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吉
田
松
陰
を
祀
る
「
松
陰
神
社
」
は
近
年

境
内
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。
立
派
な
宝
物

殿
「
至
誠
館
」
に
続
い
て
平
成
三
十
年
に
は

境
内
の
参
道
を
「
学
び
の
道
」
と
名
づ
け
て
、

道
の
辺
に
は
松
陰
先
生
の
語
録
を
二
十
五
配

し
た
。
更
に
参
道
に
入
る
鳥
居
の
横
に
、
研

修
・
集
会
施
設
の
「
立
志
殿
」
が
篤
志
家
か

ら
の
寄
贈
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
十
月
七
・
八
日
に
一
泊
し
て
、「
寺
子
屋
の

先
生
養
成
講
座
」
第
十
五
期
の
修
了
研
修
を

萩
で
開
催
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
旧
知
の

上
田
俊
成
名
誉
宮
司
の
ご
厚
意
に
よ
り
二
日

間
、
立
志
舘
で
受
講
生
は
偉
人
伝
を
実
演
し

修
了
式
も
厳
粛
に
催
行
で
き
た
。

　
立
志
舘
一
階
の
講
堂
で
壇
上
か
ら
養
成
講

座
修
了
の
挨
拶
を
し
た
時
、
丁
度
正
面

―

つ
ま
り
講
堂
後
部
の
壁
面
に
掲
げ
ら
れ
た
扁

額
が
目
に
入
っ
た
。
松
陰
神
社
内
で
は
随
所

で
多
彩
な
書
を
目
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
額
の
「
至
誠
」
の
墨
書
は
実
に
簡
素
で
揮

毫
者
の
飾
り
気
な
い
人
柄
が
窺
わ
れ
た
。
式

を
終
え
改
め
て
そ
の
額
に
近
寄
っ
て
見
る

と
、
安
倍
晋
三
書
が
確
認
さ
れ
た
。
上
田
名

誉
宮
司
に
よ
れ
ば
、
昨
年
の
初
夏
に
参
拝
の

折
り
認
め
て
奉
納
さ
れ
た
由
で
、
恐
ら
く
額

に
さ
れ
た
も
の
と
し
て
生
前
最
後
の
揮
毫
で

あ
ろ
う
と
の
昭
恵
夫
人
談
も
紹
介
し
て
く
だ

さ
っ
た
。

　
長
州
生
ま
れ
の
元
宰
相
は
子
供
の
頃
か
ら

吉
田
松
陰
を
尊
敬
し
、
必
ず
「
松
陰
先
生
」

と
呼
ん
だ
。
そ
の
松
陰
が
座
右
の
銘
と
し
た

孟
子
の
言
葉
「
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
も
の

は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
に
因
ん
だ

揮
毫
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
日
本
を
誇
れ

る
国
に
し
た
い
。
子
供
た
ち
が
生
ま
れ
て
よ

か
っ
た
と
思
え
る
国
に
し
た
い
。
世
界
に
輝

く
国
に
し
た
い
」
と
常
々
語
っ
て
い
た
安
倍

さ
ん
の
思
い
を
志
明
館
が
実
現
し
ま
す
と
、

扁
額
の
前
に
頭
を
垂
れ
た
。（
勇
）

碑
の
こ
こ
ろ
（8）

　
偉
人
レ
ポ
ー
ト
で
郷
土
の
誇
り
で
あ
り
、

個
人
的
に
最
も
尊
敬
す
る
人
物
で
あ
る
頭
山

満
翁
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
が
…
…
描
き
た

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
半
分
も
書
け
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
実
感
で
す
。

　
た
と
え
ば
、「
母
が
病
気
で
困
っ
て
い
る
」

と
無
心
に
来
た
人
に
「
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
」

と
断
っ
た
頭
山
翁
。「
あ
な
た
の
着
物
な
ら

五
十
円
も
す
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
、「
そ
れ

で
薬
が
買
え
る
な
ら
」
と
着
て
い
る
も
の
を

渡
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、

真
紅
の
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
寝
巻
き
姿
で
外
出
し

て
い
た
、
と
い
う
話
。

　
玄
洋
社
の
活
動
費
が
な
か
っ
た
頃
、
同
志

た
ち
の
着
物
を
脱
が
せ
質
屋
で
一
円
に
変
え

た
頭
山
翁
。
帰
り
道
の
鰻
屋
の
匂
い
に
我
慢

が
で
き
ず
に
全
て
使
っ
て
し
ま
い
、
た
ま
た

ま
通
り
か
か
っ
た
知
人
の
婆
さ
ん
に
夜
具
を

も
ら
っ
て
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
、
社
員
の
二
人

が
そ
れ
を
体
に
ど
て
ら
の
よ
う
に
巻
き
付
け

て
質
屋
に
行
っ
て
一
円
を
借
り
、
戻
り
は
新

聞
紙
を
服
の
よ
う
に
ま
と
っ
て
帰
っ
て
き

た
、
と
い
う
話
。

　
花
街
で
と
ん
で
も
な
く
モ
テ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
頭
山
翁
。
東
都
一
と
言
わ
れ
た
待
合

茶
屋
「
浜
の
家
」
に
、
散
歩
中
に
三
味
線
の

音
に
誘
わ
れ
て
ふ
ら
り
と
入
っ
て
か
ら
、
な

ん
と
３
年
（
！
）
に
も
わ
た
っ
て
遊
び
続
け

た
が
、
女
将
は
勘
定
の
請
求
も
せ
ず
、
と
き

に
は
小
遣
い
ま
で
渡
し
て
い
た
。
あ
る
時
、

経
営
が
傾
い
た
と
聞
い
た
頭
山
翁
は
、
三
時

間
ほ
ど
外
出
し
て
現
在
の
一
億
円
ほ
ど
の
金

を
持
っ
て
き
た
と
い
う
話
。

　
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
規
格
外
で
、
そ
の
天

衣
無
縫
ぶ
り
に
は
、
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ

れ
ま
す
。
無
欲
、
誠
実
に
し
て
、
愛
嬌
の

あ
る
と
こ
ろ
も
人
に
好
か
れ
た
と
い
う
頭

山
翁
。
魅
力
の
塊
の
よ
う
な
人
物
で
す
。

そ
れ
は
き
っ
と
私
心
の
な
さ
か
ら
来
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
精
神
、
こ
の
思
想
、
こ
の
器

― 
 
 
 

現
代
の
政
治
家
に
求
め
て
は
い
け
な
い
ん
で

し
ょ
う
ね
…
…
。
　
　
　
　
　（
元
木
哲
三
）
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「
恥
を
知
る
」心
を
育
て
る

巻頭言

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

　
先
日
、
高
市
早
苗
大
臣
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
総
会

に
お
い
て
、
福
島
第
一原
発
の
処
理
水
問
題
に

関
し
て
、「
核
汚
染
水
」
と
呼
ん
で
非
難
す

る
中
国
に
対
し
て
、「
事
実
に
基
づ
か
な
い
発

信
や
突
出
し
た
輸
入
規
制
を
取
って
い
る
の
は

中
国
の
み
」
と
反
論
し
、「
日
本
と
し
て
は

引
き
続
き
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
行
動
や
正

確
な
情
報
発
信
を
中
国
に
対
し
て
求
め
て
い

く
」
と
牽
制
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
国

際
的
に
は
当
た
り
前
の
発
言
に
、
岸
田
首
相

が
「
中
国
を
再
び
刺
激
し
な
い
か
」
と
周
囲

に
不
安
を
漏
ら
し
て
い
た
と
い
う
新
聞
記
事

に
シ
ョッ
ク
を
受
け
た
と
、X
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）

に
投
稿
し
ま
し
た
。 

　
首
相
発
言
が
報
道
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
は
摩
擦
を
避
け
る
た
め
「
大
局
を
踏

ま
え
て
大
人
の
対
応
を
」
な
ど
と
外
国
の
意

向
を
忖
度
し
て
自
己
主
張
を
控
え
る
我
が

国
独
特
の
外
交
方
針
が
典
型
的
に
表
れ
て
い

ま
す
。

　
国
際
化
と
い
う
の
は
、「
沈
黙
は
金
」「
以

心
伝
心
」
と
い
う
「
察
し
合
い
の
文
化
」
に

生
き
る
日
本
人
が
、
自
他
の
対
立
を
前
提
と

し
て
自
己
主
張
を
貫
こ
う
と
す
る
「
主
張
す

る
文
化
」
と
の
対
峙
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、「
察
し
合
い
の
文
化
」
と
「
主
張

す
る
文
化
」
の
二
刀
流
を
兼
ね
備
え
、
場
合

に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る〝
両
刀
遣
い
〞の

人
材
で
す
。
第
二
高
校
で
取
り
組
ん
だ
デ
ィ

ベ
ー
ト
教
育
が
目
指
す
と
こ
ろ
も
、
こ
の
よ
う

な
複
眼
的
思
考
が
で
き
る
若
者
の
育
成
に
あ

り
ま
し
た
。

　
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
の
は
、辞
書
を
引
く
と
、

「
議
論
、
討
論
、
論
争
」
な
ど
の
訳
語
が
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ

て
持
論
に
関
係
な
く
、
賛
成
、
反
対
の
立
場

に
立
って
論
争
す
る〝
知
的
格
闘
技
〞で
す
。

　
そ
の
効
用
に
つい
て
、
英
語
の
達
人
で
、
我

が
国
に
お
け
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
草
分
け
で
あ
る

松
本
道
弘
氏
は
次
の
五
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ

ま
す
。①
客
観
的
分
析
能
力
が
身
に
つ
く
。②

論
理
的
思
考
力
が
身
に
つ
く
。③
発
表
能
力

が
身
に
つ
く
。④
よ
り
よ
い
聞
き
手
に
な
れ
る
。

⑤
情
報
収
集
力
が
身
に
つ
く
。（『
や
さ
し
い

デ
ィ
ベ
ー
ト
入
門
』
中
経
出
版
）（
残
念
な
が

ら
松
本
氏
は
昨
年
三
月
御
逝
去
。
私
が
大
津

高
校
在
勤
時
、
突
然
来
校
さ
れ
、
氏
が
尊

敬
し
て
お
ら
れ
た
熊
本
ゆ
か
り
の
宮
本
武
蔵

や
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て
懇
談
し
た
の
が
最
後

と
な
り
ま
し
た
。）

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
平
成

六
年
度
の
文
化
祭
の
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
、

私
が
所
属
す
る「
小
論
文
委
員
会
」よ
り「
校

内
デ
ィ
ベ
ー
ト
大
会
」
の
開
催
を
提
案
し
ま

し
た
。
私
自
身
授
業
で
は
取
り
入
れ
て
い
ま

し
た
が
、
全
校
的
規
模
で
実
施
し
よ
う
と
い

う
の
で
す
。
提
案
理
由
と
し
て
は
、
一
次
的

に
は
お
化
け
屋
敷
や
バ
ザ
ー
な
ど〝
お
遊
び
〞

と
化
し
た
文
化
祭
を
、〝
硬
派
〞の
企
画
で
活

性
化
さ
せ
よ
う
と
の
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
本
意
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

国
際
化
社
会
へ
の
日
本
人
と
し
て
の
対
応
能

力
の
育
成
と
、
受
験
校
と
し
て
直
面
す
る
面

接
や
小
論
文
入
試
への
対
応
策
と
し
て
、
デ
ィ

ベ
ー
ト
が
格
好
の
試
み
で
あ
る
と
判
断
し
た
か

ら
で
し
た
。
職
員
会
議
で
は
例
の
ご
と
く「
負

担
が
増
え
る
」「
口
先
だ
け
の
生
徒
が
増
え

る
」
な
ど
の
反
対
意
見
は
あ
り
ま
し
た
が
、

生
徒
会
関
係
職
員
の
支
持
も
あ
り
実
施
が
決

定
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、「
校
内
デ
ィ
ベ
ー
ト
大
会
」
の
概
要

は
、
各
ク
ラ
ス
代
表
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方

式
で
予
選
を
行
い
、
決
勝
戦
は
体
育
館
で
全

校
生
徒
観
戦
の
中
で
実
施
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。
論
題
は
、「
小
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
」の
テ
ー

マ
と
連
動
さ
せ
、
判
定
は
職
員
が
行
い
ま
し

た
。
判
定
の
要
領
を
会
得
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
詳
し
い
大
学
教
授
等
を
招

き
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
入
門
講
座
」
と
銘
打
ち
事

前
の
職
員
研
修
も
企
画
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
平
成
八
年
、「
第
一
回
全
国
中

学
・
高
校
デ
ィ
ベ
ー
ト
選
手
権
（
デ
ィ
ベ
ー
ト

甲
子
園
）」（
全
国
教
室
デ
ィ
ベ
ー
ト
連
盟
・

読
売
新
聞
社
主
催
）
が
ス
タ
ー
ト
す
る
に
当

た
っ
て
、
同
大
会
の
企
画
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ

た
藤
岡
信
勝
氏
（
東
大
名
誉
教
授
・
自
由

白
濱

　裕

教
育
雑
感
⑧
〜「
ディベー
ト
甲
子
園
」への
道

主
義
史
観
研
究
会
代
表
）
か
ら
出
場
を
勧

め
ら
れ
、〝
他
流
試
合
〞に
臨
み
ま
し
た
。
結

果
は
、
予
選
落
ち
で
涙
を
吞
み
ま
し
た
が
、

翌
年
、
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
九
州
予
選
を
勝
ち
抜
き
、
い
よ
い
よ
東
京

ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
で
の
全
国
大
会
へ
の
出
場
が
決

定
。
チ
ー
ム
の
合
言
葉
は
「
ま
ず
一
勝
」
で

し
た
が
、
予
選
四
勝
の
末
、
つ
い
に
決
勝
戦

に
臨
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
相
手
は
創
価

高
校
、
論
題
は
「
首
都
機
能
移
転
の
是
非
」。

大
勢
の
観
衆
注
視
の
中
で
、
生
徒
達
は
精
一

杯
健
闘
し
ま
し
た
が
、
準
備
し
た
資
料
を
十

分
活
用
で
き
ず
残
念
な
が
ら
準
優
勝
に
終
わ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
夕
暮
れ
迫
る
会
場
の

東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
を
バッ
ク
に
記
念
写
真
を

撮
る
全
力
を
出
し
切
っ
た
生
徒
達
の
表
情
は

清
々
し
い
も
の
で
し
た
。「
よ
く
こ
こ
ま
で
や
っ

た
」。
私
自
身
も
、
東
京
湾
の
潮
風
に
吹
か

れ
な
が
ら
、
準
備
に
当
た
っ
た
彼
ら
と
の
師

弟
同
行
の
長
い
道
程
を
反
芻
し
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
ま
す
。

　
受
験
生
で
あ
り
な
が
ら
夏
休
み
の
課
外

返
上
で
試
合
準
備
に
没
頭
し
、
デ
ィ
ベ
ー
ト

甲
子
園
に
出
場
し
た〝
闘
士
〞た
ち
は
、
い

ず
れ
も
国
立
大
学
の
医
学
部
、
薬
学
部
、

国
際
関
係
学
部
等
に
合
格
を
果
た
し
、
見

事
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
受
験
の
両
立
を
果
た
し

た
の
で
し
た
。

執
筆
者
紹
介
　
■
白
濱
　
裕（
し
ら
は
ま
　
ひ
ろ
し
）

昭
和
二
十
七
年
、熊
本
県
八
代
市
生
ま
れ
。熊
本
県
立
済
々
黌

高
等
学
校
、熊
本
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業
。平
成
二
十
四
年

三
月
、熊
本
県
立
大
津
高
等
学
校
長
を
最
後
に
定
年
退
職
。（
公

益
社
団
法
人
）国
民
文
化
研
究
会
参
与
。

き
侮
辱

―
は
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
再
度
喧
嘩
が
始
ま
る
の
で
し
た
。
他
愛

な
い
思
い
出
な
が
ら
、「
恥
」
の
感
覚
を
当
時

の
子
供
達
が
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
た
証
と
し

て
忘
れ
難
い
も
の
で
す
。「
お
天
道
様
に
笑
わ
れ

る
」
と
い
う
表
現
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
あ
る
時
期
ま
で
ご

く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
来
た
の
で
す
。

迷
惑
を
か
け
な
い

　
と
こ
ろ
が
何
時
の
頃
か
ら
か「
恥
を
知
る
」
は
死
語
と
化
し
て

し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
現
代
の
親
た
ち
が
多
用
し
て
い
る
の

は「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」
で
し
ょ
う
。
我
が
子
が
ど
ん
な

風
に
育
って
欲
し
い
か
と
の
問
い
に
多
く
の
父
母
は「
自
分
の
し
た

い
事
を
見
つ
け
て
、
同
時
に
、
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
」

と
の
願
い
を
口
に
し
ま
す
。

　
こ
の
答
に
接
す
る
た
び
に
物
足
り
な
い
思
い
に
襲
わ
れ
ま
す
。

「
迷
惑
を
か
け
な
い
」
こ
と
は
世
の
中
の
ル
ー
ル
と
し
て
基
本
的

な一つ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
迷
惑
か
ど
う
か
を
相
手

に
決
め
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
は
、
自
己
を
ど
う
陶
冶
す
べ
き
か

と
い
う
生
き
方
の
目
標
に
は
な
り
得
な
い
の
で
す
。

　
例
え
ば
電
車
の
座
席
に
座
って
い
る
あ
な
た
の
横
に
泥
靴
の
幼

児
が
乗
って
き
て
足
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
た
時
、
母
親
は「
ダ
メ
よ
、

隣
の
お
じ
ち
ゃ
ん
に
怒
ら
れ
る
か
ら
」
と
注
意
す
る
の
で
す
。「
迷

惑
を
か
け
な
い
」
よ
う
に
と
躾
け
る
つ
も
り
で
実
は
善
悪
の
基
準

を
隣
の
お
じ
ち
ゃ
ん
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。「
あ

な
た
の
振
る
舞
い
は
間
違
って
い
る
。
お
母
さ
ん
も
恥
ず
か
し
い
」

と
た
し
な
め
る
光
景
に
は
残
念
な
が
ら
近
年
出
会
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。

教
育
再
生

　
松
陰
は『
講
孟
劄
記
』
の
別
の
箇
所（
公
孫
丑
上
篇
７
章
）
で

は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

「
恥
は
人
心
必
有
の
物
な
れ
ば
、
木
石
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
恥
な

き
こ
と
を
得
ず
。
其
の
恥
な
き
と
云
ふ
者
は
、
真
に
恥
な
き
に

非
ず
。
恥
づ
る
と
雖
ど
も
、
是
を
処
す
る
こ
と
な
き
故
に
、
強

ひ
て
恥
ぢ
ざ
る
の
容
を
な
す
の
み
」

―
木
や
石
で
は
な
い
我
々
人
間
は
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
心
を

必
ず
持
って
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
恥
知
ら
ず
の
人
が
い
る
の

は
、真
に
恥
じ
る
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
自
身
の
心
と
向
き
合
っ

て
痛
感
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
無
理
に
恥
ず
か
し
く
な
い
顔
を

装
って
い
る
だ
け
だ

―
と
松
陰
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
本
性
を

信
じ
て
当
時
の
人
々
を
覚
醒
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
す
。

　
翻
っ
て
現
代
日
本
で
も
大
多
数
は「
強
ひ
て
恥
ぢ
ざ
る
の
容
を

な
す
の
み
」で
深
層
で
は
恥
の
感
覚
を
失
って
い
な
い
と
信
じ
ま
す
。

特
に
子
供
達
に
は「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」
よ
り
も「
恥
を

知
って
」
自
ら
を
正
す
物
差
し
を
、
そ
の
柔
ら
か
な
心
に
育
ん
で

も
ら
い
た
い
の
で
す
。
五
ヶ
月
後
に
迫
る
志
明
館
開
校
ま
で
懸
案

は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
今
月
の
親
子
面
接
を
経
て
入
学
し
て
く
る

「
国
の
宝
」
た
ち
を
待
望
す
る
思
い
で
す
。

　
安
政
五
年
に
再
び
野
山
獄
に
繋
が
れ
る
松
陰
は
、
松
下
村
塾

に
遺
し
た
詩
の
最
後
に「
松
下
陋
村
と
雖
も
　
誓
っ
て
神
国
の
幹

と
な
ら
ん
」
と
、
こ
の
小
さ
な
塾
か
ら
将
来
の
日
本
を
動
か
す
精

鋭
の
輩
出
を
確
信
し
て
い
ま
し
た
。「
志
明
館
小
校
な
れ
ど
　
誓
っ

て
日
本
の
未
来
を
拓
か
ん
」
と
密
か
に
期
す
る
日
々
で
す
。

恥
を
知
る

　
吉
田
松
陰
に
い
つ
頃
出
会
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少
年
向
け
偉
人
伝

に
あ
っ
た
、
下
田
沖
の
黒
船
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
挿
絵
に
薄
ら

と
記
憶
が
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
十
歳
前
後
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

て
み
る
と
以
来
、
松
陰
先
生
の
生
涯
の
倍
を
超
え
る
年
月
、
折
々

に
励
ま
し
を
受
け
て
来
ま
し
た
。
現
在
も
毎
月
社
会
人
向
け
朝

勉
強
会
と
、
志
明
館
教
師
た
ち
と
の
毎
週
の
研
鑽
会
で『
講
孟
劄

記
』
に
学
ん
で
い
ま
す
。

　
先
日
の
輪
読
箇
所
は
尽
心
上
篇
六
章
・
七
章「
恥
」
に
つい
て
。

「
恥
の一
字
は
本
邦
武
士
の
常
言
に
し
て
、
恥
を
知
ら
ざ
る
程
恥

な
る
は
な
し
」（
武
士
た
る
者
は
、
日
頃
の
言
動
の
う
ち
恥
ず
べ

き
点
を
自
覚
せ
ぬ
ま
ま
過
ご
す
の
が
最
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
）
と

あ
り
ま
し
た
。
然
も「
小
人
の
恥
づ
る
所
は
外
見
な
り
。
君
子
の

恥
づ
る
所
は
内
実
な
り
」
と
、
肩
書
や
身
な
り
よ
り
も
自
身
の

心
懐
や
そ
れ
に
伴
う
態
度
・
行
動
を
自
己
点
検
出
来
る
人
こ
そ

が
本
物
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
を
読
み
つつ
新
渡
戸
稲
造
の『
武

士
道
』
の
中
で「
恥
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
印
象
的
な
箇
所
が
思

い
出
さ
れ
ま
す
。

「
廉
恥
心
は
少
年
の
教
育
に
お
い
て
養
成
せ
ら
る
べ
き
最
初
の
徳
の

一つ
で
あ
っ
た
。『
笑
わ
れ
る
ぞ
』『
体
面
を
汚
す
ぞ
』『
恥
ず
か
し

く
な
い
か
』
等
は
、
非
を
犯
せ
る
少
年
に
対
し
て
正
し
き
行
動

を
促
す
た
め
の
最
後
の
訴
え
で
あ
っ
た
」

　
か
つ
て
親
も
教
師
も
子
供
を
躾
け
る
基
軸
に「
恥
の
自
覚
」
を

置
い
て
い
ま
し
た
。
団
塊
の
世
代
が
悪
ガ
キ
だ
っ
た
頃
、
子
供
同

士
で
遊
ぶ
う
ち
に
諍
い
が
起
こっ
て
仲
間
か
ら
排
除
さ
れ
た
連
中

は
、
悔
し
紛
れ
に「
お
前
の
母
さ
ん
出
べ
そ
」
と
悪
態
を
つい
た
も

の
で
す
。
そ
の
言
葉

―
何
よ
り
大
切
な
母
に
対
す
る
い
わ
れ
な

60 年前に家族で松陰神社参拝の折り
祖母が買ってくれた萩焼の像

こ
う
も
う
さ
っ

ひ
つ
ゆ
う

ろ
う
そ
ん

し

れ
ん
ち
し
ん

き
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