
　

一
九
一
二
年
九
月
一
三
日
青
山
斎
場
で
行
わ
れ
た
明
治
天
皇
大
葬
に
参
列
し
た
鷗

外
は
、
途
上
で
乃
木
希
典
夫
妻
の
殉
死
の
報
を
聞
い
た
。
ド
イ
ツ
留
学
時
代
に
出
会

っ
て
か
ら
長
年
親
交
の
深
か
っ
た
乃
木
の
訃
報
を
聞
い
て
鷗
外
は
深
い
感
銘
の
中
で

一
気
に
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
を
書
き
上
げ
て
「
中
央
公
論
」
の
一
〇
月
号

に
掲
載
し
た
。
小
倉
時
代
の
細
川
藩
で
生
じ
た
家
臣
の
殉
死
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の

歴
史
的
事
実
に
対
す
る
資
質
的
関
心
の
中
に
乃
木
の
殉
死
へ
の
賛
歌
の
心
情
を
重
ね

て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
書
い
た
の
が
『
阿
部
一
族
』
で
あ
り
、
今
度
は

武
家
社
会
に
お
け
る
殉
死
の
在
り
方
に
対
す
る
近
代
的
な
関
心
を
持
っ
て
書
い
た
の

で
あ
る
が
、『
阿
部
一
族
』
も
熊
本
に
移
っ
た
細
川
藩
で
起
き
た
殉
死
に
纏
わ
る
歴

史
的
事
実
を
素
材
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
機
に
鷗
外
は
積
極
的
に

歴
史
に
素
材
を
得
た
歴
史
小
説
を
書
き
始
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
。『
大
塩
平
八
郎
』

『
堺
事
件
』
な
ど
が
こ
の
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
自
ら
の
歴
史
小
説
の
手
法
に
対
し
て
鷗
外
は
一
九
一
五
年
一
月
の
「
心

の
花
」
に
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
た
。

わ
た
く
し
の
近
頃
書
い
た
、
歴
史
上
の
人
物
を
取
り
扱
つ
た
作
品
は
、
小
説
だ

と
か
、
小
説
で
な
い
と
か
云
つ
て
、
友
人
間
に
も
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
所
謂

normativ

な
美
学
を
奉
じ
て
、
小
説
は
か
う
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
学
者

の
少
な
く
な
つ
た
時
代
に
は
、
此
判
断
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
。（
略
）
わ

た
く
し
は
歴
史
の
「
自
然
」
を
変
更
す
る
こ
と
を
嫌
つ
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
歴

史
に
縛
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
は
此
縛
の
下
に
喘
ぎ
苦
ん
だ
。
そ
し
て
こ
れ
を
脱

せ
よ
う
と
思
つ
た
。（
傍
線
細
川
）

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
鷗
外
の
書
い
た
こ
れ
ま
で
の
歴
史
小
説
が
歴
史
的
事
実
に
縛
ら

れ
す
ぎ
て
、
登
場
人
物
た
ち
の
〈
自
由
〉
を
制
限
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
反

省
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
歴
史
の
縛
り
か
ら
解
放
さ
れ
た
小
説
を
書
き

た
い
と
い
う
宣
言
を
示
し
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
て
新
た

な
意
図
を
持
っ
て
書
い
た
の
が
、
中
世
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
近
世
の
は
じ
め
に
か
け

て
流
行
し
た
「
説
経
節
」
と
呼
ば
れ
る
語
り
も
の
の
一
つ
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
を
ふ

ま
え
て
書
い
た
『
山
椒
大
夫
』
で
あ
っ
た
。
更
に
鷗
外
は
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離

れ
」
に
お
い
て
、「
わ
た
く
し
は
伝
説
其
物
を
も
、
余
り
精
し
く
探
ら
ず
に
、
夢
の

や
う
な
物
語
を
夢
の
や
う
に
思
ひ
浮
べ
て
見
た
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
は
材
料
と
し
て
「
説
経
節
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
て
、
し
か
し
、

登
場
人
物
の
安
寿
と
厨
子
王
を
、
原
材
料
に
縛
ら
れ
る
こ
と
無
く
、
鷗
外
の
心
情
を

仮
託
し
て
、
自
由
に
形
象
し
、
ま
さ
に
「
夢
の
や
う
な
物
語
」
を
展
開
し
よ
う
と
し

て
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
『
山
椒
大
夫
』
は
、
平
安
時
代
末
期
に
、
陸
奥
国
の
掾
（
令
制
の
官
位
）
で
あ
っ

た
平
正
氏
が
、
国
守
の
罪
に
連
座
し
て
筑
紫
国
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

母
と
共
に
幼
い
姉
弟
安
寿
と
厨
子
王
が
父
に
会
い
に
行
く
途
中
、
人
買
い
に
騙
さ
れ
、

離
れ
離
れ
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
姉
弟
は
丹
後
国
の
悪
名
高
い
分
限
者
・
山
椒
大
夫
に

売
ら
れ
、
潮
汲
み
や
芝
刈
り
を
さ
せ
ら
れ
辛
い
日
々
を
過
ご
す
。
或
る
日
二
人
が
芝

刈
り
に
山
の
頂
上
ま
で
来
た
と
き
、
安
寿
は
厨
子
王
に
、
神
仏
の
加
護
を
信
じ
て
脱

出
し
て
父
に
会
い
に
行
く
こ
と
を
強
く
勧
め
た
。
姉
の
言
葉
に
逆
ら
う
こ
と
の
出
来

な
い
不
思
議
な
力
を
感
じ
た
厨
子
王
は
、
麓
を
め
が
け
て
駆
け
だ
し
た
。
厨
子
王
を

見
届
け
た
安
寿
は
そ
の
後
沼
に
入
水
し
て
命
を
絶
っ
た
。

　

途
中
関
白
師
実
と
出
会
い
、
厨
子
王
の
持
っ
て
い
た
守
り
本
尊
の
お
か
げ
で
娘
の

連
載
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テ
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命
が
救
わ
れ
た
師
実
は
、
厨
子
王
一
家
の
気
の
毒
な
事
情
を
聴
き
、
正
氏
の
も
と
へ

赦
免
状
を
送
っ
た
が
、
既
に
正
氏
は
亡
く
な
っ
て
い
た
。

　

元
服
し
て
正
道
と
名
乗
っ
た
厨
子
王
は
丹
後
の
国
守
に
な
り
、
任
国
で
の
人
身
売

買
を
禁
じ
、
山
椒
大
夫
の
家
で
も
奴
婢
を
解
放
し
、
賃
金
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。

安
寿
の
入
水
し
た
沼
の
ほ
と
り
に
は
尼
寺
を
立
て
霊
を
弔
っ
た
。
母
の
安
否
を
尋
ね

て
佐
渡
へ
渡
っ
た
正
道
は
、
農
家
の
庭
先
で
雀
を
追
う
盲
目
の
老
婆
を
見
か
け
た
と

き
、
彼
女
が
生
き
別
れ
た
子
供
の
こ
と
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
を
聞
い
て
母
で
あ
る

こ
と
を
知
り
駆
け
寄
っ
た
。
厨
子
王
が
持
つ
守
り
本
尊
を
母
の
額
に
あ
て
る
と
母
の

両
目
が
開
き
再
会
を
果
た
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
仕
上
げ
た
作
品
は
、
も
と
の
「
説
経
節
さ
ん
せ
う
太
夫
」
で
は
、
厨

子
王
を
逃
が
し
た
安
寿
が
拷
問
で
殺
さ
れ
、
国
守
と
な
っ
た
厨
子
王
は
山
椒
大
夫
を

白
洲
に
埋
め
、
息
子
の
三
郎
に
首
を
竹
の
こ
ぎ
り
で
引
か
せ
て
殺
し
た
り
、
残
虐
な

場
面
が
多
い
。
鷗
外
は
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」
で
「
夢
の
や
う
な
物
語
を
夢
の

や
う
に
思
ひ
浮
べ
て
」
み
た
い
と
書
い
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
残
虐
な
場
面
を
描
い

た
原
話
か
ら
は
離
し
て
、
安
寿
の
自
己
犠
牲
と
、
厨
子
王
が
姉
の
思
い
を
胸
に
懸
命

に
逃
げ
延
び
不
運
を
克
服
し
て
成
長
し
母
と
の
再
会
を
果
た
す
「
新
し
い
明
治
の
物

語
」（
前
田
愛
『
少
年
少
女
日
本
文
学
館
①
た
け
く
ら
べ
・
山
椒
大
夫
』（
講
談
社
）

の
「
解
説
」、
一
九
八
六
年
一
二
月
）
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
作
品
構
成
か
ら
み
て
も
鷗
外
が
こ
の
作
品
に
「
歴
史
離
れ
」
の
〈
自

由
〉
を
求
め
、「
夢
の
や
う
な
物
語
」
へ
の
思
い
を
託
し
て
描
こ
う
と
し
た
主
題
が

安
寿
と
厨
子
王
の
人
物
形
象
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
所
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
水
谷
昭
夫
は
、「「
山
椒
大
夫
」
の
主
題
の
モ
メ

ン
ト
と
み
ら
れ
る
安
寿
の
死
は
、
ま
さ
に
近
代
小
説
史
上
比
類
を
絶
し
た
美
し
さ
で

あ
る
。」
と
評
し
、「
さ
あ
、
そ
れ
が
運う

ん

験だ
め
し

よ
。」
と
言
っ
て
厨
子
王
の
出
発
を
促
す

場
面
に
よ
っ
て
、
作
品
の
美
は
「
見
事
な
完
成
へ
と
昇
華
結
実
せ
し
め
て
い
る
」
と

卓
越
し
た
論
を
ま
と
め
て
い
る
（『
近
代
日
本
文
芸
史
の
構
成
』
桜
楓
社
、
一
九
六

八
年
五
月
）。
大
岡
昇
平
は
「
歴
史
小
説
」
に
つ
い
て
、「
歴
史
家
は
そ
の
記
述
の
客

観
的
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
の
に
対
し
」「
人
間
の
内
部
は
小
説
家
に
と
っ
て
、
最
も

自
由
に
腕
を
揮
う
こ
と
が
で
き
る
領
域
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
歴
史
小
説
の

問
題
』
文
藝
春
秋
、
一
九
七
四
年
六
月
）。『
山
椒
大
夫
』
は
ま
さ
に
大
岡
の
言
う
登

場
人
物
の
内
部
の
描
写
に
鷗
外
の
こ
の
作
品
へ
の
ね
ら
い
が
集
約
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
人
間
形
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
こ
そ
「
夢
の
や
う
な
物
語
」
と
し
て
描
い
た
作
品
の

確
信
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

一
方
西
成
彦
は
「
森
鷗
外
の
「
歴
史
離
れ
」
と
は
、「
近
代
」
と
い
う
名
の
政
治

の
介
入
に
よ
っ
て
史
料
を
踏
み
に
じ
る
」
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る

（『
胸
さ
わ
ぎ
の
鷗
外
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。
そ
の
一
つ
に
『
山
椒

大
夫
』
で
は
、
国
守
に
な
っ
た
厨
子
王
が
奴
隷
の
強
制
的
使
役
を
禁
止
し
賃
金
を
支

払
わ
せ
る
よ
う
に
改
革
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
椒
大
夫
の
「
一
族
は
い
よ
い

よ
富
栄
え
た
」
と
あ
る
の
は
、
作
品
の
時
代
が
平
安
時
代
末
期
に
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
結
果
的
に
は
「
歴
史
」
の
改
竄
」
に
当
た
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
恐
ら
く
そ
う
し
た
こ
と
へ
の
躊
躇
も
含
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
鷗
外
自
身

は
こ
の
作
品
の
反
省
点
と
し
て
「
歴
史
離
れ
が
し
た
さ
に
山
椒
大
夫
を
書
い
た
の
だ

が
、
さ
て
書
き
上
げ
た
所
を
見
れ
ば
、
な
ん
だ
か
歴
史
離
れ
が
し
足
り
な
い
や
う
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
歴
史
」
の
改
竄
を
恐
れ
ず
に
近
代
小
説
と
し
て
登
場
人

物
の
心
情
に
作
者
の
理
想
を
託
し
て
「
夢
の
や
う
な
物
語
」
を
書
き
上
げ
美
の
世
界

を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
同
時
に
歴
史
小
説
と
し
て
「
歴
史
の
〈
自
然
〉」
を

損
な
わ
な
い
よ
う
に
腐
心
し
な
が
ら
近
代
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
立
し
て
行
く
こ

と
の
困
難
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
鷗
外
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
山
椒
大
夫
』
は
鷗
外
最
初
の
「
歴
史
離
れ
」
を
方
法
と
し
た
歴
史

小
説
と
し
て
、
作
者
自
身
の
逡
巡
が
あ
る
こ
と
も
こ
の
作
品
の
観
賞
に
お
い
て
の
一

つ
の
関
心
事
と
し
て
興
味
深
い
所
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
の
評
価
と
し
て
は
、
人
買
い

や
奴
隷
が
安
易
に
行
わ
れ
る
時
代
を
背
景
に
し
て
、
そ
う
し
た
暴
力
に
抗
っ
て
懸
命

に
生
き
る
安
寿
と
厨
子
王
、
そ
し
て
、
如
何
な
る
状
況
下
に
あ
っ
て
も
我
が
子
の
無

事
を
願
う
母
と
、
彼
女
が
つ
ぶ
や
く
「
粟
の
鳥
を
逐
ふ
」
の
詞
を
聞
い
て
感
極
ま
っ

て
俯
伏
し
た
厨
子
王
、
権
力
の
側
に
あ
っ
て
も
、
幼
い
二
人
に
心
づ
か
い
の
言
葉
を

か
け
た
山
椒
大
夫
の
息
子
二
郎
な
ど
、
個
々
の
人
間
形
象
に
綿
密
な
配
慮
を
施
し
て
、

理
不
尽
で
過
酷
な
時
代
の
中
で
こ
そ
光
彩
を
放
つ
真
の
人
間
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し

て
い
る
所
に
こ
の
作
品
の
魅
力
が
鮮
や
か
に
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
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