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一
、
我
等
は
日
本
に
生
ま
れ
た
り

　
　
神
の
御
代
よ
り
Ｉ
系
の

　
　
皇
統
戴
く
我
国
に

　
　
生
れ
し
こ
と
の
う
れ
し
さ
よ

　
　
皇
国
の
栄
え
は
天
地
と

　
　
共
に
窮
り
な
か
る
べ
し

二
、
大
和
島
根
に
山
め
ぐ
る

　
　
甲
斐
の
国
あ
り
水
清
き

　
　
郷
土
の
歴
史
顧
み
よ

　
　
我
等
の
務
め
軽
か
ら
ず

　
　
見
よ
や
南
に
富
士
ケ
嶺
は

　
　
皇
国
の
鎮
め
と
聳
え
た
り

三
、
大
海
原
の
揺
リ
や
ま
ぬ

　
　
波
を
も
風
を
も
凌
ぎ
っ
つ

　
　
護
れ
皇
国
を
諸
共
に

　
　
国
民
挙
リ
て
国
の
た
め

　
　
挽
ま
ず
萎
縮
ま
ず
群
易
が
ず

　
　
進
む
ぞ
大
和
ご
こ
ろ
な
る
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一
、
甲
斐
の
国
　
み
中
に
建
ち
て

　
　
古
へ
ゆ
　
雄
心
伝
へ

　
　
新
し
き
　
世
の
鑑
と
し

　
　
勉
め
て
む
　
こ
の
学
舎
に

二
、
日
に
新
た
　
ま
た
日
に
新
た

　
　
弥
高
き
　
の
ぞ
み
を
も
ち
て

　
　
真
な
る
　
理
究
め

　
　
励
み
な
む
　
若
人
我
等

三
、
聳
え
た
つ
　
芙
蓉
の
た
か
ね

　
　
清
き
哉
　
甲
斐
の
山
川

　
　
も
ろ
と
も
に
　
玉
と
磨
き
て

　
　
賛
く
べ
し
　
天
地
の
化
育



校
歌
に
込
め
た
思
い

石
夏
剪
ｓ
毛
屁
蜀
ダ

心
営
聾
蒼
～
茸
ダ

k　　　t･　-－｀－ら映

ｊ

　JZijごご

日誤I享I

４

Ｊ
?
Ｅ
。
ｊ
Ｚ
Ｓ
?

ｓ ’ｙ

?1’

1?,|　　･･･

４
‐
－
‐
－
－
‐
－

　
｛
り
リ
～
上
條
馨
氏
と
甲

４
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昭
和
二
十
三
年
十
月

二
十
二
日
、
第
六
十
八
回
目
の

創
立
記
念
日
を
翌
日
に
控
え

た
こ
の
日
、
甲
府
一
高
講
堂
に

お
い
て
大
勢
の
人
々
が
詰
め

か
け
る
中
、
「
甲
府
第
二
局
等

学
校
校
歌
」
の
お
披
露
目
が
行

わ
れ
た
。
歌
う
は
ソ
プ
ラ
ノ
歌

手
の
浅
野
千
鶴
子
さ
ん
、
ピ
ア

ノ
伴
奏
は
安
倍
和
子
さ
ん
。

　
作
曲
は
東
京
音
楽
学
校

（
現
・
東
京
芸
術
大
学
）
の
小

松
涛
氏
。
そ
し
て
作
詞
は
当

時
、
甲
府
一
高
で
教
鞭
を
と
ら

れ
て
い
た
上
條
馨
氏
。
甲
府
市
美
咲
の
現
校
舎
の
東
、
御
崎
神
社
に
生
ま
れ
、
そ

の
後
神
職
も
継
が
れ
た
、
ま
さ
し
く
応
援
歌
に
も
歌
わ
れ
る
「
お
み
さ
き
さ
ん
の

神
主
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
発
表
会
に
は
、
後
に
上
條
氏
の
妻
と
な
る
小
田
（
旧
姓
）
和
子
さ
ん
も
歌

手
の
浅
野
千
鶴
子
さ
ん
見
た
さ
に
会
場
に
駆
け
つ
け
て
い
た
。
上
條
氏
と
結
婚
す

る
十
二
年
も
前
の
こ
と
で
、
当
時
は
ま
だ
面
識
も
な
か
っ
た
。
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安倍和子さん(左)と､浅野千鶴子さん

　
こ
の
発
表
会
で
配
ら
れ
た
楽
譜
や
様
子
を
伝
え
る
写
真
、
上
條
氏
の
直
筆
の
歌

詞
な
ど
が
、
上
條
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
半
世
紀
が
過
ぎ
た
今
も
、
妻
の
和
子
さ
ん

や
上
條
氏
の
親
族
ら
の
手
元
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
た
び
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
加
え
、
妻
の
和
子
さ
ん
、
実
妹
の
清
水
登
茂
恵

さ
ん
ら
へ
の
取
材
も
交
え
て
、
上
條
馨
氏
が
甲
府
一
高
の
校
歌
に
作
詞
者
と
し
て

込
め
た
思
い
を
少
し
で
も
紹
介
で
き
た
ら
と
思
う
。

上條馨氏(左)と、小松涛氏

穿
飛
―
霜
聳三井甲之氏

　
「
我
等
は
生
ま
れ
た
り
…
…
」
で
始
ま

る
、
甲
府
中
学
の
校
歌
は
、
昭
和
三
年

に
甲
府
中
学
同
窓
生
の
歌
人
・
三
井
甲

之
氏
の
作
詞
、
東
京
高
等
音
楽
学
院
（
現

国
立
音
楽
大
学
）
・
榊
原
直
氏
の
作
曲
で

つ
く
ら
れ
、
二
十
年
も
の
間
、
力
強
く

歌
い
継
が
れ
て
き
た
。

　
そ
し
て
甲
府
一
高
の
校
歌
は
、
二
十
三
年
四
月
、
学
制
改
革
に
よ
り
、
そ
れ
ま

で
の
甲
府
中
学
か
ら
「
甲
府
第
一
高
等
学
校
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
在
校
生
ら
か
ら
「
時
代
に
即
し
た
新
し
い
我
ら
の
校
歌
を
」
と
の
機
運
が
盛

り
上
が
り
、
新
校
歌
制
定
へ
の
動
き
と
な
っ
た
。
近
藤
兵
庫
校
長
（
当
時
）
が
中

心
と
な
り
、
在
校
生
、
卒
業
生
、
教
職
員
を
対
象
に
歌
詞
を
募
集
。
俳
人
・
飯
田

蛇
笏
氏
を
審
査
委
員
長
に
、
寄
せ
ら
れ
た
二
十
二
編
の
中
か
ら
審
査
し
た
結
果
、

上
條
氏
の
歌
詞
が
選
ば
れ
た
。

飯田蛇笏氏
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大正末期の御節神社

　
上
條
氏
は
、
大
正
十
年
三
月
に
御
崎

神
社
の
宮
司
・
上
條
定
久
氏
、
多
津
さ

ん
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
甲
府
中

学
か
ら
神
宮
皇
學
館
（
現
・
皇
學
館
大
学
）

へ
と
進
み
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
七
年

間
、
甲
府
一
高
で
国
語
教
師
と
し
て
教

壇
に
立
っ
た
。
そ
し
て
、
幼
い
こ
ろ
に

長
男
で
あ
る
兄
・
一
雄
氏
を
亡
く
し
た

こ
と
か
ら
、
教
師
と
と
も
に
御
崎
神
社

の
宮
司
も
務
め
た
。
ま
た
、
『
風
塵
抄
』
『
甲

州
風
物
誌
』
『
続
甲
州
風
物
誌
』
と
い
っ

た
歴
史
書
籍
等
も
執
筆
し
た
。

　
上
條
氏
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
発
行
し

た
こ
の
「
甲
州
風
物
誌
」
の
中
で
、
校
歌

発
表
の
際
の
挨
拶
文
を
掲
載
す
る
形
で
作

詞
に
つ
い
て
綴
っ
て
お
り
、
。
本
校
の
卒
業

生
と
し
て
、
ま
た
母
校
に
奉
職
す
る
私
と

し
ま
し
て
、
こ
の
光
輝
あ
る
本
校
に
ふ
さ

わ
し
い
立
派
な
校
歌
を
つ
く
り
た
い
・
と

い
う
熱
い
思
い
か
ら
作
詞
を
決
意
。
夏
休

み
の
ほ
と
ん
ど
を
校
歌
制
作
に
費
や
し
た
。

ぺ
。
ノ
眉
堅
り
乙
卿
ｊ
べ
擢
。
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そ
し
て
。
自
分
の
心
を
清
く
気
高
く
、
ま

た
雄
々
し
く
保
た
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
立
派

な
も
の
が
で
き
よ
う
な
い
・
と
、
「
歌
の
生
命
」

を
求
め
て
山
に
登
っ
た
。

。
ザ
ー
碗
『
一
吸

　
妻
の
和
子
さ
ん
は
言
う
。
「
と
て
も
山
が
好
き
な
人

で
し
た
。
楽
し
て
書
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
体
を
傷

め
て
、
試
練
を
与
え
る
こ
と
で
歌
詞
を
つ
く
り
た
か
っ

た
、
と
私
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
創
作
の
場
所

と
し
て
甲
斐
駒
ヶ
岳
な
ど
の
山
々
を
訪
れ
た
よ
う
で
す
」

　
し
か
し
、
作
詞
の
段
階
で
は
、
ｊ
田
の
霊
気
に
ふ
れ
、

ま
た
そ
れ
を
思
い
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
精
神

を
清
浄
に
、
雄
々
し
い
も
の
に
保
ち
つ
つ
、
歌
に
と
り

か
か
っ
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
詞
が
ま
と
ま
ら
ず

…
…
・
と
、
そ
の
苦
労
を
記
し
て
い
る
。

　
妹
の
登
茂
恵
さ
ん
も
「
兄
は
祝
詞
を
あ
げ
、
身
を
清

め
て
作
詞
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
自
室
に
し
て
い
た

神
社
社
殿
の
三
畳
間
に
一
ケ
月
近
く
も
龍
っ
て
歌
詞
と

格
闘
し
て
い
て
、
朝
に
な
る
と
紙
が
い
っ
ぱ
い
散
ら

か
っ
て
い
ま
し
た
」
と
苦
戦
し
た
様
子
を
語
る
。

　
そ
し
て
。
八
月
末
の
二
十
七
日
の
夜
、
一
度
床
に
つ

い
て
間
も
な
く
、
次
々
に
詞
が
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
し

て
…
…
（
中
略
）
、
一
番
、
二
番
、
三
番
と
、
次
々
に

書
き
と
め
…
…
（
中
略
）
、
そ
れ
を
毎
日
毎
日
何
遍
も

読
み
な
お
し
書
き
な
お
し
〃
と
い
う
過
程
を
繰
り
返
し
、



遂
に
歌
詞
は
完
成
し
た
。

　
た
だ
後
に
、
妻
の
和
子
さ
ん
に
は

［
甲
斐
駒
ヶ
岳
に
登
っ
て
岩
陰
に

座
っ
て
ひ
と
休
み
し
た
と
こ
ろ
で
、

す
ら
す
ら
と
言
葉
が
浮
か
ん
だ
］
と

話
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
妻

に
対
し
て
は
苦
労
を
見
せ
な
い
、
思

い
や
り
、
優
し
さ
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
な
お
、
歌
詞
の
内
容
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

一
番
　
甲
斐
の
国
の
中
心
に
位
し
て
い
る
我
が
校
は
、
そ
の
創
立
の
昔
か
ら
、
雄

　
　
　
壮
剛
健
の
気
風
を
う
け
っ
た
え
て
、
今
こ
の
新
し
い
世
に
際
会
し
て
は
、

　
　
　
こ
の
世
を
照
し
正
す
か
が
み
と
も
な
る
よ
う
大
い
に
奪
励
努
力
し
よ
う
。

　
　
　
こ
の
栄
あ
る
学
舎
に
お
い
て

二
番
　
学
徳
を
日
々
に
新
た
に
す
す
め
…
…
（
中
略
）
、
高
い
理
想
と
希
望
と
を

　
　
　
も
っ
て
…
…
（
中
略
）
、
学
術
の
審
理
を
究
め
、
大
い
に
励
ん
で
行
こ
う

　
　
　
我
ら
若
人
達
よ

三
番
　
お
ご
そ
か
に
聳
え
立
つ
富
士
山
や
、
清
い
甲
斐
の
山
や
川
の
精
を
う
け
て

　
　
　
も
ろ
と
も
に
切
磋
琢
磨
し
、
天
地
自
然
の
め
ぐ
み
、
人
間
の
本
性
を
た
す

　
　
　
け
、
の
は
し
て
い
こ
う

両、弟、妹と、後列左から、弟の加寿彦氏、妹のみつ江

さんと登茂恵さん

仏
焼
肴
勿
｀
Ｊ
屑
西
端
４
悳
溺
炒

　
上
條
氏
の
作
っ
た
歌
詞
に
は
、
甲
府
一

高
の
号
鐘
「
日
新
鐘
」
と
い
う
名
称
も
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
書
『
大
学
』

よ
り
そ
の
多
く
が
引
用
さ
れ
、
「
日
に
新

た
ま
た
日
に
新
た
」
「
賛
く
べ
し
天
地
の

化
育
」
と
詠
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
第
六
代
校
長
・
大

㎜
㎜｜

11畠

中咄バ岩波文部）

●

大ﾂﾞ･

島
正
健
先
生
の
札
幌
農
学
校
（
現
・
北
海
道
大
学
）
時
代
の
師
で
あ
っ
た
ク
ラ
ー

ク
博
士
の
「
青
年
よ
大
志
を
抱
け
」
の
言
葉
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
甲
府
一
高
の
校
歌
に
は
、
校
名
が
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

「
甲
斐
の
国
　
み
中
に
建
ち
て
　
古
へ
ゆ
　
雄
心
つ
た
へ
」
と
校
名
が
な
く
と
も

甲
斐
の
国
の
中
心
に
建
つ
伝
統
の
学
校
「
一
高
」
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
歌
詞
と

な
っ
て
お
り
、
歌
詞
の
中
に
校
是
な
ど
を
織
り
込
ん
で
い
る
。

　
山
梨
の
旧
制
中
学
は
、
学
制
改
革
で
高
等
学
校
へ
と
そ
の
制
度
、
名
称
が
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
相
次
い
で
校
歌
を
新
た
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
実
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
改
革
後
数
年
経
っ
た
後
の
と
こ

-●i

ａ峯儡i。.j

y≒jl　･-

Fi･･,FI-

クラーク博士

ろ
が
多
く
、
改
革
と
と
も
に
新
校

歌
制
定
を
行
っ
た
甲
府
一
高
に

習
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
一
高
に
追
随
す
る
形
で
新
校
歌

制
定
を
行
っ
た
高
校
に
も
、
校
名

79姻13s隔年甲府中学・●府－・同一・la忿鮪



を
詠
わ
ず
に
学
校
の
環
境
や
校
訓
な
ど
を
用
い
て
特
色
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
校
歌
に
校
名
が
入
っ
て
な
い
の
は
、
こ
の
時
代
の
流
行
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
古
く
よ
り
甲
府
一
高
の
学
生
は
、
古
典
の
授
業
な
ど
で
校
歌
の
意
味
や
校
是
を

学
習
す
る
。
今
の
在
校
生
も
、
校
歌
に
対
し
て
「
歴
史
、
伝
統
を
感
じ
る
」
「
曲

の
雰
囲
気
と
一
高
が
合
致
し
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
お
り
、
大
変

親
し
み
を
持
っ
て
い
る
。
同
窓
生
も
「
校
歌
、
応
援
歌
は
何
十
年
経
っ
て
も
自
然

と
□
か
ら
出
て
く
る
も
の
。
特
に
校
歌
は
心
や
体
が
熱
く
な
る
」
と
語
る
。
校
舎

が
新
し
く
な
っ
た
今
も
、
校
歌
が
刻
ま
れ
た
石
碑
は
校
内
に
残
さ
れ
、
堂
々
と
し

た
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。

校舎正面桶に設置されている、校歌が刻まれた石碑

壽
尋
呼
応
簒
Ｉ
｀
一
一
ａ
逞

　
上
條
氏
は
、
甲
府
中
学
、
甲
府
二
局
と
勤
務
し
、
教
員
三
年
目
の
時
、
校
歌
作
詞

を
手
掛
け
た
。
そ
の
後
、
病
に
よ
り
、
一
時
教
職
を
離
れ
る
も
、
体
が
回
復
し
た
後
、

恩
師
の
誘
い
に
よ
り
、
山
梨
学
院
大
付
属
高
校
で
第
二
の
教
員
生
活
を
送
っ
た
。

和子さんと。結婚式のーコマ

妹・みつ江さんの長女の御宮参り後、社殿にて。

両脇は上の妹・登茂吏さんの二人の娘。後列の左

から、みつ江さんの夫、馨氏、登茂恵さんの夫

　
昭
和
三
十
五
年
五
月
に
和
子
さ
ん
と
結
婚
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
暮
れ
、
不
慮

の
事
故
に
遭
い
、
年
が
明
け
た
正
月
三
日
、
和
子
さ
ん
や
甲
府
中
学
時
代
の
同
級

生
の
医
師
ら
の
見
守
る
中
、
息
を
引
き
取
っ
た
。
僅
か
七
か
月
の
新
婚
生
活
で
、

愛
娘
の
節
子
さ
ん
の
生
ま
れ
る
二
か
月
前
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
和
子
さ
ん
は
こ
う
話
す
。
「
一
緒
に
い
た
時
間
が
あ
ま
り
に
も
短
か
っ
た
の
で

思
い
出
も
限
ら
れ
ま
す
が
、
私
の
こ
と
も
親
の
こ
と
も
と
て
も
大
切
に
し
て
く
れ

て
、
幸
せ
で
し
た
。
人
を
思
い
や
る
優
し
い
心
を
持
っ
た
人
、
と
い
う
こ
と
が
一

番
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
一
高
が
あ
ら
ん
限
り
、
み
な
さ
ん
に
歌
っ
て
も
ら
え
る
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こ
と
は
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す
」

　
馨
氏
の
死
後
は
、
弟
の
加
寿
彦
氏
が
御
崎
神
社
の
宮
司
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
。
加
寿
彦
氏
は
甲
府
一
高
の
第
一
回
卒
業
生
で
、
大
学
卒
業
後
、
秋
田
県

で
ガ
ス
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
が
、
馨
氏
の
突
然
の
悲
報
に
際
し
、
秋
田
か
ら
呼

び
戻
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
今
は
、
馨
氏
の
娘
・
節
子
さ
ん
と
、
神
職
を
務
め
る
夫
の
晃
さ
ん
が
御

崎
神
社
を
守
り
、
「
お
み
さ
き
さ
ん
の
神
主
」
を
引
き
継
い
で
い
る
。
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三爵まで書かれた色紙。裏には、

㈲リ先のみつ江さんの名を｢美都江｣

と表記している
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発表会で配られた楽譜

　
親
族
の
手
元
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
上
條
氏
の
直
筆
の
歌
詞
は
、
実
妹
で
三
女

の
み
つ
江
さ
ん
に
ね
だ
ら
れ
て
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
一
般
的
な
色
紙
よ
り
ひ

と
回
り
小
さ
く
、
金
粉
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
厚
手
の
和
紙
に
、
歌
詞
と
と
も
に
発

表
会
翌
日
の
創
立
記
念
日
の
日
付
が
墨
の
筆
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
一
、
二
番

を
書
い
た
も
の
と
、
三
番
ま
で
の
歌
詞
を
書
い
た
も
の
の
二
枚
が
あ
る
。

　
ま
た
、
発
表
会
で
配
ら
れ
た
楽
譜
に
は
、
「
昭
和
廿
三
年
十
月
制
定
　
甲
府
第

一
高
等
学
校
校
歌
」
と
の
表
題
で
、
Ｂ
四
判
の
用
紙
に
、
歌
詞
と
と
も
に
楽
譜
が

ガ
リ
版
刷
り
さ
れ
て
い
る
。

'
;
ｙ
４
４
ｓ
４
Ｓ

　
伝
統
と
い
う
名
で
、
山
梨
県
の
高
校
の
雄
と
し
て
存
続
す
る
甲
府
第
一
高
等
学

校
。
し
か
し
上
條
氏
は
、
著
書
『
甲
州
風
物
誌
』
の
中
で
、
。
名
門
と
う
た
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
単
に
歴
史
が
古
い
と
い
う
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
に
は
わ
れ
ら
の
先
輩
、
諸
先
生
の
、
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
の
あ
と
か
つ
み
か
さ
な
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
・
と
、
歴
史
と
と
も
に
、
人
が
築
き
上
げ
た
「
名
門
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
思
い
は
同
窓
生
、
教
職
員
、
在
校
生
、
す
べ

て
の
人
の
思
い
と
同
じ
に
す
る
。

　
上
條
氏
は
、
校
歌
発
表
会
で
の
感
想
を
、
昭
和
二
十
六
年
に
発
刊
し
た
『
風
塵

抄
』
の
中
で
こ
う
振
り
返
っ
て
い
る
。

ｊ
竺
？
り
に
祝
（
こ
と
悠
が
れ
つ
つ
新
校
歌
発
表
の
挨
拶
を
無
事
に
終
え
た
り

　
「
日
に
新
た
ま
た
日
に
新
た
」
と
諸
（
も
ろ
）
繋
に
和
し
て
歌
え
る
我
も
一
人
‘

【
参
考
、
引
用
文
献
】
『
甲
州
風
物
誌
一
「
続
甲
州
風
物
誌
」
「
風
塵
抄
い
（
い
ず
れ
も
上
峰
馨
氏
著
一
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