
霞
村
と
同
志
社

口
需
歌
の
草
分
け
で
あ
り
、
口
纂
歌
運
動
の

推
進
者
で
あ
っ
脊
山
霞
村
(
本
名
・
聖
郎
)
は
、

同
志
社
の
校
友
で
あ
る
。

明
治
七
月
六
月
七
日
、
彼
は
京
都
府
紀
伊
郡
深
草

(
現
・
伏
見
区
深
草
)
小
字
枯
木
に
生
ま
れ
、
佳

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
そ
こ
で
す
ど
し
た
。
彼
の
同

志
社
校
友
会
入
会
は
大
正
十
四
年
三
月
で
、
そ
の
と

き
の
校
友
会
総
会
で
は
、
京
都
支
部
か
ら
同
志
社
大

学
予
科
の
教
授
を
中
心
に
十
一
名
が
推
薦
さ
れ
、
入

会
の
承
認
を
え
て
い
る
。
当
日
の
資
料
に
、
霞
村
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
器
さ
れ
て
い
る
。
(
『
同
志
社
塒

留
学
ま
で
に
、
彼
は
東
上
し
て
早
稲
田
に
籍
を
お

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
病
気
の
た
め
帰
郷

し
、
そ
の
後
、
関
西
学
院
に
学
ん
だ
り
、
中
学
教
員

本
上
年
間
つ
と
め
る
な
ど
し
た
よ
う
で
あ
る
。
(
W

『
明
治
文
学
全
探
』
)

ス
タ
ン
フ
寸
ー
ド
大
学
で
業
な
か
ぱ
に
病
を
え
、

明
治
三
十
八
年
に
帰
国
し
た
霞
村
は
、
以
後
、
深
草

報
、
ニ
ニ
七
号
付
録
、
大
正
十
四
年
二
月
)

「
肖
山
嘉
二
郎
君
明
治
二
十
一
年
九
月
よ
り
同

二
十
四
年
六
月
迄
同
志
社
普
通
学
校
在
学
、
同
志
社

校
友
会
五
十
年
史
編
纂
委
員
嘱
託
」

初
期
の
愿
社
で
は
中
途
退
学
者
を
名
飾
な
ど
の

記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
中
退
者
の

在
籍
の
事
実
は
き
わ
め
て
翻
し
が
た
い
。
嘉
村
も

そ
の
一
人
で
あ
っ
九
。

右
の
略
歴
に
「
五
十
年
史
編
禦
委
員
嘱
北
L
 
と
あ

る
の
は
、
入
会
以
前
に
そ
の
委
嘱
を
受
け
て
い
九
か

ら
で
あ
る
。
『
製
社
五
十
年
史
』
に
つ
い
て
は
あ

と
で
ふ
れ
る
が
、
彼
が
委
嘱
を
受
け
た
の
は
大
正
十

一
年
九
月
で
、
そ
の
と
き
の
紹
介
記
事
に
は
、
「
同

'
社
畝
,
通
学
校
二
十
七
年
級
の
同
窓
で
あ
る
。
北
米

ス
タ
ン
フ
寸
ー
ド
大
学
に
遊
び
、
帰
朝
後
は
文
筆
に

親
し
み
現
に
繋
『
梨
』
の
主
幹
で
あ
り
、
著
作
に

深
芳
元
政
、
ブ
ロ
ン
テ
ー
女
史
其
他
数
冊
あ
る
し

(
『
裂
社
時
報
』
二
二
四
号
大
正
十
三
年
十
一
月
)
と
あ

る
0

『
明
治
文
学
全
集
第
六
十
四
巻
1
明
治
歌
人
集
』

(
筑
剛
番
房
昭
和
四
十
三
年
九
月
)
巻
末
の
霞
村
の
略
年

譜
に
よ
る
と
、
彼
が
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
留
学

し
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
三
十
歳
の
と
き
で
、
次

の
よ
う
な
短
歌
が
あ
る
。

仕青

梅
が
香
の
吹
く
は
ど
こ
か
ら
み
ち
は
た
紀
牛
草
を

食
む
春
の
夜
の
月
(
ス
氏
大
学
の
カ
レ
*
ジ
、
タ
ー

レ
ス
に
い
た
時
)

同志社人物誌(61)

河野仁昭
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に
住
ん
で
著
述
に
専
念
し
た
。
生
涯
独
身
で
あ
っ
た

の
は
、
病
弱
だ
っ
九
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

口
語
短
歌
運
動
な
ど

草
山
隠
者
の
名
で
、
第
一
歌
集
『
池
塘
集
』
を
出

版
し
九
の
は
、
帰
国
し
て
一
年
後
の
明
治
三
十
九
年

十
二
月
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
作
品
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

^
こ
の
よ
う
な
く
^
け
た
口
^
池
で
^
^
を
^
^

ψ
む
歌
人
は
、
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
九
。
し
か
も
明

治
四
十
二
年
に
は
口
粧
器
歌
集
『
草
山
の
詩
』
を
上

梓
す
る
の
で
あ
る
。

口
語
の
採
用
は
、
明
治
二
十
年
こ
ろ
か
ら
二
葬
デ

四
迷
ら
が
鞭
を
つ
け
、
山
田
美
妙
ら
も
そ
の
採
用

を
唱
え
て
は
い
九
。
し
か
し
新
体
詩
に
口
語
を
用
い

る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
せ
い
ぜ
い
民
謡
調
の
試
作

が
な
さ
れ
て
い
る
て
い
ど
で
あ
っ
九
。
よ
う
や
く
明

治
四
十
年
こ
ろ
に
な
っ
て
か
ら
、
自
然
主
義
の
髭

を
う
け
て
、
川
路
柳
虹
や
相
馬
御
風
ら
が
口
需
を

試
み
、
短
歌
で
は
石
川
啄
木
が
明
治
四
十
三
年
に
、

口
語
を
ま
じ
え
た
作
品
を
書
く
の
で
あ
る
。

霞
村
が
口
語
を
用
い
た
の
は
、
肉
然
主
義
と
は
無

関
係
で
あ
っ
九
。
『
池
塘
集
』
初
版
の
「
自
序
L
 
に
、

彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
私
は
師
友
に
二
三
の
西
洋
人
が
あ
り
ま
し
た
が
、

多
く
の
洋
人
は
日
本
語
を
話
し
て
も
日
本
文
の
誘

る
人
は
甚
だ
少
い
。
ま
し
て
日
本
の
餓
の
解
る
人

は
猶
更
少
い
故
に
私
は
日
本
人
は
詩
を
作
っ
て
も
外

国
人
に
読
ま
す
こ
と
が
出
来
な
い
誠
に
つ
ま
ら
な
い

こ
と
だ
ど
ぅ
か
し
て
こ
れ
を
日
常
の
口
語
で
書
け
な

い
か
と
汚
え
て
い
ま
し
九
。
丁
度
そ
の
頃
二
人
の
洋

手
弱
女
の
は
ぎ
り
の
や
う
に
鳴
く
蛙
は
な
も
今
宵

の
雨
で
ち
る
や
ろ

雛
を
売
る
四
条
を
に
し
へ
室
町
や
誰
が
あ
と
つ
け

る
は
る
の
夜
の
月

耶
蘇
君
に
不
犯
誓
う
た
と
つ
く
に
の
尼
も
年
と
る

わ
れ
も
と
し
と
る

人
稀
国
し
ま
し
た
か
ら
砺
の
草
儒
体
で
な

く
全
く
.
旻
一
致
の
体
で
作
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時

1
語
で
詩
を
作
る
の
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
信
じ
、

ま
た
和
歌
も
同
様
だ
と
思
っ
て
以
後
屡
詩
歌
を
口
冶

で
作
り
ま
し
た
」

彼
が
口
雫
許
を
か
き
は
じ
め
る
の
は
、
渡
米
の

前
、
関
西
学
院
に
い
た
と
き
で
あ
る
ら
し
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
西
洋
人
と
い
う
の
は
、

學
で
の
知
人
か
黒
社
の
教
員
か
は
詳
ら
か
で
な

外
国
人
に
も
わ
か
る
詩
を
か
い
て
み
ょ
う
と

、

い
う
の
が
口
需
歌
を
始
め
る
動
機
に
な
っ
た
、
と

い
う
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
こ
う
い
う
詩
歌
人
も
他
に

い
な
か
っ
九
ろ
う
。

霞
村
は
歌
を
「
香
川
景
恒
門
下
で
あ
っ
た
深
草
の

台
巌
上
人
」
に
学
ん
だ
の
で
、
香
川
景
樹
(
臣
昂
恒
は

そ
の
嗣
子
)
の
桂
園
派
に
属
す
る
者
だ
と
い
い
、
景

樹
は
そ
の
歌
論
か
ら
推
せ
ぱ
「
豆
腐
屋
の
ゆ
く
声
す

な
り
」
と
は
い
わ
ず
、
必
ず
「
豆
腐
屋
の
行
く
声
が

す
る
」
と
い
う
は
ず
だ
と
、
口
語
短
歌
こ
そ
は
そ
の

正
統
な
継
承
発
展
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
も
い
る

(
『
池
塘
集
』
再
版
自
序
)
。
景
樹
は
九
し
か
に
、
「
其
御

代
々
々
の
.
西
琴
も
て
誠
実
の
思
い
を
述
る
の
み
」

令
歌
学
提
要
、
)
と
い
っ
て
は
い
る
。
現
代
の
桂
園
歌
人

を
自
認
す
る
霞
村
に
は
、
『
桂
園
秘
稿
』
な
ど
桂
園
和

「池唐集」再版の表紙
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歌
に
か
ん
す
る
編
筈
書
も
あ
る
。

そ
の
青
山
霞
村
が
、
深
草
の
里
で
晶
緩
研

を
は
じ
め
る
の
は
大
正
中
期
ご
ろ
で
、
大
正
八
年
三

月
、
自
力
で
晶
短
綴
誌
『
か
ら
す
き
』
を
創
刊

し
、
自
ら
の
作
品
や
詩
需
を
毎
号
に
掲
げ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
、
読
者
の
投
稿
を
つ
の
っ
た
の
で
あ
る
。

創
刊
の
前
年
十
一
月
に
『
池
塘
集
』
を
か
ら
す
き
社

の
名
で
再
版
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
前
か
ら
準
備
を

と
と
の
え
つ
つ
ぁ
っ
た
と
み
て
ょ
い
。
こ
の
詐
艸
は

一
時
休
刊
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
七
年
二
月

ま
で
月
刊
で
続
け
ら
れ
た
。

彼
は
究
極
の
倒
標
を
、
定
型
口
奪
話
の
普
及
に
お

い
て
い
た
。
そ
の
璃
祭
運
動
に
着
手
す
る
ま
え
に
、

ま
ず
三
十
一
文
字
の
定
型
雫
あ
る
短
歌
の
口
語
化

に
よ
っ
て
、
定
型
穫
口
雫
も
可
能
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
九
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

倚
は
、
用
語
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
定
型
で
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

当
時
は
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
全
盛
捌
で
あ
っ
突
め
で

も
あ
る
が
、
そ
の
器
は
は
か
ば
か
し
い
発
展
を
み

せ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
東
京
で
も
四
村
陽

古
や
西
出
朝
風
ら
が
こ
れ
に
呼
応
し
、
一
般
か
ら
の

投
稿
作
品
を
も
多
数
収
録
し
た
合
伺
歌
集
を
、
彼
ら

と
の
共
編
で
刊
行
す
る
と
い
っ
九
成
果
も
あ
げ
て
い

る
。
西
村
陽
吉
は
石
川
啄
木
の
『
一
握
の
砂
な
ど

を
出
版
し
た
東
璽
の
専
務
で
あ
っ
九
。
ま
た
京
都

の
土
田
杏
村
も
、
現
代
の
短
歌
は
現
代
の
こ
と
ば
で

詠
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
杏
村
と
設
村
の
あ
い
だ
に
ど
の
て
い
ど
需
山

疎
通
が
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。

霞
村
は
そ
う
し
九
運
聖
L
通
じ
て
、
飯
田
武
之

輔
、
上
田
行
夫
、
幹
愉
太
そ
の
他
昇
歌
人
を
育
て

も
し
た
の
で
あ
っ
た
。

音
は
中
瀬
古
六
郎
と
高
木
庄
太
郎
で
あ
っ
た
。
(
『
同

志
社
校
友
同
窓
会
報
』
=
万
大
正
十
五
年
九
月
)

校
友
会
役
員
会
で
は
、
協
議
の
粘
果
、
青
山
嘉
二

霞
村
)
に
綿
集
委
員
を
委
嘱
し
、
資
料
収
集
や

郎執
第
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
た
。
大
正
十
三
年
九
刀

の
こ
と
で
あ
る
。
後
年
、
霞
村
は
「
最
初
編
輯
長
の

讐
木
教
授
か
ら
口
ー
マ
ン
ス
を
交
へ
て
徒
に
も

而
白
く
読
ま
せ
る
や
う
な
物
と
い
ふ
依
頼
で
あ
っ

た
」
(
伺
志
社
工
十
年
藝
面
史
』
の
「
緒
言
)
と
書
い
て

し
7高

木
教
授
と
い
う
の
は
当
張
黛
の
教
授
で
政

治
史
を
担
当
し
て
い
た
一
栗
庄
太
郎
で
あ
る
。
彼
は

昭
和
二
年
十
二
月
四
日
に
永
眠
す
る
が
、
霞
村
の
追

悼
歌
(
『
黒
社
校
高
窓
会
報
十
八
号
昭
和
三
年
三
月
)

に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
か
ら
、
二
人
は
ご
く
近
所

に
住
ん
で
い
て
、
面
梁
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
桑
の

住
所
は
京
都
市
外
深
草
四
ノ
橋
で
あ
っ
た
。

ミ
一

『
同
志
社
五
十
年
裏
面
史
』
出
版
の
経
緯

同
志
社
校
友
会
が
伺
嘉
五
十
年
史
の
編
纂

出
版
を
、
校
友
会
の
事
業
と
し
て
お
こ
な
う
こ
と
を

決
議
を
し
た
の
は
、
大
正
十
=
年
三
月
の
総
会
に
お

い
て
で
あ
っ
六
。
裂
社
創
立
五
十
周
年
を
、
翌
年

(
大
正
十
四
年
)
に
ひ
か
え
て
い
た
。
塗
で
の
提
案

を
れ
の
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
と
よ
ん
で
ゐ
た
教
授
は

死
ん
だ
南
隣
の

霞
村
は
大
正
十
四
年
六
月
末
に
五
十
年
史
を
悦
稿

し
て
校
友
会
に
届
け
て
い
る
。
校
友
会
役
貝
会
で
は

浅
野
恵
二
、
足
利
武
千
代
、
中
瀬
古
六
郎
、
高
木
庄

、ー.^0^

口語短歌雑誌「からすき」
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青
山
霞
村
碁

同
志
、
五
十
年
面
史

太
郎
、
西
村
金
三
郎
の
五
名
を
委
員
と
し
て
、
霞
村

の
原
稿
を
検
討
し
九
。
そ
の
結
果
、
「
正
史
と
し
て

は
猶
充
分
研
究
の
余
地
あ
り
、
且
材
料
貧
弱
の
憾
あ

る
を
以
て
、
記
念
出
版
は
之
を
見
合
せ
、
爾
後
も
引

続
き
、
資
料
の
蒐
集
を
継
続
す
べ
き
旨
」
の
儒
に

達
し
、
霞
村
に
は
玉
五
0
円
の
手
当
と
、
編
集
賓
二

十
円
を
贈
っ
九
。
霞
村
は
大
正
十
四
年
七
月
三
十
日

を
以
て
編
集
委
員
を
退
い
て
い
る
。
(
『
同
志
社
校
友
同

窓
会
報
』
言
方
)

翌
十
五
年
二
月
、
校
友
会
は
編
集
委
員
会
を
抜
本

的
に
改
組
し
て
編
纂
刊
行
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

り
、
安
部
磯
雄
以
下
五
十
五
名
に
委
員
を
委
嘱
し
た
。

霞
村
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
九
。
五
十
五
名
の
う
ち
加

藤
延
年
、
竹
林
熊
彦
、
得
健
次
郎
ほ
か
二
名
は
辞

退
し
て
お
り
、
校
友
会
で
は
さ
ら
に
十
名
ば
か
り
委

員
を
追
加
す
る
こ
と
に
し
た
。

宜
打
炉

か
ら
す
倉
靴

し
か
し
こ
の
大
也
帯
で
は
動
き
が
と
れ
な
か
っ
九

ら
し
く
、
昭
和
四
年
十
月
、
ふ
た
た
び
少
人
数
の
委

員
会
に
改
め
、
中
瀬
古
六
郎
編
集
長
の
自
宅
を
編
集

室
と
し
て
、
よ
う
や
く
昭
和
五
年
七
月
に
『
同
志
社

五
十
年
史
』
は
・
謡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
最
後
の
段

階
で
は
、
か
な
り
拙
速
主
義
で
あ
っ
た
。

こ
の
正
史
の
出
版
を
待
っ
て
、
霞
村
が
自
ら
の
原

稿
を
『
同
志
社
五
十
年
衷
面
史
』
と
し
て
か
ら
す
き

社
か
ら
自
費
出
版
し
た
の
は
、
翌
昭
和
六
年
七
月
で

あ
る
。
「
逸
事
鴛
満
載
、
明
治
文
化
史
に
異
彩
を
放

つ
同
志
社
の
袈
面
史
は
一
大
史
曹
如
く
書
中
に
展

開
L
 
(
『
伺
志
社
校
友
同
窓
会
報
』
五
十
気
号
昭
和
六
年
七

邑
さ
れ
て
い
る
と
、
同
書
の
広
告
に
記
さ
れ
て
い

る
。
高
木
の
器
の
趣
旨
に
従
っ
て
書
か
れ
九
の
で

は
あ
ろ
う
が
、
霞
村
の
面
目
躍
如
九
る
も
の
が
あ
る

擾
面
史
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

氏
に
よ
っ
て
一
つ
の
稿
本
が
作
ら
れ
、
出
来
上
っ
た

稿
本
は
同
専
主
事
広
瀬
重
次
郎
氏
が
所
持
し
て
居

ら
れ
九
。
一
咋
年
広
瀬
氏
が
そ
の
稿
本
出
版
の
こ
と

を
谷
村
〔
一
太
郎
〕
氏
に
相
談
せ
ら
れ
九
時
、
谷
村

氏
は
出
版
す
る
為
め
の
世
話
を
承
諾
せ
ら
れ
る
と
共

に
、
そ
の
稿
本
を
改
訂
増
補
す
る
希
望
を
述
べ
ら
れ

た
。
そ
れ
で
広
瀬
氏
は
そ
の
担
任
者
に
就
い
て
中
村

栄
助
氏
に
相
談
せ
ら
れ
、
中
村
氏
が
私
を
指
名
せ
ら

れ
た
の
で
私
方
に
来
ら
れ
九
。
よ
っ
て
私
は
、
そ
の

稿
本
を
基
と
し
私
の
心
付
い
た
方
面
の
材
料
を
集
め

て
、
増
補
改
編
し
た
の
で
あ
る
」

竹
林
嬰
は
予
科
の
教
授
で
西
洋
史
を
担
当
す
る

か
た
わ
ら
、
『
同
志
社
時
報
』
の
編
集
に
も
た
ず
さ

わ
っ
て
い
た
。
大
正
十
一
年
十
一
月
発
行
の
同
誌

に
、
彼
は
「
盲
目
の
偉
人
山
本
覚
馬
翁
1
管
見
を
読

む
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
て
い
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
そ
の
こ
ろ
、
同
志
社
の
依
頼
か
な
に
か
で
覚

馬
仏
の
稿
本
を
か
い
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
彼
は
、
大
正
十
四
年
三
月
に
同
志
社
を
退
職
し

て
九
州
大
学
図
書
館
へ
移
る
こ
と
に
な
り
、
稿
本
は

未
完
成
の
ま
ま
、
同
志
社
本
部
の
広
瀬
重
次
郎
主
事

に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
年
一
月
二
十
七
日
に
、
同
志
社
で
は
「
故

山
本
覚
馬
先
生
三
十
五
年
忌
追
悼
会
」
を
礼
拝
堂
で

山
本
馬
』

右
の
災
血
史
が
出
版
さ
れ
る
一
.
年
前
、
昭
和
三
年

十
村
に
霞
村
は
山
本
欝
伝
を
黒
社
か
ら

出
版
し
て
い
る
。
そ
の
巻
頭
の
「
編
者
の
一
憂
」
の

な
か
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
山
本
先
生
の
伝
記
は
往
年
一
度
編
纂
せ
ら
れ
か

け
て
そ
の
儘
に
な
り
、
拾
年
程
前
更
に
竹
林
〔
悲
)

「五十年裏面史」の扉
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い
と
な
ん
で
い
る
か
ら
(
『
同
志
社
校
友
同
窓
会
報
、
二
十

八
号
)
、
そ
の
日
を
目
標
に
、
竹
林
が
残
し
て
行
っ
九

伝
記
の
稿
本
を
改
訂
増
補
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
な

つ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
中
村
栄
助
は
覚
馬

の
寄
咳
に
接
し
九
だ
け
で
な
く
、
共
に
社
員
と
し
て

草
創
期
の
同
志
社
を
支
え
九
人
で
あ
る
。
霞
村
に
依

頼
し
九
こ
ろ
も
依
然
酬
で
あ
り
、
昭
和
三
年
十
一

月
か
ら
翌
年
十
月
末
ま
で
、
何
度
め
か
の
総
長
事
務

扱
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
る
。

霞
村
は
覚
馬
に
か
ん
し
て
豊
富
な
知
識
を
も
っ
て

い
九
と
は
思
わ
れ
ず
、
衷
面
史
で
も
覚
憾
つ
い
て

は
ご
く
簡
単
に
し
か
ふ
れ
て
い
な
い
。
九
だ
文
筆
の

才
能
を
中
村
栄
助
に
認
め
ら
れ
て
い
九
校
友
の
一
人

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
仏
需
本
の
増
補
改

訂
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
編
纂
と
刊
行
と
は
谷
村
一
太
郎
氏
の
援
助
延
よ

つ
た
し
ほ
か
、
十
五
六
名
の
人
々
か
ら
有
益
な
資
料

と
助
.
'
を
り
え
ら
れ
た
と
、
霞
村
は
「
編
者
の
一
墓
」

に
し
る
し
て
い
る
。
谷
村
か
ら
出
版
資
金
の
援
助
も

え
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
目
下
の
と

こ
ろ
詳
か
で
な
い
。
発
打
者
は
広
瀬
重
次
郎
(
上
京

区
室
町
上
立
売
下
ル
)
で
あ
っ
九
。

霞
村
と
し
て
は
、
偶
然
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た

仏
記
で
あ
る
が
、
山
否
鳶
に
か
ん
す
る
資
料
は
現

在
な
お
き
わ
め
て
乏
し
い
だ
け
に
、
竹
林
に
し
ろ
霞

村
に
し
ろ
、
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
文
献
的
価
値
は
、
裏
面
史
と

伺
様
い
ま
な
お
失
わ
れ
て
い
な
い
。

伝
唯
尾
多
1
を

4
壽
磨
作
百

,
(
々

ε
多
三
皮
聶
忽
j

毛
人
忽
j

コ
ユ

終
癌

校
友
会
入
会
後
、
霞
村
は
と
き
お
り
校
友
会
の
機

関
紙
に
短
歌
や
長
歌
、
漢
発
ど
を
寄
せ
て
お
り
、

昭
和
六
年
九
月
に
改
造
社
の
『
現
代
短
歌
全
集
』
第

二
十
一
巻
に
「
密
霞
村
集
」
が
収
録
出
版
さ
れ
る

と
、
『
黒
社
校
友
同
窓
会
報
』
五
十
九
号
に
は
そ

の
紹
介
文
を
掲
げ
る
な
ど
、
校
友
会
も
彼
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
フ
し
て
い
る
。
昭
和
十
二
年
六
月
に
は
湯
浅
八

儷
総
女
ら
の
後
援
一
、
、
「
肖
山
霞
村
晶
歌
創
始
三

十
六
側
耳
泥
察
L
楽
ぞ
か
栄
光
館
で
開
催
さ
れ
も

し
た
。
創
始
三
十
周
年
の
悪
会
も
お
こ
な
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
彰
栄
館
の
鈍
を
詠
ん

だ
彼
の
長
歌
を
掲
げ
て
お
く
。

闇
の
子
の
悪
魔
の
群
が
ゆ
す
っ
て
も
ゆ

る
ぎ
も
し
な
い
真
四
角
な
煉
瓦
の
館
の
あ

ら
》
ぎ
を
独
で
守
り
そ
の
昔
苗
木
で
あ
っ

た
庭
の
木
が
天
つ
日
隠
し
縫
上
げ
の
き

ぬ
き
て
た
児
が
白
髪
た
れ
祈
る
け
ふ
で
も

昼
も
夜
も
休
み
を
し
ら
ず
砂
の
床
学
び
の

窓
へ
誘
音
送
る
(
下
略
)

(
『
同
志
社
校
友
同
窓
会
報
』
十
五
号
)

昭
和
十
五
年
二
月
二
十
六
日
、
霞
村
は
伏
見
区
深

甃
町
の
自
宅
で
永
眠
し
九
。
六
十
七
歳
で
あ
っ

た
。
そ
の
非
儀
は
京
都
基
督
教
会
で
三
月
七
日
に
営

ま
れ
、
親
友
で
あ
っ
た
永
井
柳
太
郎
や
、
歌
人
の
佐

佐
木
仁
綱
ら
が
、
弔
辞
・
弔
歌
を
寄
せ
た
ξ
黒

社
新
報
、
四
十
五
号
、
昭
和
十
王
年
三
月
)

青
山
家
は
穩
、
俄
村
の
甥
策
馬
氏
(
昭
和
二
年

同
志
社
中
学
卒
業
)
が
養
嗣
子
に
迎
え
ら
れ
て
継
い

で
お
ら
れ
る
。

(
本
部
社
史
資
料
室
室
長
)

鍍村の遺墨
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