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世
継
の
お
墓
の
な
か
に
ひ
と
き
わ
大
き

い
顕
彰
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
上
部
に
は

篆
書
体

て

ん

し

ょ

た

い

で
「
漁
翁
之
碑
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
石
碑
の
背
面
に
は
「
世
継
漁
業
組

合
」
の
文
字
。
碑
文
に
は
漁
翁
と
世
継
の

人
た
ち
か
ら
讃
え
ら
れ
た
佐さ

竹
留
吉

た

け

と

め

き

ち

の
経

歴
と
功
績
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
佐
竹
留

吉
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
四
月
五

日
、
北
村
利り

右
衛

え

門も

ん

の
四
男
と
し
て
世
継

に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
佐
竹
家
に
養
子
に

迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
倹
約
家
で
控
え
め
な

性
格
、
す
こ
ぶ
る
勤
勉
で
俊
才
と
よ
ば
れ

た
そ
う
で
す
。

天
野
川
の
下
流
に
位
置
す
る
世
継
は
、

古
来
か
ら
漁
業
に
適
し
た
土
地
で
あ
り
な

が
ら
天
野
川
で
の
漁
業
権
が
な
く
、
生
業

と
し
て
の
漁
業
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
当
時
、
天
野
川
下
流
の
漁
業
権

は
朝
妻
側
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
朝
妻
と

世
継
の
境
界
は
天
野
川
で
す
。
一
般
的
に

は
川
の
中
央
が
境
界
線
と
決
め
ら
れ
て
い

る
の
で
、
留
吉
は
、
天
野
川
の
中
心
線
よ

り
北
側
は
世
継
郷
だ
か
ら
世
継
で
も
漁
業

が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
状
況
を
改
善
す
べ
く
県
や
国
に

世
継
の
漁
業
権
を
認
め
る
よ
う
申
請
し
た

結
果
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
世
継

に
も
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
は
、
世
継
・
朝
妻
両
村
で
話
し
合
い
な

が
ら
天
野
川
で
の
漁
業
が
進
め
ら
れ
た
よ

う
で
す
。
お
か
げ
で
、
こ
の
年
か
ら
世
継

の
暮
ら
し
が
ず
い
ぶ
ん
よ
く
な
り
ハ
ス
や

マ
ス
、
ア
ユ
が
面
白
い
よ
う
に
獲
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
八
年
、
留
吉

は
漁
業
組
合
を
創
設
し
て
初
代
組
合
長
に

就
任
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
留
吉
は
、
組

合
が
得
た
利
益
を
配
分
す
る
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
、
そ
の
収
益
に
よ
っ
て
区
民
が
活

用
す
る
た
め
の
会
議
所
を
建
設
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
大
正
時
代
末
期
に
は
村
の

人
々
の
協
力
を
得
て
湖
岸
道
路
の
拡
張
工

事
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
留

吉
は
湖
岸
の
官
有
地
払
い
下
げ
に
奔
走
し

ま
し
た
。
現
在
、
た
く
さ
ん
の
車
が
行
き

来
す
る
湖
岸
道
路
が
公
道
と
し
て
認
定
さ

れ
る
三
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
、
湖
岸

が
主
要
な
道
路
に
な
る
と
考
え
た
先
見
の

明
で
し
た
。

組
合
の
利
益
は
村
人
の
福
利
厚
生
に
も

役
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
天
野
川
の

堤
防
一
面
に
数
千
本
の
桜
と
楓
が
植
栽
さ

れ
、
春
や
秋
に
咲
き
誇
る
さ
ま
は
圧
巻
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
村
の
人
や
近
在

の
人
が
集
え
る
よ
う
に
料
理
屋
を
招
致
し

た
り
、
払
い
下
げ
の
官
有
地
が
区
の
財
産

に
な
る
よ
う
に
奔
走
す
る
な
ど
、
留
吉
の

功
績
は
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど

だ
そ
う
で
す
。

な
か
で
も
天
野
川
の
霞
堤
は
「
世
継
の

防
災
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

河
川
改
修
さ
れ
る
前
の
天
野
川

は
、
あ
ち
こ
ち
で
か
な
り
蛇
行

し
て
い
て
、
水
は
堤
防
に
ぶ
つ

か
っ
て
下
流
に
流
れ
て
い
ま
し

た
が
、
増
水
す
る
と
頑
丈
な
堤

防
に
も
危
険
が
迫
る
こ
と
が
た

び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

留
吉
は
霞
堤
の
補
強
改
修
に
努

め
ま
す
。
霞
堤
と
は
二
重
の
堤

防
を
設
け
て
洪
水
の
と
き
に
一

部
の
水
を
氾
濫
さ
せ
て
水
位
を
下
げ
る
仕

組
み
で
す
。
堤
防
の
取
り
込
み
口
か
ら
天

野
川
の
水
を
霞
堤
の
内
側
に
逆
流
す
る
形

で
引
き
こ
む
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
う
す

る
こ
と
で
堤
防
の
裏
側
か
ら
も
水
圧
が
か

か
り
決
壊
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
利
私
欲
を
捨
て
世
継
の
た
め
に
尽
く
し

た
留
吉
の
生
き
ざ
ま
を
伝
え
よ
う
と
、
彼

が
四
五
歳
の
存
命
中
に
は
顕
彰
碑
が
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

最
盛
期
に
は
三
七
艘
も
の
漁
船
が
あ
っ

た
世
継
の
漁
業
も
、
昭
和
三
〇
年
前
後
か

ら
従
事
者
が
激
減
し
、
昭
和
二
八
年
（
一

九
五
三
）
に
は
組
合
も
解
散
し
ま
し
た
。

か
つ
て
の
盛
況
は
昔
日
の
も
の
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
世
継
の
人
び
と
の
留

吉
へ
の
思
慕
は
い
ま
も
暮
ら
し
の
な
か
に

息
づ
き
、
漁
翁
の
碑
は
琵
琶
湖
に
臨
ん
で

静
か
に
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

（
歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）
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