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一

木
村
秀
海
（
一
九
五
一
〜
二
〇
一
四
年
）、
享
年
は
六
十
四
。
本
名
は
「
ひ
で

う
み
」
と
い
っ
た
が
、
私
は
「
し
ゅ
う
か
い
」
さ
ん
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

時
に
は
呼
び
捨
て
る
こ
と
も
あ
る
。
私
の
方
が
半
年
ほ
ど
早
く
生
ま
れ
、
就
学
年

は
お
な
じ
で
あ
っ
た
。

昨
年
（
二
〇
一
四
年
）
の
八
月
十
四
日
、
忽
然
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
飄

然
と
、
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
世
界
か
ら
、
秀
海
さ
ん
は
ひ
と
り
飛
び
去
っ
た
。

何
が
し
の
前
兆
も
な
く
、
何
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
な
く
で
あ
る
。
秀
海
さ
ん
ら
し

い
と
い
え
ば
、
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
サ
ッ
パ
リ
し
す
ぎ
て
い
や
し
な

い
か
、
と
故
人
に
苦
言
を
投
げ
か
け
た
く
も
な
る
。
前
日
の
十
三
日
、
突
発
的
な

意
識
不
明
で
入
院
さ
れ
た
と
の
連
絡
が
、
佐
藤
信
弥
君
（
本
研
究
会
幹
事
）
か
ら

入
り
、
後
日
、
意
識
が
戻
っ
て
か
ら
見
舞
い
に
と
、
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
矢
先

の
訃
報
で
あ
っ
た
。
意
識
不
明
に
な
ら
れ
た
原
因
は
、
糖
尿
病
治
療
を
さ
れ
て
お

ら
れ
た
の
で
、
こ
の
せ
い
か
と
も
思
う
。
あ
る
い
は
、
奥
様
が
亡
く
な
ら
れ
て

（
二
〇
〇
一
年
）
か
ら
二
人
の
ご
子
息
を
立
派
な
成
人
に
育
て
ら
れ
、
ホ
ッ
と
さ

れ
た
隙
を
病
魔
が
急
襲
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
最
後
に
お
会
い
し
た
の
は
、
二
十
日
ば
か
り
前
の
漢
字
学
研
究
会

（
七
月
二
十
六
日
、
於
関
西
学
院
大
学
・
池
内
記
念
館
）
の
席
上
で
あ
っ
た
。
い

つ
も
の
よ
う
に
私
の
隣
に
座
ら
れ
、
普
段
さ
れ
る
よ
う
に
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
起

動
さ
せ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
後
か
ら
考
え
て
さ
え
、
少
し
お
疲
れ
で
あ
っ

た
か
な
と
感
じ
る
程
度
で
、
二
十
日
ほ
ど
の
ち
に
、
旅
立
た
れ
る
気
配
は
微
塵
も

な
か
っ
た
。

「
天
地
は
仁
な
ら
ず
」
の
た
と
え
で
、
津
波
に
さ
ら
わ
れ
た
よ
う
な
、
情
け
容

赦
の
な
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
一
瞬
の
気
の
緩
み
が
大
事
に
至
っ
た
の
か
な
ど

と
も
思
い
め
ぐ
ら
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
た
だ
た
だ
、

ご
冥
福
を
祈
り
上
げ
る
ほ
か
な
い
。

＊

秀
海
さ
ん
は
、関
西
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
（
東
洋
史
学
専
修
）
を
卒
業
後
、

大
学
院
に
進
学
さ
れ
た
。
大
学
院
は
「
日
本
史
学
専
攻
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
開
講
さ
れ
て
い
る
東
洋
史
関
連
科
目
を
履
修
し
、
研
究
を
継
続
さ
れ
た
（
関

西
学
院
大
学
大
学
院
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
「
東
方
学
会
報
」
第
五
九
号
所
載

の
「
研
究
室
便
り
」
に
よ
る
）。
こ
の
間
、
中
国
古
代
史
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤

で
出
講
さ
れ
て
い
た
佐
藤
武
敏
先
生
の
授
業
を
受
け
ら
れ
、
ま
た
、
神
戸
大
学
に

出
向
い
て
伊
藤
道
治
先
生
の
と
こ
ろ
で
、
松
井
嘉
徳
氏
と
と
も
に
殷
周
史
、
と
り

わ
け
金
文
に
つ
い
て
学
ば
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
白
川
静
先
生
が
お
住

木
村
秀
海
さ
ん
を
悼
む

―
そ
の
学
問
と
人
柄

―
末　
　

次　
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木
村
秀
海
さ
ん
を
悼
む

二

ま
い
で
あ
っ
た
桂
の
ご
自
宅
に
も
一
度
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
、と
も
語
っ
て
い
た
。

何
時
来
訪
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
何
を
話
題
と
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

聞
い
た
私
が
失
念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。＊

本
号
掲
載
の
著
作
目
録
に
み
え
る
よ
う
に
、研
究
者
と
し
て
の
最
初
の
論
文
は
、

一
九
八
一
年
十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
『
史
林
』
掲
載
の
「
西
周
金
文
に
見
え
る
小

子
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
副
題
に
「
西
周
支
配
機
構
の
一
面
」

と
あ
れ
ば
、
秀
海
さ
ん
の
西
周
史
研
究
、
あ
る
い
は
金
文
研
究
の
方
向
性
が
知
ら

れ
、一
九
八
五
年
一
月
に
は
『
史
学
雑
誌
』
に
「
西
周
官
制
の
基
本
構
造
」
と
『
東

方
学
』
に
「
六

の
官
構
成
に
つ
い
て
」
の
両
論
文
を
同
時
に
発
表
さ
れ
た
。
と

り
わ
け
『
東
方
学
』
の
論
文
は
、
第
四
回
東
方
学
会
賞
に
輝
い
た
。
秀
海
さ
ん
に

と
っ
て
三
十
代
前
半
が
西
周
政
治
史
を
念
頭
に
お
い
た
金
文
研
究
に
も
っ
と
も
情

熱
を
燃
や
し
た
期
間
で
あ
り
、
西
周
王
朝
の
官
制
の
構
造
解
明
に
ひ
と
つ
の
結
実

を
学
界
に
残
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
金
文
研
究
の
特
色
は
釈
読
の
精
密
さ
、
こ
れ
に
と
も
な
う
文
脈
重
視
に
あ

る
。
こ
の
方
向
を
軸
と
し
て
、
文
脈
上
要
諦
と
な
る
一
文
字
に
対
し
て
、
古
文
字

学
研
究
の
基
礎
的
方
法
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
秀
海
さ
ん
ら
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
る
新
解
釈
に
本
人
自
身
が
強
烈
な
関
心
と
興
味
を
お
ぼ
え
た
ら
し
い
。
た
と
え

ば
、『
史
学
雑
誌
』
掲
載
の
「
西
周
官
制
の
基
本
構
造
」
で
は
、
ま
ず
「
字
釈
」

に
一
節
を
設
け
、
そ
こ
で
金
文
文
脈
上
の
一
文
字
（

）
の
字
形
の
宋
代
以
来
の

十
一
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
検
討
に
値
す
る
説
（「
摂
」
に
字
形
が
定
め
ら
れ
、

「
兼
」の
意
味
と
す
る
説
）を
と
り
あ
げ
批
判
す
る
。
金
文
の
構
成
要
素（
パ
ー
ツ
）

の
形
か
ら
、
妥
当
性
を
欠
く
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
唐
蘭
の
『
古

文
字
学
導
論
』
の
手
法
に
の
っ
と
っ
て
異
体
字
を
切
り
捨
て
、
当
該
文
字
の
標
準

形
を
定
め
る
。
標
準
形
と
は
、
初
形
・
初
義
を
明
確
に
し
め
す
形
、
あ
る
い
は
字

源
の
は
っ
き
り
わ
か
る
字
形
の
文
字
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
標
準
形
を
改
め
て
検

討
対
象
と
し
た
う
え
で
「

は
、
酒
や
水
な
ど
の
液
体
を
觚
に
入
れ
、
両
手
に
持

ち
、
口
を
開
け
て
吸の

む
動
作
、
す
な
わ
ち
『
吸
む
』
と
い
う
字
義
」
と
し
、「
歙
」

の
初
文
と
の
新
説
を
提
出
し
た
。

觚
と
い
う
青
銅
器
は
酒
を
飲
む
た
め
の
器
と
さ
れ
る
が
、
実
用
さ
れ
た
か
否
か

が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
觚
の
口
縁
が
極
端
に
開
い
て
い
る
た
め
、
口
を
つ
け
て

飲
む
と
こ
ぼ
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
た
り
、
使
用
す
る
に
は
「
さ
じ
」
が
使
わ
れ

た
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
秀
海
さ
ん
ら
し
さ
が
発
揮
さ
れ
る
。
觚
の
実
物
大
の
模
型
を
作
り
、
で

き
た
模
型
に
酒
を
入
れ
て
飲
む
実
験
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。「
カ
ク
テ
ル

グ
ラ
ス
と
同
じ
程
度
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
飲
み
や
す
」
い
と
実
験
結
果
を
の
べ

て
い
る
（
当
該
論
文
注
6
）。
そ
し
て
、冊
命
金
文
に
使
用
さ
れ
る
「
歙
」
は
、「
合
」

の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
、
文
脈
上
、
動
詞
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
場
合
は
「
総

摂
」
の
意
味
に
読
み
、
名
詞
と
し
て
は
「
正
長
」
の
意
味
に
理
解
し
て
、
官
制
の

統
轄
関
係
あ
る
い
は
組
織
図
に
つ
い
て
持
論
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
。

木
村
秀
海
「
文
字
学
」
の
真
骨
頂
は
、
こ
の
よ
う
に
、
文
字
の
形
の
表
し
て
い

る
モ
ノ
、
あ
る
い
は
そ
の
形
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
文
物
の
探
求
に
あ
り
、
時
に

は
実
験
も
辞
さ
な
い
姿
勢
を
最
後
ま
で
保
っ
た
よ
う
に
思
う
。
文
字
解
釈
に
、
文

化
人
類
学
や
民
族
学
な
ど
の
成
果
を
援
用
す
る
方
向
は
、
積
極
的
に
は
と
ら
な

か
っ
た
。
原
則
と
し
て
、
字
形
と
そ
の
形
の
意
味
す
る
モ
ノ
と
の
関
係
を
追
究
す

る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
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三

ち
な
み
に
、
秀
海
さ
ん
は
動
物
の
奇
妙
な
生
態
に
も
詳
し
か
っ
た
し
、
ま
た
子

安
貝
の
こ
と
、
ト
ビ
ウ
オ
の
利
用
法
、
鶏
の
締
め
方
、
古
代
の
ノ
コ
ギ
リ
の
使
用

法
、
あ
る
い
は
大
麦
の
食
べ
方
や
調
理
法
な
ど
に
つ
い
て
、
研
究
会
席
上
、
披
瀝

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
博
物
学
者
の
一
面
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
秀
海
「
文

字
学
」
と
深
く
絡
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

一
九
九
一
年
四
月
に
秀
海
さ
ん
は
関
西
学
院
大
学
文
学
部
助
教
授
と
し
て
任
用

さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
前
年
（
一
九
九
〇
年
）
四
月
に
村
上
幸
造
さ
ん
が
大
阪

工
業
大
学
に
中
国
語
担
当
と
し
て
常
勤
の
職
を
得
、
こ
れ
よ
り
後
、
一
九
九
二
年

四
月
に
私
が
金
蘭
短
期
大
学
に
歴
史
学
担
当
と
し
て
就
職
し
た
。
三
者
の
主
た
る

研
究
対
象
は
、そ
れ
ぞ
れ
金
文
学
で
あ
り
、古
代
音
韻
学
で
あ
り
、甲
骨
学
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
も
研
究
者
が
少
数
の
た
め
独
善
的
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス

感
覚
を
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
弊
害
を
極
力
す
く
な
く
す
る
、
と
い
う
意

味
も
あ
り
、
最
後
尾
の
私
の
就
職
を
機
に
勉
強
会
を
立
ち
上
げ
、
た
が
い
に
切
磋

琢
磨
し
、
研
鑽
を
積
も
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
熱
意
が
、
こ
の
時
期
の
わ
れ
わ
れ

に
は
あ
っ
た
。

こ
の
勉
強
会
は
「
鼎
社
」
と
名
づ
け
た
が
、
こ
の
「
鼎
社
」
が
、
一
九
九
五
年

十
月
か
ら
佐
藤
武
敏
先
生
の
肝
煎
り
で
「
殷
周
史
研
究
会
」
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト

し
、
さ
ら
に
二
〇
一
二
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
加
地
伸
行
先
生
の
ご
指
導
と
ご
助

言
に
よ
っ
て
「
漢
字
学
研
究
会
」
と
改
称
し
始
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
設
立
経

緯
に
つ
い
て
は
加
地
先
生
の
「
創
刊
の
辞
」（『
漢
字
学
研
究
（
第
一
号
）』）
に
詳

し
い
が
、
白
川
学
の
、
と
り
わ
け
不
動
の
業
績
は
「
金
文
通
釈
」
に
あ
る
と
の
認

識
が
、
秀
海
さ
ん
と
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
た
。「
不
動
の
業
績
」
す
な
わ
ち
金
文
研

究
の
「
バ
イ
ブ
ル
の
ご
と
き
も
の
」
と
す
る
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
が
金
文
研
究
に

入
る
場
合
、
必
ず
白
川
静
先
生
の
「
金
文
通
釈
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
不
動
の
業
績
」
の
継
続
を
念
頭
に
研
究
会
は
新
た
に
発

足
し
た
と
い
え
る
。
当
然
、
研
究
会
の
司
令
塔
は
秀
海
さ
ん
に
な
る
。
秀
海
さ
ん

は
会
長
兼
会
計
、
馬
越
靖
史
・
佐
藤
信
弥
の
両
君
を
幹
事
と
す
る
体
制
で
、
研
究

会
の
運
営
な
ら
び
に
本
誌
の
編
集
に
当
た
ら
れ
た
。
第
二
号
の
発
行
と
ほ
ぼ
同
時

に
他
界
さ
れ
た
が
、
本
誌
の
「
目
玉
」
で
あ
る
「
金
文
通
解
」
の
継
続
を
願
っ
て

お
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

秀
海
さ
ん
は
最
後
と
な
る
研
究
会
ま
で
、
家
庭
の
ご
事
情
で
一
時
期
空
白
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
除
い
て
、
一
貫
し
て
指
導
的
立
場
で
研
究
会
を
引
っ
張
っ
て

こ
ら
れ
た
。「
漢
字
学
研
究
会
」
の
第
二
五
回
（「
殷
周
史
研
究
会
」
と
し
て
は
第

一
七
〇
回
）
が
最
後
に
な
っ
た
。

「
鼎
社
」
か
ら
数
え
る
と
二
十
三
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
木
村
・
村
上
・

末
次
の
三
人
で
始
め
た
の
で
鼎
社
と
呼
ん
だ
が
、
鼎
の
三
本
足
の
一
本
が
欠
落
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
物
を
煮
る
用
途
と
し
て
は
廃
物
同
然
と
も
い
え
る
。
さ
い
わ

い
、
秀
海
さ
ん
の
薫
陶
を
受
け
た
関
西
学
院
大
学
出
身
者
、
馬
越
靖
史
君
は
じ
め

佐
藤
信
弥
・
斎
藤
加
奈
・
三
輪
健
介
な
ど
の
諸
君
、
ま
た
若
い
研
究
会
メ
ン
バ
ー

が
お
ら
れ
、
こ
う
し
た
新
進
の
研
究
者
が
、
研
究
会
に
お
け
る
秀
海
さ
ん
の
「
穴
」

を
埋
め
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

＊

秀
海
さ
ん
は
友
人
を
大
切
に
思
い
、
漢
文
を
愛
し
た
。
そ
し
て
漢
文
講
読
を
通

じ
て
、
市
井
の
漢
文
愛
好
家
と
誼
み
を
結
ぶ
。

二
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
奈
良
日
中
友
好
学
院
の
中
国
文
化
講
座
の
講
師
を
勤



木
村
秀
海
さ
ん
を
悼
む

四

め
ら
れ
、
堤
保
仁
さ
ん
と
と
も
に
『
太
平
広
記
』
な
ど
の
輪
読
や
講
読
の
指
導
に

あ
た
ら
れ
た
。
こ
の
相
棒
で
あ
る
堤
さ
ん
に
つ
い
て
『
訳
注
・
太
平
広
記
（
鬼
部

四
）』（
や
ま
と
崑
崙
企
画
、
二
〇
一
〇
年
）
の
「
後
記
」
で
、
秀
海
さ
ん
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
堤
さ
ん
は
私
の
一
年
先
輩
で
、
大
学
院
の
時
代
か
ら
共
に
酒
を
飲
み
、
中
国

古
代
史
に
つ
い
て
語
り
合
う
良
き
友
人
で
も
あ
っ
た
。
論
文
の
着
想
を
得
る
と
、

奈
良
の
も
ち
い
ど
の
通
り
に
あ
っ
た
四
十
五
番
と
い
う
飲
み
屋
で
、
閉
店
し
た
後

も
語
り
合
い
な
が
ら
酒
を
飲
み
、
店
主
を
朝
帰
り
さ
せ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
私

が
多
忙
に
な
り
、
こ
こ
数
年
堤
さ
ん
に
講
座
の
指
導
を
任
せ
て
い
る
う
ち
に
、
堤

さ
ん
は
二
度
も
心
臓
の
手
術
を
し
な
が
ら
、こ
の
講
座
の
指
導
を
果
た
し
て
き
た
。

そ
の
堤
さ
ん
が
鬼
部
を
全
て
指
導
し
終
え
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
亡
く
な
ら
れ
た
こ

と
は
偶
然
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
こ
の
鬼
部
こ
そ
が
堤
さ
ん
が
天
よ
り
与
え
ら
れ

た
仕
事
で
あ
り
、
堤
さ
ん
は
そ
の
畢
生
の
仕
事
を
や
り
終
え
て
天
に
帰
っ
た
か
の

よ
う
で
あ
る
」

『
太
平
広
記
』
鬼
部
の
訳
注
は
、
こ
う
し
た
深
い
友
情
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
た
。

ち
な
み
に
、『
太
平
広
記
』
の
訳
注
の
下
原
稿
を
執
筆
し
た
の
は
、
木
村
・
堤

両
氏
の
受
講
生
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
国
文
化
講
座
の
受
講
生
に
「
内
藤
湖
南
先

生
顕
彰
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
お
ら
れ
た
。
内
藤
湖
南
の
終
の
棲
み
家
と
な
っ
た
恭

仁
山
荘
の
あ
る
加
茂
町
在
住
の
方
々
を
中
心
に
、
顕
彰
会
は
運
営
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
兎
本
恵
宥
・
中
谷
裕
亮
両
氏
は
生
前
の
内
藤
戊
申
氏
（
一
九
〇
八
〜

八
八
年
、
湖
南
の
三
男
）
と
親
し
く
、
い
わ
ば
身
内
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ

の
ご
両
人
と
の
ご
縁
で
、
内
藤
戊
申
氏
の
蔵
書
の
大
半
が
、
関
西
学
院
大
学
図
書

館
と
千
里
金
蘭
大
学
（
当
時
の
金
蘭
短
期
大
学
）
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
収
蔵
本
に
は
湖
南
旧
蔵
も
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
関
西
学
院
大
学

収
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
秀
海
さ
ん
の
資
料
紹
介
「
内
藤
湖
南
・
内
藤
戊
申
旧
蔵　

殷
周
甲
骨
学
金
文
学
関
係
文
庫
」（「
時
計
台
」
第
五
五
号
）
が
あ
る
。

＊

秀
海
さ
ん
は
池
上
四
郎
（
一
八
四
二
〜
七
七
年
）
の
長
女
サ
ト
の
曾
孫
、
す
な

わ
ち
四
郎
の
玄
孫
に
あ
た
る
。
池
上
四
郎
は
薩
英
戦
争
（
一
八
六
三
年
）
で
活
躍

し
、
戊
辰
戦
争
（
一
八
六
八
〜
九
年
）
に
参
戦
、
西
南
戦
争
（
一
八
七
七
年
）
の

薩
軍
五
番
大
隊
長
と
な
り
、
西
郷
隆
盛
自
決
後
、
自
刃
し
て
果
て
た
猛
者
と
さ
れ

る
。
ま
た
軍
事
参
謀
と
し
て
の
「
知
慮
周
密
」
さ
を
西
郷
隆
盛
が
漢
の
高
祖
・
劉

邦
の
知
恵
袋
「
張
子
房
（
張
良
）」
に
比
し
た
と
さ
れ
る
が
、四
郎
の
死
後
「
追
贈
・

名
誉
回
復
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
秀
海
さ
ん
は
述
べ
て
い
る
（「
池

上
四
郎
年
譜
」『
郵
政
考
古
紀
要
』
三
五
）。
西
南
戦
争
の
歴
史
的
評
価
の
問
題
は

さ
て
お
く
と
し
て
、
秀
海
さ
ん
に
と
っ
て
ご
自
身
の
ご
先
祖
の
こ
と
で
も
あ
り
、

歴
史
的
事
実
の
確
認
と
と
も
に
郷
土
の
祖
先
に
対
す
る
敬
意
と
愛
情
、
な
ら
び
に

ご
一
族
の
要
望
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、「
池
上
四
郎
家
蔵
雑
記
」
の
翻
刻
と
注

（『
郵
政
考
古
紀
要
』
三
九
、
森
田
雅
也
氏
と
の
共
著
）
も
手
掛
け
て
お
ら
れ
る
。

＊

秀
海
さ
ん
は
短
所
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
頑
固
と
い
う
か
偏
屈
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。

先
に
述
べ
た
最
初
の
学
術
論
文
（「
西
周
金
文
に
見
え
る
小
子
に
つ
い
て
」）
が

発
行
さ
れ
る
前
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
主
旨
で
、
秀
海
さ
ん
は
口
頭
発
表
を
さ
れ
た
。

一
九
八
一
年
一
月
の
阪
神
中
国
哲
学
談
話
会
（
阪
中
哲
と
略
称
）
で
の
こ
と
で
あ

る
。「
殷
西
周
の
小
子
に
つ
い
て
―
甲
骨
金
文
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
テ
ー
マ



漢
字
學
硏
究　

第
三
號

五

で
あ
っ
た
。
発
表
後
、二
次
会
に
席
を
移
動
し
「
談
話
」
に
花
を
咲
か
せ
る
の
が
、

阪
中
哲
の
慣
例
で
あ
る
。
こ
の
二
次
会
席
上
で
、
私
は
秀
海
さ
ん
の
発
表
内
容
に

若
干
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
の
で
、こ
の
旨
指
摘
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
小
子
」

を
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
卜
辞
に
み
ら
れ
る
「
小
」
の
つ
い
た
「
熟
語
」
に
は
他
例

も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
例
も
検
討
対
象
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う

な
指
摘
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
素
直
に
「
そ
う
す
る
」
と
答
え
る
か
と
思
い
き
や
、

木
で
鼻
を
く
く
っ
た
よ
う
に
「
必
要
な
い
」
旨
の
応
答
を
す
る
。
そ
う
し
た
遣
り

取
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
き
、
隣
で
わ
れ
わ
れ
の
話
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
木
村

英
一
御
大
が
、私
の
「
好
意
」
に
加
勢
し
て
い
た
だ
き
、そ
れ
で
秀
海
さ
ん
は
渋
々

納
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。「
難
儀
な
男
や
な
あ
」
と
私
は
思
っ
た
が
、

秀
海
さ
ん
も
私
の
こ
と
を
同
じ
よ
う
に
「
小
う
る
さ
い
」
と
感
じ
た
に
ち
が
い
な

い
。
こ
う
し
た
自
説
の
頑
固
な
ま
で
の
主
張
は
、「
自
信
」
と
と
も
に
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
、
一
刀
両
断
も
お
好
き
で
あ
り
、
小
気
味
の
良
い
と
き
も
あ
れ
ば
、「
憶

断
」
に
近
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
。

＊

西
周
史
研
究
を
使
命
と
し
、
金
文
読
解
に
情
熱
を
注
ぎ
、
郷
土
を
誇
り
、
ご
先

祖
を
敬
し
、
人
を
愛
し
、
酒
を
嗜
愛
し
、
ち
ょ
っ
と
頑
固
で
あ
っ
た
秀
海
よ
、
さ

よ
う
な
ら
。 

合
掌　

（
千
里
金
蘭
大
学
教
授
）




