四
〇
歳
で
逝

く
の
は
早
す
ぎ
る
と
感
じ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
若
さ
と
状
況
か
ら
毒
殺
説

も
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
氏
郷
の
死
で

す
。

　

氏
郷
が
会
津
に
い
た
の
は
わ
ず
か
四

年
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
四
年
の
間
に

氏
郷
は
、
現
在
に
繋
が
る
会
津
若
松
の

町
造
り
、
産
業
造
り
、
祭
り
や
市
な
ど

文
化
行
事
の
基
盤
の
殆
ど
を
築
い
て

逝
っ
た
の
で
し
た
。
戦
国
乱
世
が
終
息

し
た
時
期
に
蒲
生
氏
郷
の
よ
う
な
人
が

会
津
に
来
て
く
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
地

に
と
っ
て
は
本
当
に
幸
い
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

佐
川
官
兵
衛
も
四
日
し
か
南
阿
蘇
に

い
な
か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く

の
村
人
に
慕
わ
れ
続
け
ま
し
た
。
氏
郷

も
四
年
と
い
う
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
今
も
そ
の
功
績
と
人
柄
は
多

く
の
会
津
人
に
愛
さ
れ
尊
敬
さ
れ
慕
わ

れ
続
け
て
い
ま
す
。
人
と
人
、
ま
た
人

と
土
地
の
出
会
い
も
何
か
目
に
見
え
な

い
因
縁
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

蒲
生
氏
郷
は
合
戦
で
は
銀
の
鯰な

ま
ず
お尾
の

兜
を
い
た
だ
き
、
常
に
先
人
に
立
つ
勇

敢
な
主
将
で
あ
り
、
茶
の
湯
や
歌
道
に

も
通
じ
た
、
ま
さ
に
文
武
両
道
の
武も
の
の
ふ人

で
し
た
。

　

ま
た
、
千
利
休
五
哲
の
弟
子
の
一
人

に
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
も

有
名
で
し
た
。
そ
ん
な
氏
郷
や
キ
リ
ス

ト
教
、
茶
道
と
の
関
わ
り
に
も
興
味
深

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
先
月

発
表
さ
れ
た
、
宮
下
社
長
の
「
倭
詩　

二
〇
一
六
年
番
外
編
『
今
こ
こ
に
』」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　　

実
は
蒲
生
氏
郷
は
豊
臣
秀
吉
か
ら
会

津
の
移
封
を
決
め
ら
れ
、
黒
川
城
に

入
っ
た
時
に
、
一
人
物
思
い
に
沈
み
、

涙
を
流
し
た
と
い
う
逸
話
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
見
た
家
臣
が
「
こ
の

度
の
栄
達
に
よ
る
嬉
し
涙
で
し
ょ
う

か
」
と
問
う
と
、「
恩
賞
な
ら
ば
小
国

で
も
都
近
き
西
国
で
あ
れ
ば
、
武
功
も

将
来
も
望
め
る
も
の
を
、
こ
の
辺
境
で

は
そ
の
機
会
も
な
い
」
と
さ
ら
に
涙
を

流
し
た
そ
う
で
す
。

　

確
か
に
会
津
は
都
近
く
に
生
ま
れ

育
っ
た
氏
郷
に
と
っ
て
辺
境
の
地
だ
っ

た
で
し
ょ
う
。
ま
た
旧
領
の
松
坂
は
天

守
閣
が
完
成
し
て
新
た
に
築
い
た
城
下

町
も
完
成
し
た
ば
か
り
、
そ
れ
を
ま
た

新
た
な
地
で
一
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り

先
祖
伝
来
の
近
江
日
野
か
ら
も
遠
く
隔

て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
痛
手
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
真
贋
両
論
あ
り
ま
す

が
、
こ
ん
な
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

～
お
も
い
き
や 

人
の
行
方
の
定
め
な

き  

我
が
故
郷
を 

よ
そ
に
み
ん
と
は
～

　

そ
れ
で
も
腐
る
こ
と
な
く
、
会
津
の

発
展
に
尽
力
を
尽
く
し
て
く
れ
た
蒲
生

氏
郷
に
心
よ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
西
軍
・
東
軍
問
わ
ず
、
日
本
国

の
夜
明
け
の
た
め
に
命
を
捧
げ
て
く
れ

た
、
幕
末
期
全
て
の
武も
の
の
ふ士
達
に
も
。

　

ル
ー
ツ
探
し
を
進
め
な
が
ら
、
歴
史

の
勉
強
を
深
め
て
い
く
と
、
有
名
無
名
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の
全
て
の
先
人
達
の
汗
と
涙
の
お
蔭
様

で
今
の
日
本
が
あ
る
だ
と
つ
く
づ
く
思

い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

川
内
原
発
を
・
・
・
・

　

今
、
私
達
が
一
四
〇
年
前
の
幕
末
の

ご
先
祖
様
達
を
見
る
よ
う
に
、
一
〇
〇

年
後
の
子
孫
達
は
今
の
こ
の
時
代
を
ど

う
見
る
の
で
し
ょ
う
か
。
九
州
で
こ
ん

な
悲
惨
な
地
震
被
害
が
起
こ
っ
て
も
、

鹿
児
島
川
内
の
原
子
力
発
電
所
は
稼
働

を
続
け
て
い
ま
す
。
も
し
次
は
鹿
児
島

が
大
き
な
地
震
に
襲
わ
れ
た
ら
、
そ
し

て
九
州
や
日
本
全
体
が
人
が
住
め
な
い

よ
う
な
土
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら

…
…
。
か
つ
て
氏
郷
が
故
郷
を
通
り
過

ぎ
る
時
に
歌
っ
た
和

歌
の
よ
う
に
子
孫
達

は
外
国
か
ら
故
郷
を

眺
め
て
い
る
よ
う
な

未
来
に
な
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
先
祖
の
墓
参
も

ま
ま
な
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
今
の
福

島
県
沿
岸
部
の
現
状

を
見
る
と
、
決
し
て
大
げ
さ
な
話
で
は

な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

高
千
穂
の
峰
々
は
神
様
の
世
界
が
そ

の
ま
ま
降
り
て
き
て
い
る
よ
う
な
本
当

に
神
秘
的
な
美
し
い
場
所
で
し
た
。

　

日
本
神
話
の
神
様
が
ま
だ
息
づ
い
て

い
る
よ
う
な
歴
史
の
深
さ
を
体
感
で
き

る
土
地
で
し
た
。

　

長
崎
も
熊
本
も
阿
蘇
も
、
宮
崎

も
霧
島
も
鹿
児
島
も
、
九
州
は
本

当
に
緑
の
濃
い
美
し
い
大
地
で
し

た
。
こ
ん
な
歴
史
あ
る
美
し
い
故

郷
を
よ
そ
に
見
る
よ
う
な
未
来
を

招
い
て
は
い
け
な
い
と
痛
感
し
て

い
ま
す
。

　

氏
郷
の
墓
所
を
後
に
し
て
、
次

は
唯
一
残
る
郭
門
跡
に
行

き
ま
し
た
。
武
家
屋
敷
と

町
人
の
町
を
隔
て
て
い
た

外
堀
は
現
在
埋
め
立
て
ら

れ
消
滅
し
、
一
六
か
所

あ
っ
た
郭
門
も
甲
賀
町
口

に
石
垣
の
一
部
が
残
っ
て

い
る
だ
け
で
す
。

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
真
っ

直
ぐ
北
に
延
び
る
甲
賀
町

に
宮
下
社
長
の
御
祖
母
様
が
生
ま
れ
た

場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
曽

祖
父
様
が
幼
い
一
人
娘
を
腕
に
い

だ
い
て
、
新
天
地
で
あ
る
北
海
道

に
飛
び
立
っ
た
場
所
も
。

　

次
回
は
そ
こ
か
ら
お
届
け
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

～
九
州
に 

先
人
訪
ね 

旅
す
れ
ば

　
　

神
代
の
夢
と 

も
の
の
ふ
の
道
～

　

二
〇
一
六
年
五
月
七
日     　
　

　
　
　
　
　

大
橋　

し
の
ぶ

現在唯一残る甲賀町口郭門跡
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●著者プロフィール　大橋  しのぶ
寺田本家 23 代目当主故・寺田啓佐さんとの出会いにより、蔵の微生物

をテーマにした小説を書き、小冊子を発行することに。ペンネームで発

表した小冊子作品は 5 作になる。2015 年、まほろば社長宮下周平と共

にルーツ探しの旅の案内人として同行。神奈川県在住。

今、世界中でも日本人の高い精神性が取り沙汰されてい
ます。大和魂を語るにおいてはこの楠木正成をなくして
語ることはできません。

( 詳細＆お申込みは ) 
ゆにわ塾（旧・北極流センテンクラブ）まで 
TEL 072-864-5640　受付時間 9：00 ～ 12：00　 15：00 ～ 19：00 

※宮下社長は神戸で暮らしていた 20 代の頃、楠木正成公の遺徳を偲び 13 年間
　毎月、湊川神社に参拝したそうです！（『エリクサーから無限心へ　中の章』参照）

　私（大橋）もセミナーに参加予定です。

　　　５月のお勧め情報

※こちらは会津ではなく宮城にあるほう
の柳津虚空蔵尊ですが、宝性院の概要に
よると宝亀２年（771 年）３月、大伴家
持がご本尊様を拝して『福島の会津柳津、
山口の柳津に安置している仏像も同じく
行基の作で、日本三所の秘仏である、か
くも尊いものなれば、33 年目毎に開帳
する外、みだりに衆人これを拝すること
恐れあり』と言ったそうです。今年がそ
の、33 年に一度の貴重な御開帳年です。
お近くの方は是非どうぞ！

所在地　〒 986-0401　
宮城県登米市津山町柳津字大柳津 63　
宗教法人　宝性院

兵庫県神戸市の湊川神社にて楠木正成のセミナーが開催されます。

石心鉄肝この人の情　芭蕉


