
水
戸
市
渡
里
町
長
者
山
荘
諸
生
党
碑
に
つ
い
て 
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水
戸
市
波
里
町
の
長
者
山
荘
（
水
戸
市
老
人
保
養
セ
ン
タ
ー
）
に
あ
る
石
碑
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
か
ら
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

私
は
、
第
二
の
職
場
と
し
て
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
水
戸
徳
川
家
に
勤
務
し
た
関
係
で
、
郷
土
史
、
特
に
水
戸
家
に
関
す
る
史
実
を
さ
ぐ
る
研
究
、
調
査
を
す
る
こ

と
に
興
味
を
覚
え
、
そ
の
史
料
収
集
の
過
程
で
常
野
文
献
社
の
小
掘
弘
伸
さ
ん
と
知
り
合
い
、
何
回
か
お
会
い
し
て
郷
土
史
や
復
刻
版
の
発
行
計
画
な
ど
伺
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

そ
の
中
で
諸
生
派
に
関
す
る
史
料
が
天
狗
派
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
非
常
に
少
な
い
こ
と
、
特
に
諸
生
派
が
会
津
か
ら
越
後
に
か
け
て
西
軍
（
薩
長
軍
）
と
戦
っ
た
出

雲
崎
・
灰
爪
の
激
戦
に
関
す
る
史
料
が
少
な
い
の
で
探
し
て
い
る
旨
を
告
げ
る
と
、
ひ
た
ち
な
か
市
稲
田
（
旧
佐
野
村
）
の
稲
田
秀
男
さ
ん
（
元
国
鉄
勝
田
電
車
区
助

役
）
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
稲
田
さ
ん
は
在
職
中
か
ら
越
後
方
面
へ
現
地
調
査
を
し
、
地
元
の
人
々
に
会
っ
て
史
料
を
集
め
、
自
費
出
版
で
「
天
狗
争
乱
の
傷
痕
」

巻
一
～
三
ま
で
を
発
行
さ
れ
た
方
で
す
。 

 

稲
田
さ
ん
は
、
在
職
中
か
ら
何
回
か
越
後
に
脚
を
延
ば
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ
る
時
灰
爪
の
荒
木
家
光
さ
ん
か
ら
当
時
の
情
況
を
伺
っ
て
い
る
う
ち
に
、
荒
木
さ
ん
所

有
の
裏
山
の
小
高
い
丘
の
上
で
、
昭
和
五
十
二
年
頃
、
三
回
に
わ
た
り
人
骨
四
体
が
発
見
さ
れ
、
鑑
定
の
結
果
、
水
戸
の
諸
生
の
人
び
と
の
骨
で
は
な
い
か
と
い
う
事

か
ら
、
丁
重
に
葬
り
、
そ
の
情
況
を
水
戸
市
役
所
に
連
絡
し
た
の
だ
が
仲
々
埒
が
あ
か
な
い
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
稲
田
さ
ん
た
ち
茨
城
の
篤
志

家
三
人
が
、
供
養
碑
を
建
て
る
資
金
と
し
て
役
立
て
て
ほ
し
い
と
お
金
を
寄
付
さ
れ
、
地
元
の
協
力
を
得
て
立
派
な
供
養
碑
が
建
立
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
小
掘
さ
ん
か

ら
稲
田
さ
ん
に
会
っ
て
み
て
は
と
言
わ
れ
た
時
、
私
も
以
前
新
荘
地
区
ふ
る
さ
と
研
究
会
で
年
に
一
回
史
跡
探
訪
に
灰
爪
を
訪
ね
た
際
、
現
地
で
荒
木
さ
ん
か
ら
説
明

を
伺
っ
た
事
が
あ
る
だ
け
に
更
に
深
い
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

早
速
稲
田
さ
ん
を
訪
れ
、
昔
の
国
鉄
時
代
（
私
も
国
鉄
出
身
）
の
思
い
出
話
な
ど
を
し
て
し
ば
し
打
ち
と
け
た
後
、
「
天
狗
争
乱
の
傷
痕
」
巻
二
・
三
の
贈
呈
を
受

け
ま
し
た
。
巻
一
は
残
部
な
し
と
の
事
で
し
た
。
そ
の
際
稲
田
さ
ん
が
言
わ
れ
る
に
は
貴
方
も
飯
富
に
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
最
近
渡
里
に
老
人
保
養
セ
ン
タ
ー
長
者

山
荘
が
創
設
さ
れ
、
国
道
一
二
三
号
線
か
ら
長
者
山
荘
に
至
る
通
路
の
右
側
に
、
市
川
三
左
衛
門
に
関
す
る
石
碑
が
あ
る
の
で
確
認
し
て
み
て
は
と
の
助
言
が
あ
り
ま

し
た
。 



以
前
か
ら
求
め
て
い
る
諸
生
に
関
す
る
史
跡
だ
け
に
是
非
譜
べ
て
み
た
い
と
思
い
、
早
速
三
月
二
十
三
日
（
土
）
に
長
者
山
荘
を
訪
ね
ま
し
た
。
飯
富
か
ら
渡
里
を

経
由
し
て
国
道
一
二
三
号
線
を
水
戸
に
向
う
途
中
、
金
沢
坂
を
登
り
切
っ
た
左
側
に
山
荘
に
通
ず
る
道
路
が
あ
り
、
一
五
〇
～
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
入
っ
た
右
側
に
、
当

該
碑
が
小
高
い
塚
の
石
段
を
五
～
六
段
昇
っ
た
所
に
、
正
面
は
北
向
き
に
（
会
津
の
方
向
に
）
建
っ
て
い
ま
す
。
文
面
に
は
ハ
ッ
キ
リ
と
大
き
な
字
で
次
の
よ
う
に
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。 
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碑
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市
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市
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右
前
奥
に
は
、 

  
 

 
 

 

こ
の
地
に
よ
せ
て 

 
 

こ
の
地
は
老
人
福
祉
施
設
用
地
と 

 
 

し
て
地
権
者
各
位
の
御
好
意
に
よ
り 

 
 

寄
付
を
受
け
た
も
の
で
す
。
そ
の
志 

 
 

に
対
し
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

 
 

ま
た 

地
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
記 

 
 

念
碑
を
移
設
し
こ
こ
に
末
永
く
保
存 

 
 

い
た
し
ま
す 

 
 

 
 

平
成
三
年
三
月
吉
日 

 
 

 
 

水
戸
市
長 

佐
川
一
信 

 

と
い
う
碑
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。 



 
碑
文
に
み
え
る
市
毛
善
八
郎
の
子
孫
が
判
れ
ば
石
碑
に
か
か
わ
る
種
々
の
経
緯
が
伺
え
る
と
思
っ
た
が
判
ら
ず
、
二
十
五
日
（
月
）
に
再
度
長
者
山
荘
を
訪
れ
た
時

に
、
長
者
山
荘
の
所
長
で
あ
る
鈴
木
操
氏
が
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
鈴
木
所
長
は
喜
八
郎
の
孫
娘
が
母
親
で
あ
る
の
で
、
曽
孫
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。 

 

も
と
も
と
、
こ
の
碑
は
国
道
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
位
入
っ
た
林
の
中
に
建
て
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
長
者
山
荘
が
建
設
さ
れ
る
に
つ
い
て
現
在
地
に
移

転
さ
れ
た
の
か
と
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
十
数
年
前
に
一
二
三
号
線
が
改
修
さ
れ
、
拡
幅
の
う
え
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
路
を
直
線
に
変
更
す
る

計
画
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
旧
道
は
長
者
山
荘
の
入
り
口
付
近
か
ら
左
へ
折
れ
て
金
沢
坂
の
山
の
下
の
崖
下
に
沿
っ
て
田
野
川
の
脇
を
通
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で
し

た
。
こ
れ
を
改
良
す
る
た
め
の
山
林
の
土
地
買
収
が
提
案
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
地
主
を
集
め
て
趣
旨
説
明
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
石
碑
を
建
て
た
当
時
（
約
七

十
年
位
前
）
は
地
主
は
四
人
で
し
た
が
、
そ
の
後
四
十
一
名
に
地
権
者
が
増
え
ま
し
た
。
そ
の
一
人
一
人
を
県
で
は
調
査
し
確
認
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
の
責
任
者

と
し
て
取
り
纏
め
ら
れ
た
の
が
鈴
木
操
所
長
さ
ん
で
し
た
。
何
十
回
と
な
く
打
合
せ
を
し
た
り
調
査
し
た
り
確
認
の
仕
事
は
大
変
だ
っ
た
と
の
事
で
す
。
そ
の
結
果
買

収
す
る
こ
と
に
同
意
を
得
ら
れ
た
も
の
の
、
買
収
価
格
、
売
渡
価
格
等
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
差
の
問
題
か
ら
ト
ラ
ブ
ル
は
起
き
ま
す
。
手
取
り
価
格
で
も
上
下
の
間
で
は
、

甚
だ
し
い
格
差
を
生
ず
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
無
く
す
る
た
め
に
は
、
寄
付
行
為
に
す
れ
ば
無
償
で
あ
る
た
め
問
題
は
な
い
と

い
う
結
論
に
達
し
説
得
に
当
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
り
に
市
側
に
こ
こ
に
あ
る
碑
を
現
状
と
同
じ
形
態
で
移
設
す
る
と
い
う
条
件
、
及
び
敷
地
内
に
老
人
ホ
ー
ム
の

新
設
を
要
求
し
ま
し
た
。
結
果
的
に
老
人
ホ
ー
ム
で
な
く
と
も
、
老
人
保
養
セ
ン
タ
ー
建
設
で
あ
る
の
で
納
得
さ
れ
た
と
の
事
で
す
。
移
転
前
の
碑
の
位
置
は
、
今
の

長
者
山
荘
事
務
室
内
の
所
長
の
座
る
椅
子
の
箇
所
あ
た
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
又
碑
は
、
当
時
山
中
の
林
の
中
で
見
つ
か
り
に
く
い
場
所
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

理
由
は
当
時
諸
生
派
で
あ
れ
ば
、
大
手
を
振
っ
て
歩
け
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
碑
を
見
つ
か
り
難
い
山
の
中
に
建
設
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
現
在
と
な
っ
て
は
そ

ん
な
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
時
代
に
な
っ
た
の
で
表
に
出
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
市
毛
善
八
郎
の
弟
熊
五
郎
は
、
市
川
三
左
衛
門
に
付
随
し
た
兄
の
為
に
如
何
な
る
理
由
で
こ
の
よ
う
な
立
派
な
碑
を
建
て
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
左
衛
門
と

共
に
弘
道
館
で
の
戦
い
で
敗
れ
銚
子
へ
逃
走
の
際
、
兄
善
八
郎
は
天
狗
派
の
追
討
を
避
け
て
弟
熊
五
郎
の
屋
敷
に
身
を
隠
し
、
匿
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
熊
五
郎
は
庄
屋

ク
ラ
ス
の
身
分
で
し
た
の
で
、
屋
敷
は
広
く
、
田
野
川
の
ほ
と
り
に
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
一
二
三
号
線
が
改
修
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
真
下
が
当
時
の
屋
敷
の
位
置

だ
そ
う
で
す
。
善
八
郎
は
熊
五
郎
屋
敷
の
地
下
室
（
多
分
野
菜
な
ど
を
収
容
し
て
い
た
）
に
隠
れ
て
い
ま
し
た
が
、
天
狗
派
の
捜
索
は
き
び
し
く
、
そ
の
所
在
も
つ
き

と
め
ら
れ
、
兵
士
達
が
善
八
郎
の
身
柄
を
引
渡
せ
、
さ
も
な
く
ば
一
家
皆
殺
し
に
す
る
ぞ
、
な
ど
脅
し
を
か
け
て
す
ご
ん
で
き
ま
し
た
。
熊
五
郎
は
兄
を
助
け
た
い
一



心
で
極
力
隠
し
通
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
難
し
い
と
思
わ
れ
た
矢
先
、
善
八
郎
自
ら
現
れ
名
乗
り
出
て
、
俺
が
出
る
か
ら
弟
一
家
の
皆
殺
し
は
止
め
ろ
と
自
ら
縛
に
つ

き
長
岡
原
で
斬
首
さ
れ
ま
し
た
。
時
に
明
治
元
年
、
喜
八
郎
三
十
三
才
の
時
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
め
、
熊
五
郎
一
家
は
皆
殺
し
に
合
わ
ず
、
生
き
延
び
る
事
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
兄
に
感
謝
し
、
そ
の
恩
義
に
報
い
、
軍
功
（
い
さ
お
し
）
を
後
世
に
顕
彰

す
る
心
情
か
ら
石
碑
の
建
立
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
碑
は
弟
の
熊
五
郎
が
八
十
三
才
（
大
正
十
三
年
頃)

に
な
っ
た
時
、
世
情
も
漸
く
落
ち
つ
き
、
永
い

間
の
心
の
わ
だ
か
ま
り
と
な
っ
て
い
た
兄
の
遺
業
を
顕
示
し
よ
う
と
建
碑
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
熊
五
郎
は
そ
の
三
年
後
昭
和
二
年
十
二
月
七
日

に
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。 

 

市
毛
善
八
郎
は
、
市
毛
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
今
の
常
北
町
増
井
の
大
森
家
に
養
子
に
入
り
、
大
森
を
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
「
水
戸
藩
国
難
事
件
殉
難
者
名
簿
」

に
は
、
「
大
森
善
八
郎
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
墓
地
は
増
井
の
大
森
家
個
人
基
地
で
す
。 

 

な
お
、
昭
和
十
一
年
十
月
、
林
の
中
に
石
碑
が
あ
っ
た
頃
、
記
念
式
典
が
催
さ
れ
、
大
洗
の
常
陽
明
治
記
念
館
の
創
始
者
で
あ
る
田
中
光
願
が
参
列
し
、
記
念
写
真

を
撮
り
ま
し
た
。
そ
の
写
真
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
田
中
光
顕
は
特
に
幕
末
の
水
戸
藩
の
勤
王
志
士
達
に
つ
い
て
特
段
の
理
解
と
景
仰
を
示
し
た
人
物
で
、
昭
和
十
四

年
三
月
に
九
十
七
才
の
高
齢
で
長
寿
を
全
う
し
ま
し
た
。
そ
の
三
年
前
九
十
四
才
で
水
戸
に
来
て
、
記
念
式
典
に
参
列
し
た
の
で
す
か
ら
写
真
の
か
く
し
ゃ
く
と
し
た

様
子
に
対
し
唯
敬
服
す
る
ば
か
り
で
す
。 

 

以
上
ま
だ
不
明
の
点
が
多
く
、
更
に
調
べ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
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