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武
信
氏
は
根
っ
か
ら
の
大
阪
商
人
で
、
松
下
と
は
考
え
方
の
違
い
か
ら

対
立
す
る
点
も
多
か
っ
た
が
、
松
下
は
、
そ
の
信
念
に
あ
ふ
れ
た
商
売

哲
学
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
と
い
う
。

山
本
商
店
と
は
、
大
正
十
二
年
に
発
売
し
た
砲
弾
型
電
池
式
自
転
車

ラ
ン
プ
の
全
国
総
代
理
店
契
約
を
結
び
、
販
売
の
す
べ
て
を
任
せ
て
い

た
。
し
か
し
、
新
た
に
開
発
・
製
作
し
た
角
型
ラ
ン
プ
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル

･
ラ
ン
プ
）
の
発
売
に
際
し
て
、
山
本
氏
と
松
下
の
方
針
が
一
致
せ

ず
、
結
局
、
大
正
十
五
年
十
月
、
松
下
は
代
償
と
し
て
山
本
商
店
に
、

当
時
と
し
て
は
大
金
の
一
万
円
を
現
金
で
支
払
っ
て
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
厳
し
い
折
衝
だ
っ
た
が
、
こ
の
間
の
や
り
取
り
を
通

じ
て
松
下
の
態
度
に
好
感
を
も
っ
た
山
本
氏
が
、
十
月
の
あ
る
日
、
松

初
め
て
高
野
山
に

大
正
十
五
年
十
月
の
あ
る
日
、
高
野
山
に
三
十
歳
の
青
年
実
業
家
松

下
幸
之
助
の
姿
が
あ
っ
た
。
松
下
が
、
生
ま
れ
て
か
ら
九
歳
ま
で
育
っ

た
和
歌
山
市
か
ら
紀
ノ
川
を
東
に
四
十
キ
ロ
ほ
ど
�
   

っ
た
上
流
に
あ
る

さ
か
の
ぼ

こ
の
聖
地
を
訪
れ
た
の
は
、
そ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
以
後
、

こ
の
地
は
松
下
に
と
っ
て
き
わ
め
て
縁
の
深
い
場
所
に
な
っ
て
い
く
。

松
下
が
初
め
て
高
野
山
に
登
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
に
よ

る
。
大
正
末
期
、
松
下
電
気
器
具
製
作
所
（
当
時
）
に
と
っ
て
最
も
重

要
な
取
引
先
は
、
大
阪
の
山
本
商
店
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
主
人
の
山
本

事
蹟
研
究

松
翁
の
足
跡

あ
し

あ
と

し
ょ
う

お
う
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弘
法
大
師
が
千
二
百
年
前
に
開
山
し
た
高
野
山
、
こ
の
真
言
密
教
の
聖
地
に
松
下
幸
之
助
が
残
し
た
足
跡
と
は
…
…
。

Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
第
一
研
究
本
部
部
長

佐
藤
悌
二
郎

其
の
四
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と
い
う
の
は
、
二
人
が
や
る
の
を
み
て
、
そ
の
コ
ツ
を
つ
か
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
。

物
故
者
慰
霊
塔
を
建
立

こ
の
と
き
に
高
野
山
に
参
詣
し
て
以
来
、
松
下
は
と
き
ど
き
こ
の
地

を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
旧
主
で
あ
る
五
代
五

兵
衛
翁
（
六
代
目
。
松
下
が
満
十
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
奉
公
し
た
五
代

自
転
車
店
の
店
主
五
代
音
吉
氏
が
昭
和
三
年
に
六
代
目
五
代
五
兵
衛
を

襲
名
し
て
い
た
）
に
誘
わ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

松
下
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
五
兵
衛
翁
と
高
野
山
に
登
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
大
阪
か
ら
高
野
山
へ
は
電
車
と
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー

を
利
用
し
て
、
山
頂
ま
で
二
時
間
ほ
ど
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

松
下
が
五
兵
衛
翁
と
一
緒
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
は
、
ケ
ー

ブ
ル
は
ま
だ
敷
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
電
車
も 
麓 
の
は
る
か
下
の
方

ふ
も
と

ま
で
し
か
な
く
、
山
へ
は
徒
歩
か 
駕  
籠 
で
行
く
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
と

か 

ご

い
う
。
ケ
ー
ブ
ル
が
で
き
た
の
は
昭
和
六
年
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
か
ら
松
下
は
五
兵
衛
翁
と
一
緒
に
高
野

山
に
登
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
い
つ
し
か
松
下
は
、
こ
の
霊

域
に
心 
惹 
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
か
こ
の
地
に
、
不
幸
に
し
て
事

ひ

故
や
病
気
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
物
故
従
業
員
の
慰
霊
塔
と
先
祖
の
墓
碑

を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
折
も
折
、
昭
和
十
一
年
春
、
松
下
は
五
兵
衛
翁
に
誘
わ
れ
て

高
野
山
に
参
詣
し
た
。
そ
の
と
き
、
五
兵
衛
翁
か
ら
墓
所
建
立
を
す
す

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
松
下
が
か
ね
て
か
ら
の
思
い
を
話
す
と
、
五
兵

下
を
高
野
山
に
招
待
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
に
有
名
な
�
運
だ
め
し
の
石
�
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
生
ま
れ

る
。
小
さ
な 
祠 
の
な
か
に
弘
法
大
師
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
い
う 

ほ
こ
ら

�
運
だ
め
し
の
石
�
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
石
を
棚
に
上
げ
た
人

は
運
が
強
い
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
同
行
し
た
山
本

氏
と
山
本
商
店
の
支
配
人
が
た
め
し
て
み
た
が
、
二
人
と
も
上
げ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
三
人
の
う
ち
で
い
ち
ば
ん
力
の
な
さ
そ

う
な
松
下
が
や
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
軽
々
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
松
下
自
身
、
そ
の
不
思
議
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、
こ
の
瞬
間
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
ン
プ
は
間
違
い
な
く
成
功
す
る
と
い
う
信
念
が
力
強
く

湧
い
て
き
た
と
い
う
。

こ
の
祠
と
石
は
、
今
も
当
時
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
（
写
真
①
）。

奥
の
院
燈
籠
堂
に
向
か
っ
て
左
手
す
ぐ
前
方
の
参
道
際
に
そ
れ
は
あ

る
。
し
か
し
、�
運
だ
め
し
の
石
�
と
い
う
表
示
も
、
そ
の
よ
う
な
言
い

伝
え
の
説
明
書
き
も
な

い
た
め
、
知
ら
な
い
人

は
見
過
ご
し
て
し
ま
い

そ
う
に
な
る
。
な
か
の

石
は
砲
丸
の
よ
う
な
丸

い
形
で
は
な
く
、
む
し

ろ
平
べ
っ
た
い
。
石
は

相
当
に
重
く
、
持
ち
上

げ
る
に
は
ち
ょ
っ
と
し

た
コ
ツ
が
い
る
。
松
下

が
一
度
で
持
ち
上
げ
た

写真①
運だめしの石を納めた祠
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野
山
の
西
禅
院
で
第
一
回
物
故
従
業
員
慰
霊
法
要
を
挙
行
。
企
業
の
行

事
と
し
て
も
、
異
例
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

『
松
下
が
今
日
あ
る
は
、
あ
な
た
が
た
の
尽
力
に
あ
ず
か
る
と
こ
ろ

ま
こ
と
に
大
き
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
松
下
の
繁
栄
を
物
故
社
員
の
一

人
ひ
と
り
に
み
て
も
ら
え
な
い
の
は
残
念
で
な
ら
な
い
』―
―
。

席
上
、
大
将
（
松
下
幸
之
助
の
こ
と
＝
筆
者
�
）
は
物
故
者
の
名
を

逐
一
読
み
あ
げ
る
。
相
当
な
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
挨
拶
な
か
ば
に

し
て
、
す
す
り
あ
げ
、
絶
句
し
、
つ
い
に
号
泣
さ
れ
る
。
も
と
も
と
大

将
は
よ
う
泣
い
た
。
ジ
メ
ジ
メ
す
る
の
で
な
く
、
人
生
は
こ
れ
や
な
か

っ
た
ら
あ
か
ん
と
感
ず
る
こ
と
が
あ
る
と
一
人
で
に
泣
け
て
こ
ら
れ
る

ら
し
い
。
そ
の
姿
は
、
見
る
者
を
し
て
ま
た
深
く
心
を
う
た
し
め
る
も

の
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
あ
る
意
味
で
は
松
下
は
集
ま
る
こ
と
が
好
き
で

あ
っ
た
。
な
ん
ぞ
あ
る
と
集
会
を
持
つ
。
そ
し
て
、
十
分
に
説
明
し
、

ま
た
社
員
の
所
感
発
表
を
う
け
る
。
満
場
が
熱
気
に
燃
え
る
。
そ
の
く

り
か
え
し
の
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
大
将
の
レ
ー
ル
の
う
え
に
の
せ

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
な
ど
も
そ
の
一
例
で
は
な
い
か
」

こ
の
と
き
以
来
、
松
下
電
器
で
は
毎
年
九
月
、
秋
の
彼
岸
の
う
ち
の

一
日
を
選
ん
で
、
高
野
山
西
禅
院
本
堂
に
お
い
て
過
去
一
年
間
の
物
故

従
業
員
の 
合  
祀 
祭
と
慰
霊
法
要
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ご
う 
し

な
お
、
今
日
、
高
野
山
に
は
、
多
く
の
企
業
の
墓
碑
が
立
ち
並
び
、

し
か
も
そ
の
数
は
年
々
増
え
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
後
藤
氏
も
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
が
こ
の
よ
う
な
行
事
を
行
う
の
は
当
時
と
し

て
は
異
例
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
、
ま
さ
に
松
下
電
器
が
そ
の 
嚆  
矢 
と

こ
う 
し

な
っ
た
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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衛
翁
は
喜
び
、
み
ず
か
ら
墓
地
を

物
色
し
、
奥
の
院
参
道
、
中
の
橋

に
近
い
場
所
を
選
ん
で
く
れ
た
。

そ
の
場
所
は
、
五
代
家
墓
所
の
斜

め
向
か
い
で
あ
っ
た
。

同
年
六
月
、
幸
之
助
・
む
め
の

夫
婦
と
松
下
電
器
婦
人
会
（「
み

ど
り
会
」
と
い
い
、
従
来
の
店
員

夫
人
会
を
会
員
組
織
に
改
組
、
昭

和
十
一
年
四
月
に
結
成
さ
れ
た
。

会
長
は
む
め
の
夫
人
）
の
会
員
百

二
十
名
あ
ま
り
が
参
加
し
て
、
慰

霊
塔
の
起
工
供
養
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
ほ
ど
経
っ
た
昭

和
十
三
年
五
月
九
日
、
慰
霊
塔
が

竣
工
し
（
写
真
②
）、
彼
岸
の
入

り
九
月
二
十
一
日
を
選
ん
で
、
遺

族
六
十
五
名
、
会
社
代
表
六
十
五

名
、
計
百
三
十
名
が
列
席
し
て
、
西
禅
院
院
主
導
師
の
も
と
、
高
野
山

二
十
五
カ
寺
の
高
僧
に
よ
っ
て
、
慰
霊
塔
の
開
眼
法
要
が
営
ま
れ
た
。

そ
の
と
き
の
様
子
を
、
当
日
出
席
し
て
い
た
後
藤
清
一
氏
（
三
洋
電
機

元
副
社
長
）
は
著
書
『
叱
り
叱
ら
れ
の
記
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
。

「（
ま
た
泣
き
は
る
ぞ
）。
そ
う
思
い
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
も
ら
い

泣
き
し
て
い
る
。
人
生
、
意
気
に
感
ず
。
戦
雲
暗
い
昭
和
十
三
年
、
高

写真②
松下電器物故者慰霊塔前にて
（むめの夫人、松下電器関係者と）
　　　　　　　　　提供：西禅院
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西
禅
院
と
の
縁

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
登
場
す
る
西
禅
院
。
こ
れ
は
、
現
在
百
二
十
あ

ま
り
あ
る
高
野
山
の
寺
院
（
う
ち
宿
坊
寺
院
約
五
十
カ
寺
）
の
な
か
で

も
別
格
本
山
に
位
置
す
る
有
力
な
宿
坊
の
一
つ
で
あ
る
。
当
院
住
職
後

藤
昌
大
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
菩
提
寺
と
し
て
い
る
企
業
も
多

く
、
大
き
な
と
こ
ろ
で
は
、
松
下
の
ほ
か
住
友
、
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
な
ど

が
そ
う
だ
と
い
う
。

で
は
、
数
あ
る
寺
院
の
な
か
で
、
な
ぜ
西
禅
院
が
松
下
の 
菩  
提 
寺
に

ぼ 
だ
い

な
っ
た
の
か
。
後
藤
住
職
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
五
代
家
と
の
関
係
だ
と

い
う
。「
当
時
は
ま
だ
ク
ー
ラ
ー
も
な
い
時
代
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
人

は
み
な
、
夏
に
高
野
山
に
避
暑
に
来
て
、
ひ
と
月
か
ふ
た
月
滞
在
さ
れ

た
。
五
代
さ
ん
も
そ
れ
で
来
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
松
下
さ
ん
が

い
つ
つ
い
て
こ
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
へ
ん
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
ま
あ
と
に
か
く
五
代
さ
ん
と
一
緒
に
来
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
」

も
っ
と
も
、
五
代
家
が
な
ぜ
西
禅
院
と
縁
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

た
だ
、
西
禅
院
の
古
い
ア
ル
バ
ム
に
、
五
代
家
の
墓
碑
の
開
眼
時
の

写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
③
）。
そ
こ
に
は
幸
之
助
･
む
め
の
夫

婦
の
姿
も
み
え
る
が
、
そ
の
添
え
書
き
に
昭
和
八
年
ご
ろ
と
あ
り
、
そ

の
こ
ろ
故
五
代
五
兵
衛
の
墓
碑
の
開
眼
供
養
が
営
ま
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
五
代
家
が
西
禅
院
と
関
係
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
も
っ

と
前
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
こ

写真③
五代家墓碑開眼法要にて（昭和８年頃）
（前から３列目左端松下幸之助、むめの夫人の顔もみえる）　提供：西禅院
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と
が
あ
っ
て
、
六
代
目
五
兵
衛
翁
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
松
下
に
も

墓
所
の
建
立
を
す
す
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
も
う
一
枚
、
珍
し
い
写
真
が
あ
る
（
写
真
④
）。
こ

れ
は
西
禅
院
の
山
門
に
向
か
っ
て
左
手
に
あ
る
石
燈
籠
を
バ
ッ
ク
に
写

し
た
も
の
で
、
石
燈
籠
に
は
連
名
で
「
大
阪　

松
下
幸
之
助　

五
代
五

兵
衛
」
と
あ
り
、両
名
で
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
に
写
っ
て
い
る
人
物
は
、
現
西
禅
院
住
職
後
藤
昌
大
氏
の
父
君

の
先
代
ご
住
職
後
藤
義
応
氏
と
、
幸
之
助
･
む
め
の
夫
婦
、
五
代
五
兵

衛
・
ふ
じ
夫
婦
、
そ
れ
と
加
藤
大
観
氏
他
一
名
で
あ
る
。

加
藤
大
観
氏
は
、
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
で
、
松
下
と
は
、
さ
き
に
あ

げ
た
山
本
商
店
の
顧
問
を
し
て
い
る
と
き
に
知
り
合
っ
た
。
そ
の
後
縁

あ
っ
て
、
昭
和
十
二
年
か
ら
松
下
の
そ
ば
で
起
居
す
る
よ
う
に
な
り
、

昭
和
二
十
七
年
に
八
十
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
松
下
の
相
談
相
手
を

つ
と
め
つ
つ
、
松
下
の
健
康
と
長
寿
、
ま
た
松
下
電
器
社
員
の
安
全
息

災
を
祈
っ
て
、
朝
夕
二
時
間
の
勤
行
を
一
日
も
欠
か
さ
ず
行
な
っ
た
人

で
あ
る
。

こ
の
写
真
が
と
く
に
珍
し
い
の
は
、
ふ
じ
夫
人
（
左
か
ら
二
人
目
）

が
写
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
じ
夫
人
は
、
松
下
の
現
存
す
る
最
も

古
い
写
真
で
、
十
歳
の
こ
ろ
に
撮
っ
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
写

真
に
一
緒
に
写
っ
て
い
る
方
で
あ
る
。

こ
の
写
真
は
お
そ
ら
く
、
石
燈
籠
を
献
じ
た
と
き
か
、
そ
の
直
後
に

記
念
に
写
さ
れ
た
も
の
で
、
物
故
従
業
員
の
慰
霊
塔
と
先
祖
の
墓
碑
が

竣
工
し
、
開
眼
法
要
が
営
ま
れ
た
昭
和
十
三
年
に
近
い
時
期
の
も
の
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
石
燈
籠
は
今
も
当
時
と
同
じ
場
所
に
立
っ
て
い
る
。

以
後
、
こ
の
西
禅
院
を
菩
提
寺
と
し
て
、
毎
年
、
物
故
従
業
員
の
合

写真④
西禅院にある石灯籠前にて
（左から２人目より五代ふじ夫人、加藤大観氏、むめの夫人、五代五兵衛氏、松下幸之助、西禅院住職後藤義応氏〈当時〉）
提供：西禅院
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祀
祭
と
慰
霊
法
要
を
そ
の
本
堂
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
本
堂
の
見
事
さ
、
美
し
さ
は
と
て
も
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な

い
。
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
釣

燈
籠
が
天
井
か
ら
幾
列
も
並
ん
で
吊
り
下
が
り
、
そ
の
下
に
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
厨
子
が
、
こ
れ
ま
た
幾
段
、
幾
重
と
重
な
る
よ
う
に
並
ん
で
い

る
。
そ
の
情
景
に
は
、
思
わ
ず
息
を
飲
み
、 
眩
暈 
す
ら
覚
え
る
。
さ
ら

め
ま
い

に
感
動
的
な
の
は
、
松
下
家
の
厨
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
も
の
に
比

べ
て
決
し
て
大
き
く
は
な
く
、
し
か
も
隣
り
に
あ
る
五
代
家
の
そ
れ
よ

り
も
ひ
と
回
り
小
さ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
松
下
の
旧
主
五
代
家
に

対
す
る
思
い
が
偲
ば
れ
、
い
か
に
も
松
下
ら
し
い
情
趣
が
感
じ
ら
れ

る
。こ

の
本
堂
で
行
わ
れ
る
法
事
に
は
、
松
下
も
ほ
と
ん
ど
毎
年
来
て
い

た
と
い
う
。
た
だ
、
松
下
電
器
の
社
内
誌
『
松
風
』
昭
和
三
十
一
年
七

月
号
に
、「
近
年
私
は
い
ろ
い
ろ
の
都
合
で
代
参
で
す
ま
す
こ
と
が
多

く
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
は
法
事
に
あ
ま
り
来
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
後
藤
住
職
に
よ
れ
ば
、
法
事
以
外
で
も
、
西
禅
院
を
松

下
は
よ
く
訪
れ
た
と
い
う
。
戦
前
、
松
下
と
松
下
電
器
の
幹
部
だ
け
、

四
、
五
人
が
寄
っ
て
会
合
を
も
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
戦
争

が
終
わ
っ
て
ま
だ
間
の
な
い
と
き
に
、
一
人
で
ブ
ラ
ッ
と
や
っ
て
き

て
、
一
泊
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
西
禅
院
で
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
創
設
三
十
周
年
記
念
出
版
と
し

て
企
画
さ
れ
た
松
下
の
著
書
『
私
の
夢
･
日
本
の
夢　
　

世
紀
の
日

２１

本
』
を
制
作
す
る
た
め
の
合
宿
も
行
わ
れ
て
い
る
。
合
宿
は
昭
和
五
十

一
年
七
月
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
二
週
間
近
く
に
及
び
、
そ
の
間

松
下
も
十
六
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
西
禅
院
に
起
居
し
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
の
研
究
員
と
と
も
に
、
終
日
、
研
究
･
検
討
に
没
頭
し
た
。

茶
室
や
講
堂
を
寄
贈

西
禅
院
以
外
で
も
、
高
野
山
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
と
松
下
は

縁
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
野
山
真
言
宗
の
総
本
山
で
あ
り
、
全
国
四

千
に
及
ぶ
末
寺
の
宗
務
を
執
っ
て
い
る
金
剛
峯
寺
。
こ
こ
に
は
歴
史
的

に
有
名
な
絵
師
に
よ
る
豪
華
な
�
絵
で
飾
ら
れ
た
部
屋
や
、
豊
臣
秀
吉

の
養
子
で
、
関
白
に
な
っ
た
も
の
の
、
秀
頼
の
出
生
後
、
秀
吉
と
不
和

と
な
っ
て
高
野
山
に
幽
閉
さ
れ
て
自
害
を
命
じ
ら
れ
た
秀
次
切
腹
の
間

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
茶
室
が
な
か
っ
た
の
で
、
松
下
は
個
人
で
茶
室

を
寄
贈
し
て
い
る
。

ま
た
、「
松
下
講
堂
」
を
高
野
山
大
学
に
贈
っ
た
り
、
献
燈
碑
も
志
納

し
て
い
る
。
参
道
に
あ
る
そ
の
献
燈
碑
に
は
、
細
長
い
石
に
「
献
燈
」

と
大
き
く
彫
っ
て
あ
り
、
そ
の
下
に
「
大
阪
市
此
花
区
大
開
町
二
丁
目

松
下
幸
之
助
」
と
小
さ
く
彫
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
献
燈
碑
を
み
つ
け
た
あ
る
人
が
写
真
を
撮
っ
て
送

っ
て
く
れ
る
ま
で
、
松
下
は
そ
れ
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
献
燈
碑

を
志
納
し
た
の
は
大
開
町
時
代
（
大
正
七
年
三
月
〜
昭
和
八
年
七
月
）

の
よ
う
だ
が
、
そ
の
正
確
な
時
日
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
松
下
に
よ
れ

ば
、「
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
五
代
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
と
き
ど
き
お
参
り

し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
た
し
か
献
燈
運
動
と
い
う
か
、
何
か

そ
う
い
う
す
す
め
が
し
き
り
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の

と
き
に
献
燈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
高
野
山
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い
く
ら
地
位
や
財
産
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
ま
で
も
つ
づ
く
も
の
で
は
な

い
�
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、�
で
は
、
永
遠
に
消
え
な
い
も
の
は
何
か
。

そ
れ
は
そ
の
人
の
精
神
で
は
な
い
か
。
た
と
え
そ
の
人
の
肉
体
は
死
ん

で
も
、
末
代
ま
で
残
っ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
は
そ
の
人
の
心
で
あ
り
、

思
想
で
あ
り
、
そ
の
人
が
こ
の
世
に
お
い
て
果
た
し
た
業
績
で
は
な
い

か
�
と
、
し
み
じ
み
考
え
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

ま
た
、
朝
鮮
の
役
の
と
き
に
島
津
義
弘
公
が
建
て
た
供
養
塔
が
あ
っ

た
。
島
津
公
は
秀
吉
の
命
を
受
け
て
朝
鮮
へ
行
き
、
明
軍
を
撃
破
し
て

帰
還
し
た
の
ち
、
高
野
山
に
そ
の
戦
没
者
の
霊
を 
祀 
る
墓
を
建
て
た
の

ま
つ

で
あ
る
。
そ
れ
も
自
軍
の
戦
没
者
ば
か
り
で
な
く
、
敵
の
戦
没
者
の
霊

も
同
時
に
慰
め
る
た
め
に
建
て
た
と
い
う
。
そ
の
島
津
公
の
人
間
味
あ

ふ
れ
る
処
置
、
立
派
な
心
意
気
に
松
下
は
感
服
し
、
�
四
百
年
前
と
い

え
ば
、
今
日
よ
り
だ
い
ぶ
野
蛮
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
う
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
思
い
や
り
と
い
う
か
、
人
情
に
厚
い
面
が
み
ら

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
民
族
の
血
に
は
、
そ
う
い
う
人
情
に
厚
い
、
人

間
愛
に
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
�
と
思
っ
た
。

そ
し
て
�
今
日
は
、
そ
れ
か
ら
四
百
年
を
経
て
、
文
明
文
化
の
世
に

な
っ
た
。
と
く
に
物
質
面
で
は
非
常
な
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
人
間
生
活
は
、
物
質
面
だ
け
で
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

も
う
一
本
、
精
神
面
の
柱
が
必
要
で
あ
る
。
お
互
い
の
生
活
は
、
物
心

両
面
の
二
本
の
柱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
科
学
の
進
歩
を

人
間
の
生
活
に
実
際
に
生
か
し
て
ゆ
く
精
神
的
な
柱
が
、
並
行
し
て
養

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
初
め
て
人
間
の
幸
せ
が
約
束
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
の
わ
が
国
の
世
相
を
み
る
と
、

科
学
の
進
歩
に 
眩  
惑 
さ
れ
て
、
心
の
培
養
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る

げ
ん 
わ
く

に
こ
れ
と
い
っ
た
深
い
縁
も
な
く
、
と
く
に
信
仰
心
が
厚
か
っ
た
わ
け

で
も
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
献
燈
も
そ
れ
ほ
ど
深
い
気
持
ち
で
行
な
っ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
松
下
は
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
こ
の
霊
場
に
登
り
、
い
つ
し
か

こ
の
霊
域
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
地
に
物
故
従
業
員
慰
霊

塔
と
先
祖
の
墓
碑
を
建
て
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
具
体
的
に
、
高
野
山
に
参
る
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
松

下
は
考
え
た
り
感
じ
た
り
し
た
の
か
、
そ
れ
を
幾
つ
か
紹
介
し
よ
う
。

高
野
山
で
の
感
懐

奥
の
院
の
御
�
に
お
参
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
一
の
橋
か

ら
奥
の
院
ま
で
十
八
丁
あ
る
と
い
う
そ
の
参
道
の
両
側
は
墓
所
に
な
っ

て
い
て
、
何
万
と
数
え
る
ほ
ど
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
墓
が
立
ち
並
ん
で

い
る
。
そ
の
な
か
に
、
と
り
わ
け
立
派
な
墓
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
は
、
お
お
む
ね
昔
の
大
名
の
墓
だ
が
、
必
ず
し
も
全
部
が
全
部
手

入
れ
が
行
き
届
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
聞
け
ば
、
無
縁
仏
に
な
っ

て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
大
名
と
い
え
ば
、
明
治
維
新
の

と
き
に
華
族
に
列
せ
ら
れ
、
爵
位
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
世
襲
財

産
も
定
め
ら
れ
、
先
祖
の
祭
事
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
、
法
律
で
も
保
護

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
数
十
年
の
間
に
家

が
断
絶
し
て
し
ま
い
、
先
祖
の
墓
も
年
に
一
度
で
も
、
二
年
に
一
度
で

も
、
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
全
然
音 
沙  
汰 
が

さ 

た

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
松
下
は
驚
き
、�
や
は
り
、
世
の
中
は
物
だ
け
で
は
な
い
。
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よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い
。
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
あ
る
い
は

人
間
と
し
て
、
い
ま
一
度
静
か
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
精
神
面
の

高
揚
に
努
め
た
い
�
島
津
公
の
建
て
た
供
養
塔
を
み
て
、
そ
う
松
下
は

考
え
た
と
い
う
。

ま
た
、
松
下
は
開
創
の
弘
法
大
師
の
事
蹟
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
う

ち
に
何
か
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
そ
の

一
つ
は
、
信
念
は
偉
大
な
こ
と
を
な
し
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

高
野
山
は
、
今
で
こ
そ
自
動
車
道
路
も
、
電
車
も
ケ
ー
ブ
ル
も
で
き

て
、
あ
る
程
度
便
利
と
い
え
ば
便
利
だ
が
、
弘
法
大
師
が
高
野
山
を
開

い
た
千
二
百
年
前
は
、
ど
れ
ほ
ど
不
便
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
し
れ
な

い
。
松
下
は
、�
弘
法
大
師
が
、
深
山
幽
谷
な
ど
と
い
う
言
葉
だ
け
で

は
と
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
の
大
山
奥
に
、
も
ち
ろ
ん
人
跡
も
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
辺
地
へ
よ
く
も
来
ら
れ

た
も
の
だ
。
し
か
も
大
師
は
こ
こ
を
霊
地
と
定
め
ら
れ
、 
雄  
渾 
な
構
想

ゆ
う 
こ
ん

を
も
っ
て
寺
院
の
建
設
を
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
ま
っ
た
く
感
嘆

の
ほ
か
な
い
�
と
感
服
し
、�
ど
う
し
て
あ
あ
い
う 
辺  
鄙 
な
と
こ
ろ
に
広

へ
ん 
ぴ

大
な
道
場
を
お
つ
く
り
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
心
持
ち
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
し
か
し
、
よ
く
も
や
ら
れ
た
も
の
だ
、
よ
ほ
ど
の
信
念
と
い

う
か
、
大
き
な
決
意
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
�
と
思
っ
た
。

そ
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
と
う
て
い
弘
法
大
師
の
真
似
事
も
で
き
な

い
が
、
そ
の
信
念
の
何
十
分
の
一
、
何
百
分
の
一
、
何
万
分
の
一
で
も

も
て
ば
、
そ
こ
に
あ
る
一
つ
の
境
地
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。
高
野
山
へ
参
っ
て
、
非
常
に
教
え
ら
れ
た
の
は
そ
の
こ
と

だ
。
や
は
り
人
の
心
、
一
念
、
信
念
と
い
う
も
の
は
偉
大
な
こ
と
を
な

し
遂
げ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
て
、
自
分
も
自
分
の
分
に

応
じ
た
一
念
、
信
念
を
も
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ
た
」
と
い
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
松
下
は
、「
大
師
の
事
蹟
を
聞
き
、
ま
た
そ
の
広
大
な
墓
所

を
訪
ね
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
気
宇
壮
大
で
、
し
か
も
細
密
な
計
画
ぶ

り
に
し
み
じ
み
頭
が
下
り
、
会
社
の
経
営
も
か
く
あ
る
べ
し
と
い
っ
た

深
い
感
動
に
打
た
れ
た
。
弘
法
大
師
は
、
信
仰
の
面
で
は
も
ち
ろ
ん
不

世
出
の
人
で
あ
っ
た
が
、
経
営
者
と
し
て
み
て
も
非
常
に
雄
壮
な
偉
大

な
人
で
あ
っ
た
と
思
う
」
と
語
り
、
こ
の
点
、
何
度
も
自
分
の
身
を
反

省
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
松
下
が
高
野
山
を
し
ば
し
ば
訪
れ
た
の

は
、
松
下
に
と
っ
て
こ
こ
が
、
物
故
従
業
員
や
先
祖
を
慰
霊
す
る
追
悼

の
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
師
の
偉
業
、
精
神
に
ふ
れ
る
こ
と
で
み
ず

か
ら
の
心
を
鼓
舞
し
、
そ
の 
清  
爽 
の
気
に
包
ま
れ
る
こ
と
で
心
を
洗

せ
い 
そ
う

い
、
精
気
を
養
う
甦
生
の
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

今
、
松
下
の
魂
は
、
聖
地
高
野
山
で
、
亡
く
な
っ
た
従
業
員
や
父
母

兄
弟
と
語
ら
い
、
弘
法
大
師
と
�
同
行
二
人
�、
高
野
を
巡
っ
て
、
清

新
の
気
を 
漲 
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

み
な
ぎ

さ
と
う
・
て
い
じ
ろ
う

昭
和
三
十
一
年
新
潟
県
生
ま
れ
。
五
十
五
年
、
慶
應
義
塾

大
学
文
学
部
卒
業
後
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
入
所
。
研
究

員
と
し
て
Ｐ
Ｈ
Ｐ
理
念
お
よ
び
創
設
者
松
下
幸
之
助
の
経

営
観
の
研
究
に
従
事
。『
松
下
幸
之
助
発
言
集
』
全
四
五
巻

を
は
じ
め
松
下
幸
之
助
に
関
す
る
多
数
の
書
籍
・
テ
ー
プ

集
等
の
原
稿
執
筆
、
編
纂
、
制
作
に
あ
た
る
。
現
在
、
第

一
研
究
本
部
松
下
理
念
研
究
部
長
、
研
究
事
業
部
部
長
。
松
下
社
会
科
学
振
興
財
団
主
任
研

究
員
を
兼
務
。
著
書
に
『
松
下
幸
之
助　
成
功
へ
の
軌
跡
』『
経
営
の
知
恵
・
ト
ッ
プ
の
戦
略
』

『
名
経
営
者
に
学
ぶ
「
商
道
」
実
践
コ
ー
ス
』（
い
ず
れ
も
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
な
ど
が
あ
る
。
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