
の
業
績
顕
彰
の
目
的
と
生
誕
百
二
十
年
を
記
念
し
て
、
国
闇
圏
困
早

隠
閏
○
○
＆
ヌ
オ
ッ
ジ
広
場
）
を
市
内
に
建
設
中
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
経
過
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
た
い
。

（
弘
前
大
学
医
学
部
第
二
外
科
）

金
・
元
時
代
の
医
学
は
、
そ
の
王
朝
名
を
つ
け
て
、
い
わ
ゆ
る

「
金
元
医
学
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
四
大
家
（
河
間
学
派
、
易
水

学
派
）
の
学
説
が
形
成
さ
れ
、
医
学
思
想
の
発
展
が
あ
り
、
さ
ら
に
、

中
国
医
学
は
金
・
元
の
こ
ろ
に
一
変
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

金
・
元
は
中
国
へ
の
侵
入
者
で
あ
る
。
金
の
河
北
侵
入
に
よ
っ
て

宋
王
朝
は
滅
ぼ
さ
れ
、
宋
の
皇
族
が
河
南
に
お
い
て
帝
位
に
つ
き
、

南
宋
が
建
て
ら
れ
た
。
河
北
の
支
配
者
と
な
っ
た
金
王
朝
が
元
に
よ

っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
南
宋
も
ま
た
滅
ぼ
さ
れ
て
、
中
国
は
征
服
王

朝
の
元
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
金
・
元
の
医
家
と
い
わ
れ
て
い
る

人
達
を
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
中
国
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人

達
に
つ
い
て
、
『
金
史
』
方
技
伝
の
伝
記
を
み
る
と
、
科
挙
に
合
格

金
・
元
時
代
に
お
け
る
社
会
と
医
家

の
地
位

山

本
徳
子
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し
て
進
士
に
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
棄
て
て
医
を
学
ん
だ
、
と

か
、
早
い
時
期
に
進
士
の
業
を
棄
て
て
医
を
学
び
、
そ
の
技
に
精
通

し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
進
士
と
な
る
こ
と
の
栄

誉
を
棄
て
て
ま
で
、
医
を
学
ぶ
、
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
は
、
ど
の

よ
う
な
理
由
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
は
断
定
で
き
な

い
が
、
当
時
の
社
会
状
勢
の
影
響
の
大
き
さ
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
一
因
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
科
挙
制
度
に
ま
つ
わ
る
問
題

で
あ
る
。
金
王
朝
で
は
、
中
国
人
に
対
す
る
態
度
は
ゆ
る
や
か
で
あ

り
、
そ
の
政
策
遂
行
に
際
し
、
漢
人
士
大
夫
を
用
い
、
か
つ
、
科
挙

制
度
は
継
続
さ
れ
、
士
大
夫
層
に
仕
官
の
希
望
を
与
え
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
元
王
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
至
上
主
義
に
基
づ
く
種
族
階
級
国
家

で
あ
り
、
国
家
権
力
と
の
関
係
か
ら
四
階
級
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

第
一
級
は
モ
ン
ゴ
ル
（
蒙
古
人
）
。
文
武
の
官
の
最
高
官
を
独
占
。

第
二
級
は
色
目
（
西
域
人
）

第
三
級
は
漢
人
（
金
人
・
契
丹
人
お
よ
び
高
麗
人
）

第
四
級
は
南
人
（
宋
人
。
蛮
子
と
よ
ば
れ
た
）

す
な
わ
ち
、
第
一
・
二
級
は
治
者
階
級
で
あ
り
、
第
三
・
四
級
は

被
治
者
階
級
で
あ
っ
て
庶
務
・
雑
役
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
科
挙

制
度
は
廃
止
さ
れ
（
全
廃
で
は
な
い
が
、
合
格
者
は
非
常
に
少
な
く
、
事

実
上
の
廃
止
と
み
ら
れ
て
い
る
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
、
上
級
職
の

官
吏
に
な
る
の
が
希
望
で
あ
り
、
目
的
で
も
あ
っ
た
中
国
の
士
人
こ

と
に
エ
リ
ー
ト
士
人
た
ち
は
致
命
傷
を
う
け
た
。
一
般
士
人
た
ち
は

公
務
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
下
級
吏
員
で
あ
っ
た
。

当
時
の
い
い
伝
え
に
よ
る
と
、
医
者
は
中
ぐ
ら
い
の
地
位
に
あ
っ

た
が
、
儒
者
は
最
低
の
職
種
で
あ
る
乞
食
の
上
で
、
賤
業
視
さ
れ
て

い
た
俳
優
の
下
だ
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
儒
学
を
学
ぶ
よ
り
は

（
た
と
え
学
ん
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
分
・
地
位
の
得
ら
れ
る
科
挙
制
度

は
無
い
）
他
の
こ
と
を
学
ん
だ
方
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

東
洋
史
に
お
け
る
金
史
・
元
史
は
、
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
研
究
は

な
さ
れ
て
い
な
い
分
野
が
多
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
未
発
達
の
歴
史
基
盤
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
金
元
医

学
」
も
、
ま
た
、
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
医
学
に
関
連
し
た
面
に
つ
い
て
の
み
、
制
度
と
医
家

の
地
位
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。（

横
浜
市
立
大
学
医
学
部
医
史
学
教
室
）
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