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憂
国
の
士
、
中
野
正
剛
先
生

を
慰
霊
、
顕
彰
す
る
「
中
野
正

剛
先
生
顕
彰
祭
」（
中
野
正
剛

先
生
顕
彰
会
主
催
）
が
昨
年
十

月
二
十
三
日
、
福
岡
市
中
央
区

今
川
一
丁
目
、
鳥
飼
八
幡
宮
内

の
中
野
先
生
銅
像
前
で
執
り
行

わ
れ
た
。
五
十
人
を
超
え
る

方
々
が
参
列
し
た
。

　

山
内
勝
二
郎
宮
司
を
司
祭
に

神
事
が
進
み
、
筑
前
琵
琶
日
本

旭
会
総
師
範
、
中
村
旭
園
師
に

よ
る
「
中
野
正
剛
」
の
献
奏
で

式
典
を
締
め
く
く
っ
た
。

　

挨
拶
で
、
同
顕
彰
会
の
吉
村

剛
太
郎
理
事
長
は
、
中
野
先
生

が
戦
時
下
の
昭
和
十
七
年
十
一

月
十
日
、
母
校
早
稲
田
大
学
で

行
っ
た
東
條
英
機
首
相
弾
劾
の

演
説「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」

を
引
き
合
い
に
出
し
、「
中
野

先
生
の
演
説
は
、
現
在
の
日
本

に
も
通
じ
る
」
と
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。

「
中
野
正
剛
先
生
顕
彰
祭
」を
斎
行

　

当
時
、
国
民
は
内
外
の
情
勢

も
よ
く
わ
か
ら
ず
、
国
は
東
條

を
中
心
に
進
ん
で
い
た
。
中
野

先
生
は
演
説
で
「
国
民
一
人
一

人
が
歴
史
を
学
ん
で
国
家
を
考

え
よ
う
」
と
訴
え
た
。
今
日
の

世
相
を
見
た
と
き
、
中
軸
が
何

か
わ
か
ら
な
い
。
慰
霊
祭
を
機

に
中
野
先
生
の
訴
え
を
考
え
、

そ
し
て
周
囲
に
伝
え
る
の
は
有

意
義
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

紹
介
し
て
い
る
西
日
本
新
聞
記

者
の
川
上
弘
文
氏
は
中
野
先
生

の
偉
業
や
玄
洋
社
の
存
在
を
広

く
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
熱
く
語
っ
た
。

　
「
顕
彰
祭
は
皆
さ
ん
の
努
力

で
続
い
て
い
る
。
今
の
時
代
、

中
野
先
生
や
玄
洋
社
の
存
在
は

一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
う
い
う
顕
彰
祭
を
、

そ
れ
ら
を
知
る
き
っ
か
け
に
し

て
も
ら
い
た
い
」「(

郷
土
の
大

先
輩
の
足
跡
を
）
小
中
学
校
の

歴
史
教
育
の
中
に
加
え
な
い
と

い
け
な
い
。進
藤
一
馬
先
生（
元

福
岡
市
長
、
玄
洋
社
最
後
の
社

長
）
の
こ
と
も
皆
、
忘
れ
よ
う

と
し
て
い
る
」

　

川
上
氏
は
、
ビ
ル
の
解
体
で

史
料
展
示
施
設
「
玄
洋
社
記
念

館
」
が
現
在
、
休
館
中
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
、
自
分
は
「
記
念

館
を
つ
く
ろ
う
と
呼
び
か
け
て

い
る
と
こ
ろ
だ
」と
も
述
べ
た
。

「
天
下
一
人
を
以
て
…
」の
気
概
今
こ
そ

　

場
所
を
同
八
幡
宮
の
参
集
殿

に
移
し
、
玄
洋
社
記
念
館
が
所

蔵
す
る
中
野
先
生
の
吟
詠
の
録

音
テ
ー
プ
を
聞
い
た
後
、
直
会

（
な
お
ら
い
）
が
開
か
れ
た
。

　

参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
中
野
先
生
と
の
ご
縁
や
中

野
先
生
へ
の
思
い
な
ど
を
披
露

し
た
。

　

そ
の
中
で
、
福
岡
の
埋
も
れ

た
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
紙
面
で

先
覚
の
偉
業
、学
校
教
育
に

厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
「
中
野
正
剛
先
生
顕
彰
祭
」



厳粛に斎行

頭山満翁並びに玄洋社物故者慰霊祭

悼
し
た
。

　

筑
前
維
新
史
研
究
会
の
力
武

豊
隆
会
長
の
記
念
講
演
が
あ

り
、
藩
主
・
長
溥
公
に
家
老
を

解
任
さ
れ
た
司
書
公
の
復
権
を

図
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
同
士
の

勤
王
派
か
ら
〝
裏
切
り
者
〟
と

曲
解
さ
れ
暗
殺
さ
れ
た
、
喜
多

岡
勇
平
を
め
ぐ
る
秘
話
が
紹
介

さ
れ
た
。

　

明
治
維
新
後
、
勤
王
派
諸
士

に
は
、
政
府
か
ら
贈
位
が
実
施

さ
れ
、
黒
田
藩
関
係
者
に
も
贈

位
が
続
く
が
、
喜
多
岡
勇
平
に

は
、
遂
に
贈
位
が
な
か
っ
た
と

い
う
。

　
「
乙
丑
の
獄
」で
犠
牲
に
な
っ

た
黒
田
藩
の
勤
王
派
家
老
、
加

藤
司
書
公
と
勤
王
党
諸
烈
士
の

追
悼
会
が
司
書
公
の
命
日
に
当

た
る
昨
年
十
月
二
十
五
日
、
福

岡
市
博
多
区
御
供
所
町
の
節
信

院
で
催
さ
れ
た
。

　

嘉
納
浩
一
住
職
の
読
経
に
続

い
て
八
十
人
を
超
え
る
参
列
者

が
焼
香
。
筑
前
琵
琶
日
本
旭
会

総
師
範
、中
村
旭
園
師
の
献
奏
、

尺
八
今
古
流
、明
暗
流
の
献
笛
、

宰
都
館
の
献
吟
で
諸
先
覚
を
追

の
際
に
、
玄
洋
社
記
念
館
創
設

者
、
故
進
藤
一
馬
先
生
が
発
行

し
た
記
念
誌「
立
雲
翁
の
面
影
」

の
複
写
が
配
布
さ
れ
た
。

　

明
道
会
の
山
崎
拓
理
事
長
は

挨
拶
で
、
参
列
者
に
出
席
の
謝

辞
を
述
べ
た
あ
と
、
中
国
革
命

の
父
・
孫
文
と
日
本
の
実
業
家
・

梅
屋
庄
吉
の
盟
約
を
取
り
上
げ

た
読
売
新
聞
の
コ
ラ
ム
「
編
集

手
帳
」
に
触
れ
、
尖
閣
諸
島
沖

の
中
国
漁
船
衝
突
事
件
に
端
を

発
し
た
現
在
の
日
中
関
係
へ
の

思
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

梅
屋
と
頭
山
翁
は
親
交
が
あ

り
、
共
に
ア
ジ
ア
発
展
の
た
め

に
手
を
結
ん
だ
間
柄
。
頭
山
翁

は
大
ア
ジ
ア
主
義
を
も
っ
て
孫

文
を
助
け
た
。
支
援
し
た
資
金

は
現
在
の
価
値
に
換
算
す
る
と

一
兆
円
に
は
な
る
。
玄
洋
社
は

ア
ジ
ア
の
た
め
に
働
い
た
。

　

梅
屋
と
孫
文
が
盟
約
を
交
わ

し
た
一
八
九
五
年
は
、
奇
し
く

も
わ
が
国
が
尖
閣
諸
島
を
領
土

と
し
た
年
だ
。
東
シ
ナ
海
に
お

け
る
中
国
の
傲
慢
な
大
国
主
義

は
我
慢
が
な
ら
な
い
事
案
。
改

め
て
玄
洋
社
精
神
を
興
し
ア
ジ

ア
の
平
和
と
発
展
の
た
め
に
進

む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

山
崎
理
事
長
は
「
感
慨
を
あ

え
て
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
」
と
結
ん
だ
。

　

頭
山
満
翁
は
じ
め
玄
洋
社
先

覚
を
慰
霊
、
顕
彰
す
る
「
頭
山

満
翁
並
び
に
玄
洋
社
物
故
者
慰

霊
祭
」
が
財
団
法
人
明
道
会
の

主
催
で
昨
年
九
月
二
十
六
日
に

玄
洋
社
墓
地
の
あ
る
福
岡
市
博

多
区
千
代
四
丁
目
の
崇
福
寺
で

厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
。
約

三
十
人
が
参
列
し
た
。

　

頭
山
翁
の
彫
像
が
祭
壇
に
安

置
さ
れ
た
本
堂
で
、
岩
月
海
洞

住
職
が
読
経
。
参
列
者
が
焼
香

し
た
。

　

参
列
者
に
、
昭
和
五
十
一
年

の
、
頭
山
翁
三
十
三
回
忌
法
要

玄
洋
社
精
神
を
興
し
て
ア
ジ
ア
の
平
和
と
発
展
を
─
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（
前
号
よ
り
続
く
）

　

日
清
戦
争
に
際
し
て
は
、
壯
烈
軍
國
に
殉
じ
た
三
崎
山
中

の
一
人
山
崎
羔
三
郎
氏
の
如
き
、
又
日
露
戦
争
中
満
州
義
軍

を
組
織
し
皇
軍
の
為
め
に
活
躍
し
た
諸
士
の
如
き
、
或
は
頭

山
先
生
に
従
っ
て
孫
文
、
黄
興
等
を
援
助
し
中
華
革
命
を
遂

行
せ
し
む
る
に
至
っ
た
如
き
、
其
対
外
的
諸
問
題
に
貢
献
し

た
る
功
績
も
亦
た
挙
げ
て
数
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　

尚
玄
洋
社
志
士
等
の
大
陸
各
地
に
出
入
致
し
ま
す
る
や
、

当
時
其
志
を
同
く
す
る
国
内
各
地
の
志
士
等
は
地
理
上
の
便

宜
並
に
同
士
間
の
淵
叢
と
し
て
一
種
の
連
絡
所
と
も
見
る
べ

く
、
現
地
の
各
方
面
へ
の
往
来
毎
に
途
中
概
ね
玄
洋
社
を
訪

問
す
る
を
常
と
し
ま
し
た
が
、
進
藤
先
生
は
是
れ
等
の
志
士

に
対
し
ま
し
て
も
一
々
胸
襟
を
被
き
懇
切
な
対
話
を
以
て
応

対
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
其
の
同
士
は
頗
る
多
く
、
社
員
の
活

躍
す
る
方
面
も
頗
る
広
範
に
亘
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

玄
洋
社
か
ら
出
し
た
有
為
の
志
士
は
斯
く
の
如
く
多
士

済
々
た
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
進
藤
先
生
が
是
れ
等
志

士
の
養
成
に
苦
心
さ
れ
た
こ
と
は
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
も
の

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
後
年
先
生

が
或
人
に
向
っ
て

　
「
我
々
が
玄
洋
社
を
創
立
し
た
当
時
の
考
え
で
は
、
立
派

な
人
間
百
人
を
養
成
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
其
餘
は
烏
合
の

衆
で
も
よ
い
と
思
っ
て
居
た
が
、
百
人
立
派
な
人
間
を
造
る

と
い
う
事
は
却
々
む
つ
か
し
い
も
の
だ
」
と
述
懐
さ
れ
た
と

の
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

　

進
藤
先
生
の
青
年
時
代
は
お
そ
ら
く
眉
目
清
秀
な
方
で

あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
致
し
ま
す
が
、
私
が
先
生
に
お
目
に

か
ゝ
っ
た
の
は
明
治
二
十
六
年
に
朝
鮮
に
赴
く
際
、
旅
行
免

進
藤
喜
平
太
の
思
い
出
・
第
２
部

「
追
悼
録
」か
ら

進
藤
喜
平
太
先
生
追
懐
談　

葛
生　

能
久

＂漁船衝突〟で思い披瀝山崎拓
理事長

　

菩
提
寺
節
信
院
で

　

司
書
公
ら
を
追
悼

崇福寺本堂での慰霊祭

祭壇の前で行われた追悼の献笛
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ま
し
た
が
、
本
書
で
は
こ
れ
を

六
三
〇
名
ま
で
拡
張
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
で
ほ
ぼ
玄
洋
社
員
は

網
羅
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
の
中
に
は
、広
田
弘
毅
、

中
野
正
剛
、
緒
方
竹
虎
ら
、
昭

和
史
に
屹
立
す
る
巨
人
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
歴
史
家
た
ち

が
彼
ら
を
玄
洋
社
員
と
見
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

玄
洋
社
の
歴
史
は
明
治
十
二

年
（
一
八
七
九
）
か
ら
昭
和

二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
ま
で
、

足
か
け
六
十
八
年
の
長
き
に
わ

た
り
ま
し
た
。
敗
戦
に
と
も
な

文
を
身
を
も
っ
て
か
ば
っ
た
玄

洋
社
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層

注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
近
代
史

の
研
究
者
で
す
ら
、
宮
崎
滔
天

や
梅
屋
庄
吉
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
玄
洋

社
の
功
績
に
眼
を
向
け
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
ら
な
い
と

言
う
よ
り
、
初
め
か
ら
知
ろ
う

と
し
な
い
と
言
っ
た
方
が
正
確

だ
と
思
い
ま
す
。
戦
後
、
玄
洋

社
の
真
実
の
姿
は
歴
史
か
ら
抹

殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

の
が
、
私
の
感
慨
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
品
切
れ
に
な
っ

て
い
た
旧
著
を
、
二
〇
一
一
年

に
は
何
と
か
世
に
送
り
出
し
た

い
と
い
う
の
が
こ
こ
数
年
の
私

の
希
望
で
し
た
。
初
版
刊
行
か

ら
実
に
三
〇
年
、
い
ま
だ
に
玄

洋
社
は
誤
解
の
た
だ
な
か
に
あ

り
ま
す
。
超
国
家
主
義
、
侵
略

主
義
、
秘
密
結
社
、
大
陸
浪
人
、

右
翼
、
な
か
に
は
ヤ
ク
ザ
と
表

現
す
る
も
の
す
ら
眼
に
し
ま
す

が
、
す
べ
て
間
違
っ
た
レ
ッ
テ

ル
で
す
。
旧
著
で
は
五
八
二
名

の
玄
洋
社
員
名
簿
を
掲
げ
て
い

　
『
玄
洋
社
発
掘
―
も
う
ひ
と

つ
の
自
由
民
権
』（
一
九
八
一

年
、
西
日
本
新
聞
社
）、『
増
補

版　

玄
洋
社
発
掘
―
も
う
ひ
と

つ
の
自
由
民
権
』（
一
九
九
七

年
、
同
）
に
続
く
第
三
版
、『
玄

洋
社
・
封
印
さ
れ
た
実
像
』
を

二
〇
一
〇
年
十
月
、
福
岡
の
海

鳥
社
よ
り
刊
行
し
ま
し
た
。
読

売
新
聞
、
西
日
本
新
聞
、
日
経

新
聞
、
図
書
新
聞
な
ど
で
取
り

上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
週
刊
金

曜
日
で
も
永
六
輔
さ
ん
が
触
れ

て
下
さ
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い

ま
す
。
文
字
通
り
、
玄
洋
社
の

封
印
が
解
け
、
実
像
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。

　

二
〇
一
一
年
は
辛
亥
革
命
か

ら
百
年
に
あ
た
り
、
日
本
各
地

で
記
念
行
事
が
催
さ
れ
る
予
定

で
す
が
、
中
で
も
亡
命
し
た
孫

状
を
受
け
る
た
め
、
兄
東
介
（
玄
晫
）
の
紹
介
で
玄
洋
社
に

立
寄
り
一
ヶ
月
許
り
先
生
の
お
世
話
に
な
っ
た
時
で
あ
り
ま

し
た
。

　

先
生
は
当
時
丁
度
四
十
四
才
で
、
頭
山
先
生
の
雄
偉
な
る

体
躯
と
は
ち
が
っ
て
幾
く
ら
か
痩
せ
形
の
颯
爽
た
る
姿
で
、

鼻
下
に
八
字
髭
を
蓄
え
ら
れ
白
哲
の
風
貌
に
重
厚
謹
嚴
恰
も

古
武
士
の
如
き
風
格
を
具
え
ら
れ
た
人
で
あ
り
ま
し
た
。

　

先
生
は
親
切
温
情
を
以
て
人
に
接
せ
ら
れ
た
の
で
、
徳
望

最
も
厚
く
、
玄
洋
社
の
諸
豪
は
何
等
の
不
平
不
満
な
く
喜
ん

で
其
の
命
に
服
し
、
深
く
尊
敬
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

先
生
は
寡
黙
な
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
た
び
志
を
決
す

る
や
断
乎
た
る
不
動
の
決
意
を
以
て
対
処
さ
れ
て
居
た
人
で

あ
り
ま
し
た
。
曾
て
先
生
が
玄
洋
社
を
率
い
自
由
民
権
の
旗

幟
を
飜
へ
し
改
進
党
と
戦
っ
て
居
ら
れ
た
際
、
進
歩
党
が
組

織
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
其
の
委
員
が
来
て
、

　
「
貴
方
は
自
由
の
た
め
に
力
を
致
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

此
の
際
進
歩
党
の
た
め
に
盡
く
し
て
貰
い
た
い
」

　

と
説
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

（
こ
の
項
続
く
）

『
玄
洋
社
・
封
印
さ
れ
た
実
像
』

を
刊
行
し
て

石
瀧
　
豊
美

う
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
解
散
指
令
が
な

け
れ
ば
、
現
在
も
玄
洋
社
は
人

材
を
輩
出
し
続
け
た
に
ち
が
い

な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
玄
洋
社

の
歴
史
は
強
制
的
に
断
ち
切
ら

れ
た
の
で
し
た
。

　

本
書
に
は
、「
玄
洋
社
と
日

中
不
戦
の
思
想
」
と
い
う
一
節

を
収
録
す
る
予
定
で
し
た
。
昭

和
十
二
年
七
月
七
日
の
盧
溝
橋

事
件
に
始
ま
る
日
中
戦
争
の
さ

な
か
、
す
で
に
八
十
歳
を
超
え

て
い
た
晩
年
の
頭
山
満
を
中
心

に
し
た
玄
洋
社
の
人
々
は
ひ
そ

か
に
日
中
和
平
工
作
に
従
事
し

て
い
ま
し
た
。
当
初
は
日
中
が

戦
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
「
不

戦
の
思
想
」
と
し
て
書
き
始
め

た
の
で
す
が
、
調
べ
る
に
つ
れ

て
、
外
務
省
や
軍
部
の
抵
抗
を

排
し
た
、
蒋
介
石
重
慶
政
権
を

相
手
に
し
た
地
下
工
作
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
と
う

が
、
従
来
な
ぜ
か
、
そ
れ
が
内

務
省
警
保
局
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
の
か
、
情
報
局
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
の
か
、
説
が
分
か
れ
た

ま
ま
両
論
併
記
の
状
態
で
し

た
。
私
は
本
書
で
そ
の
謎
解
き

に
挑
戦
し
ま
し
た
。
旧
版
を
お

持
ち
の
方
も
、
新
し
い
玄
洋
社

論
を
じ
か
に
お
確
か
め
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
本
書
の
一
部
を
抜
粋

し
て
、
十
一
月
に
は
電
子
書
籍

『
玄
洋
社
・
封
印
さ
れ
た
実
像

《
抄
録
版
》』
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
「
理
想
書
店
」
で
販
売

さ
れ
て
い
ま
す
。
福
岡
の
友
人

て
い
本
書
に
収
ま
り
き
ら
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
玄
洋
社
を
め
ぐ
る
日

中
和
平
工
作
の
事
実
は
、
本
書

の
続
編
と
し
て
準
備
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

進
藤
一
馬
さ
ん
ら
、
玄
洋
社

最
後
の
生
き
残
り
の
方
々
が
健

在
だ
っ
た
三
〇
年
前
、
そ
う
し

た
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
ま

す
。
日
中
和
平
工
作
に
つ
い
て

は
、
関
係
者
の
証
言
を
聞
く
機

会
は
永
久
に
失
わ
れ
た
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
玄
洋
社
員
の
ご

子
孫
の
中
に
は
、
関
係
資
料
を

保
存
し
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
情
報
を
お

持
ち
の
方
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、本
書
は
旧
版
に
比
べ
、

い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
り
ま

す
。
あ
ら
た
に
「
今
な
お
、
虚

像
が
ま
か
り
通
る
玄
洋
社
」
を

書
き
下
ろ
し
ま
し
た
。
ま
た
、

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）、
辛

亥
革
命
成
功
後
の
孫
文
が
、
玄

洋
社
へ
の
お
礼
を
こ
め
て
福
岡

に
関
係
者
の
墓
参
を
行
っ
た
と

き
の
新
聞
記
事
を
収
録
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
昭
和
十
七
年
一

月
一
日
、
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
中
野
正
剛
の
「
戦
時
宰
相

論
」
は
東
條
英
機
総
理
大
臣
を

激
怒
さ
せ
、
発
禁
処
分
と
な
っ

た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

た
ち
が
取
り
組
ん
で
く
れ
た
成

果
で
す
。
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

※
『
玄
洋
社
・
封
印
さ
れ
た

実
像
』
海
鳥
社
発
行
（
税
込
二
、

九
四
〇
円
）。
一
般
書
店
で
も

入
手
可
能
で
す
が
、
石
瀧
か
ら

直
接
購
入
さ
れ
た
場
合
は
「
玄

洋
社
関
係
史
跡
マ
ッ
プ
」
を
添

付
し
て
お
送
り
し
ま
す
。
Ｆ
Ａ

Ｘ
：
〇
九
二
（
九
三
三
）

〇
四
二
六　

石
瀧
ま
で
、住
所・

氏
名
を
明
記
し
て
お
申
し
込
み

下
さ
い
（
番
号
非
通
知
は
受
け

付
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い

ま
す
）。

辛
亥
革
命
百
年
を
前
に
発
刊
さ
れ
た
『
玄
洋
社
・
封

印
さ
れ
た
実
像
』
の
表
紙

石瀧  豊美  氏
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も
う
し
ば
ら
く
前
の
話
に

な
っ
て
し
ま
う
が
、
平
成
二
十

年
の
十
一
月
二
日
に
、
玄
洋
社

記
念
館
の
物
故
三
館
長
合
同
慰

霊
祭
の
席
で
、
短
い
講
演
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

そ
の
際
に
は
、
ち
ょ
う
ど
玄

洋
社
記
念
館
の
所
蔵
史
料
が
福

岡
市
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
後

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
ず
第

一
に
、
歴
史
を
考
え
る
上
で
貴

重
な
史
料
を
き
ち
ん
と
保
存

し
、
活
用
す
る
こ
と
の
重
要
性

に
つ
い
て
申
し
上
げ
、
次
に
、

そ
の
よ
う
な
史
料
を
ふ
ま
え
た

実
証
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
た

だ
一
種
類
に
固
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
玄
洋

社
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
こ
と
を
お
話
し
し

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

　

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
玄
洋
社
イ

メ
ー
ジ
の
一
側
面
が
、
辛
亥
革

命
へ
の
援
助
活
動
で
あ
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し

て
、
本
年
は
辛
亥
革
命
か
ら
数

え
て
百
周
年
に
あ
た
る
。
講
演

の
最
後
に
あ
た
っ
て
、
ご
来
場

の
皆
さ
ん
に
、
そ
の
節
目
に
福

岡
が
何
も
し
な
い
で
い
い
ん
で

す
か
と
問
い
か
け
た
の
を
思
い

出
す
。

　

私
が
委
員
長
を
つ
と
め
る
福

岡
市
史
編
集
委
員
会
で
は
、
市

史
編
さ
ん
事
業
の
一
環
と
し

て
、
東
ア
ジ
ア
近
代
史
学
会
、

福
岡
ユ
ネ
ス
コ
協
会
と
共
催

で
、
こ
の
秋
に
辛
亥
革
命
と
福

岡
に
か
か
わ
る
記
念
講
演
会
を

企
画
し
て
お
り
、
で
き
れ
ば
関

連
資
料
の
展
示
も
行
い
た
い
と

希
望
し
て
い
る
。
博
物
館
へ
の

史
料
寄
託
も
含
め
て
、
玄
洋
社

記
念
館
と
の
か
か
わ
り
が
、
企

画
を
め
ぐ
る
機
縁
の
一
部
を
な

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

若
い
世
代
に
と
っ
て
、
百
年

と
い
う
時
間
を
へ
だ
て
て
近
代

中
国
の
出
発
点
を
ふ
り
返
る
の

は
、
ほ
と
ん
ど
古
代
史
を
見
る

の
と
同
様
の
歴
史
感
覚
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
え

て
尖
閣
列
島
問
題
を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
く
、
隣
人
で
あ
る
中

国
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
う
か

は
今
日
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の

と
き
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

近
代
中
国
と
は
何
か
と
い
う
問

い
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
我
々
が
東
ア

ジ
ア
と
日
本
に
つ
い
て
自
己
省

察
を
深
め
る
こ
と
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
私
ど

も
の
企
画
に
関
心
を
寄
せ
て
い

た
だ
き
た
い
し
、
新
聞
や
テ
レ

ビ
な
ど
の
地
元
メ
デ
ィ
ア
や
、

自
治
体
の
動
向
も
注
目
さ
れ

る
。こ
れ
は
官
民
を
問
わ
ず（
そ

れ
こ
そ
正
に
玄
洋
社
的
な
も
の

で
は
な
い
か
）、
福
岡
と
い
う

地
域
社
会
の
歴
史
感
覚
を
磨
く

機
会
で
も
あ
る
の
だ
。

　
（
筆
者
は
福
岡
市
史
編
集
委

員
長
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

進藤先生と「桧原桜」のエピソード

新作能で上演新作能で上演
市民の財産として後世に

ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
へ

花
の
精
が
現
れ
「
人
々
の
桜
へ

の
思
い
が
天
に
届
い
て
、
こ
の

美
し
い
桜
が
、
今
あ
る
の
だ
」

と
「
桧
原
桜
」
の
物
語
を
聞
か

せ
る
と
い
う
筋
書
き
。

　

花
の
精
の
役
に
、
公
募
で
選

ば
れ
た
十
四
人
の
小
学
生
も
、

こ
の
能
の
上
演
の
た
め
に
特
別

に
作
ら
れ
た
博
多
織
の
能
衣
装

を
着
け
て
出
演
。
進
藤
市
長
を

モ
デ
ル
に
し
た「
筑
前
の
花
守
」

も
登
場
し
て
、
荘
厳
で
華
や
か

な
物
語
が
展
開
さ
れ
た
。

　

定
員
八
百
人
の
会
場
は
鑑
賞

　

平
成
二
十
二
年
の
秋
の
叙
勲

で
、
社
団
法
人
玄
洋
社
記
念
館

の
進
藤
邦
彦
理
事
が
地
方
自
治

分
野
の
功
績
で「
旭
日
小
綬
章
」

を
受
章
さ
れ
た
。

　

県
知
事
に
よ
る
受
章
者
へ
の

伝
達
式
が
同
年
十
一
月
四
日
、

福
岡
県
庁
で
行
わ
れ
、
進
藤
理

親
し
み
や
す
い
内
容
で
し
た
」

と
語
っ
て
い
た
。

　

こ
の
新
作
能
の
上
演
は
、
南

区
役
所
（
四
宮
祐
司
区
長
）
と

九
州
大
学
大
学
院
芸
術
工
学
府

ホ
ー
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
エ
ン
ジ

ニ
ア
育
成
ユ
ニ
ッ
ト
の
連
携
事

業
と
し
て
企
画
さ
れ
、
能
楽
各

流
派
な
ど
が
集
ま
る
福
岡
市
能

楽
協
議
会
、博
多
織
工
業
組
合
、

香
蘭
女
子
短
大
の
協
力
で
実
現

し
た
。

　

南
区
役
所
は
、
進
藤
市
長
と

市
民
の
和
歌
の
交
流
か
ら
生
ま

れ
た
「
桧
原
桜
」
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
広
く
市
民
に
知
っ
て
も
ら

い
、
市
民
共
有
の
財
産
と
し
て

後
世
に
語
り
継
ご
う
と
、
一
昨

年
か
ら
関
連
事
業
を
積
極
的
に

展
開
し
て
い
る
。

　

一
昨
年
は
、
昨
年
と
同
様
に

九
州
大
学
大
学
院
の
同
育
成
ユ

ニ
ッ
ト
と
の
連
携
で
「
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
・
桧
原
さ
く
ら
物
語
」

を
上
演
し
て
い
る
。

辛
亥
革
命
百
年
と

東
ア
ジ
ア
の
近
代

有
馬
　
　
学

玄洋社記念館「物故三理事
長合同慰霊祭」で講演する
有馬学先生＝福岡市・国際
ホールで

「新作能『桧原桜』」の舞台。中央が進藤市長がモデルの「筑前の花守」

　

道
路
拡
幅
の
た
め
伐
採
さ
れ

る
運
命
に
あ
っ
た
桜
並
木
を
、

市
民
が
詠
ん
だ
命
乞
い
の
和
歌

に
応
え
て
故
進
藤
一
馬
市
長

（
玄
洋
社
記
念
館
創
設
者
）
が

返
歌
を
詠
み
、
伐
採
計
画
を
変

更
し
て
救
っ
た
福
岡
市
南
区
の

「
桧
原
桜
」を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
「
能
」
と
し
て
創
作
さ

れ
、
昨
年
十
二
月
四
日
、
同
区

の
南
市
民
セ
ン
タ
ー
で
上
演
さ

れ
た
。

　

題
名
は
「
新
作
能
『
桧
原

桜
』」。
時
代
を
江
戸
後
期
に
お

き
、福
岡
の
今
泉
に
住
む
歌
人
、

大
隈
言
道
が
、
桜
の
美
し
さ
に

誘
わ
れ
て
散
策
に
出
か
け
、
い

つ
の
間
に
か
桧
原
桜
の
と
こ
ろ

進
藤
理
事
に
叙
勲

の
市
民
で
満
員
に
な
っ
た
。
観

客
の
一
人
は
「
能
は
難
し
い
も

の
と
思
っ
て
い
た
が
、
解
説
も

あ
り
、
と
て
も
分
か
り
や
す
く

事
は
受
章
者
を
代
表
し
て
挨
拶

さ
れ
た
。

　

進
藤
理
事
は
、
玄
洋
社
記
念

館
創
設
者
で
元
衆
議
院
議
員
、

元
福
岡
市
長
の
進
藤
一
馬
先
生

の
秘
書
を
経
て
、
昭
和
六
十
二

年
か
ら
福
岡
市
議
会
議
員
を
五

期
二
十
年
、
務
め
ら
れ
た
。
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信

大 

江 

田

　美 

子

太
宰
府
市
宰
府
三
丁
目
四
│
二
十
一

☎
〇
九
二
│
九
二
四
│
六
二
九
六

〒
818-
0117

損
害
保
険
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

太
宰
府
天
満
宮
前
駐
車
場

漢
方
薬
相
談
　
と
お
り
ゃ
ん
せ

　

こ
の
た
び「
社
団
法
人
玄
洋
社
記
念
館
」及
び
関
連
団
体「
社

団
法
人
廣
田
弘
毅
記
念
青
少
年
育
成
会
」「
中
野
正
剛
先
生
顕

彰
会
」
の
事
務
所
は
移
転
し
ま
し
た
。
新
事
務
所
の
住
所
は
左

記
の
通
り
で
す
。

　

電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
番
号
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
で
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
社
団
法
人
玄
洋
社
記
念
館
」
と
関
連
二
団
体
は
、「
玄
洋
社

の
真
実
の
姿
の
伝
承
と
諸
先
覚
の
ご
遺
徳
の
顕
彰
」
を
目
的
に

諸
事
業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
般
、
新
事
務
所
を
得
た

記
念
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

事
務
所
が
移
転
し
ま
し
た

の
を
機
会
に
、
さ
ら
に
活
動
を
充
実
さ
せ
る
所
存
で
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
協
力
、

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
玄
洋
社
記
念
館

　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
廣
田
弘
毅
記
念
青
少
年
育
成
会

　
　
　
　
　
　
　

中
野
正
剛
先
生
顕
彰
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

吉
村　

剛
太
郎

  　
　
　
　
　
　
　

  

◇

　
　
　
【
新
住
所
】
郵
便
番
号
八
一
〇
─
〇
〇
六
二

　
　
　
　
　

福
岡
市
中
央
区
荒
戸
三
丁
目
六
─
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

西
公
園
ハ
イ
ツ
二
〇
一
号

　
　
　
　
　

 　
　
　
　

吉
村
剛
太
郎
事
務
所
内

　
　
　
【
電　

話
】
〇
九
二
─
七
六
二
─
二
五
一
一

　
　
　
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
〇
九
二
─
七
六
二
─
二
五
〇
二
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玄
洋
社
記
念
館

の
創
設
者
、
進
藤

一
馬
先
生
の
祥
月

命
日
前
日
の
昨
年

十
一
月
二
十
七

日
、「
励
志
会
」

有
志
四
人
が
福
岡

市
中
央
区
平
和
・

平
尾
霊
園
の
進
藤

先
生
の
墓
参
り
を

し
た
。

　
「
励
志
会
」
は

　
　
　

▼
個
人
の
部

　
【
三
万
円
】

吉
村
剛
太
郎　
　
（
福
岡
市
）

　
【
二
万
円
】

山
嵜　

泰
生　
（
那
珂
川
町
）

　
【
一
万
円
】

西
方　
　

忍　
　
（
福
岡
市
）

酒
井　

智
堂　
（
鹿
児
島
市
）

坂
上　

智
之　
　
（
奈
良
市
）

中
村　

敦
子　
　
（
東
京
都
）

田
口　
　

純　
　
（
春
日
市
）

大
塚　

一
夫　
　
（
福
岡
市
）

安
部　

義
彦　
　
（
東
京
都
）

日
の
墓
参
で
も
、
さ
ら
に
四
人

が
合
流
し
て
行
わ
れ
、
進
藤
先

生
を
偲
ん
だ
。
進
藤
先
生
は
平

成
四
年
、
逝
去
さ
れ
た
。

賛
助
会
員
芳
名
録

 （
11
月
20
日
現
在
・
敬
称
略
）

進
藤
先
生
が
主
宰
し
た
青
年
た

ち
の
勉
強
会
。
命
日
の
墓
参
は

同
会
の
恒
例
行
事
で
、
毎
年
、

数
人
か
ら
十
数
人
が
参
加
し
て

い
る
。

　

墓
参
の
後
、
進
藤
先
生
も
愛

し
た
同
区
大
名
の
水
炊
き
屋
で

直
会
を
す
る
の
が
慣
例
。
こ
の

進藤先生のお墓参り
励志会有志ら

墓
参
し
た
左
か
ら
山
城
直
之
、
進
藤
邦

彦
、
大
江
田
信
、
見
月
信
介
の
各
氏



ざ
る
よ
し
な
る
が
、
此こ

は
間
道

に
て
官
兵
に
出
遇
ひ
、
無
慚
に

も
討
死
せ
し
者
か
と
、
人
々
云

ひ
合
へ
る
よ
し
。
其
真
偽
は
知

る
こ
と
能
は
ず
。
他
日
確
報
を

得
て
記
す
る
処
あ
る
べ
し
（
吉

岡
大
次
郎
の
事
、
此
下
に
物
語

り
な
し
）。

　

偖さ
て

も
震
志
は
吉
岡
大
次
郎
を

落
し
や
り
し
か
ば
、
今
は
心
に

か
ゝ
る
も
の
な
し
と
て
、
戦
場

に
引
返
し
け
れ
ば
、
味
方
の
兵

は
散
々
に
伐う

ち

立
ら
れ
、
討
死
・

手
負
数
知
れ
ず
。
討
洩
さ
れ
し

物
共
に
は
、
右
往
左
往
に
散
乱

し
て
、
最
早
一
所
に
残
れ
る
者

は
僅
か
に
三
十
八
人
と
ぞ
数
へ

ら
れ
け
る
。

　

か
く
て
は
兎
て
も
捷し

ょ
う利り

は
思

ひ
も
寄
ら
ず
と
、
震
志
一
人
後し

り
え

に
残
り
て
、
臀

し
ん
が
りな
し
つ
、
追
す

が
り
来
る
官
兵
を
打
払
ひ
打
払

ひ
て
、
同
国
秋
月
の
城
下
迄
辛

ふ
じ
て
引
揚
げ
け
り
。

　

爰こ

処こ

に
て
再
び
残
兵
を
集
め

　

僕
は
斯
く
同
志
に
誓
ひ
し
身

な
れ
ば
、
今
更
に
落
延
ん
こ
と

思
ひ
も
よ
ら
ず
。
さ
れ
ど
君
は

初
陣
の
客

か
く
し
ょ
う将、
今
日
来き

た

つ
て
今

日
去
る
も
更
々
武ぶ

夫ふ

の
恥
な
ら

ず
。
速
に
間
道
よ
り
篠
栗
村
に

帰
り
候
ふ
べ
し
と
て
、
否
む
吉

岡
を
様
々
と
す
か
し
な
だ
め
、

漸
く
間
道
を
落
し
や
り
ぬ
。

　

是
れ
震
志
我
大
事
の
成
ら
ざ

る
を
知
り
て
、
多
年
松
江
に
辛

労
さ
せ
し
恩
義
に
報
ゆ
る
心
に

て
、
吉
岡
大
次
郎
の
一
命
を
助

く
る
心
な
り
と
ぞ
聞
え
し
。

　

さ
れ
ど
、
其
後
大
次
郎
は
何い

づ

処く

へ
ゆ
き
し
か
、
行
衛
知
れ

ず
、
今
に
篠
栗
村
へ
は
帰
り
来

玄　　　　　　　　　洋平成２３年１月１日 第　１０８　号（６）

 

宇
田
川
文
海
『
西
南
拾
遺
』（
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）

明
治
十
二
年
九
月
刊
行

　
　

小
室
信
介
閲

　
　

宇
田
川
文
海
編
輯

﹃
西
南
拾
遺
﹄
巻
之
五

て
数
ヶ
所
の
陣
処
を
構
え

つ
ゝ
、
民
家
に
押
入
り
て
兵
粮

な
ど
を
掠
め
取
り
、
稍
し
ば
し

息
を
休
め
け
る
折
柄
、
越
智
彦

四
郎
の
固
め
た
る
陣
門
に
一
人

の
美
婦
出い

で
き
た来
り
ぬ
。
其
面か

ん

ば
せ

は
旅
つ
か
れ
に
痩
せ
た
る
様
見

ゆ
れ
ど
、
天
然
の
容
色
、
自

お
の
ず
から

備
り
て
眉
目
猶
あ
で
や
か
に
、

衣い

裙く
ん

は
泥
に
ま
み
れ
、
け
が
れ

た
れ
ど
、
褄
は
づ
れ
の
模
様
、

何
と
な
う
仇
め
き
て
、
い
と
ゆ

か
し
ゝ
。

　

実げ

に
や
漢
代
の
王
昭
君
が
胡

国
に
ゆ
き
し
身
を
咏
じ
て
、
翠す

い

黛た
い

紅
顔
錦

き
ん
し
ゅ
う繍の
粧
ほ
ひ
、
泣
て

沙し
ゃ

塞そ
く

を
尋
ね
て
家
郷
を
出い

づ
と

い
ひ
し
も
、
か
く
と
お
も
ふ
ば

か
り
な
る
が
、
陣
門
に
進
み
近

づ
き
て
、
大
将
に
物
申
さ
ん
。

誰
か
あ
る
、
招と

り

介つ
ぎ

玉
へ
と
ぞ
呼

は
り
け
る
。

　

あ
な
胆
太
き
女
か
な
。
さ
り

と
て
は
、
又
美
し
き
奴
に
ぞ
あ

る
。
如
何
な
る
こ
と
を
や
い
ふ

な
ら
ん
。
苦
し
ふ
あ
ら
じ
。
呼

入
れ
て
、
軍
中
の
憂う

さ

な
ぐ
さ
め

よ
、
と
罵
り
合
ひ
、
若
殿
原
の

五
、六
人
も
其
処
に
走
り
出

て
、
彼
女
を
内
に
引
き
入
れ
、

汝
は
如
何
な
る
者
に
て
、
何
故

あ
り
て
か
く
我
陣
に
恐
れ
気
も

な
う
来
り
つ
る
ぞ
、
と
問
ひ
け

る
に
、
女
は
少
し
も
恐お

ぢ
た
る

体て
い

な
く
、
御
問
ひ
に
答
へ
奉
る

前
に
、
妾わ

ら
わよ
り
一
言
問
ひ
ま
い

ら
せ
た
き
こ
と
あ
り
。

　

抑そ

も
此
陣
は
関
東
方
に
候そ

う
ろふ

や
、
は
た
福
岡
勢
に
て
お
は
せ

る
か
、
と
様
子
あ
り
気げ

に
問
ひ

か
く
る
に
、
若
殿
原
は
用
こ
そ

あ
ら
め
と
目
く
ば
せ
し
つ
、

我
々
は
関
東
よ
り
下
向
せ
る
官

軍
に
て
候
ふ
ぞ
や
。
用
事
あ
ら

ば
疾と

く
申
候
へ
と
、
口
々
に
云

欺
き
け
り
。

　

女
は
斯
く
と
聞
き
て
身
を
起

し
、
此
は
益や

く

な
き
処
へ
来
り
は

べ
り
。
官
軍
と
聞
け
ば
妾
に
は

用
は
な
し
。
い
ざ
罷
り
候
は
ん

と
て
、
会
釈
な
く
立
帰
へ
ら
ん

と
な
し
け
れ
ば
、
人
々
驚
き
這こ

奴や
つ

益
々
う
さ
ん
な
り
。
留と

め

お
き

て
子
細
を
糾
問
せ
ん
と
云
ひ

様
、
手
取
足
取
し
つ
隊
長
越
智

の
前
に
ぞ
引
据
え
け
る
。

　

越
智
、
深
く
こ
れ
を
訝
り

て
、
女
の
懐
中
を
改
め
見
し

に
、
一
通
の
書
状
あ
り
。
表
に

博
多
梅
ど
の
、
三
木
よ
り
、
と

書し
る

し
た
り
。
手
に
取
り
上
げ
て

少し
ば
し時

頭こ
う
べを

傾
け
し
が
、
稍
あ
り

て
ハ
タ
と
手
を
打
ち
、
此
は
心

当
り
た
り
。
汝
こ
そ
は
森
震
志

と
二に

世せ

の
語
ひ
を
な
せ
し
と
聞

く
、
博
多
水
茶
屋
町
若
藤
屋
の

芸
妓
、
小
梅
な
ら
め
。

　

扨
は
今
般
我
々
の
挙
を
聞

き
、
震
志
の
先
途
を
見
届
け
ん

為
遙は

る

々ば
る

爰
処
に
来
り
し
か
。
聞

し
に
勝
る
貞
操
、
節
烈
、
天
晴

に
こ
そ
覚
ゆ
れ
。
今
は
何
を
か

隠
さ
ん
。
我
は
森
震
志
と
同
志

の
一
人
、
越
智
彦
四
郎
と
云
ふ

者
な
り
。
用
事
あ
ら
ば
隔
意
な

く
申
さ
れ
よ
、
と
云
ふ
に
、
女

は
莞に

爾こ

と
打
笑
み
、

　

扨
は
君
に
は
御
手
の
大
将
越

智
氏
に
お
は
し
け
れ
。
推す

い

し
玉

ふ
如
く
、
妾
は
博
多
の
小
梅
な

り
。
若
殿
原
の
中
に
は
知
ら
れ

給
ふ
人
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、

斯
く
面お

も

や
つ
れ
、
衣き

ぬ

さ
へ
垢
つ

き
た
れ
ば
、
見
忘
れ
玉
ひ
し
に

や
。
如
何
な
る
憂
目
を
も
見
せ

玉
は
ん
か
、
と
心
惑
ひ
し
に
、

君
に
見
出
さ
れ
て
い
と
本
意
あ

り
と
思
い
候
ひ
ぬ
。

　

い
か
で
此
上
の
御
恩
に
、
震

志
ぬ
し
に
一
目
逢
は
し
た
び
玉

へ
か
し
、
と
他
事
な
く
聞
ゆ
る

一
言
に
は
、
千
万
無
量
の
心
こ

も
り
て
、
い
と
も
哀
れ
に
ぞ
聞

え
け
る
。

　

越
智
は
か
く
と
聞
き
て
打
う

な
づ
き
、
云
は
る
ゝ
趣
き
心
得

た
り
。
さ
ら
ば
案
内
し
ま
い
ら

せ
ん
と
少
し
隔
て
し
震
志
の
陣

へ
案
内
を
添
え
て
送
り
や
り

ぬ
。

　

震
志
は
此
日
も
向こ

う

後ご

の
戦
略

如
何
に
や
せ
ん
と
千
々
に
心
を

挫マ
マ

く
時
、
越
智
の
陣
よ
り
送
り

来
る
物
あ
り
と
云
ふ
に
怪
し

み
、
何
者
な
ら
ん
と
立
出
見
れ

ば
小
梅
な
り
け
り
。
此
は
い
か

に
と
ば
か
り
呆
れ
ま
ど
ひ
ぬ
。

　

小
梅
は
震
志
を
見
る
よ
り
も

其
嬉
し
さ
、
得
も
言
は
れ
ず
、

飛
立
つ
ば
か
り
に
思
ひ
つ
ゝ
震

志
の
傍か

た
えに
す
り
寄
り
て
、
物
も

得
い
は
ず
、
泣
伏
し
け
り
。
実

に
前
年
震
志
が
小
梅
に
堕
落
せ

し
頃
は
、
朝あ

し
たに

流
に
臨
み
て
、

鴛お

鴦し

の
契
り
の
濃
か
な
る
に
比

べ
、
夕ゆ

う
べに
天そ

ら

を
咏な

が

め
て
は
二
星

の
誓
ひ
も
物
か
は
と
語
ら
ひ

つ
ゝ
、
さ
し
も
に
離
れ
が
た
き

中
な
り
し
も
、
斯
く
乱
れ
た
る

世
の
有
様
と
な
り
て
は
、
一ひ

と

時と
き

の
契
り
さ
へ
も
穏
か
に
夢
結
ば

れ
ず
。

　

況ま

い
て
夫
と
頼
め
る
男
の
、

修
羅
の
衢ち

ま
た

に
往ゆ

き
か来

ふ
を
見
て

は
、
気
も
消
ゆ
る
ば
か
り
に
案

じ
ら
れ
、
柔か

よ
わ弱
き
女
の
身
な
が

ら
も
、
夫
を
お
も
ふ
一
念
に

て
、
野
を
も
過
ぎ
、
山
を
も
越

え
て
、
か
く
や
つ
れ
や
つ
れ
て

尋
ね
来
し
も
の
な
れ
ば
、
男
の

面か
お

を
見
て
、
し
か
ら
ば
気
も
心

も
弛
み
て
や
、
舌
も
結
ば
れ
、

眼
も
う
る
み
て
、
只
ひ
た
泣
き

に
な
き
伏
せ
し
は
、
千
言
万
語

を
費
す
に
も
勝
り
て
、
情
深

か
ゝ
り
と
、
傍
に
見
聞
く
人
々

は
皆
征

い
く
さ
ご
ろ
も
衣
の
袖
し
ぼ
ら
ぬ
は
な

か
り
け
り
。

　

稍
あ
り
て
小
梅
は
頭
を
擡も

た

げ

つ
ゝ
、
震
志
に
む
か
ひ
て
云
け

る
様よ

う

、
前さ

き

の
夜よ

、
本ほ

意い

な
う
相

別
れ
て
よ
り
、
能
く
こ
そ
無
事

に
な
が
ら
へ
を
は
し
け
れ
。
妾

も
彼
夜
よ
り
い
と
ゞ
君
の
身
の

心
に
か
ゝ
り
て
耐
え
が
た
け
れ

ば
、
若
藤
屋
の
主あ

る
じ人
に
数
日
の

暇
を
乞
ひ
、
箱
崎
・
太
宰
府
に

一ひ
と

夜よ

づ
ゝ
参
籠
な
し
つ
。
其
侭

博
多
へ
は
立
帰
へ
ら
で
、
君
と

生し
ょ
う
し死
を
共
に
せ
ん
と
て
、
斯
く

跡
を
追
ひ
ま
ゐ
り
候
ひ
ぬ
。

玄
洋
社
関
係
史
料
の
紹
介

石
瀧

　豊
美

第 50 回

　

吉
岡
大
次
郎
、勇
戦　

震
志
、

　

小
梅
に
訣
別
す
。（
続
き
）

震志はしぶる吉岡を篠栗村
（現、福岡県糟屋郡篠栗町＝
写真）に帰した。


