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は
じ
め
に

小
城
藩
二
代
藩
主
鍋な

べ

島し
ま

直な
お

能よ
し

︵
一
六
二
二
～
一
六
八
九
︶
は
︑
京
都
の
公
家
衆
や
皇

族
と
親
密
な
交
わ
り
を
く
り
広
げ
る
傍
ら
︑
江
戸
で
は
幕
府
の
漢
学
を
司
る
林
家
及
び

そ
の
門
人
た
ち
と
親
し
く
交
遊
し
︑
ま
た
長
崎
に
渡
来
し
た
明
の
遺
民
や
黄
檗
僧
た
ち

と
も
積
極
的
に
交
流
し
た
︒

本
稿
で
は
︑
反
清
復
明
運
動
に
敗
れ
て
日
本
に
亡
命
し
︑
の
ち
徳
川
光
圀
に
招
聘
さ

れ
て
江
戸
や
水
戸
の
儒
学
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
朱
舜
水
︵
一
六
〇
〇
～
一
六
八

二
︶
と
の
交
流
に
つ
い
て
︑
書
簡
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
直
能
の
書
簡
は

残
っ
て
い
な
い
が
︑
舜
水
の
書
簡
が
﹃
舜
水
先
生
文
集
﹄
巻
三
︵
正
徳
五
年
﹇
一
七
一

五
﹈
刊
︶
に
三
篇
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九

八
一
年
︶
は
文
集
に
句
読
点
を
つ
け
た
も
の
を
載
せ
て
い
る
︒
た
だ
当
初
文
集
に
収
め

ら
れ
る
際
︑
日
付
が
省
略
さ
れ
た
た
め
︑
書
簡
の
成
立
順
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
︒
本
稿
で
は
独
自
に
内
容
を
精
査
し
て
︑
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
文
集
の
﹁
与
鍋

島
直
能
書
三
﹂︑
そ
の
次
が
﹁︵
同
︶
一
﹂︑
最
後
に
書
か
れ
た
の
が
﹁︵
同
︶
二
﹂
で
あ

る
と
判
断
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
︑
以
下
の
論
述
の
中

で
明
ら
か
に
す
る
︒

直
能
は
舜
水
に
下
川
三
省
の
育
成
を
依
頼
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
つ
と

に
朱
全
安
氏
に
よ
る
﹁
江
戸
前
期
に
お
け
る
生
き
た
漢
語
の
摂
取
に
対
す
る
林
家
の
姿

勢
︱
寛
文
期
を
中
心
に

(１
)

︱
﹂
及
び
﹁
藩
儒
下
川
三
省
の
登
用
に
み
る
小
城
藩
漢
学
教
育

の
端

(２
)

緒
﹂
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
朱
氏
の
研
究
は
︑
江
戸
前
期
に
お
け
る

中
国
語
学
習
の
実
態
を
解
明
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
︑
そ
の
事
例
と
し
て
舜
水
の
と
こ

ろ
で
学
ん
だ
下
川
三
省
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
直
能
と
舜
水
に
つ
い

て
も
ふ
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
二
人
の
交
流
の
実
態
を
解
明
す
る
の
が
目
的
で
は
な

い
た
め
︑
深
く
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
は
い
な
い
︒
ま
た
︑
直
能
と
舜
水
の
交
流
の
き
っ

か
け
及
び
舜
水
の
書
簡
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
朱
氏
の
論
文
と
本
稿
で
は
見
解
が
大

き
く
異
な
る
︒
ほ
か
に
舜
水
の
書
簡
が
記
さ
れ
た
経
緯
や
時
期
な
ど
に
つ
い
て
も
見
解

の
異
な
る
部
分
が
多
々
あ
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
一
つ
ず
つ
詳
細
に
記
す
こ
と
は

避
け
る
︒一

交
流
の
は
じ
ま
り

で
は
︑﹃
舜
水
先
生
文
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
三
通
の
書
簡
の
う
ち
︑
も
っ
と
も
成
立
が

早
い
と
目
さ
れ
る
﹁
与
鍋
島
直
能
書
三
﹂
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
冒
頭
に
次

の
よ
う
に
あ
る
︒

某
そ
れ
が
し

︑
中
原
の
大
故
に
罹か

か

り
︑
貴
国
に
適ゆ

き
て
以
て
全
き
を
求
む
︒
私ひ

そ

か
に
謂お

も

え

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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ら
く
︑
貴
国
は
幅
員
広
大
︑
物
産
富ふ

饒
じ
ょ
う

に
し
て
︑
必
ず
賢
明
の
君
有
り
︑
必
ず
義

を
好
む
主
有
り
︑
古
道
も
て
鑑か

ん

衡こ
う

︵
評
定
︶
し
︑
必
ず
将
に
庇ひ

佑ゆ
う

︵
庇
護
︶
あ
ら

ん
と
す
︑
と
︒
是こ
こ

を
以
て
家
人
婦
子
に
謀は

か

ら
ず
︑
孑け

つ

身し
ん

︵
単
身
︶
も
て
長
往
す
︒

適た
ま

た
ま
厳
禁
に
当
た
り
︑
逋ほ

播は

︵
逃
亡
︶
し
て
去
来
す
︒
昨
年
果 は

た
し
て
破
格
の

留
止
を
蒙

こ
う
む

り
︑
慰 い

藉 し
ゃ

加
わ
る
こ
と
隆 さ

か

ん
な
り
︒︵
原
漢
文
︑︵

︶
中
は
筆
者
に
よ

る
︒
以
下
同
︶

｢中
原
の
大
故
﹂
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
が
清
に
滅
ぼ
さ
れ
た
王
朝
交
代
︒﹁
幅
員
﹂

は
土
地
の
広
さ
︒﹁
長
往
﹂
は
去
っ
て
帰
ら
な
い
こ
と
︒﹁
適た
ま

た
ま
厳
禁
に
当
た
り
︑
逋ほ

播は

し
て
去
来
す
﹂
と
は
︑
日
本
が
﹁
鎖
国
﹂
中
で
あ
っ
た
た
め
長
期
滞
在
で
き
ず
︑
長

崎
と
東
南
ア
ジ
ア
を
転
々
と
し
た
こ
と
を
い
う
︒

そ
し
て
傍
線
部
は
日
本
在
留
が
特
別
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
︒
舜
水
の
在
留
が

認
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
石
原
道
博
﹃
朱
舜
水
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹃
人
物
叢
書
﹄︑

一
九
六
一
年
︶
に
長
崎
奉
行
黒
川
正
直
の
建
議
と
小
城
藩
主
鍋
島
直
能
の
同
意
を
得
て

は
じ
め
て
実
現
し
た
と
あ

(３
)

り
︑
以
来
こ
の
説
を
踏
襲
す
る
論
文
や
書
籍
は
多
い
︒
朱
全

安
氏
も
石
原
説
を
も
と
に
︑
直
能
と
舜
水
の
交
流
の
き
っ
か
け
を
こ
の
一
件
に
求
め

(４
)

た
︒
石
原
説
の
も
と
は
︑
清
末
の
学
者
︑
梁
啓
超
の
﹁
朱
舜
水
先
生
年

(５
)

譜
﹂
に
あ
る
︒

梁
氏
は
舜
水
の
日
本
在
留
に
つ
い
て
﹁
卒つ
い

に
長
崎
鎮
守
黒
川
正
直
の
建
議
を
以
て
︑
薩ヽ

摩ヽ

侯ヽ

鍋ヽ

島ヽ

直ヽ

能ヽ

のヽ

同ヽ

意ヽ

をヽ

経ヽ

︑
朝
旨
を
得
て
留
ま
る
を
許
さ
る
﹂︵
原
漢
文
︶
と
推
定
し

た
︒
そ
し
て
﹁
鍋
島
直
能
の
同
意
を
経
﹂
た
根
拠
と
し
て
︑
右
の
書
簡
の
傍
線
部
を
あ

げ
︑﹁
是こ

れ
留
ま
る
事
︑
又
た
鍋
島
の
主し

ゅ

持じ

を
得
る
な
り
︒
鍋
島
は
薩
摩
侯
た
り
︑
長
崎

は
薩
摩
の
領
土
た
り
︑
其
れ
必
ず
此
の
程
序
を
経
る
も
也ま

た
固も

と

よ
り
宜む

べ

な
り
﹂︵
原
漢

文
︶
と
説
明
し
た
︒
長
崎
を
薩
摩
の
領
土
と
み
な
し
︑
鍋
島
直
能
を
薩
摩
藩
主
で
あ
る

誤
解
し
た
が
ゆ
え
に
︑
舜
水
の
長
崎
在
留
に
は
直
能
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
と
解
釈

し
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
久
し
く
踏
襲
さ
れ
た
こ
の
説
は
根
拠
を
失
っ
て
し
ま

う
︒
書
簡
の
傍
線
部
は
必
ず
し
も
直
能
個
人
へ
の
謝
意
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
︑
あ

く
ま
で
も
事
実
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
釈
で
き
る
︒

舜
水
は
日
本
在
留
が
決
ま
っ
た
と
き
の
こ
と
を
︑
柳
川
の
安
東
省
菴
に
宛
て
た
書
簡

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

初
一
日
︑
黒
川
公
︑
崎
に
到い
た

れ
り
︒
初
二
日
の
辰
の
刻
︑
不ふ

佞ね
い

︑
往
き
て
黒
川
公

に
謁
す
︒︵
略
︶
伝
諭
す
︑
江
戸
の
事
︑
已
に
稟
明
し
︑
不
佞
が
日
本
に
留
住
す
る

事
︑
已
に
定
ま
る
︑
と
︒︵
略
︶
此
れ
皆
な
賢
契
︵
貴
兄
︶
の
懇
々
惓
々
な
る
が
故

に
︑
清
田
・
筑
後
屋
の
二
公
︑
力
賛
し
て
成
れ
り
︒
若
し
賢
契
が
平
日
の
徳
行
言

語
︑
以
て
人
を
服
す
る
に
足
る
に
非
ざ
れ
ば
︑
則
ち
二
公
も
亦
た
敢
え
て
斗
胆
な

る
こ
と
此
く
の
如
か
ら
ず
︒
此
の
後
︑
波
濤
の
険
無
く
︑
意
外
不
測
の
慮
無
し
︒

皆
な
賢
契
の
賜
う
所
な
り
︒
両
日
︑
奔
走
し
て
足
力
疲
る
る
こ
と
甚
だ
し
︒
刻
下

即
ち
当
に
趨
お
も
む

き
て
清
田
公
に
謝
す
べ
き
も
︑
賢
契
の
惓
々
と
し
て
懸
注
す
る
を

恐
る
る
故
︑
潦ろ

う

草そ
う

と
し
て
此
れ
を
作
り
て
報
じ
奉
る
︒
諸
尽
さ
ず
︒
十
月
初
二

日
︑
燈
下
に
草
し
て
致

(６
)

す
︒

黒
川
公
は
長
崎
奉
行
の
黒
川
正
直
︒﹁
不
佞
﹂
は
自
己
の
謙
称
︒﹁
伝
諭
﹂
は
勅
諭
を

伝
え
る
こ
と
︒﹁
稟
明
﹂
は
明
ら
か
に
申
告
す
る
こ
と
︒
江
戸
よ
り
帰
崎
し
た
奉
行
か

ら
︑
日
本
在
留
を
認
め
る
幕
府
の
決
定
を
直
接
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
こ
れ
は
ひ
と
え
に
︑
省
菴
が
真
心
を
尽
し
た
が
ゆ
え
に
︑
清
田
と
筑
後
屋
の
二

人
が
力
を
貸
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
あ
る
︑
と
感
謝
を
述
べ
て
い
る
︒
清
田
は
長
崎
の

町
人
で
の
ち
に
貸
物
宿
老
や
常
行
司
な
ど
の
町
役
人
を
務
め
た
清
田
安
右
衛
門
︑
筑
後

屋
は
同
じ
く
長
崎
の
町
人
で
問
屋
を
営
ん
で
い
た
筑
後
屋
長
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
︒
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﹁
斗
胆
﹂
は
胆
や
度
量
が
大
き
い
さ
ま
︒
も
し
省
菴
の
日
頃
の
言
動
が
十
分
に
人
を
心

服
さ
せ
る
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
二
人
も
あ
え
て
こ
こ
ま
で
大
胆
に
力
を
貸
し
て

く
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︑
と
舜
水
は
い
う
︒

清
田
と
筑
後
屋
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
力
を
貸
し
て
く
れ
た
か
は
は
っ
き
り

し
な
い
が
︑
町
人
た
ち
が
奉
行
の
監
視
の
下
で
自
治
体
制
を
形
成
し
て
行
政
を
担
っ
て

い
た
長
崎
に
お
い
て
︑
人
脈
と
財
力
を
握
っ
て
い
る
二
人
の
存
在
感
と
影
響
力
は
大
き

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
長
崎
奉
行
に
働
き
か
け
て

幕
府
に
申
告
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
松
浦
章
氏
は
﹁
長
崎
御
役
所
書
留
﹂
の

﹁
覚
﹂
書
に
も
と
づ
き
︑
舜
水
の
日
本
在
留
は
唐
通
事
や
在
宅
唐
人
た
ち
の
嘆
願
に
よ
り

実
現
し
た
可
能
性
を
指
摘
す

(７
)

る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
小
城
藩
主
鍋
島
直
能
が
こ
の
一
件

に
関
与
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
の
で
あ
る
︒

で
は
︑﹁
与
鍋
島
直
能
書
三
﹂
は
い
つ
頃
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
舜
水
が
最

終
的
に
長
崎
に
流
寓
し
た
の
は
万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
冬
で
あ
る

(８
)

が
︑
幕
府
か
ら
正

式
に
在
留
が
認
め
ら
れ
た
の
は
寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
の
よ
う
で
あ

(９
)

る
︒
し
た
が
っ

て
舜
水
が
幕
府
の
決
定
を
長
崎
奉
行
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
は
寛
文
二
年
十
月
二
日
で
あ

り
︑
本
書
簡
が
成
立
し
た
の
は
翌
三
年
の
は
ず
で
あ
る
︒
続
い
て
︑
本
書
簡
が
し
た
た

め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
見
よ
う
︒
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

儼げ
ん

然ぜ
ん

と
し
て
命
︵
使
者
︶
を
使
わ
し
て
曲

つ
ぶ
さ

に
慇い

ん

懃ぎ
ん

を
致
せ
ば
︑
蓬ほ

う

戸こ

は
じ
ょ
う

蹄て
い

の

光
に
燦
か
が
や

き
︑
陋ろ

う

巷こ
う

は
干か

ん

旄ぼ
う

の
賁ひ

に
詡

う
る
わ

し
︒
却

き
ゃ
く

回か
い

せ
ん
と
す
る
も
不
恭
の
罪
を

冒お
か

す
こ
と
を
懼お

そ

れ
︑
登と

う

拝は
い

せ
ん
と
す
る
も
実
に
無
功
の
羞は

じ

を
懐お

も

う
︒
風
土
既
に
殊こ

と

な
れ
ば
︑
礼
宜
︵
礼
誼
︶
も
或
い
は
異
な
ら
ん
︒
摳こ

う

趨す
う

︵
参
上
︶
の
意
を
切
に
す

と
雖
も
︑
傾け

い

慕ぼ

の
誠
を
専

も
っ
ぱ

ら
に
し
難
し
︒
先
に
荒こ

う

緘か
ん

を
達
し
︑
已も

っ

て
神
速
に
同
じ

く
す
︒

﹁
蓬
戸
﹂
は
ヨ
モ
ギ
で
編
ん
だ
戸
︑
転
じ
て
貧
者
の
住
ま
い
︒﹁

蹄
﹂
は
馬
蹄
の
形

に
鋳
た
金
︑
転
じ
て
金
銀
︒﹁
陋
巷
﹂
は
い
ぶ
せ
く
狭
い
巷
︑
転
じ
て
貧
者
の
住
む
街
︒

﹁
干
旄
﹂
は
旄か
ら

牛う
し

の
尾
の
毛
を
竿
の
上
に
つ
け
た
旗
︑
転
じ
て
貴
人
が
礼
を
盛
ん
に
し
て

賢
者
と
会
う
こ
と
を
い
う
︒﹁
賁
﹂
は
美
し
い
飾
り
︒﹁
荒
緘
﹂
は
自
己
の
書
簡
の
謙
称
︒

直
能
が
舜
水
の
と
こ
ろ
に
使
者
を
遣
わ
し
て
挨
拶
を
述
べ
る
と
同
時
に
金
銭
を
届
け
て

お
り
︑
舜
水
の
書
簡
は
そ
の
礼
状
と
し
て
し
た
た
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

で
は
︑
直
能
が
舜
水
に
急
接
近
し
た
動
機
は
何
だ
ろ
う
か
︒
前
述
し
た
よ
う
に
当

時
︑
舜
水
の
こ
と
は
す
で
に
幕
府
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
直
能
は
幕
府
の
漢
学
を
司
る

林
家
及
び
そ
の
門
人
で
幕
府
の
儒
官
に
抜
擢
さ
れ
た
人
見
竹
洞
と
昵
懇
の
間
柄
で
あ
っ

た
の
で
︑
舜
水
の
こ
と
は
つ
と
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
舜
水
の
と
こ
ろ
に
使
者

を
遣
わ
し
た
翌
年
︑
直
能
は
一
人
の
少
年
を
舜
水
に
入
門
さ
せ
た
︒
当
時
の
こ
と
を
舜

水
は
次
の
よ
う
記
し
て
い
る
︒

初
六
日
︑
加
賀
守
︵
直
能
︶︑
一
童
子
を
遣
わ
し
来
た
り
て
︑
門
下
に
拝
せ
し
め
︑

此
こ
に
就つ

き
て
学
問
せ
し
む
︒
此
の
童
を
看
る
に
︑
気
宇
頗
る
沈
静
に
し
て
︑
頗

る
教
う
べ
き
に
似
た
り
︒
姓
名
は
下
川
三
省
︑
已
に
四
書
五
経
︑
文
選
︑
左
伝
︑

三
体
詩
︑
山
谷
集
を
読
む
と
︒
大お

お

約よ
そ

是
れ
説せ

つ

謊こ
う

︵
う
そ
︶
な
ら
ず
︒
能
く
詩
を
作

る
と
云
う
も
︑
亦
た
未
だ
嘗

し
ょ
う

試し

せ
(10
)

ず
︒

下
川
三
省
と
称
す
る
こ
の
少
年
は
当
時
十
五
歳
︑
身
分
は
小
頭
︵
侍
と
徒
士
の
間
に

位
置
す
る
身
分
︶
の
子
で
あ
っ

(11
)

た
︒
舜
水
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
は
す
で
に
四
書
五

経
︑
文
選
︑
左
伝
︑
三
体
詩
︑
黄
庭
堅
の
詩
文
集
を
読
ん
で
お
り
︑
詩
も
作
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
︒
ま
だ
藩
校
の
な
い
時
期
に
︑
具
体
的
に
誰
か
ら
学
問
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
︑
当
時
の
小
城
藩
の
漢
学
の
水
準
を
示
す
︒
た
だ
︑
侍

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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の
子
弟
で
も
な
い
三
省
が
抜
擢
さ
れ
て
遊
学
に
出
さ
れ
た
の
を
見
れ
ば
︑
こ
れ
が
平
均

的
な
水
準
と
い
う
よ
り
は
︑
三
省
が
突
出
し
て
優
秀
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

し
か
し
舜
水
の
目
は
厳
し
か
っ
た
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
直
能
の
た
め
に
撰
し
た

﹁
伯
養
説
﹂︵
伯
養
は
直
能
の
字
︶
の
中
で
舜
水
は
︑﹁
余
が
門
の
弟
子
下
川
三
省
は
︑
寒か
ん

畯
し
ゅ
ん

の
子
に
し
て
︑
僅
か
に
能
く
俗
に
随
い
て
数
巻
を
呫

し
ょ
う

嗶ひ
つ

︵
読
誦
︶
す
る
の
み
︒
頭

角
の
崢そ
う

嶸こ
う

た
る
も
の
有
る
に
非
ざ
る
な

(12
)

り
﹂
と
記
し
た
︒
む
ろ
ん
﹁
伯
養
説
﹂
は
︑
身

分
の
低
い
子
に
も
才
能
を
伸
ば
す
機
会
を
与
え
た
藩
主
直
能
の
仁
徳
を
称
え
る
た
め

に
︑
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
で
あ
ろ
う
が
︑
舜
水
か
ら
見
て
三
省
の
漢
学
の
基
礎

と
才
知
が
け
っ
し
て
優
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
傍
線
部

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
舜
水
は
三
省
の
沈
静
な
気
質
と
教
え
れ
ば
伸
び
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
可
能
性
に
期
待
し
た
︒

同
年
十
二
月
三
日
付
の
安
東
省
菴
宛
の
書
簡
の
中
で
︑
舜
水
は
再
び
三
省
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
る
︒

三
省
は
穎え
い

悟ご

な
る
も
︑
亦
た
中
人
な
る
の
み
︒
其
の
気
質
の
温
雅
な
る
を
喜
び

て
︑
已
に
一
月
に
及
ぶ
も
︑
未
だ
一
見
を
望
ま
ず
︒
其
の
跳

ち
ょ
う

躍や
く

頑が
ん

梗こ
う

の
意
も
︑
亦

た
能
く
事
を
解
す
る
こ
と
少
な
し
︒
倘も

し
此
れ
に
循

し
た
が

い
て
変
わ
ら
ざ
れ
ば
︑
将

来
︑
成
す
こ
と
有
る
べ
︵
か
ら
ず
︶︒
其
の
初
め
て
父
母
を
離
る
る
を
以
て
︑
目
下

待
つ
こ
と
甚
だ
□
(寛
カ
)

な
(13
)

り
︒

｢跳
躍
﹂
は
気
ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
︒﹁
頑
梗
﹂
は
頑
固
︒﹁
将
来
︑
成
す
こ
と
有
る

べ
︵
か
ら
ず
︶﹂
は
︑
原
文
で
は
﹁
将
来
□
可
有
成
﹂
と
虫
食
い
の
た
め
判
読
不
能
の
箇

所
が
あ
る
が
︑
前
後
の
文
脈
を
考
え
る
と
否
定
を
表
す
言
葉
が
来
る
の
が
自
然
で
あ
る

た
め
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
︒
三
省
は
賢
い
は
賢
い
が
︑
あ
く
ま
で
も
中
間
レ
ベ
ル
で
あ

る
と
い
う
評
価
は
︑
前
述
の
﹁
伯
養
説
﹂
の
そ
れ
と
一
致
す
る
︒
た
だ
彼
の
温
雅
な
気

質
が
気
に
入
っ
て
︑
す
で
に
ひ
と
月
ほ
ど
教
え
て
き
た
が
︑
こ
れ
と
い
っ
た
見
識
は
何

一
つ
期
待
し
て
い
な
い
︒
気
ま
ま
で
頑
固
な
心
も
︑
事
理
を
さ
と
る
こ
と
が
少
な
く
︑

こ
の
ま
ま
で
変
わ
ら
な
け
れ
ば
︑
将
来
を
期
待
で
き
な
い
︒
た
だ
初
め
て
親
元
を
離
れ

て
い
る
ゆ
え
︑
目
下
と
り
あ
え
ず
甚
だ
︵
寛
容
に
︶
接
し
て
い
る
︑
と
舜
水
は
い
う
︒

﹁
甚
﹂
の
後
も
虫
食
い
で
一
字
が
判
読
不
能
で
あ
る
が
︑
前
後
の
文
脈
を
考
え
る
と

﹁
寛
﹂
ま
た
は
こ
れ
に
似
た
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
の
文
字
が
来
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み

に
こ
の
一
段
落
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
朱
全
安
氏
の
論
文
と
本
稿
で
は
見
解
が
大
き

く
異
な

(14
)

る
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
舜
水
の
三
省
に
対
す
る
評
価
は
初
め
か
ら
厳
し
か
っ
た
が
︑

な
る
べ
く
寛
容
に
接
し
て
い
た
︒
三
省
の
温
雅
な
気
質
が
気
に
入
っ
た
の
も
あ
る
が
︑

三
省
が
ま
だ
幼
く
︑
初
め
て
親
元
を
離
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
も
あ
り
︑
な
お

重
要
な
の
は
藩
主
直
能
が
誠
意
と
礼
を
尽
く
し
て
三
省
の
育
成
を
頼
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
︒

二

下
川
三
省
の
江
戸
行
き
を
め
ぐ
っ
て

翌
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
春
︑
舜
水
は
徳
川
光
圀
の
招
き
に
よ
り
江
戸
へ
移
る
こ

と
が
決
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
三
省
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
た
︒
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
︑
ま
ず
舜
水
が
安
東
省
菴
宛
の
書
簡
に
記
し
た
内
容
を
見
て
み
よ
う
︒

別
れ
て
後
十
六
日
︑
肥
前
の
使
者
至
る
︒
加
賀
守
︑
水
戸
上
公
の
相
い
延ま

ね

く
を
以

て
︑
敢
え
て
三
省
を
し
て
随
行
せ
し
め
ず
︒
加
賀
守
︑
三
月
望
の
間
に
入

に
ゅ
う

覲き
ん

す
れ

ば
︑
三
省
を
携
え
て
東
武
に
至
り
︑
上
公
に
稟も

う

し
て
曰
い
︑
而じ

後ご

敢
え
て
来
た
ら

中 尾 友 香 梨
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し
め
ん
と
欲
す
︒
不
佞
︑
力つ

と

め
て
甚
だ
便
な
ら
ず
と
言
う
も
︑
廿
五
日
︑
已
に
使

者
と
同と

も

に
帰
国
す
︒
未
だ
果
た
し
て
来
た
る
や
否
や
を
知
ら
ず
︒
若
し
来
た
ら
ざ

れ
ば
︑
則
ち
此
の
子
︑
誠
に
惜
し
む
べ
き
な
り
︒
心
中
︑
甚
だ
為
に
忍
び
ず
︒
然

る
に
事
柄
は
他
人
に
在
れ
ば
︑
之
れ
が
為
に
主
張
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
︒
加
賀

守
︑
金
拾
両
を
送
る
︒
不
佞
︑
敢
え
て
受
け
ず
︒
三
省
謂
う
︑
先
生
此
の
金
を
受

け
ざ
れ
ば
︑
則
ち
門
生
来
た
る
能
わ
ず
︑
と
︒
故
に
之
れ
を
受
く
︒
今
日
︑
三
省

の
母
已す
で

に
故
す
を
聞
く
︒
此
れ
三
省
の
継
母
な
り
︒
三
省
︑
愛
を
其
の
母
に
失

う
︒
故
に
連
年
︑
倶と

も

に
外
出
す
︒
因
り
て
嘆
く
︑
此
く
の
如
き
児
︑
吾
れ
之
れ
を

愛
す
る
こ
と
子
の
如
き
も
︑
而
る
に
其
の
母
の
歓
心
を
得
る
能
わ
ず
︑
継
母
は
真
ま
こ
と

に
別
の
一
肺
腸
な
り
︑
と
︒
世
人
も
亦
た
以
て
感
動
す
べ

(15
)

し
︒

江
戸
に
上
る
舜
水
に
三
省
を
随
行
さ
せ
る
こ
と
を
︑
直
能
が
憚
っ
た
の
が
わ
か
る
︒

三
月
中
旬
の
参
府
に
合
わ
せ
て
︑
先
に
自
分
が
三
省
を
江
戸
へ
連
れ
て
行
き
︑
光
圀
に

許
可
を
も
ら
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
舜
水
は
反
対
し
た
が
︑
と
り
あ
え
ず
三
省
は
舜

水
の
元
を
離
れ
︑
使
者
と
一
緒
に
帰
国
し
た
︒
傍
線
部
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
舜
水
は

す
で
に
三
省
に
対
し
て
愛
惜
の
念
を
抱
い
て
お
り
︑
再
び
学
び
に
来
ら
れ
な
い
こ
と
を

心
配
し
た
︒
ま
た
︑
三
省
が
母
親
の
愛
情
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
も
不
憫
に
思
っ

た
︒
し
か
し
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
直
能
で
あ
る
︒
そ
こ
で
直
能
を
説
得
す
る
た

め
に
書
い
た
の
が
﹁
与
鍋
島
直
能
書
一
﹂
で
あ
る
︒
次
の
記
述
か
ら
見
よ
う
︒

去
冬
︑
命
を
承
く
る
に
下
川
三
省
を
委
ね
ら
る
を
以
て
す
︒
此
の
子
︑
温
厚
淳
謹

た
り
︒
僕
は
其
の
大
い
に
成
る
所
有
る
を
望
む
︒
此
れ
下
僚
の
子
た
る
も
︑
而
れ

ど
も
台
下
能よ

く
其
の
教
う
べ
き
を
知
る
︒
即た

と

い
閭
閻
な
る
も
遁
情
無
し
︒
是
れ
台

下
の
明
な
り
︒
其
の
父
︑
力
薄
く
︑
其
の
子
を
教
う
る
こ
と
能
わ
ず
︒
而
し
て
台

下
︑
事
事
之
れ
が
為
に
経
営
す
︒
且
つ
其
れ
を
し
て
俯
仰
に
も
虞う
れ

う
る
こ
と
無

く
︑
以
て
志
を
学
に
専

も
っ
ぱ

ら
に
す
る
を
得え

し
む
︒
是
れ
台
下
の
仁
な
り
︒
世
に
誠

に
英
才
乏と

ぼ

し
か
ら
ず
︒
但
だ
未
だ
仁
明
の
君
︑
台
下
の
如
き
な
る
者
有
ら
ず
︑
故

に
多
く
之
れ
を
泥
塗
の
中
に
棄
つ
る
の
み
︒

三
省
は
下
級
藩
士
の
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
直
能
が
そ
の
才
能
を
見
出
し
︑

一
切
の
面
倒
を
見
て
い
る
︒
そ
の
お
か
げ
で
三
省
は
何
の
憂
い
も
な
く
学
業
に
専
念
で

き
て
お
り
︑
こ
れ
は
ひ
と
え
に
直
能
の
仁
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
世
の
中
に
は
才
智

あ
る
人
間
が
少
な
く
な
い
が
︑
直
能
の
よ
う
な
明
君
が
い
な
い
が
た
め
に
︑
そ
の
多
く

は
た
だ
才
能
を
埋
没
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
︑
と
舜
水
は
い
う
︒
書
簡
の
続
き
を
見
よ

う
︒

夫
れ
賢
才
は
固
よ
り
国
に
君き

み

た
る
の
重
宝
な
り
︑
而
れ
ど
も
世
の
諸
侯
・
守
相
は
︑

金
銭
の
府
庫
に
溢
れ
︑
幣
帛
の
封
椿
に
腐
れ
ど
も
︑
或
い
は
玩
好
に
耽
悦
し
︑
或

い
は
意
を
声
色
狗
馬
に
馳
せ
︑
人
材
を
培
植
す
る
に
至
り
て
は
︑
則
ち
其
の
一
毛

を
落
と
す
も
肯が
え

ん
ぜ
ず
︒
台
下
の
此か

く
の
如
き
挙
動
︑
固

ま
こ
と

に
一
世
の
豪
な
り
︒

僕
︑
日
夕
此
れ
を
以
て
三
省
を
勖

き
ょ
く

励れ
い

す
︒
且も

し
台
下
︑
今
日
身
自

み
ず
か

ら
之
れ
を
樹う

ゆ

れ
ば
︑
異
日
身
自

み
ず
か

ら
之
れ
を
食
せ
ん
︒
固
よ
り
益
無
き
に
は
非
ず
︑
特た

だ
世
人
に

此
の
遠
見
無
き
の
み
︒

賢
才
は
君
主
が
国
を
治
め
る
た
め
の
宝
で
あ
る
︒
し
か
し
世
間
の
諸
侯
や
官
吏
た
ち

は
︑
財
産
が
あ
り
あ
ま
っ
て
も
自
分
の
享
楽
ば
か
り
を
追
求
し
︑
人
材
を
育
て
る
こ
と

に
は
ほ
ん
の
少
し
の
出
費
さ
え
も
惜
し
む
︒
そ
う
い
う
中
で
︑
直
能
が
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
︵
人
材
育
成
へ
の
投
資
︶
は
︑
豪
邁
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
自
分
は
毎
日
こ
の
こ

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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と
を
も
っ
て
三
省
を
激
励
し
て
い
る
︑
と
舜
水
は
述
べ
る
︒
そ
し
て
殿
様
が
い
ま
人
材

を
育
て
て
お
け
ば
︑
将
来
き
っ
と
そ
の
恩
恵
に
与
る
日
が
来
る
で
あ
ろ
う
と
励
ま
し
︑

世
人
に
は
そ
の
よ
う
な
遠
大
な
見
識
が
な
い
こ
と
を
嘆
く
︒
こ
う
し
て
舜
水
の
筆
は
︑

ま
ず
直
能
の
賢
明
さ
を
称
え
伏
線
を
張
っ
た
上
で
︑
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
︒

時
下
︑
僕
に
水
戸
上
公
の
議
有
る
を
以
て
︑
矜

き
ょ
う

慎し
ん

に
過
ぎ
︑
呼
び
て
帰
国
せ
し
め

ん
と
欲
し
︑
又
た
云
う
︑
先
に
携
え
て
江
左
に
往ゆ

か
ん
と
欲
す
と
︒
並
び
に
翰
札

無
く
︑
但
だ
使
臣
の
口
伝
に
憑よ

る
の
み
︒
僕
は
敢
え
て
遵
奉
せ
ず
︒
若
し
果
た
し

て
此
の
意
有
ら
ば
︑
亦
た
未
だ
計
の
得
と
為
さ
ざ
る
な
り
︒
台
下
︑
僕
の
不
肖
を

知
ら
ず
し
て
︑
此
の
子
を
遣つ
か

わ
し
て
遠
く
来
た
り
て
学
に
就
か
し
む
︒
既す

已で

に
誤

り
て
之
れ
を
始
む
れ
ば
︑
便
ち
当ま

さ

に
誤
り
て
之
れ
を
終お

う
べ
し
︒
今
日
︑
何
の
所

見
に
し
て
去
ら
し
む
︒
若
し
先
に
江
戸
に
至
り
て
僕
を
候ま

つ
と
云
わ
ば
︑
此
れ

万
々
に
し
て
必
ず
之こ

の
理
無
き
な
り
︒
是
れ
其
の
入
る
る
を
欲
し
て
先
に
之
れ
を

門
に
拒
む
な
り
︒
水
戸
上
公
は
至
公
無
私
の
盛
挙
を
以
て
し
︑
而
し
て
三
省
は
又

た
旧
冬
来
学
の
弟
子
な
り
︒
即 た

使 と

い
善 よ

く
怒
る
も
︑
虚
舟
の
触
る
る
に
は
怒
ら

ず
︒
況
ん
や
上
公
の
賢
明
は
通
国
に
聞
こ
ゆ
る
を
や
︒
樹
を
種
え
て
其
の
根
を
揺ゆ

す

り
︑
其
の
膚か

わ

を
掻か

く
は
︑
其
の
樹
を
愛
せ
ざ
る
に
は
非
ざ
れ
ど
も
︑
然
る
に
以
て

樹
を
生
や
し
な

う
所
の
道
に
は
非
ざ
る
な
り
︒
惟ね

が

わ
く
は
高
台
の
始
終
に
之
れ
を
玉
成

せ
ん
こ
と
を
︒

舜
水
が
光
圀
に
招
聘
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
︑
直
能
が
三
省
を
国
元
へ
呼
び
戻
し
︑

先
に
江
戸
へ
連
れ
て
行
こ
う
す
る
の
は
︑
慎
重
す
ぎ
る
と
い
い
︑
し
か
も
書
簡
で
は
な

く
使
者
に
よ
る
口
伝
え
だ
け
で
連
絡
し
て
来
た
の
で
︑
自
分
は
従
わ
な
い
と
断
る
︒
そ

し
て
︑
も
し
本
当
に
そ
う
思
う
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
得
策
で
は
な
い
と
説
得
す
る
︒

自
分
︵
舜
水
︶
の
愚
か
さ
を
知
ら
ず
に
三
省
を
送
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
︑
間
違
い
で
始

め
た
こ
と
は
間
違
い
の
ま
ま
最
後
ま
で
全
う
す
べ
き
で
あ
る
と
︑
自
虐
も
交
え
な
が

ら
︑
今
更
ど
う
い
う
つ
も
り
で
三
省
を
つ
れ
戻
そ
う
と
す
る
の
か
と
問
い
詰
め
る
︒
三

省
を
先
に
江
戸
に
連
れ
て
行
き
︑
自
分
︵
舜
水
︶
が
来
る
の
を
待
た
せ
る
︑
と
い
う
の

も
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
話
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ま
る
で
人
を
家
の
中
に
入
ら
せ
よ
う
と

し
な
が
ら
︑
先
に
門
の
外
に
拒
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
酷
評
す
る
︒

光
圀
は
公
正
な
心
で
立
派
な
事
業
︵
学
校
や
聖
廟
の
創
建
︶
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に

自
分
を
招
こ
う
と
し
て
お
り
︑
三
省
は
自
分
の
門
弟
な
の
で
︑
自
分
が
直
接
江
戸
に
連

れ
て
行
っ
て
も
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︑
と
舜
水
は
い
う
︒
傍
線
部
は
﹃
荘
子
﹄
山

木
篇
の
﹁
舟
を
方な
ら

べ
て
河
を
済わ

た

ら
ん
と
す
る
に
︑
虚
船
の
来
た
り
て
舟
に
触ふ

る
る
有
れ

ば
︑
惼へ

ん

心し
ん

有
る
の
人
と
雖
も
怒
ら
ず
﹂
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
り
︑
虚
心
坦
懐
で
あ
れ

ば
人
の
気
分
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
を
表
す
︒
三
省
を
江
戸
へ
連
れ
て
行

く
の
は
︑
後
ろ
め
た
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
︑
光
圀
も
目
く
じ
ら
を
立
て
る
は
ず
は
な

い
と
い
う
︒
な
お
人
材
育
成
を
︑
樹
を
育
て
る
こ
と
に
た
と
え
︑
樹
を
植
え
た
な
ら
ば

そ
の
樹
が
し
っ
か
り
成
長
す
る
ま
で
そ
っ
と
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
︑
根
を
揺
さ
ぶ
っ

た
り
皮
を
掻
い
た
り
し
て
動
揺
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
し
︑
ど
う
か
三
省
を
立
派
な
人

材
に
育
て
る
こ
と
を
全
う
し
て
ほ
し
い
と
願
う
︒
そ
し
て
最
後
は
次
の
よ
う
に
結
ぶ
︒

前さ
き

に
は
三
省
は
台
下
の
私
人
た
る
も
︑
既
に
台
命
を
奉
り
て
質
を
僕
に
執
れ
ば
︑

則
ち
僕
は
台
下
と
之
れ
を
共
に
す
る
な
り
︒
僕
は
之
れ
を
撫
す
る
こ
と
慈
母
の
如

く
し
︑
而
し
て
之
れ
を
督
す
る
こ
と
厳
父
の
如
く
す
︒
在
三
の
誼
よ
し
み

︑
僕
は
其
の
二

を
有
し
て
︑
台
下
は
其
の
一
を
有
す
︒
固も

と

よ
り
未
だ
始
め
よ
り
軽
重
す
る
所
有
ら

ざ
る
な
り
︒
僕
は
生
平
一
と
し
て
他
の
長
無
し
︒
祇た

だ
此
の
善
を
好
み
悪
を
悪に

く

む

の
心
︑
肺
腑
に
切
に
し
て
︑
故
に
明
末
に
仕
進
す
る
を
肯か

え

ん
ぜ
ざ
る
は
︑
端ま

さ

に
此
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の
為
な
る
の
み
︒
惟ね

が

わ
く
は
高
明
の
炤
察
さ
れ
ん
こ
と
を
︒
書
は
言
を
尽
く
さ

ず
︒

外
に
十
条
を
別
幅
に
具の

ぶ
︒
就

す
な
わ

ち
来
使
を
煩

わ
ず
ら

わ
し
て
面め

ん

稟ひ
ん

せ
し
め
ん
︒
更
に
壱

条
有
り
︑
敢
え
て
軽
易
に
唐
突
せ
ず
し
て
︑
已
に
使
臣
に
口
授
す
れ
ば
︑
必
ず
や

能
く
上
達
せ
ん
︒

﹁
質
を
執
る
﹂
は
入
門
の
意
︒﹁
在
三
﹂
は
最
も
尊
重
す
べ
き
三
種
の
人
︑
つ
ま
り
父
・

師
・
君
︒
以
前
︑
三
省
は
殿
様
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
っ
た
が
︑
す
で
に
殿
様
の
命
を
受

け
て
自
分
︵
舜
水
︶
に
入
門
し
た
の
で
︑
今
や
自
分
と
殿
様
が
共
有
す
る
人
と
な
っ
た
︒

自
分
は
母
親
の
よ
う
に
三
省
に
愛
情
を
注
ぎ
︑
父
親
の
よ
う
に
そ
の
勉
学
を
監
督
・
督

促
し
た
︒
父
・
師
・
君
の
縁
故
の
う
ち
︑
自
分
が
有
す
る
の
は
父
と
師
の
二
つ
で
あ
る

が
︑
殿
様
は
主
君
一
つ
の
み
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
三
省
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
も
っ
と
大

切
か
と
い
う
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
︒
自
分
に
は
一
つ
と
し
て
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が
な

い
が
︑
た
だ
善
を
好
み
悪
を
憎
む
気
持
ち
だ
け
は
心
に
充
ち
満
ち
て
お
り
︑
明
末
に
仕

官
し
な
か
っ
た
の
も
︑
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
性
質
ゆ
え
で
あ
る
︒
た
だ
ご
賢
察
を
願
い

た
い
︑
と
舜
水
は
い
う
︒

ほ
か
に
十
箇
条
を
別
紙
に
記
し
て
︑
使
臣
よ
り
直
接
報
告
す
る
よ
う
に
こ
と
づ
け
た

と
あ
り
︑
さ
ら
に
一
箇
条
は
軽
易
に
記
せ
な
い
の
で
口
頭
で
使
臣
に
伝
え
た
と
あ
る
︒

こ
れ
ら
が
い
か
な
る
内
容
で
あ
っ
た
か
を
知
る
す
べ
は
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
は
三
省
の

江
戸
行
き
ま
た
は
今
後
の
修
学
に
関
す
る
具
体
的
な
提
案
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
舜
水

は
江
戸
に
着
い
て
ま
も
な
く
安
東
省
菴
宛
の
書
簡
の
中
で
光
圀
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と

き
︑﹁
三
省
の
一
事
︑
此
く
の
如
き
温
言
も
て
相
い
答
う
る
を
観
れ
ば
︑
必
ず
や
士
を
好

ま
ざ
る
の
君
に
は
非
ざ
る
な

(16
)

り
﹂
と
記
し
た
︒﹁
三
省
の
一
事
﹂
が
何
を
指
す
か
は
わ
か

ら
な
い
が
︑
光
圀
が
温
か
い
言
葉
で
答
え
て
く
れ
た
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
︑
あ
る
い
は

三
省
の
江
戸
同
行
に
関
す
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
水
戸
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
舜
水
に
小

城
藩
の
三
省
が
引
き
続
き
従
学
す
る
こ
と
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

三

人
材
育
成
の
目
的

舜
水
に
説
得
さ
れ
て
︑
直
能
は
三
省
を
舜
水
に
随
行
さ
せ
る
た
め
︑
再
び
長
崎
に
行

か
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
三
省
宛
の
舜
水
書
簡
か
ら
そ
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

三
月
二
十
日
辺あ

た

り
︑
汝
が
親
戚
︑
道
栄
の
所
に
至
り
︑
盛
ん
に
貴
国
主
の
汝
を
待た

い

す
る
の
恩
あ
り
て
︑
汝
を
し
て
学
を
卒お

え
し
め
ん
と
す
る
こ
と
を
述
べ
︑
二
三
日

の
内
に
即
ち
至
ら
ん
と
し
︑
本
と
彼
と
同
行
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
渠か

れ

の
別
処
に
公

幹
︵
公
務
︶
あ
る
に
因
り
て
︑
汝
を
し
て
道
を
枉ま

げ
て
随
行
せ
し
む
る
に
便
な
ら

ず
︑
故
に
相
い
携
う
る
に
及
ば
ざ
る
の
み
︑
と
云
う
︒
此
れ
を
聞
き
て
甚
だ
喜
ぶ
︒

此
れ
は
是
れ
汝
の
莫
大
の
幸
い
な
り
︒
後
に
劉
宣
義
も
復ま

た
汝
が
手
書
を
持
ち
来

た
り
︑
幷な
ら

び
に
玄
貞
に
寄
す
る
所
の
書
も
あ
り
︒
此
れ
よ
り
日
を
逐お

い
懸
々
と
し

て
汝
を
望
む
に
︑
何
ぞ
今
に
至
る
こ
と
又
た
二
十
許ば

か

り
の
日
に
し
て
︑
消
息
を
見

ざ
る
︒
此
れ
は
是
れ
何
の
意
故
︵
わ
け
︶
な
る
か
︒
或
い
は
汝
が
身
体
寡か

薄は
く

に
し

て
︑
疾し

っ

病ぺ
い

有
る
か
︒
然し

か

ら
ず
ん
ば
︑
汝
︑
本も

と

よ
り
宜
し
く
早つ

と

に
来
た
る
べ
し
︒
又

た
貴
国
主
の
厳
限
有
れ
ば
︑
汝
︑
何
ぞ
敢
え
て
違い

玩が
ん

せ
ん
︒
若も

し
衣
装
を
備
え
ん

と
欲
す
る
に
因
り
て
︑
其
の
来
た
る
を
遅
遅
と
せ
ば
︑
則
ち
汝
は

志
こ
こ
ろ
ざ
し

无な

き
人
に

し
て
︑
其
の
小
物
を
貪

む
さ
ぼ

り
︑
其
の
大
業
を
喪

う
し
な

い
︑
甚
だ
我
の
以
て
汝
を
愛
す
る

所
の
心
に
非そ

む

く
な

(17
)

り
︒

三
省
の
親
戚
が
唐
通
事
の
林
道
栄
の
と
こ
ろ
に
来
て
︑
国
主
︵
直
能
︶
が
三
省
に
学

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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業
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
こ
と
を
伝
え
た
︒
三
省
が
二
︑
三
日
の
間
に
長
崎
に

戻
っ
て
来
る
こ
と
を
知
っ
た
舜
水
は
甚
だ
喜
ん
だ
︒
劉
宣
義
も
唐
通
事
︒
玄
貞
は
三
省

と
同
じ
く
舜
水
に
学
ん
で
い
た
中
村
顧
言
の
字
︒
三
省
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
舜

水
は
三
省
の
帰
り
を
待
ち
続
け
た
が
︑
さ
ら
に
二
十
日
ほ
ど
経
っ
て
も
消
息
が
な
い
の

で
心
配
に
な
っ
た
︒
病
気
に
か
か
っ
た
の
か
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
も
ち
ろ
ん
早
く
来

た
ほ
う
が
よ
い
︒
貴
国
主
の
厳
し
い
制
限
も
あ
る
こ
と
な
の
で
︑
お
ま
え
は
ど
う
し
て

そ
れ
に
背
い
て
怠
慢
で
あ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
も
し
江
戸
へ
行
く
た
め
の
衣
装
を

用
意
す
る
た
め
に
遅
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
お
ま
え
は
志
の
な
い
人
間
で
あ

り
︑
お
ま
え
を
愛
す
る
我
が
心
に
背
い
て
い
る
︑
と
舜
水
は
つ
い
に
恨
み
言
ま
で
吐
い

て
し
ま
う
︒
そ
れ
ほ
ど
三
省
の
帰
り
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

三
月
二
十
日
頃
か
ら
さ
ら
に
二
十
日
ほ
ど
経
っ
た
と
あ
る
の
で
︑
書
簡
は
四
月
中
旬

頃
に
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
書
簡
の
次
の
段
落
に
﹁
今
に

及
ぶ
こ
と
五
十
日
﹂
と
あ
る
の
で
︑
三
省
が
直
能
の
使
者
と
一
緒
に
帰
国
し
た
の
は
二

月
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
間
︑
舜
水
は
﹁
三
省
は
回か
え

り
て
竟つ

い

に
信
息

︵
消
息
︶
無
し
︒
聞
く
に
其
の
母
︑
已
に
故
す
︒
或
い
は
此
れ
が
為
な
る
の
み
︒
加
賀
公

は
︑
聞
く
に
二
十
五
日
に
入
覲
す
︒
未
だ
果
た
せ
る
や
否
や
を
知
ら

(18
)

ず
﹂
と
二
人
の
こ

と
を
気
に
か
け
て
い
た
︒

結
果
的
に
舜
水
は
六
月
下
旬
に
長
崎
を
出
発
し
︑
七
月
十
一
日
に
江
戸
に
着
い
た
︒

三
省
も
同
行
し
た
と
見
ら
れ
る
︒
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
人
見

竹
洞
の
舜
水
宛
書
簡
の
記
述
で
あ
る
︒

且
つ
聞
く
に
下
僕
を
齎
た
ず
さ

え
て
崎
港
︵
長
崎
︶
よ
り
す
れ
ば
︑
烏う

合ご
う

の
衆
は
猿え

ん

猱ど
う

︵
さ
る
︶
の
如
く
羈き

靮て
き

︵
馬
の
お
も
が
い
と
手
綱
︶
に
就
か
ず
︒
想
う
に
夫
れ
然
る

の
み
︒
翁
︵
舜
水
︶︑
旦
暮
︵
朝
夕
︶
に
起
居
す
る
こ
と
便
な
ら
ざ
る
も
︑
指し

麾き

︵
指

図
︶
す
れ
ば
僕
に
於
い
て
特
に
労
せ
ん
︒
三
省
幼
き
と
雖
も
性
の
温
恵
︵
温
和
恵

順
︶
な
る
を
遐
想
す
れ
ば
︑
前
に
使
令
す
る
に
足
り
て
︑
以
て
嘉よ
み

す
︵
楽
し
む
︶

べ
き
を
料
知
︵
推
測
︶

(19
)

す
︒

｢遐
想
﹂
は
思
い
を
は
せ
る
こ
と
︒
す
で
に
江
戸
に
上
っ
た
舜
水
と
の
面
会
を
果
た

し
た
後
の
書
簡
で
あ
り
︑
舜
水
か
ら
聴
い
た
話
を
も
と
に
︑
長
崎
か
ら
江
戸
に
至
る
ま

で
の
長
い
旅
路
に
お
け
る
生
活
の
不
便
と
無
聊
を
︑
三
省
が
慰
め
て
く
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
内
容
で
あ
る
︒

江
戸
で
舜
水
は
水
戸
藩
邸
の
中
屋
敷
に
住
居
を
与
え
ら
れ
︑
三
省
は
小
城
藩
邸
に
宿

泊
し
な
が
ら
舜
水
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
舜
水
の
三
省
宛
書
付
か
ら
そ
の

こ
と
が
窺
え
る
︒

昨
日
︑
宰
相
様
︑
儒
官
を
差つ

か

わ
し
て
賜
う
に
珍
饌
を
以
て
す
︒
即
ち
来
た
し
て
汝

を
呼
び
て
薄
暮
を
同と

も

に
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
府
中
の
門
禁
を
擾み

だ

す
を
恐
れ
て
止

む
︒
字
到
ら
ば
即
刻
此こ

こ
に
来
た
り
て
之
れ
を
嘗
め

(20
)

よ
︒

光
圀
か
ら
珍
味
を
賜
っ
た
の
で
三
省
を
呼
ん
で
夕
食
を
と
も
に
し
た
か
っ
た
が
︑
小

城
藩
邸
の
門
限
を
考
え
て
諦
め
︑
翌
日
に
誘
っ
て
い
る
︒
細
や
か
な
愛
情
と
気
遣
い
が

窺
え
る
︒
し
か
し
師
の
こ
の
よ
う
な
深
い
愛
情
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
︑
三
省
の
心

が
幼
す
ぎ
た
︒
そ
の
こ
と
に
舜
水
は
苛
立
ち
を
覚
え
︑
省
菴
宛
の
書
簡
の
中
で
︑﹁
三
省

は
近
来
︑
頗
る
跳
躍
し
て
︑
礼
に
循

し
た
が

わ
ず
︒
小
児
は
馴な

ら

し
難
く
敗
れ
易
し
︒
故
に

須
す
べ
か
ら

く
重
慎
す
べ
き
な
り
︒
且た

だ
後
来
何
如

い

か

な
る
か
を
看み

る
の

(21
)

み
﹂
と
苦
悩
を
吐
露
し
て
い

る
︒
ま
た
︑
三
省
本
人
に
も
た
び
た
び
叱
咤
激
励
の
言
葉
を
か
け
て
い
る
︒
そ
の
一
つ

を
見
て
み
よ
う
︒

中 尾 友 香 梨
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其
の
子
の
聖
と
為
り
賢
と
為
る
を
望
む
は
︑
父
の
道
な
り
︒
肖

し
ょ
う

︵
賢
明
︶
な
る

と
不ふ

肖
し
ょ
う

な
る
と
は
︑
一い

つ

に
其
の
子
の
心
に
任ま

か

す
︒
汝
を
愛
し
汝
を
教
う
る
は
︑
師

の
道
な
り
︒
教
え
に
率
し
た
が

う
と
教
え
に
率
わ
ざ
る
と
は
︑
一
に
汝
の
心
に
任
す
︒

若も

し
之
れ
を
教
え
て
益
有
る
や
︑
前
者

さ

き

の
言
︑
足
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
之
れ

を
教
え
て
益
無
き
や
︑
今
日
更
に
千
万
言
を
益
す
と
雖
も
︑
何
の
益
有
ら
ん
や
︒

我
︑
汝
に
お
い
て
︑
多
少
の
委い

曲
き
ょ
く

︑
多
少
の
苦
心
を
費
や
す
︒
汝
︑
木
石
に
非
ざ

れ
ば
︑
寧い

ず

く
ん
ぞ
之
れ
を
知
ら
ざ
る
こ
と
有
ら

(22
)

ん
︒

｢委
曲
﹂
は
﹁
委
屈
﹂
に
同
じ
く
︑
悔
し
い
思
い
︑
嫌
な
思
い
︒
師
の
苦
心
を
理
解
し

て
く
れ
な
い
弟
子
に
対
す
る
も
ど
か
し
さ
が
強
烈
に
表
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
も
ど
か
し
さ
は
つ
い
に
︑
三
省
の
遊
学
を
支
え
る
藩
主
直
能
に
も
向
か
う
こ
と
に
な

る
︒
人
見
竹
洞
の
舜
水
宛
書
簡
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

且
つ
賀
牧
︵
加
賀
守
直
能
︶
に
寄
す
る
所
の
芬ふ

ん

誥こ
う

︵
戒
め
︶
も
亦
た
一い

つ

々い
つ

相
い
達

す
︒
翁
の
意
を
用
う
る
こ
と
鄭
重
な
る
を
以
て
太

は
な
は

だ
感
有
り
︒
且
つ
謂
う
︑
伯

養
説
︑
暇
を
以
て
健
毫
︵
健
筆
︶
を
労
せ
ん
︑
珍
重
せ
ん
こ
と
を
︒
三
省
︑
年
幼

き
も
︑
翁
の
盛
教
︵
盛
ん
な
教
え
︶
隆
り
ゅ
う

渥あ
く

︵
手
厚
い
恵
み
︶
な
れ
ば
︑
其
の
成
長

有
る
を

冀
こ
い
ね
が

う
の
み
︑

(23
)

と
︒

舜
水
が
竹
洞
に
直
能
へ
の
戒
め
の
伝
言
を
依
頼
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
戒
め
の
内
容

は
わ
か
ら
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
三
省
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
直
能
は
舜
水
の
鄭
重

な
心
遣
い
に
深
く
感
動
し
た
︒
そ
し
て
﹁
伯
養
説
﹂
は
時
間
の
余
裕
が
あ
る
と
き
に
書

い
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
く
︑
身
体
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
︒
ま
た
三
省
は
幼
い

が
︑
先
生
の
盛
ん
な
教
え
が
手
厚
い
恵
み
と
な
っ
て
︑
彼
が
成
長
す
る
こ
と
を
願
う
の

み
で
あ
る
と
︑
竹
洞
を
介
し
て
舜
水
に
伝
え
て
い
る
︒

こ
の
と
き
直
能
は
す
で
に
﹁
伯
養
説
﹂
の
撰
文
を
舜
水
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
た
だ
﹁
伯
養
説
﹂
の
冒
頭
に
は
︑﹁
峭
城
の
守
︑
朝
散
大
夫
藤
公
︑
名
は
浩
︑
桜

岡
︵
小
城
公
園
の
前
身
︶
に
居
す
る
を
以
て
︑
別
に
桜
岡
と
号
し
︑
浩
之
と
名
の
り
︑

字
は
伯
養
と
曰
う
︒
因
り
て
余
に
請
い
て
之
れ
が
記
を
為つ
く

ら
し
む
︒
余
︑
乃
ち
先
に
之

れ
が
説
を
為
り
て
可
な
ら
ん
﹂
と
あ
る
の
で
︑
も
と
も
と
直
能
が
舜
水
に
求
め
た
の
は

﹁
桜
岡
記
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
万
治
元
年
︵
一
六
五
八
︶
に
直
能
は
す
で

に
木
下
順
庵
か
ら
﹁
桜
岡
記
﹂
を
撰
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
七
年
後
︑
舜
水
に

も
同
様
の
依
頼
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
に
は
京
都

の
公
家
衆
や
皇
族
に
働
き
か
け
て
︑
桜
岡
を
詠
ん
だ
﹁
岡
花
﹂
和
歌
二
十
首
の
下
賜
を

受
け
て
お
り
︑
さ
ら
に
江
戸
の
林
門
に
働
き
か
け
て
﹁
桜
岡
十
境
﹂﹁
桜
岡
二
十
景
﹂
の

漢
詩
文
を
作
ら
せ

(24
)

た
︒
当
代
一
流
の
知
識
人
ま
た
は
文
化
集
団
の
﹁
文
﹂
の
力
を
借
り

て
︑﹁
桜
岡
﹂
を
小
城
鍋
島
家
の
家
格
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
舜
水
は
︑
見
た
こ
と
も
な
い
桜
岡
の
こ
と
を
書
く
よ
り
は
︑
自
分
の
知
っ
て

い
る
伯
養
︵
直
能
︶
の
こ
と
を
書
い
て
︑
己
の
考
え
を
述
べ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
も
そ
の
こ
と
を
事
前
に
直
能
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
︑
前
掲
の
竹
洞
書
簡
か
ら
読

み
取
れ
る
︒
で
は
﹁
伯
養
説
﹂
の
一
部
を
見
よ
う
︒

余
が
門
の
弟
子
下
川
三
省
は
︑
寒か
ん

畯
し
ゅ
ん

の
子
に
し
て
︑
僅
か
に
能
く
俗
に
随
い
て
数

巻
を
呫

し
ょ
う

嗶ひ
つ

︵
読
誦
︶
す
る
の
み
︒
頭
角
の
崢そ

う

嶸こ
う

た
る
も
の
有
る
に
非
ざ
る
な
り
︒

公
の
聖
人
の
道
を
慕
い
悦
び
︑
特
に
此
の
子
を
抜
き
て
余
に
従
学
せ
し
む
る
は
︑

登
明
選
公
と
謂
う
べ
き
な
り
︒
徒た

だ
之
れ
に
筆
札
︵
筆
と
紙
︶
を
給
い
︑
其
の
攻

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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苦
を
助
く
る
の
み
に
非
ず
︑
凡
そ
飲
食
︑
凡
そ
衣
被
︵
衣
服
と
布
団
︶︑
凡
そ
居
処

︵
住
居
︶
使
令
︵
召
使
い
︶︑
諸
凡
の
須も

ち

う
る
所
の
物
︑
一
と
し
て
公
の
蔵
府
よ
り

出
で
ざ
る
は
無
し
︒
世
に
之
れ
︵
人
材
︶
を
養
う
こ
と
是か

く
の
如
き
者
有
ら
ん
や
︒

此
の
子
方ま

さ

に
稚ち

弱
じ
ゃ
く

に
し
て
︑
未
だ
其
の
干か

ん

霄
し
ょ
う

の
予よ

章
し
ょ
う

と
為
る
か
を
知
ら
ず
︑
叢

生
の
棘

き
ょ
く

心し
ん

な
り
︒
而
し
て
凱が

い

風ふ
う

の
長つ

ね

に
養
う
こ
と
︑
迺

す
な
わ

ち
是
く
の
如
く
其
れ
至

れ
る
か
︒
夫
れ
凱
風
は
︑
夏
な
り
︒
夏
は
︑
大
な
り
︒
公
は
惟
だ
賢
人
を
得
て
之

れ
に
与く
み

せ
ざ
れ
ば
則
ち
已や

み
︑
既
に
賢
人
を
得
て
之
れ
に
与
す
れ
ば
︑
以
て
之
れ

を
養
う
所
の
道
尽
き
ざ
る
こ
と
有
る
か
な
︒︵
略
︶
夫
れ
周
公
の
明
聖
を
以
て
︑
必

ず
士
を
好
み
て
後
に
是
非
の
在
る
所
を
知
る
︒
今
や
民
の
父
母
と
為
る
者
︑
当
に

其
の
之
れ
︵
人
材
︶
を
養
う
の
道
を
審
つ
ま
び

ら
か
に
す
べ
し
︒
慎
み
て
其
の
樲 じ

棘
き
ょ
く

を

養
い
て
︑
其
の
梧 ご

檟 か

を
舎
つ
る
こ
と
毋 な

か
れ
︒
慎
み
て
小
を
養
い
て
以
て
大
を
失

う
こ
と
毋
か
れ
︒

冒
頭
の
部
分
は
第
一
節
で
も
引
用
し
た
が
︑
身
分
が
高
い
わ
け
で
も
な
く
才
知
が
ず

ば
抜
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
三
省
を
︑
敢
え
て
抜
擢
し
て
遊
学
さ
せ
た
直
能
の
仁
徳

を
称
え
る
︒﹁
登
明
選
公
﹂
は
明
察
し
て
公
正
に
人
材
を
選
抜
す
る
こ
と
︒﹁
攻
苦
﹂
は

苦
心
し
て
勉
学
す
る
こ
と
︒﹁
干
霄
﹂
は
空
高
く
そ
び
え
る
こ
と
︒﹁
予
章
﹂
は
棟
と
梁

に
用
い
ら
れ
る
木
材
︑
転
じ
て
有
能
な
人
材
︒﹁
棘
心
﹂
は
棘
い
ば
ら

の
木
の
芯
︑
叢
生
し
て

棘
が
多
く
︑
芯
が
弱
く
て
長
じ
難
い
こ
と
か
ら
︑
稚
弱
な
子
ど
も
の
た
と
え
︒
三
省
は

い
ま
幼
く
︑
将
来
︑
棟
梁
の
材
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
︒
今
は
た
だ

弱
く
て
長
じ
難
い
棘
の
木
の
芯
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
︑
と
舜
水
は
い
う
︒﹁
凱
風
﹂
は

南
風
︒﹃
詩
経
﹄
邶
風
・
凱
風
の
﹁
凱
風
︑
南
よ
り
し
︑
彼
の
棘
心
を
吹
く
﹂
を
踏
ま
え
︑

南
風
が
弱
い
棘
心
を
育
て
る
よ
う
に
︑
直
能
が
三
省
を
育
ん
で
い
る
こ
と
を
い
う
︒

｢士
を
好
み
て
後
に
是
非
の
在
る
所
を
知
る
﹂
と
は
︑
周
公
旦
が
言
っ
た
と
さ
れ
る

﹁
人
皆
な
我
を
以
て
越
踰
し
て
士
を
好
む
と
為
す
︒
然
ら
ば
故
に
士
至
り
︑
士
至
り
て

後
に
物
を
見
︑
物
を
見
て
然
る
後
に
其
の
是
非
の
在
る
所
を
知
る
﹂︵﹃
荀
子
﹄
堯
問
篇
︶

を
踏
ま
え
︑
君
子
は
人
材
を
得
て
は
じ
め
て
物
事
の
是
非
が
わ
か
る
と
い
う
意
︒
君
子

に
と
っ
て
の
人
材
の
大
切
さ
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
民
を
養
う
者
は
︑
人
材

を
養
う
道
を
し
っ
か
り
会
得
す
べ
き
で
あ
る
︑
と
舜
水
は
い
う
︒

傍
線
部
は
﹃
孟
子
﹄
告
子
上
の
﹁
今
場
じ
ょ
う

師し

有
り
︑
其
の
梧
檟
を
舎
て
て
︑
其
の
樲
棘

を
養
わ
ば
︑
則
ち
賤せ

ん

場
じ
ょ
う

師し

と
為
さ
ん
﹂
と
﹁
其
の
小
を
養
い
て
以
て
大
を
失
う
﹂
を
踏

ま
え
る
︒﹁
場
師
﹂
は
植
木
屋
︑﹁
樲
棘
﹂
は
酸

棗

さ
ね
ぶ
と
な
つ
め

と
棘
︑
と
も
に
雑
木
︒﹁
梧
檟
﹂

は
青
桐
と
楸
ひ
さ
ぎ

︑
と
も
に
良
木
︒
人
材
育
成
に
関
す
る
戒
め
を
述
べ
る
︒
君
子
に
と
っ

て
人
材
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
︑
そ
の
育
成
に
お
い
て
は
良
材
と
雑
木
を
間
違
え
て

は
な
ら
ず
︑
小
さ
き
も
の
を
養
っ
て
か
え
っ
て
大
き
く
な
る
も
の
を
見
失
っ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
︒
ど
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る
か
︑
そ
の
最
初
の
見
極
め
と
目
的
を

誤
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
一
連
の
文
字
の
行
間
に
は
︑
こ
の
時
期
の

三
省
に
対
す
る
失
意
が
滲
み
出
て
い
る
︒

｢伯
養
説
﹂
は
﹁
咸
臨
閣
記
﹂
の
題
で
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
に
も
収
め
ら
れ
て
お

(25
)

り
︑

文
末
に
﹁
乙
巳
年
重
九
前
二
日

明
舜
水
通
家
侍
生
朱
之
瑜
魯
璵
頓
首
拝
撰
拝
書
﹂
と

あ
る
の
で
︑
寛
文
五
年
九
月
七
日
に
執
筆
が
終
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
江
戸
に
移
っ

て
か
ら
二
ヶ
月
が
経
っ
た
頃
で
あ
る
︒
十
六
歳
の
少
年
三
省
の
反
抗
期
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
︒

で
は
︑﹃
舜
水
先
生
文
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
直
能
宛
の
最
後
の
一
通
の
手
紙
を
見
よ

う
︒﹁
与
鍋
島
直
能
書
二
﹂
で
あ
る
︒

春
間
︑
水
戸
よ
り
回か
え

り
︑︵
略
︶
且
つ
仲
春
比ひ

屋お
く

︵
軒
並
み
︶
の
災
い
あ
り
︑
回か

い

禄ろ
く

︵
火
災
︶
貴
邸
に
及
べ
ば
︑
亦
た
当
に
之
れ
が
為
に
慰い

藉し
ゃ

す
べ
き
も
︑︵
略
︶
且
つ

中 尾 友 香 梨
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台
駕
︑
国
に
就つ

く
も
︑
亦
た
邸
に
造い

た

り
て
送
別
す
る
能
わ
ず
︑︵
略
︶
七
夕
の
前
︑

盛
使
遥
か
に
臨
む
︒
翰 か

ん

教
き
ょ
う

を
捧 ほ

う

読ど
く

し
︑
旌せ

い

旄ぼ
う

の
前
月
初
五
日
に
鎮
に
莅の

ぞ

み
︑︵
略
︶

三
省
も
亦
た
驥き

に
附
き
て
平
安
た
る
を
知
り
︑
深
く
遠
懐
を
慰
む
︒

冒
頭
の
記
述
に
よ
り
寛
文
八
年
︵
一
六
六
八
︶
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
舜

水
は
前
年
八
月
に
水
戸
へ
行
き
︑
こ
の
年
二
月
に
江
戸
に
戻
っ
て
い
た
︒
二
月
一
日
に

江
戸
で
大
火
事
が
起
き
︑
小
城
藩
の
上
屋
敷
も
類
焼
し
た
︒
直
能
は
五
月
上
旬
に
江
戸

を
発
ち
︑
六
月
五
日
に
佐
賀
城
西
丸
に
帰
着
し

(26
)

た
︒
書
簡
の
内
容
か
ら
三
省
も
同
行
し

た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
旌
旄
﹂
は
旗
︑
こ
こ
で
は
大
名
行
列
を
指
す
︒﹁
驥
に
附
く
﹂
と

は
同
道
す
る
こ
と
︒
傍
線
部
に
よ
り
︑
直
能
が
舜
水
の
と
こ
ろ
に
使
者
を
送
っ
た
こ

と
︑
本
書
簡
は
そ
の
礼
状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
書
簡
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続

く
︒

旧
日
︑
三
省
来
た
り
て
荒
斎
に
学
び
し
に
︑
愚
未
だ
台
臺
の
僕
た
る
を
知
ら
ざ
れ

ば
︑
台
臺
の
託
に
辜そ
む

く
こ
と
を
恐
れ
て
︑
過か

督と
く

し
て
以
て
尤と

が

を
招
く
を
免

ま
ぬ
か

れ
ざ
る

な
り
︒
若も

し
早つ

と

に
其
の
詳く

わ

し
き
を
知
ら
ば
︑
務
め
て
寛か

ん

縦
し
ょ
う

を
為
し
︑
愚
も
亦
た
神

を
労
す
る
を
致
さ
ず
︑
弟
子
も
又
た
適
意
多
く
︑
彼
此
︑
豈
に
甚
だ
便よ

ろ

し
か
ら
ざ

ら
ん
や
︒
今
之
れ
を
悔
ゆ
る
も
及
ぶ
無
き
の
み
︒
家
に
仕 つ

か

う
る
者
は
僕
た
り
と
曰

う
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
終
に
僕
隷
下
人
と
は
間
有
る
な
り
︒

｢荒
斎
﹂
は
わ
が
書
斎
の
謙
称
︒﹁
過
督
﹂
は
監
督
が
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
︒﹁
神
を
労
す

る
﹂
と
は
精
神
を
疲
ら
す
こ
と
︒
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
︑
ど
う
や
ら
舜
水
は
こ
の
と

き
初
め
て
三
省
が
直
能
の
﹁
僕
﹂
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
も

し
最
初
か
ら
そ
の
事
情
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
厳
し
く
指
導
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
に
と
悔
い
て
い
る
︒
し
か
し
舜
水
の
こ
の
悔
い
を
︑
単
に
字
面
ど
お
り
に
解
釈
し
て

よ
い
だ
ろ
う
か
︒
悔
い
は
悔
い
で
も
︑
後
悔
と
い
う
よ
り
は
悔
し
さ
の
方
が
大
き
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

舜
水
は
正
直
な
と
こ
ろ
︑
直
能
に
三
省
を
﹁
僕
﹂
と
し
て
で
は
な
く
﹁
臣
﹂
と
し
て

用
い
て
ほ
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
に
は
﹁︵
下
川
三
省
︶
数
年
を

経
て
唐
学
も
大
抵
成
就
之
後
︑
無
足
に
て
儒
業
相
勤
居

(27
)

候
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
身
分
を
指

し
て
漢
文
で
は
﹁
僕
﹂
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
三
省
が
も
と
も
と
高
い
身
分
の
出

身
で
は
な
く
︑
ま
た
始
め
か
ら
ず
ば
抜
け
た
才
知
の
持
ち
主
で
は
な
か
っ
た
と
は
い

え
︑
舜
水
か
ら
す
れ
ば
心
血
を
注
い
で
育
て
た
弟
子
が
﹁
臣
﹂
で
は
な
く
﹁
僕
﹂
と
し

て
仕
え
て
い
る
こ
と
に
は
︑
心
底
悔
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
三
省
の
育
成
を

全
面
的
に
支
え
て
き
た
直
能
に
︑
そ
の
不
本
意
な
心
中
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
も
憚
ら
れ

る
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
書
き
方
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
最
後
の
傍

線
部
は
︑
直
能
に
伝
え
る
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
︑
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
言
葉
で
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
直
能
に
は
三
省
を
﹁
僕
隷
下
人
﹂
と
同
等
に
扱
っ
て
ほ
し
く
な

い
と
い
う
気
持
ち
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
︑
自
分
に
は
三
省
が
﹁
僕
隷
下
人
﹂

と
同
等
に
扱
わ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
慰
め
を
得
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

直
能
の
人
材
育
成
の
目
的
が
結
局
︑
儒
学
や
詩
文
に
造
詣
の
あ
る
﹁
僕
﹂
を
得
る
た

め
で
あ
っ
た
と
わ
か
っ
た
と
き
︑
舜
水
は
大
い
に
戸
惑
い
︑
葛
藤
に
苦
し
ん
だ
に
違
い

な
い
︒
そ
し
て
思
わ
ず
同
じ
く
人
材
育
成
に
熱
心
だ
っ
た
前
田
綱
紀
や
水
戸
光
圀
と
比

べ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
小
城
藩
は
加
賀
藩
や
水
戸
藩
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ほ
ど
の
小
藩
で
あ
り
︑
し
か
も
佐
賀
藩
の
一
支
藩
で
あ
る
︒
む
し
ろ
三
省
が
加
賀
藩

や
水
戸
藩
の
若
者
た
ち
と
肩
を
並
べ
て
舜
水
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
が
一
種
の
奇
跡

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

小城藩主鍋島直能と朱舜水

中 尾 友 香 梨
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お
わ
り
に

小
城
藩
二
代
藩
主
鍋
島
直
能
と
朱
舜
水
の
交
流
に
つ
い
て
︑
書
簡
を
中
心
に
見
て
き

た
︒
直
能
が
舜
水
の
滞
在
許
可
に
か
か
わ
っ
た
と
す
る
既
存
の
説
は
︑
も
は
や
根
拠
の

な
い
も
の
と
な
っ
た
︒
下
川
三
省
に
対
す
る
舜
水
の
評
価
に
つ
い
て
も
︑
本
稿
で
は
先

行
研
究
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
た
︒
な
お
本
稿
で
は
直
能
と
舜
水
の
交
流
に
焦
点

を
あ
て
た
結
果
︑
直
能
の
思
惑
や
舜
水
の
葛
藤
︑
そ
し
て
主
君
と
師
の
間
で
揺
れ
る
三

省
の
立
場
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
模
様
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
︒
こ
と
に
江
戸
で
の

三
省
の
教
育
を
め
ぐ
る
舜
水
の
苦
悩
︑
直
能
へ
の
忠
告
︑
三
省
が
直
能
の
﹁
僕
﹂
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
の
戸
惑
い
と
悔
し
さ
な
ど
は
︑
先
行
研
究
で
は
見
え
て
こ
な

か
っ
た
部
分
で
あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
︑
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
論
じ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
︑
ま
た
別
の
機
会
を
待
ち
た
い
︒

︻
付
記
︼
査
読
委
員
及
び
柳
川
古
文
書
館
に
て
長
年
︑
朱
舜
水
書
簡
の
整
理
と
研
究
に
携

わ
っ
た
田
渕
義
樹
氏
︵
現
在
は
中
国
浙
江
大
学
人
文
学
院
日
本
文
化
研
究
所
兼
任
教

授
︶
か
ら
の
ご
指
摘
を
受
け
︑
書
き
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た

こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
本
研
究
は
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
８
Ｋ
０
０
２
８
２
の

成
果
の
一
つ
で
あ
る
︒

︿
註
﹀

︵
１
︶﹃
千
葉
商
大
論
叢
﹄
四
十
九
巻
一
号
︑
二
〇
一
一
年
九
月
︒

︵
２
︶﹃
千
葉
商
大
紀
要
﹄
五
十
二
巻
一
号
︑
二
〇
一
四
年
九
月
︒

︵
３
︶
石
原
道
博
﹃
朱
舜
水
﹄
一
〇
三
頁
︒

︵
４
︶
朱
全
安
﹁
藩
儒
下
川
三
省
の
登
用
に
み
る
小
城
藩
漢
学
教
育
の
端
緒
﹂︑
五
一
頁
︒
同
﹁
江
戸
前

期
に
お
け
る
生
き
た
漢
語
の
摂
取
に
対
す
る
林
家
の
姿
勢
︱
寛
文
期
を
中
心
に
︱
﹂
八
六
頁
︒

︵
５
︶
梁
啓
超
﹁
朱
舜
水
先
生
年
譜
﹂
は
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
に
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
︒

︵
６
︶
朱
舜
水
書
簡
︵
安
東
家
史
料
一
二
五
八
︶︑
柳
川
文
化
資
料
集
成
第
二
集
︵
五
︶﹃
安
東
省
菴
集

書
簡
編
﹄︵
柳
川
市
︑
二
〇
一
五
年
︶
八
九
頁
翻
字
︑
三
一
五
頁
影
印
︒

︵
７
︶
松
浦
章
﹁
朱
舜
水
日
本
来
航
時
の
日
中
文
化
交
流
﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
﹄
第
四
号
︑

関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶
三
四
八
頁
︒

︵
８
︶
舜
水
は
そ
れ
ま
で
計
七
回
ほ
ど
長
崎
に
来
航
し
て
い
た
︒

︵
９
︶
前
掲
注
︵
７
︶︒

︵
10
︶
朱
舜
水
書
簡
︵
安
東
家
史
料
一
二
三
一
︶︑
柳
川
文
化
資
料
集
成
第
二
集
︵
五
︶﹃
安
東
省
菴
集

書
簡
編
﹄
六
〇
頁
翻
字
︑
三
〇
三
頁
影
印
︒

︵
11
︶﹁
下
川
文
蔵
︵
三
省
︶
親
ハ
下
川
五
右
衛
門
と
申
︑
小
頭
通
ニ
居
候
処
︑
惣
領
文
蔵
学
問
方
器
用

可
有
之
︑
直マ

頼マ

公
被
聞
召
︑
学
問
為
稽
古
十
五
歳
よ
り
長
崎
ニ
被
差
越
︑
舜
水
ヘ
被
相
附
﹂︵﹃
直

能
公
御
年
譜
﹄︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
二
編
第
一
巻
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︑
二
〇
〇
九
年
︑

八
一
三
頁
︶︒
下
川
家
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
野
口
朋
隆
﹁
小
城
藩
に
お
け
る
政
治
と
教
育
︱
藩

校
興
譲
館
の
設
立
と
文
武
修
行
︱
﹂︵
生
馬
寛
信
・
青
木
歳
幸
編
﹃
小
城
の
教
育
と
地
域
社
会
﹄︑

佐
賀
大
学
・
小
城
市
交
流
事
業
特
別
展
図
録
︑
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑

二
〇
一
〇
年
︶
に
詳
し
い
︒

︵
12
︶﹁
伯
養
説
﹂︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
四
五
二
頁

︵
13
︶﹁
三
省
穎
悟
︑
亦
中
人
耳
︒
喜
其
気
質
温
雅
︑
已
及
一
月
︑
未
望
一
見
︒
其
跳
躍
頑
梗
之
意
︑
亦

少
能
解
事
︒
倘
循
此
不
変
︑
将
来
□
可
有
成
︒
以
其
初
離
父
母
︑
目
下
待
甚
□
也
﹂︵
朱
舜
水
書

簡
︑
安
東
家
史
料
一
二
三
六
︑
柳
川
文
化
資
料
集
成
第
二
集
︵
五
︶﹃
安
東
省
菴
集

書
簡
編
﹄

六
五
頁
翻
字
︑
三
〇
六
頁
影
印
︶

︵
14
︶
朱
全
安
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
︒﹁
三
省
は
聡
明
活
発
な
可
愛
ら
し
い
子
で
あ
り
︑
と
り
わ

け
彼
の
気
質
温
和
な
性
格
は
た
い
へ
ん
好
ま
し
い
が
︑
お
よ
そ
一
か
月
間
︑
舜
水
は
三
省
に

会
っ
て
い
な
い
︒
三
省
は
溌
剌
と
し
て
意
地
っ
張
り
な
面
も
あ
る
が
︑
世
の
中
の
事
を
少
し
は

理
解
し
て
い
る
︒
も
し
こ
の
ま
ま
続
け
れ
ば
︑
将
来
は
物
事
を
成
就
で
き
る
で
あ
ろ
う
︑
と
旧

暦
の
十
二
月
三
日
の
書
中
で
三
省
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
︒﹂︵﹁
藩
儒
下
川
三
省
の
登
用

に
み
る
小
城
藩
漢
学
教
育
の
端
緒
﹂
五
三
頁
︶

︵
15
︶﹁
与
安
東
守
約
書
﹂︑
公
益
財
団
法
人
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
﹃
舜
水
先
生
外
集
﹄
巻
二
︑
柳

中 尾 友 香 梨
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川
文
化
資
料
集
成
第
二
集
︵
五
︶﹃
安
東
省
菴
集

書
簡
編
﹄
二
五
三
頁
︒

︵
16
︶﹁
与
安
東
守
約
書
﹂
十
一
︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
一
六
一
頁
︒

︵
17
︶﹁
与
下
川
三
省
書
一
﹂︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
三
二
三
頁
︒

︵
18
︶﹁
答
守
約
書
﹂︑
公
益
財
団
法
人
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
﹃
舜
水
先
生
文
集
﹄︵
省
菴
本
︶︑
柳

川
文
化
資
料
集
成
第
二
集
︵
五
︶﹃
安
東
省
菴
集

書
簡
編
﹄
二
六
四
頁
︒

︵
19
︶﹁
人
見
竹
洞
寄
朱
舜
水
書
﹂︑
国
立
国
会
図
書
館
﹁
人
見
文
庫
﹂
蔵
︑
徐
興
慶
編
注
﹃
朱
舜
水
集

補
遺
﹄︵
台
湾
学
生
書
局
︑
一
九
九
二
年
︶
八
〇
頁
︒

︵
20
︶﹁
朱
舜
水
寄
下
川
三
省
筆
語
﹂︵
祐
徳
稲
荷
神
社
中
川
文
庫
蔵
﹃
舜
水
問
答
﹄
所
収
﹁
示
門
人
下

川
三
省
﹂︶︑
徐
興
慶
編
注
﹃
朱
舜
水
集
補
遺
﹄
一
七
三
頁
︒

︵
21
︶﹁
与
安
東
守
約
書
十
一
﹂︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
一
六
一
頁
︒

︵
22
︶﹁
与
下
川
三
省
書
三
﹂︑
朱
謙
之
整
理
﹃
朱
舜
水
集
﹄
三
二
五
頁
︒

︵
23
︶﹁
人
見
竹
洞
寄
朱
舜
水
書
﹂︑
国
立
国
会
図
書
館
﹁
人
見
文
庫
﹂
蔵
︑
徐
興
慶
編
注
﹃
朱
舜
水
集

補
遺
﹄
八
〇
頁
︒

︵
24
︶
木
下
順
庵
の
﹁
桜
岡
記
﹂
と
林
門
の
﹁
桜
岡
十
境
﹂﹁
桜
岡
二
十
景
﹂
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁﹃
桜

岡
﹄
と
い
う
文
化
装
置
︱
京
の
雅
み
や
び

を
肥
前
小
城
に
︱
﹂︵
三
ツ
松
誠
・
村
上
義
明
編
﹃
京
の
雅

と
小
城
藩
﹄︑
佐
賀
大
学
・
小
城
市
交
流
事
業
特
別
展
図
録
︑
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
九
年
︶
の
中
で
論
じ
て
お
り
︑
公
家
衆
や
皇
族
の
﹁
岡
花
﹂
和
歌
二
十
首

に
つ
い
て
は
︑
井
上
敏
幸
﹁
直
能
の
和
歌
﹂︵
白
石
良
夫
・
青
木
歳
幸
編
﹃
小
城
藩
と
和
歌
～
直

能
公
自
筆
﹁
岡
花
二
十
首
和
歌
﹂
の
里
帰
り
～
﹄︵
佐
賀
大
学
・
小
城
市
交
流
事
業
特
別
展
図
録
︑

佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
詳
し
い
論
述
が
あ
る
︒

︵
25
︶﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
二
編
第
一
巻
︑
七
九
九
～
八
〇
〇
頁
︒
た
だ
︑
一
部
が
省
略
さ
れ
て
い

る
︒

︵
26
︶﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
二
編
第
一
巻
︑
六
二
九
頁
︒
二
月
朔
日
に
江
戸
で

大
火
事
に
遭
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
27
︶﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
二
編
第
一
巻
︑
八
一
三
頁
︒

小城藩主鍋島直能と朱舜水
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