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見
玄
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伝
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﹁
高
府
君
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孺
人
雙
髪
齒
墓
誌
銘
﹂
の
紹
介

中

澤

伸

弘

□

要

旨

徳
川
時
代
初
中
期
の
儒
者
で
ま
た
書
家
と
し
て
著
名
な
深
見

︵
高
︶
玄
岱
に
つ
い
て
は
︑
既
に
石
村
喜
英
氏
に
よ
る
﹃
深
見
玄

岱
の
研
究
﹄
︵
昭
和
四
十
八
年

雄
山
閣
刊
︶
の
大
著
が
あ
り
︑

そ
の
人
物
や
伝
に
つ
い
て
は
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ

の
や
う
な
中
で
︑
こ
こ
に
紹
介
す
る
﹁
高
府
君
久
冨
孺
人
雙
髪
齒

墓
誌
銘
﹂
は
玄
岱
が
永
ら
く
所
持
し
て
ゐ
た
両
親
の
髪
と
歯
と
を

供
養
の
為
に
埋
葬
し
た
折
に
と
も
に
埋
め
ら
れ
た
墓
誌
銘
で
あ

る
︒
内
容
か
ら
玄
岱
の
両
親
へ
の
思
慕
が
汲
み
取
ら
れ
︑
ま
た
些

細
な
が
ら
新
知
見
が
伺
へ
る
と
と
も
に
︑
徳
川
時
代
の
墓
誌
研
究

の
一
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
り
︑
更
に
書
家
で
あ
る
玄
岱
の
文

字
研
究
に
も
資
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
紹
介
す
る
︒

一

木
下
順
庵
門
下
で
後
に
新
井
白
石
に
招
聘
さ
れ
︑
幕
府
の
儒
官
と
な

り
︑
ま
た
書
家
と
し
て
著
名
な
深
見
︵
高
︶
玄
岱
は
徳
川
時
代
初
期
の
慶

安
二
年
に
︑
高
大
誦
を
父
︑
久
冨
氏
の
女
を
母
と
し
て
長
崎
に
生
ま
れ
た
︒

祖
父
は
福
建
省
彰
郡
の
明
人
高
寿
覚
で
︑
薩
摩
人
で
あ
る
父
大
誦
は
こ
の

寿
覚
に
養
子
に
入
り
︑
父
の
姓
で
あ
る
高
を
名
乗
る
と
と
も
に
︑
そ
の
遠

祖
が
渤
海
王
で
あ
つ
た
と
の
伝
承
に
よ
り
︑
渤
海
︵
フ
カ
ミ
︶
と
も
称
し

た
︒
︵
但
し
渤
海
を
フ
カ
ミ
と
読
む
に
は
難
が
あ
つ
た
た
め
深
見
を
も
姓

と
し
た
︒
︶
大
誦
は
長
崎
の
唐
通
事
と
し
て
著
名
で
あ
り
︑
か
の
一
覧
橋

︵
眼
鏡
橋
︶
を
架
設
し
た
人
物
で
あ
る
︒
玄
岱
は
父
と
と
も
に
長
崎
に
在
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住
し
て
ゐ
た
が
︑
延
宝
年
間
に
京
の
木
下
順
庵
に
師
事
︑
再
び
帰
崎
の
後

に
薩
摩
藩
に
仕
へ
な
ど
も
し
た
が
︑
六
十
一
歳
の
宝
永
六
年
に
新
井
白
石

に
招
か
れ
て
幕
府
の
儒
官
と
し
て
江
戸
に
出
て
︑
白
石
を
は
じ
め
室
鳩
巣

な
ど
に
親
炙
し
た
︒
ま
た
書
家
と
し
て
も
名
高
く
︑
独
自
の
唐
様
の
書
体

を
な
し
た
︒
江
戸
浅
草
寺
に
掲
げ
て
あ
つ
た
﹁
施
無
畏
﹂
の
額
︵
戦
災
で

焼
失
︶
は
晩
年
の
作
で
著
名
で
あ
つ
た
︒
享
保
七
年
八
月
八
日
︑
年
七
十

四
で
江
戸
に
逝
き
︑
上
野
の
寛
永
寺
護
国
院
に
葬
ら
れ
た
︒
玄
岱
及
び
父

大
誦
に
つ
い
て
は
︑
早
く
﹃
先
哲
叢
談
﹄
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
ま
た

石
村
喜
英
氏
の
﹃
深
見
玄
岱
の
研
究
﹄
︵
昭
和
四
十
八
年

雄
山
閣
刊
︶

が
備
は
る
の
で
委
細
は
こ
れ
に
拠
ら
れ
た
い
︒

二

架
蔵
の
﹁
高
府
君
久
冨
孺
人
雙
髪
齒
墓
誌
銘
﹂
は
︑
こ
の
玄
岱
が
両
親

の
髪
歯
を
収
め
︑
供
養
に
建
て
た
墓
に
納
め
た
も
の
で
あ
り
︑
縦
十
八
・

五
糎
︑
横
十
八
・
五
糎

幅
一
糎
の
正
方
形
一
枚
の
磨
か
れ
た
石
の
表
裏

に
次
の
や
う
な
文
が
彫
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
︒
︵
拓
本
参
照
︑
読
み

や
す
く
す
る
た
め
文
字
間
を
あ
け
た
︶

高
府
君
久
冨
孺
人
雙
髪
齒
墓
誌
銘

先
考
英
壽
院
高
府
君
尊
諱
但
有
號
一

覽
公
後
號
大
誦
居
士
薩
州
千
代
郡

之
産
也
年
十
六
歳
入
大
明
二
十
七

歳
回

本
朝
應
肥
前
長
崎
鎭
主
之
命
撰
爲
唐

大
譯
士
俗
號
曰
渤
海
久
兵
衛
遂
家

於
長
崎
性
直
尚
朴
慷
慨
豁
達
恭
學

好
禅
得
黄
檗
木
菴
和
尚
印
可
年
六

十
四
歳
病
卒
於
正
寝
臨
終
説
偈
曰

空
拳
頭
上
免
生
角
五
色
□
中
駕
六

龍
返
面
無
情
佛
祖
也
超
方
自
在
大

神
通
不
肖
子
玄
岱
恪
能
収
貯
尊
髪

尊
齒
五
十
年
於
玆

先
妣
貞
良
院
久
冨
孺
人
長
崎
人
也
年

六
十
一
歳
病
卒
於
正
寝
並
恪
収
貯

尊
髪
四
十
餘
年
矣
今
歳

正
德
四
年
甲
午
九
月
七
日
卜
地
於
武

蔵
府
中
普
門
寺
門
外
得
八
畝
歩
所

距
十
月
十
七
日
乙
酉
辛
巳
時
具
一

小
棺
槨
用
壬
丙
之
向
奉
瘞
焉
銘
曰
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一
莖
十
髪

片
齒
雙
牙

父
母
血
脈

永
藏
無
涯

第
四
男
不
肖
子
高
玄
岱
稽
顙

百
拜
敬
誌

享
保
七
年
六
月
廿
七
日
遷
葬
於

上
野
護
國
院
境
内

坐
乾
向
巽

こ
れ
に
よ
る
と
︑
ま
づ
父
に
つ
い
て
の
略
伝
が
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
︒
諱

を
但
と
言
ひ
︑
一
覽
と
も
称
し
︑
後
に
大
誦
居
士
と
言
う
た
こ
と
は
既
に

諸
書
の
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ま
た
薩
摩
千
代
郡
の
産
で
︑
養
父
高
寿

覚
と
と
も
に
十
六
歳
の
折
に
渡
明
し
︑
二
十
七
歳
の
寛
永
六
年
に
帰
国
し

た
こ
と
も
知
ら
れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
の
ち
長
崎
で
唐
通
事
と
な
り
︑
ま
た
木

庵
和
尚
に
つ
い
て
黄
檗
禅
に
帰
依
し
︑
六
十
四
歳
で
寛
文
六
年
に
逝
い
た

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
玄
岱
十
八
歳
の
時
で
あ
り
︑
長
崎
の
皓
台
寺
に

葬
つ
た
︒
こ
の
時
︑
玄
岱
は
そ
の
髪
と
歯
と
を
謹
ん
で
拝
受
し
た
の
で
あ

つ
た
︒
ま
た
母
は
久
冨
氏
で
あ
り
︑
天
和
三
年
八
月
に
逝
き
︑
ま
た
長
崎

の
皓
台
寺
に
葬
つ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
但
し
﹃
深
見
玄
岱
の
研

究
﹄
で
は
そ
の
歿
年
を
六
十
歳
と
し
て
ゐ
る
が
︑
こ
の
墓
碑
銘
で
は
六
十

一
歳
と
し
て
ゐ
る
︒
こ
の
と
き
玄
岱
は
三
十
六
歳
で
あ
つ
て
︑
母
の
遺
髪

を
謹
ん
で
拝
受
し
た
の
で
あ
つ
た
︒
こ
こ
に
玄
岱
の
手
許
に
父
の
遺
髪
と

歯
︑
ま
た
母
の
遺
髪
が
揃
つ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
知
ら
れ

て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
︒
玄
岱
は
こ
の
後
薩
摩
に
ま
た
江
戸
に
転
居

す
る
た
び
に
こ
の
両
親
の
尊
髪
尊
歯
を
携
へ
て
ゐ
た
や
う
で
︑
父
逝
い
て

五
十
年
︑
ま
た
母
は
四
十
余
年
と
も
な
つ
た
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
や
う
に
携
へ
︑
家
に
奉
祀
し
て
来
た
尊
髪
尊
歯
で
あ
つ
た
が
正
徳

四
年
九
月
に
武
蔵
府
中
の
普
門
寺
の
門
外
の
土
地
を
定
め
て
︑
十
月
十
七

日
に
供
養
の
墓
を
建
て
て
収
め
た
の
で
あ
つ
た
︒
そ
の
後
享
保
七
年
に
上

野
の
護
国
院
へ
改
葬
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
墓
誌
銘
の
作
成
年
は
府
中
に
土
地
を
得
て
そ
こ
に
埋
葬
し
た
︑
正

徳
四
年
で
あ
り
︑
玄
岱
が
六
十
六
歳
で
あ
つ
た
時
で
あ
る
︒
正
徳
四
年
は

父
が
逝
い
て
か
ら
数
へ
五
十
年
に
当
た
る
が
︑
母
に
つ
い
て
は
十
年
余
の

齟
齬
が
生
じ
る
の
が
謎
で
あ
る
︒
何
に
せ
よ
父
の
五
十
回
忌
を
記
念
し
た

追
慕
供
養
の
建
墓
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
文
末
に
享
保
七
年
と
あ
る

の
は
そ
れ
を
更
に
上
野
の
護
国
院
へ
改
葬
し
た
時
の
年
次
で
あ
り
︑
拓
本

を
見
れ
ば
﹁
享
保
七
年
﹂
以
降
の
文
字
が
そ
れ
以
前
の
文
字
よ
り
細
書
と

な
つ
て
を
り
︑
後
に
書
き
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

三

玄
岱
は
六
十
一
歳
の
宝
永
六
年
︑
江
戸
に
招
か
れ
︑
爾
来
歿
す
る
ま
で

の
十
五
年
を
江
戸
に
生
活
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
︒
江
戸
に
儒
官
と
し
て

暮
ら
し
︑
ま
た
書
家
と
し
て
文
人
に
交
は
り
︑
そ
の
晩
年
は
充
実
し
た

深
見
玄
岱
伝
記
資
料
﹁
高
府
君
久
冨
孺
人
雙
髪
齒
墓
誌
銘
﹂
の
紹
介
︵
中
澤
︶
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日
々
で
あ
つ
た
だ
ら
う
が
︑
父
母
ま
た
係
累
の
眠
る
故
郷
長
崎
は
遠
い
が

ゆ
ゑ
に
且
つ
懐
か
し
き
場
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
︒
正
徳
四
年
玄
岱
は
何

故
に
江
戸
を
稍
離
れ
た
府
中
の
普
門
寺
外
の
地
に
父
母
の
供
養
の
建
墓
を

し
た
の
か
が
判
然
と
し
な
い
︒
五
十
回
忌
の
記
念
に
し
て
も
︑
な
ほ
江
戸

の
近
辺
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
︒
普
門
寺
は
現
在
も
府
中
市
宮
町
に
存
す

る
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
門
外
﹂
と
あ
る
の
で
︑
寺
域

で
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
︒
玄
岱
は
武
蔵
国
分
寺
の
扁
額
を
も
揮
毫
し
た
と

の
こ
と
で
︑
や
や
も
す
る
と
こ
の
近
辺
に
往
来
し
︑
そ
の
風
光
を
愛
で
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
な
ほ
不
明
で
あ
る
︒
府
中
に
あ
る
こ
と
八
年
に
し

て
そ
の
墓
は
江
戸
市
中
の
上
野
寛
永
寺
護
国
院
に
遷
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
︒

四

深
見
家
が
護
国
院
の
檀
家
に
な
つ
た
の
は
天
和
三
年
と
い
ふ
︒
こ
れ
は

護
国
院
蔵
の
﹃
檀
越
戒
名
帳
﹄
﹃
檀
越
由
緒
略
記
﹄
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ

た
﹁
護
国
院
檀
家
一
覧
表
﹂
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
玄
岱
が
初
め
て
江
戸
の

地
を
踏
む
の
は
そ
れ
よ
り
二
年
後
の
貞
享
二
年
︑
三
十
七
歳
の
四
月
で
あ

り
︑
そ
れ
も
島
津
光
久
に
従
つ
て
の
短
期
間
で
あ
つ
て
︑
天
和
三
年
に
は

長
崎
に
在
住
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
︑
江
戸
の
寺
院
の
檀
家
と
な
る
の
に

は
無
理
が
あ
る
︒
こ
れ
は
こ
の
天
和
三
年
八
月
に
逝
い
た
母
の
忌
日
が
︑

誤
つ
て
入
檀
の
時
と
さ
れ
た
誤
解
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る
︒

上
野
の
護
国
院
は
︑
徳
川
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
東
叡
山
寛
永
寺
の
子
院

の
一
つ
で
あ
り
︑
幕
府
の
庇
護
の
も
と
に
あ
つ
た
寺
院
で
あ
る
︒
徳
川
時

代
初
期
の
草
創
に
か
か
り
現
在
地
︵
台
東
区
上
野
公
園
︶
に
転
じ
た
の
は

宝
永
六
年
で
あ
つ
た
が
︑
享
保
二
年
正
月
二
十
日
の
大
火
で
焼
失
し
た
︒

再
建
に
は
数
年
要
し
︑
享
保
七
年
に
現
在
の
本
堂
︵
釈
迦
堂
︶
が
落
成
し
︑

現
存
の
﹁
護
国
院
﹂
の
扁
額
が
享
保
十
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑

こ
の
頃
に
再
建
が
整
備
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
︒
丁
度
玄
岱
が
こ
の
墓
誌

と
と
も
に
両
親
の
供
養
の
墓
を
こ
の
地
に
設
け
た
の
は
︑
こ
の
や
う
時
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︑
玄
岱
は
こ
の
享
保
七
年

の
八
月
八
日
に
年
七
十
四
で
江
戸
に
逝
い
た
︒
こ
の
春
以
来
病
臥
が
続
い

た
と
言
ふ
︒
そ
し
て
玄
岱
が
こ
の
両
親
追
慕
供
養
の
墓
を
こ
こ
に
遷
し
設

け
た
の
は
︑
実
は
玄
岱
が
逝
く
一
ヶ
月
余
以
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
︒
自
分

の
命
の
短
き
を
察
し
た
玄
岱
は
︑
自
ら
の
墓
を
上
野
の
護
国
院
に
定
め
た

の
で
あ
り
︑
こ
の
時
に
老
い
て
も
な
ほ
追
慕
し
て
や
ま
ぬ
両
親
の
髪
歯

を
︑
八
年
前
に
埋
葬
安
置
し
た
府
中
か
ら
己
の
塋
域
に
遷
し
︑
死
し
て
も

な
ほ
両
親
と
と
も
に
あ
ら
ん
と
し
︑
ま
た
以
後
続
く
江
戸
の
深
見
家
の
そ

の
初
代
と
な
る
自
分
と
そ
の
両
親
を
も
こ
こ
に
併
せ
祀
つ
た
の
で
あ
つ

た
︒
玄
岱
に
は
遠
く
長
崎
に
葬
ら
れ
た
両
親
を
常
に
近
く
に
奉
祀
せ
ん
と

の
厚
い
志
が
存
し
て
ゐ
た
と
は
言
へ
ま
い
か
︒
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五

東
叡
山
寛
永
寺
護
国
院
は
徳
川
時
代
は
徳
川
氏
の
菩
提
寺
の
一
子
院
と

し
て
手
厚
い
庇
護
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
維
新
後
は
苦
難
の
道
で

あ
つ
た
︒
た
だ
寛
永
寺
の
他
の
子
院
が
維
新
時
の
官
軍
と
彰
義
隊
と
の
合

戦
︵
所
謂
上
野
戦
争
︶
で
焼
失
し
た
の
に
比
し
て
︑
こ
の
護
国
院
を
含
む

幾
つ
か
の
子
院
は
焼
失
を
免
れ
た
の
は
幸
ひ
で
あ
つ
た
︒
し
か
し
︑
大
正

十
三
年
︑
護
国
院
は
境
内
地
を
縮
小
し
︑
本
堂
で
あ
る
釈
迦
堂
を
前
方
に

移
転
し
︑
ま
た
広
大
な
墓
所
を
東
京
の
郊
外
に
移
転
し
︑
そ
の
跡
地
に
第

二
東
京
市
立
中
学
校
︵
現
都
立
上
野
高
等
学
校
︶
が
建
て
ら
れ
た
︒
大
正

十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
東
京
市
は
教
育
に
よ

る
立
て
直
し
を
図
り
︑
そ
れ
が
こ
の
や
う
な
形
と
な
つ
た
の
で
あ
る
︒
第

二
東
京
市
立
中
学
校
の
校
地
は
護
国
院
の
墓
地
と
境
内
の
一
部
と
か
ら
な

り
︑
こ
の
移
転
時
に
無
縁
と
な
つ
て
ゐ
た
墓
は
そ
の
ま
ま
同
校
の
校
庭
の

下
に
な
つ
た
の
で
あ
る
︒

同
校
校
舎
は
そ
の
後
六
十
年
近
く
経
過
し
た
こ
と
も
あ
つ
て
︑
旧
墓
地

で
あ
つ
た
校
庭
に
新
校
舎
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
り
︑
昭
和
六
十
一
年
か

ら
埋
蔵
物
の
調
査
が
東
京
都
に
よ
つ
て
な
さ
れ
︑
詳
細
な
報
告
書
で
あ
る

﹃
東
叡
山
寛
永
寺
護
国
院
都
立
上
野
高
等
学
校
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
﹄

︵
平
成
二
年
︶
が
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
︒

深
見
家
の
墓
は
す
で
に
大
正
の
移
転
時
に
多
磨
霊
園
に
移
転
し
て
あ
つ

て
︑
こ
の
度
の
校
舎
建
築
に
伴
ふ
工
事
と
は
関
係
は
な
い
が
︑
こ
の
報
告

書
に
よ
る
と
深
見
家
の
墓
所
に
は
︑
旧
墓
地
の
図
面
か
ら
︑
初
代
玄
岱
が

儒
礼
に
よ
る
葬
儀
を
し
た
ほ
か
︑
戒
名
の
あ
る
墓
標
が
十
四
基
と
家
仕
の

一
基
が
確
認
さ
れ
て
ゐ
る
︒
何
れ
も
玄
岱
以
降
で
あ
り
︑
こ
の
両
親
の
髪

歯
墓
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
︒

六

拓
本
で
お
判
り
の
や
う
に
︑
こ
の
墓
碑
銘
の
文
字
は
整
つ
た
楷
書
で
書

か
れ
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
は
玄
岱
の
書
で
あ
ら
う
か
︒
も
し
さ
う
な
ら
ば
正

徳
四
年
︑
六
十
六
歳
の
筆
で
あ
る
︒
独
自
の
唐
様
の
字
を
書
い
た
と
言
ふ

玄
岱
の
文
字
は
︑
ど
ち
ら
か
と
言
ふ
と
隷
書
混
じ
り
の
や
や
丸
味
を
帯
び

た
感
じ
の
す
る
も
の
で
あ
つ
て
︑
こ
の
趣
と
は
若
干
相
違
す
る
も
の
で
あ

る
︒
私
に
は
そ
の
書
に
つ
い
て
判
断
す
る
眼
力
が
な
い
の
で
︑
書
の
専
門

の
方
の
ご
意
見
を
伺
ひ
た
く
思
ふ
︒
た
だ
父
母
へ
の
深
い
思
慕
が
存
し
た

の
で
あ
ら
う
か
ら
︑
こ
の
や
う
な
謹
厳
な
文
字
を
自
ら
書
い
た
と
も
思
は

れ
る
の
で
あ
る
︒

深
見
玄
岱
伝
記
資
料
﹁
高
府
君
久
冨
孺
人
雙
髪
齒
墓
誌
銘
﹂
の
紹
介
︵
中
澤
︶
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七

最
後
に
本
墓
碑
銘
が
私
の
手
許
に
あ
る
経
緯
を
記
し
て
お
く
︒
私
が
都

立
上
野
高
校
に
赴
任
し
た
の
は
平
成
五
年
で
あ
り
︑
在
職
中
の
平
成
十
年

頃
に
焼
却
炉
近
く
の
物
置
の
廃
棄
図
書
書
類
の
下
敷
き
に
な
つ
て
ゐ
る
一

石
片
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
偶
然
で
あ
つ
た
︒
黒
く
汚
れ
︑
下

敷
き
に
な
つ
て
ゐ
た
た
め
︑
何
箇
所
か
疵
や
剥
離
の
状
態
が
あ
る
も
の

の
︑
文
字
が
書
か
れ
﹁
墓
誌
銘
﹂
と
あ
る
の
で
︑
そ
れ
と
判
断
は
で
き
た

が
︑
ど
の
や
う
な
人
物
の
も
の
で
あ
る
か
は
当
時
は
調
べ
る
事
も
し
な
か

つ
た
︒
な
ぜ
こ
の
や
う
な
所
に
こ
れ
が
あ
る
の
か
は
同
僚
も
そ
の
来
歴
に

つ
い
て
は
知
ら
ず
︑
危
ふ
く
廃
棄
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
︑
取
り

あ
へ
ず
自
宅
に
保
管
し
︑
墓
誌
銘
で
あ
る
こ
と
か
ら
棚
を
設
け
て
箱
に
入

れ
て
鄭
重
に
祭
祀
し
て
き
た
︒

私
が
上
野
高
校
に
赴
任
し
た
平
成
五
年
は
︑
既
に
新
校
舎
に
な
つ
て
数

年
経
過
し
て
ゐ
た
︒
こ
の
墓
誌
が
こ
の
新
校
舎
の
建
設
に
あ
た
り
出
土
し

た
も
の
で
あ
る
な
ら
︑
先
の
詳
細
な
﹃
東
叡
山
寛
永
寺
護
国
院
都
立
上
野

高
等
学
校
内
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
﹄
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
︑
そ
こ
に
は
墓
誌
の
出
土
は
四
基
と
あ
つ
て
︑
そ
の
中
に
は
含
ま

れ
て
ゐ
な
い
︒
と
言
ふ
こ
と
は
そ
こ
に
漏
れ
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
る

が
︑
こ
れ
だ
け
の
詳
細
な
調
査
に
お
い
て
こ
の
や
う
な
墓
誌
銘
の
あ
る
石

片
を
見
逃
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
︒
さ
う
な
る
と
大
正
の
創
立
時
に
発

掘
さ
れ
た
も
の
が
︑
そ
の
ま
ま
図
書
の
下
敷
き
と
し
て
使
用
さ
れ
︑
新
校

舎
に
図
書
が
引
っ
越
し
を
し
た
と
き
も
書
物
に
紛
れ
て
放
置
さ
れ
て
ゐ
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒

先
年
の
東
日
本
大
震
災
で
︑
老
朽
化
し
た
拙
宅
は
書
棚
等
が
転
倒
し
︑

大
変
な
思
ひ
を
し
た
︒
こ
の
時
に
こ
の
墓
誌
銘
も
棚
か
ら
落
ち
た
︒
こ
れ

を
契
機
と
し
て
改
め
て
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
小
文
に
記
し
た
通
り
の
貴

重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
つ
た
の
で
あ
つ
た
︒
こ
の
際
是
非
と
も
深
見

家
の
御
子
孫
の
方
の
手
に
お
戻
し
し
て
︑
厚
く
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
を
願
ふ

も
の
で
あ
る
︒︵

な
か
ざ
わ

の
ぶ
ひ
ろ

都
立
小
岩
高
等
学
校
主
任
教
諭

博
士
︵
神
道
学
︶
)
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