
第
一
部伊

能
忠
敬
と
上
田
宜
珍

よ
し
う
ず
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伊
能
忠
敬

江
戸
時
代
も
中
晩
期
に
な
る
と
戦
国
の
気
風
も
す
で
に
遠
く
文
化
の
華
が
開
い
た

本
居
宣
長
・
賀
茂
真
淵
・
前
野
良
沢
・
平
賀
源
内
・
林
子
平
・
良
寛
・
花
岡
青
洲
・

杉
田
玄
白
・
葛
飾
北
斎
・
頼
山
陽
等
々

綺
羅
星
の
如
く
登
場
し
た
人
物
の
中
で
も
特
に
異
彩
を
放
つ
の
が
伊
能
忠
敬

忠
敬
は
商
人
と
し
て
も
村
役
と
し
て
も
非
凡
の
才
を
発
揮
し
た
が

彼
の
真
骨
頂
は
も
ち
ろ
ん
測
量
士
と
し
て
の
能
力

そ
れ
も
た
だ
の
測
量
士
で
は
な
い

隠
居
後
の
仕
事
だ
か
ら
さ
ら
に
驚
異
で
あ
る

日
本
全
国
津
々
浦
々
を
歩
き

精
密
な
日
本
地
図
『
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
』
を
完
成
さ
せ

日
本
史
上
初
め
て
国
土
の
正
確
な
姿
を
明
ら
か
に
し
た

そ
の
地
図
の
精
密
度
は
欧
米
を
も
感
嘆
さ
せ
た
と
い
う
程

今
日
の
地
図
と
比
べ
て
も
何
ら
遜
色
な
い

忠
敬
は
天
草
に
も
来
島
し
五
十
三
日
に
及
ぶ
測
量
を
実
施
し

天
草
の
異
才
上
田
宜
珍
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た

人
曰
く
「
一
身
に
し
て
二
生
を
経
る
」

忠
敬
は
中
年
の
星
で
も
あ
る
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伊
能
忠
敬
の
前
半
生

伊
能
忠
敬
は
、
日
本
国
中
を
歩
い
て
測
量
し
、
現
在
の
地
図
と
比

べ
て
も
ほ
ぼ
遜
色
な
い
精
密
な
日
本
地
図
を
作
っ
た
人
物
と
し
て
有

名
で
あ
る
。

だ
が
測
量
・
地
図
製
作
以
前
の
、
出
生
か
ら
隠
居
す
る
ま
で
も
、

一
冊
の
本
に
な
る
ほ
ど
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
っ
た
人
生
を
歩
ん
で
い

る
。
た
だ
こ
の
書
で
は
、
そ
の
地
図
作
成
に
当
た
っ
て
の
天
草
測
量

を
メ
イ
ン
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
半
生
は
他
書
に
譲
り
軽
く
流

す
。興

味
あ
る
方
は
、
伊
能
忠
敬
研
究
の
書
は
多
く
あ
る
の
で
、
そ
ち

ら
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
た
だ
、
忠
敬
が
、
突
然
神
が
か
り

的
に
暦
学
・
天
文
学
・
測
量
術
に
目
覚
め
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
本

職
で
あ
る
前
半
生
に
、
様
々
な
条
件
で
醸
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
忠
敬
の
前
半
生
の
研
究
は
欠
か
せ

な
い
も
の
と
は
思
う
。
そ
こ
で
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
伊
能
忠
敬
の

前
半
生(

現
在
的
に
言
う
と
、
現
役
時
代
？)

を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

伊
能
忠
敬
は
、
延
享
二
年
一
月
十
一
日(

１
７
４
５
年
２
月
11
日)

、

上
総
国
で
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
三
次
郎
。
通
称
三
郎
右
衛
門
、
勘
解

か

ず

さ

由
、
宇
は
子
斉
、
号
は
東
河
。

忠
敬
の
父
親
貞
恒
は
、
上
総
の
国
の
酒
造
家
に
生
ま
れ
た
が
、
次

男
で
あ
っ
た
た
め
、
小
関
村
の
小
関
家
に
婿
養
子
と
し
て
入
っ
た
。

そ
こ
で
三
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
忠
敬
で
あ
る
。

忠
敬
が
６
歳
の
時
、
母
親
が
死
去
、
父
は
小
関
家
を
出
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
地
方
に
は
、
「
姉
家
督
」
と
い
う
慣
習
が
あ

り
、
一
家
の
主
人
は
あ
く
ま
で
そ
の
家
の
出
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た

た
め
の
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
小
関
家
の
た
め
に
し
っ
か
り
働
い
た
父

で
あ
っ
た
が
、
嫁
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
家
を
追
い
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

そ
の
父
に
つ
い
て
姉
と
兄
は
里
へ
帰
っ
た
が
、
忠
敬
は
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
、
10
歳
に
な
っ
て
か
ら
父
親
の
も
と
に
帰
っ
た
。
そ
の
時
、

父
は
後
妻
を
迎
え
て
い
た
の
で
、
忠
敬
に
と
っ
て
あ
ま
り
住
み
よ
い

環
境
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

忠
敬
は
、
17
歳
の
時
、
下
総
国
香
取
郡
佐
原
村
の
伊
能
家
に
養
子

し
も
う
さ

に
入
る
。
妻
は
達
と
い
っ
た
。
忠
敬
の
名
は
こ
の
時
、
大
学
頭
の
林

み
ち

鳳
谷
か
ら
も
ら
っ
た
。

上
総
国
、
下
総
国
も
現
在
は
千
葉
県
。
上
総
国
は
千
葉
県
の
中
部
、

下
総
は
千
葉
県
の
北
部
で
あ
る
。

忠
敬
が
養
子
に
入
っ
た
伊
能
家
は
、
造
り
酒
屋
や
米
問
屋
を
営
む

名
家
・
富
家
で
あ
っ
た
。
天
草
で
い
う
と
こ
ろ
の
銀
主
に
当
た
る
だ

ろ
う
か
。
た
だ
、
俄
か
分
限
者
で
は
な
く
、
旧
家
で
あ
る
と
こ
ろ
が

違
う
。
忠
敬
は
こ
の
家
を
更
に
盛
り
立
て
商
人
と
し
て
才
を
発
揮
し
、

後
に
村
役
人
（
名
主
・
村
方
後
見
）
と
し
て
も
、
非
凡
な
能
力
を
発

揮
し
活
躍
を
す
る
。
名
家
の
当
主
と
し
て
家
政
に
、
名
主
と
し
て
村
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政
に
携
わ
る
一
方
、
利
根
川
の
洪
水
や
天
明
の
大
飢
饉
な
ど
に
は
、

私
費
を
投
じ
て
窮
民
の
救
済
に
力
を
尽
く
し
た
。
そ
の
功
に
よ
り
、

領
主
の
津
田
日
向
守
（
旗
本
）
よ
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
。

佐
原
村名

主

三
郎
右
衛
門

其
方
儀
苗
字
御
免
被
仰
付
候

九
月
二
十
七
日
（
天
明
三
年
）

伊
能
三
郎
右
衛
門

其
方
儀
道
中
帯
刀
御
免
被
仰
出
候
以
来
御
家
之
絵
附
相
用
可

申
候

九
月
二
十
七
日
（
天
明
三
年
）

更
に
日
向
守
の
子
津
田
山
城
守
よ
り
、
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
た
。

一

三
人
扶
持

右
者
多
年
村
内
取
〆
り
其
上
勝
手
用
向
も
骨
折
出
情
候
ニ

付

宛
行
之
者
也

寛
政
四
子
年

山

城
（
花
押
）

二
月
十
四
日

伊
能
三
郎
右
衛
門
へ

勝
手
向
き
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
津
田
氏
へ
の
助
成
も
行
い
た
る

結
果
の
三
人
扶
持
と
も
言
え
る
。
こ
の
扶
持
が
後
に
生
き
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
百
姓
身
分
で
は
行
え
な
か
っ
た
測
量
行
が
、
少
な

く
と
も
侍
身
分
の
浪
人
と
い
う
こ
に
な
っ
て
、
実
現
で
き
た
こ

と
で
あ
る
。

忠
敬
は
、
も
と
も
と
学
問
的
思
考
が
高
か
っ
た
が
、
村
政
に
必
要

と
し
た
算
術
、
測
量
等
を
も
学
ん
で
い
た
。
地
域
的
に
も
、
学
問
が

根
付
い
て
い
た
と
も
い
う
し
、
伊
能
家
の
先
代
（
特
に
先
々
代
）
が
、

優
れ
た
学
問
的
業
績
を
残
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
風
土
・
環

境
に
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
か
、
隠
居
後
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
極
め
よ

う
と
し
て
、
学
問
一
路
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

寛
政
六
年(

１
７
９
４)

家
督
を
長
男
景
敬
に
譲
り
隠
居
す
る
。
時

に
忠
敬
49
歳
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
勘
解
由
と
名
の
っ
た
。
さ
て
、

こ
の
経
歴
で
終
わ
る
な
ら
、
当
然
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。現

在
で
も
そ
う
だ
が
、
一
般
に
隠
居
し
た
ら
、
盆
栽
で
も
い
じ
っ

て
余
生
を
暮
ら
す
と
い
う
の
が
、
俗
人
で
あ
ろ
う
が
、
忠
敬
は
、
興

味
を
持
っ
て
い
た
暦
学
や
天
文
学
を
さ
ら
に
極
め
よ
う
と
し
た
。
そ

れ
も
生
半
可
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
江
戸
に
出
て
居
を
構
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え
た
。
江
戸
に
出
た
の
は
、
江
戸
が
学
問
を
す
る
う
え
で
地
の
利
が

あ
っ
た
こ
と
と
、
郷
里
に
い
た
の
で
は
隠
居
し
た
と
は
い
え
、
雑
事

に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。

江
戸
は
深
川
黒
江
町
（
現
在
の
江
東
区
門
前
仲
町
）
に
屋
敷
を
構

え
、
学
問
・
研
究
に
必
要
な
天
文
観
測
設
備
な
ど
を
整
え
た
。
こ
れ

で
俗
事
に
構
う
こ
と
な
く
、
学
問
に
没
頭
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
忠
敬
に
と
っ
て
師
と
な
る
高
橋
至
時
と
の
出
会
い
が
、

そ
の
後
の
運
命
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
、
幕
府
で
は
改
暦
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
暦
学
の

第
一
人
者
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
間
重
富
と
高
橋
至
時
の
二
人
で
あ
っ

た
。
二
人
は
、
大
坂
の
暦
学
者
麻
田
剛
立
の
門
下
生
で
あ
る
。
二
人

と
の
出
会
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
よ
か
っ
た
と
い
う
。
至
時
が
江
戸
に

出
た
の
が
、
寛
政
七
年
四
月
、
重
富
が
六
月
、
忠
敬
が
五
月
で
あ
る
。

①
忠
敬
の
資
金
力
、
②
忠
敬
の
熱
意
、
③
良
き
師
と
の
出
会
い
が
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
が
、
日
本
地
図
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ

た
。
い
や
も
う
一
つ
上
げ
れ
ば
、
時
代
が
、
忠
敬
を
必
要
と
し
て
い

た
こ
と
も
重
要
な
条
件
で
あ
る
。

伊
能
忠
敬
後
半
生

第
二
の
人
生
ス
タ
ー
ト

忠
敬
は
、
寛
政
七
年(

１
７
９
５)

、
満
50
歳
の
時
、
江
戸
へ
出
て

天
文
方
・
暦
学
者
の
高
橋
至
時
の
弟
子
と
な
っ
た
。
現
在
の
50
歳
で

よ
し
と
き

は
な
い
。
あ
え
て
現
在
の
人
生
年
齢
に
換
算
す
る
と
、
60
～
65
歳
に

な
る
だ
ろ
う
か
。
高
橋
至
時
は
31
歳
で
あ
っ
た
が
、
忠
敬
は
終
生
年

下
の
師
匠
に
師
弟
の
礼
を
と
り
、
そ
れ
こ
そ
忠
敬
は
寝
る
間
も
惜
し

ん
で
、
熱
心
に
学
問
に
励
ん
だ
。

入
門
後
は
、
さ
ら
に
巨
費
を
投
じ
て
新
式
の
測
量
器
を
購
入
し
、

実
習
に
努
め
た
。
私
費
で
購
入
し
た
訳
は
こ
う
だ
。
天
文
方
の
機
器

は
役
人
で
な
け
れ
ば
触
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
お
か
げ
で
、
寛

政
末
年
の
頃
に
は
、
技
能
は
著
し
く
進
歩
し
、
有
数
の
研
究
家
と
し

て
自
他
と
も
に
許
す
域
に
達
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
体
の
運
行

を
計
算
推
測
す
る
こ
と
を
推
歩
と
い
う
が
、
忠
敬
は
こ
の
推
歩
に
打

ち
込
む
日
々
を
送
っ
て
い
た
た
め
、
師
の
至
時
は
「
推
歩
先
生
」
と

い
う
あ
だ
名
を
忠
敬
に
附
け
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
師
も
あ
き
れ
る

ほ
ど
の
熱
心
さ
で
あ
っ
た
た
め
、
至
時
も
老
書
生
を
特
別
待
遇
に
す

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

忠
敬
の
学
問
へ
の
こ
だ
わ
り
と
熱
意
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

忠
敬
は
朝
か
ら
外
出
し
て
も
、
昼
前
に
は
帰
宅
し
南
中
の
太
陽
を
測

り
、
午
後
に
出
れ
ば
黄
昏
に
帰
宅
し
て
星
の
観
測
を
し
た
。
観
測
が

出
来
な
い
曇
り
で
な
け
れ
ば
、
悠
然
と
対
話
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
先
生
と
暦
理
を
熱
心
に
談
じ
て
い
て
も
、
黄
昏
近
く
に
な
る

と
、
狼
狽
し
て
あ
た
ふ
た
と
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
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脇
差
や
懐
中
物
も
忘
れ
る
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

忠
敬
の
真
意
を
知
ら
ぬ
も
の
は
、
た
だ
の
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
と
言
っ

た
。
こ
う
し
た
熱
心
な
観
測
を
行
っ
た
結
果
、
白
昼
に
金
星
の
南
中

を
観
測
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
は
日
本
最
初
の
こ
と
だ
と
い
う
。

師
匠
の
高
橋
至
時
と
間
重
富
ら
は
、
正
確
な
暦
を
作
ろ
う
と
し
て
、

『
寛
政
暦
』
を
完
成
さ
せ
た
が
、
ま
だ
満
足
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
よ
り
正
確
な
暦
を
作
る
た
め
に
は
、
地
球
の
大
き
さ
や
、
日
本

各
地
の
緯
度
・
経
度
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時

の
日
本
で
は
、
正
確
に
そ
れ
を
知
る
す
べ
は
な
か
っ
た
。
そ
の
地
球

の
大
き
さ
を
知
る
た
め
に
は
、
子
午
線
一
度
の
長
さ
を
正
確
に
知
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

た
だ
忠
敬
は
、
自
ら
行
っ
た
測
量
で
、
自
宅
の
黒
江
町
と
浅
草
の

暦
局
の
緯
度
の
差
は
１
分
半
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
そ

れ
を
も
と
に
計
算
す
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
、
至
時
に

提
案
す
る
と
、
精
確
に
緯
度
一
度
を
出
す
に
は
、
江
戸
か
ら
蝦
夷
地

ま
で
く
ら
い
の
距
離
を
測
る
必
要
が
あ
る
と
提
案
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
忠
敬
の
地
図
測
量
の
始
点
は
、
地
球
の
大
き
さ
を

求
め
る
こ
と
か
ら
、
ス
タ
ー
ト
し
た
と
言
っ
て
い
い
。

た
だ
し
、
緯
度
一
度
を
求
め
た
い
の
で
、
蝦
夷
ま
で
測
量
を
し
た

い
と
幕
府
に
求
め
て
も
、
到
底
当
時
の
幕
府
の
頭
（
そ
れ
を
必
要
と

感
じ
て
い
な
か
っ
た
）
で
は
、
許
可
す
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

た
だ
、
高
橋
や
忠
敬
に
と
っ
て
時
代
が
幸
い
し
た
。
と
い
う
の
は
、

ロ
シ
ア
が
蝦
夷
地
（
北
海
）
へ
出
没
し
、
北
辺
の
海
防
の
必
要
が
迫
っ

て
い
た
た
め
、
防
衛
上
か
ら
も
、
精
確
な
蝦
夷
地
の
地
図
を
幕
府
も

必
要
と
し
て
い
た
。
。
こ
の
た
め
至
時
は
蝦
夷
地
の
正
確
な
地
図
を

作
る
た
め
に
と
い
う
名
目
で
、
府
内
～
蝦
夷
地
、
そ
し
て
蝦
夷
地
の

測
量
の
願
い
を
出
し
た
。

幕
府
か
ら
の
測
量
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
理

由
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
、
強
大
な
徳
川
政
権
下
と
は
い

え
、
現
在
の
地
方
分
権
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
藩
と
い
う
あ
る
意
味
分

権
国
家
が
成
立
し
て
い
た
。
ち
ょ
っ
と
別
の
言
葉
で
い
う
と
、
独
立

国
家
の
集
合
体
を
、
徳
川
幕
府
が
、
取
り
ま
と
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
国
家
で
あ
る
以
上
、
そ
の
国
に
勝
手
に

立
ち
入
る
、
し
か
も
測
量
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
国
家
を
脅
か
す

行
為
を
藩
が
許
す
筈
は
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
、
半
国
家
の
藩
内
を
測
量
す
る
た
め
に
は
、
ど
う

し
て
も
幕
府
の
承
認
と
、
そ
の
測
量
の
行
為
を
認
め
る
こ
と
を
各
藩

に
指
令
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
。

そ
の
測
量
の
願
い
に
対
し
て
、
幕
府
も
必
要
性
を
認
め
て
い
な
が

ら
、
な
か
な
か
ハ
イ
分
か
り
ま
し
た
と
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
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は
、
今
日
で
も
同
じ
だ
が
、
お
役
所
の
特
性
も
あ
っ
た
ろ
う
。

幕
府
と
の
交
渉
経
過
は
、
な
か
な
か
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
幕
府
と
し
て
は
蝦
夷
ま
で
、
費
用
の
関
係
で
、
人
も
物
（
測
量

器
）
も
船
で
運
べ
と
い
う
主
張
。
し
か
し
そ
れ
で
は
忠
敬
側
で
は
真

の
目
的
が
果
た
せ
な
い
の
で
、
な
ん
と
か
理
由
を
付
け
て
断
る
。
さ

ら
に
幕
府
は
、
蝦
夷
地
は
寒
冷
地
で
未
開
か
つ
広
大
な
た
め
、
全
て

の
測
量
を
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
七
年
は
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
忠
敬
に
蝦
夷
地
に
そ
の
間
留
ま
っ
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
に
対
し

て
忠
敬
は
、
病
身
の
た
め
そ
れ
は
で
き
な
い
と
口
実
を
設
け
て
断
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
ど
う
も
幕
府
に
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

忠
敬
は
、
こ
う
い
う
難
門
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
何
と
か
解
決
し
て
い
る
。

ま
た
、
費
用
も
、
幕
府
と
し
て
は
、
幕
府
の
条
件
を
全
て
飲
む
な
ら
、

全
額
出
す
積
も
り
で
あ
っ
た
様
だ
。
た
だ
し
、
忠
敬
と
し
て
は
、
身

銭
を
切
っ
て
で
も
、
当
初
の
目
的
を
果
た
さ
ね
ば
、
蝦
夷
地
へ
行
く

必
要
は
な
か
っ
た
。

ま
た
忠
敬
が
百
姓
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
幕
府
が
な
か
な
か
許

可
を
与
え
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
様
だ
。
そ
れ
は
現
在
で
も
学

歴
が
も
の
を
言
う
が
、
当
時
は
そ
れ
以
上
の
身
分
制
社
会
で
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
苦
渋
の
策
と
し
て
、
忠
敬
の
身
分
を
浪
人
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
領
主
か
ら
扶
持
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い

た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
測
量
日
記
の
解
説
に
よ
る
と
、
そ

の
点
は
問
題
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
同
行
の
弟
子
の
脇
差

帯
刀
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

高
橋
至
時
か
ら
幕
府
へ
蝦
夷
地
測
量
の
申
請
が
最
初
に
提
出

さ
れ
た
の
が
、
二
月
中
旬
、
そ
し
て
正
式
に
許
可
が
出
さ
れ
た

の
が
閏
四
月
中
旬
。
こ
の
間
約
３
か
月
。
こ
れ
を
早
い
と
み
る

か
、
遅
い
と
み
る
か
。
ま
た
時
間
だ
け
で
な
く
、
そ
の
間
の
や

り
取
り
も
、
複
雑
で
あ
る
。
民
間
か
ら
の
申
請
に
対
し
て
、
役

所
が
な
か
な
か
許
可
を
与
え
な
い
の
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
な

い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
忠
敬
の
測
量
願
い
は
、
民
間

と
い
う
よ
り
、
天
文
方
と
い
う
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
幕
府
機
関
か

ら
の
申
請
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
。

こ
れ
等
、
申
請
か
ら
許
可
ま
で
の
詳
し
い
い
き
さ
つ
は
、
『
伊
能

忠
敬
測
量
日
記
解
読

第
一
巻
』
に
、
忠
敬
の
筆
と
解
説
で
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
根
張
り
強
い
忠
敬
ら
の
要
請
に
対
し
て
、
条
件
付
き
な

が
ら
、
蝦
夷
地
測
量
の
命
令
が
出
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
何
と
か
、
蝦
夷
地
ま
で
の
測
量
の
旅
が
始
ま
っ
た
。

以
後
、
蝦
夷
地
の
測
量
の
後
、
17
年
間
に
渡
り
、
全
国
を
測
量
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
忠
敬
は
、
測
量
で
い
か
ほ
ど
の
距
離
を

歩
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

21



井
上
ひ
さ
し
は
、
『
四
千
万
歩
の
男
』
と
題
し
た
小
説
を
書
い
て

い
る
。
井
上
は
、
忠
敬
の
一
歩
を
約
90
㎝
と
推
測
し
た
。
こ
の
歩
幅

で
四
千
万
歩
を
距
離
に
換
算
す
る
と
、
約
３
万
６
０
０
０
㎞
と
な
る

が
、
３
万
５
０
０
０
㎞
が
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
歩
幅
90
㎝
か
ら
切

り
の
い
い
数
字
を
使
い
、
４
千
万
歩
を
編
み
出
し
た
よ
う
だ
。
折
角

な
ら
、
五
千
万
歩
と
し
て
方
が
よ
か
っ
た
と
思
え
る
。

『
伊
能
忠
敬
測
量
隊
』
の
コ
ラ
ム
に
よ
る
と
。

忠
敬
の
測
量
の
際
の
歩
幅
は
、
デ
ー
タ
か
ら
割
り
出
す
と
69
㎝
に

な
る
と
い
う
。
因
み
に
、
忠
敬
の
身
長
は
、
残
さ
れ
て
い
る
着
物
か

ら
推
定
す
る
と
、
約
１
６
０
㎝
位
だ
と
い
う
。

伊
能
忠
敬
ｅ
史
料
館
に
よ
る
と
、
測
量
隊
旅
行
全
距
離
は
、
４
万

３
７
０
７
㎞
、
測
量
全
距
離
は
３
万
８
７
８
７
㎞
、
忠
敬
自
身
の
旅

行
距
離
は
３
万
５
１
０
８
㎞
と
し
て
い
る
。

た
だ
こ
れ
は
、
測
量
に
関
し
て
の
距
離
で
あ
り
、
実
際
に
歩
い
た

距
離
は
、
そ
の
数
倍
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。

列
車
も
車
も
な
か
っ
た
時
代
の
事
、
忠
敬
が
実
際
に
歩
い
た
距
離

は
、
と
て
も
計
算
し
て
答
え
が
出
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
言
え
る

こ
と
は
地
球
一
周
分
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

忠
敬
は
こ
の
（
推
定
）
距
離
を
56
歳
か
ら
72
歳
ま
で
の
間
に
歩
い

た
。
現
在
の
年
齢
で
も
、
こ
の
年
齢
で
こ
の
距
離
は
、
驚
嘆
に
値
す

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
し
、
当
時
万
歩
計
な
る
物
が
あ
っ
て
、

そ
の
歩
数
を
記
録
し
て
い
た
ら
、
一
体
ど
ん
な
数
字
が
出
る
の
だ
ろ

う
か
。

※

１
度=

約
１
１
１
㎞
。
１
分=

約
１
・
８
５
㎞

測
量
の
旅
・
ま
ず
蝦
夷
地
へ

（
第
一
次
測
量
）

忠
敬
は
、
寛
政
十
二
年
閏
四
月
十
九
日(

１
８
０
０
年
６
月
11
日)

、

蝦
夷
に
向
け
て
出
発
し
た
。
忠
敬
56
歳
。
同
行
者
は
、
内
弟
子
３
人
、

（
息
子
の
秀
蔵
含
む
）
下
男
２
人
で
あ
る
。
そ
の
他
、
機
材
を
運
ぶ

人
足
や
馬
も
都
度
雇
い
入
れ
た
。

蝦
夷
地
の
測
量
が
幕
府
に
願
い
出
た
主
目
的
で
あ
っ
た
が
、
忠
敬

の
真
の
目
的
は
、
蝦
夷
地
ま
で
の
正
確
な
距
離
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、

か
つ
蝦
夷
地
で
天
文
測
量
を
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

蝦
夷
地
ま
で
の
正
確
な
測
量
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
測
量
し
な
が
ら
の
旅
で
あ
り
、
時
間
も
当
然
か
か
る
。

た
だ
、
急
ぎ
の
旅
（
暖
か
い
う
ち
に
蝦
夷
地
の
測
量
を
終
え
る
た
め

に
）
で
あ
り
、
随
員
も
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
距
離
は
歩
測
で
測

り
、
１
日
に
お
よ
そ
40
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
移
動
し
た
。
こ
の
歩
測
に

よ
る
距
離
測
量
が
、
地
球
の
大
き
さ
を
求
め
た
時
の
誤
差
を
生
む
こ

と
に
な
っ
た
。
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奥
州
道
中
・
奥
州
街
道
を
北
上
し
な
が
ら
、
津
軽
半
島
最
北
端
の

三
厨
村
（
現
在
の
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
）
に
着
い
た
の
は
21
日
目
で

み
ん
ま
や

あ
っ
た
。
三
厨
か
ら
は
蝦
夷
地
箱
館
（
現
函
館
）
ま
で
は
、
船

で
向
か
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、
し
け
が
つ
づ
き
、
こ
こ
に
８
日

間
も
滞
在
し
た
。
さ
ら
に
は
箱
館
に
は
、
手
続
き
の
関
係
で
８

泊
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
天
候
や
行
政
の
仕
組
み
な
ど

で
、
無
駄
な
時
間
が
そ
の
後
も
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

蝦
夷
地
で
は
、
南
海
岸
線
を
測
量
し
な
が
ら
歩
き
、
夜
は
天
体
観

測
を
行
っ
た
。
蝦
夷
地
は
未
開
発
の
地
で
あ
り
、
辛
苦
を
重
ね
測
量

を
行
い
、
最
遠
地
は
ニ
シ
ベ
ツ
（
現
在
の
本
別
海
）
で
あ
っ
た
。
ニ

シ
ベ
ツ
か
ら
引
き
返
し
、
蝦
夷
地
の
測
量
は
11
月
３
日(

太
陽
暦
・
以

下
断
り
の
な
い
日
付
は
太
陽
暦
で
記
す
・
太
陰
暦
で
は
季
節
感
に
若
干

の
齟
齬
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
陽
暦
は
算
用
数
字
、
陰
暦
は
漢

数
字
で
記
す)

に
終
わ
っ
た
。
北
海
道
の
10
月
、
11
月
は
当
時
も
か
な

り
寒
さ
が
厳
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

蝦
夷
地
の
測
量
は
、
冬
に
入
っ
た
こ
と
や
未
開
の
地
で
あ
っ
た
た

め
、
全
周
の
測
量
は
で
き
ず
、
結
局
根
室
半
島
の
根
付
付
近
ま
で
し

か
で
き
な
か
っ
た
。
詳
し
い
行
程
は
、
（
伊
能
忠
敬
ｅ
史
料
館

h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
n
o
p
e
d
i
a
.
t
o
k
y
o
/
d
a
t
a
b
a
s
e
/
r
o
u
t
e
.
p
h
p
?
n
o
=
3

）

参
照
さ
れ
た
し
。

江
戸
に
帰
っ
た
の
は
、
12
月
７
日
。
こ
の
第
一
次
測
量
に
掛
っ
た

日
数
は
、
１
８
０
日
、
そ
の
う
ち
蝦
夷
地
滞
在
は
１
１
７
日
で
あ
っ

た
。こ

の
蝦
夷
地
測
量
で
、
の
ち
親
交
を
深
め
、
か
つ
忠
敬
が
成
し
得

な
か
っ
た
残
り
の
蝦
夷
地
の
測
量
を
成
し
遂
げ
た
、
間
宮
林
蔵
に
会

合
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

江
戸
に
帰
っ
た
忠
敬
は
、
早
速
地
図
作
成
に
取
り
掛
か
り
、
約
20

日
間
を
費
や
し
、
精
確
な
地
図
を
完
成
さ
せ
た
。
地
図
は
、
下
勘
定

所
に
提
出
し
た
。
こ
の
地
図
を
見
た
若
年
寄
・
堀
田
正
敦
は
高
い
評

価
を
与
え
、
次
の
測
量
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
地
図
作
成
に
は
、
妻
の
栄
が
大
変
な
協
力
を
し
た
と
い
う
。

栄
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

忠
敬
も
、
こ
の
時
点
ま
で
は
、
ま
さ
か
日
本
全
土
を
測
量
す
る
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
測
量
に
要
し
た
費
用
は
ど
う
し
て
捻
出
し
た
の

だ
ろ
う
か
。

幕
府
が
忠
敬
に
与
え
た
費
用
は
、
手
当
と
し
て
１
日
当
た
り
銀
７

匁
５
分
の
22
両
２
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
少
額
で
で
き
る
わ
け

は
な
い
。
あ
と
は
忠
敬
の
自
弁
で
あ
っ
た
。
忠
敬
は
総
費
用
１
０
０

両
の
う
ち
、
70
両
以
上
を
個
人
負
担
し
た
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
測
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量
器
代
と
し
て
70
両
を
費
や
し
て
い
る
。
幸
い
に
し
て
、
忠
敬
に
は

そ
れ
を
負
担
す
る
だ
け
の
財
産
を
持
っ
て
い
た
。
も
し
、
忠
敬
が
い

か
に
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
財
力
を
有
し
な
い
者

で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
事
業
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
天
は
忠
敬
に
そ
れ
を
見
越
し
て
、
命
を
授
け

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

幕
府
か
ら
は
許
可
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
わ
ず
か
な
費
用
し
か

与
え
ら
れ
ず
、
実
質
的
に
自
費
測
量
で
あ
っ
た
た
め
、
忠
敬
が
負
担

し
た
費
用
は
、
現
在
の
金
額
に
換
算
す
る
と
、
１
２
０
０
万
円
に
も

相
当
す
る
と
い
う
。

こ
こ
で
若
干
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
、
幕
府
は
ロ
シ
ア

が
蝦
夷
地
へ
進
出
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
蝦
夷
地
防
衛
が
急
務
と

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
、
正
確
な
蝦
夷
地
の
地
図
が
必
要
で

あ
っ
た
。
伊
能
忠
敬
を
北
海
道
へ
派
遣
し
た
の
も
、
そ
の
地
図

を
作
ら
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
幕
府
事
業
と
し

て
の
派
遣
で
は
な
か
っ
た
が
。
そ
し
て
、
み
ご
と
忠
敬
は
そ
の

地
図
を
作
り
上
げ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
た
。

幕
府
も
、
７
年
程
蝦
夷
地
に
滞
在
し
て
、
地
図
を
作
る
よ
う
要
請

し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
忠
敬
に
は
、
蝦
夷
地
以
外
の
日
本
各
地
の
地
図
つ
く
り

を
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
。
の
ち
に
、
間
宮
林

蔵
が
蝦
夷
地
全
土
の
地
図
を
作
り
上
げ
て
い
る
か
ら
、
い
い
よ
う
に

な
も
の
も
、
間
宮
林
蔵
が
い
な
か
っ
た
ら
、
蝦
夷
地
だ
け
欠
け
た
日

本
地
図
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
答
え
は
、
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
に

と
っ
て
は
疑
問
と
な
っ
て
い
る
。

つ
い
で
に
、
第
二
の
疑
問
。

筆
者
は
測
量
の
門
外
漢
な
の
で
、
答
え
を
示
さ
れ
て
も
、
理
解
出

来
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
。
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
、
津
軽
海
峡
や
伊

豆
諸
島
、
屋
久
島
や
種
子
島
な
ど
と
本
土
と
の
、
長
距
離
の
海
上
距

離
を
測
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
。

第
二
次
測
量

（
伊
豆
・
本
州
東
日
本
東
海
岸
）

蝦
夷
地
測
量
で
作
成
し
た
地
図
を
見
た
堀
田
正
敦
は
、
高
い
評
価

を
与
え
、
第
二
次
測
量
が
計
画
さ
れ
た
。

こ
の
第
二
次
測
量
は
、
享
和
元
年
（
１
８
０
１
）
に
行
わ
れ
、
忠

敬
57
歳
で
あ
っ
た
。

行
程
は
、
三
浦
半
島-

伊
豆
半
島-

房
総
半
島-

東
北
太
平
洋
沿
岸-

津
軽
半
島-
奥
州
街
道
で
、
測
量
日
数
は
２
３
０
日
間
で
あ
る
。

第
二
次
測
量
か
ら
は
、
幕
府
の
御
用
を
勤
め
る
測
量
と
い
う
こ
と
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で
、
先
触
れ
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
手
当
が
や
や
上
が
っ
た
（
１

日
10
匁
）
く
ら
い
で
、
費
用
は
ま
だ
忠
敬
の
持
ち
出
し
が
多
か
っ
た
。

先
触
れ
と
は
、
宿
泊
と
人
足
の
提
供
に
つ
い
て
、
道
中
奉
行
・

勘
定
奉
行
か
ら
、
沿
道
の
村
々
に
対
し
て
、
お
定
め
の
賃
銭
を
受

け
取
っ
て
提
供
す
る
よ
う
に
命
じ
た
触
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

時
点
で
は
、
人
足
２
人
、
馬
一
匹
、
長
持
棹
の
持
ち
人
足
４
人
で

あ
っ
た
。

ま
た
、
御
触
書
は
「
昼
夜
を
限
ら
ず
、
早
々
継
ぎ
送
り
、
請
書

を
添
え
て
最
後
の
村
か
ら
最
寄
り
の
代
官
に
返
す
よ
う
」
に
指
示

さ
れ
た
。

こ
の
触
書
の
お
か
げ
で
、
第
一
次
測
量
に
比
べ
る
と
か
な
り
測

量
が
し
や
す
く
な
っ
た
が
、
人
足
等
も
足
り
な
く
、
大
変
さ
に
は

変
わ
り
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

測
量
方
法
も
、
時
間
的
に
余
裕
が
で
き
た
の
と
、
第
一
次
測
量

の
経
験
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
が
進
め
ら
れ
、
精
度
的
に
も
向
上

し
た
よ
う
で
あ
る
。

第
三
次
測
量
（
東
北
日
本
海
沿
岸
）

第
三
次
測
量
は
、
享
和
二
年
（
１
８
０
２
）
、
忠
敬
58
歳
で
あ
っ
た
。

行
程
は
、
奥
州
街
道-

山
形-

秋
田-

津
軽
半
島-

東
北
日
本
海
沿
岸-

直

江
津-

長
野-

中
山
道
で
測
量
日
数
１
３
２
日
間
で
あ
る
。
（
途
中
の
旅

程
も
含
む
・
た
だ
し
で
き
る
だ
け
天
体
観
測
は
実
施
し
て
い
る
。
以
下

同
）こ

の
測
量
に
は
、
手
当
60
両
、
人
足
５
人
、
馬
３
匹
、
長
持
人
足
４

人
が
与
え
ら
れ
。
此
の
待
遇
の
向
上
で
費
用
の
収
支
は
、
ほ
ぼ
持
ち
出

し
が
無
く
な
っ
た
。

第
四
次
測
量
（
東
海
・
北
陸
）

第
四
次
測
量
は
、
享
和
三
年
（
１
８
０
３
）
、
東
海
道-

沼
津-

太
平
洋

沿
岸-

名
古
屋-

敦
賀-

北
陸
沿
岸-

佐
渡-

長
岡-

中
山
道
で
２
１
９
日
間
。

こ
の
測
量
で
は
、
糸
魚
川
事
件
が
起
き
て
い
る
。
い
く
ら
幕
府
か
ら

の
通
達
が
あ
っ
て
も
、
藩
で
は
協
力
的
な
藩
と
非
協
力
的
な
藩
が
あ
る
。

ま
し
て
や
、
後
半
の
測
量
の
よ
う
に
ま
だ
完
全
な
幕
府
事
業
で
は
な
か
っ

た
た
め
に
、
幕
府
も
強
く
は
出
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
出
な
か
っ

た
。糸

魚
川
事
件
と
は
、
糸
魚
川
一
万
石
の
譜
代
藩
で
起
き
た
。
藩
内
の

姫
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
、
町
役
人
が
大
河
（
大
水
？
）
で
渡
れ
な

い
と
い
っ
て
、
渡
河
の
協
力
を
嫌
が
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
難
な
く

渡
れ
た
の
で
あ
る
。
怒
っ
た
忠
敬
は
、
上
部
役
人
へ
よ
く
言
っ
て
お
け

と
、
町
役
人
を
叱
っ
た
。
藩
の
役
人
は
、
驚
い
て
江
戸
の
藩
主
に
報
告

す
る
と
、
藩
主
は
云
わ
れ
た
こ
と
を
し
て
い
る
、
何
ら
怒
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
と
開
き
直
っ
て
い
る
。

こ
の
事
を
知
っ
た
高
橋
至
時
は
、
学
問
上
大
切
な
こ
と
を
し
て
い
る
。

訳
の
分
か
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
、
い
ち
い
ち
怒
っ
て
は
い
け
な
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い
と
、
忠
敬
が
叱
ら
れ
て
い
る
。

藩
に
よ
っ
て
は
、
忠
敬
の
事
業
に
対
し
て
、
重
要
度
や
意
味
を
理

解
し
て
無
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
迷
惑
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
様
だ
。
同
時
に
、
い
く
ら
幕
府
で
も
、
藩
に
対
す
る
自
治
権
を
か

な
り
の
程
度
認
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
糸
魚
川
事
件
に
つ
い
て
は
、
「
糸
魚
川
日
記
」
が
残
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
日
記
は
、
庄
屋
日
記
と
見
ら
れ
、
『
伊
能
忠
敬
書
状
』

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

師
の
高
橋
至
時
死
去

忠
敬
が
第
四
次
測
量
を
終
え
て
、
江
戸
に
居
る
時
、
師
の
高
橋
至

時
が
亡
く
な
っ
た
。
忠
敬
に
と
っ
て
、
自
分
よ
り
若
い
師
の
死
去
は
、

か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
死
を
悟
っ

た
忠
敬
は
、
孫
の
忠
誨
に
師
高
橋
至
時
の
墓
の
側
に
葬
っ
て
欲
し
い

と
遺
言
し
た
と
い
う
。
忠
敬
の
宗
旨
は
真
言
宗
、
対
し
て
源
空
寺
は

浄
土
宗
。
こ
の
宗
旨
に
反
し
て
で
も
、
忠
敬
は
師
の
側
で
眠
り
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

幕
府
は
天
文
方
の
後
継
に
に
息
子
の
景
保
を
登
用
し
た
。
こ
の
景

保
は
後
に
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
関
与
し
て
、
獄
死
し
て
い
る
。

第
一
次
か
ら
第
四
次
ま
で
の
測
量
か
ら
、
大
図
69
枚
、
中
図
３
枚
、

小
図
１
枚
か
ら
な
る
「
日
本
東
半
分
沿
海
地
図
」
と
し
て
ま
と
め
上

げ
ら
れ
た
。
こ
の
地
図
は
、
江
戸
城
大
広
間
で
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て

閲
覧
さ
れ
、
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
上
覧
を
受
け
た
。
た
だ
し
、

忠
敬
は
身
分
の
違
い
に
よ
り
、
こ
の
場
に
は
出
席
を
許
さ
れ
て
い
な

い
。そ

の
後
、
忠
敬
は
、
堀
田
正
敦
か
ら
、
小
普
請
組
10
人
扶
持
を
与

え
ら
れ
、
幕
臣
に
登
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
文
方
高
橋
景
保
の
手

付
手
伝
い
を
命
じ
ら
れ
た
。
格
式
で
い
う
と
、
各
組
の
与
力
格
程
度

で
あ
る
。
し
か
し
、
騎
乗
が
で
き
る
し
、
槍
を
立
て
て
歩
く
事
が
で

き
た
。

10
人
扶
持
と
は
、
手
取
り
１
８
・
２
石
で
、
４
斗
俵
だ
と
45
俵
に

な
る
。
お
金
に
直
す
と
約
18
両
。
今
の
お
金
に
換
算
す
る
と
２
７
０

万
円
く
ら
い
だ
と
い
う
。
た
だ
資
産
家
の
忠
敬
に
と
っ
て
は
、
こ
の

扶
持
は
ど
う
で
も
よ
く
、
侍
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
以
後
の
測
量
が

ず
い
ぶ
ん
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
の
方
が
う
れ
し
か
っ
た
に
違
い
な

い
。第

五
次
測
量
（
近
畿
・
中
国
）

第
五
次
測
量
は
、
文
化
二
年
（
１
８
０
５
）
か
ら
文
化
三
年
に
か

け
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
測
量
か
ら
、
幕
府
直
轄
事
業
と
な
っ
た
。
正
式
に
『
武
士
」
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と
な
っ
た
忠
敬
の
「
御
用
」
の
測
量
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
測
量

隊
に
幕
府
の
天
文
方
も
加
わ
り
、
人
数
も
増
え
た
。
ま
た
、
御
用
と

い
う
こ
と
で
、
測
量
先
の
藩
の
受
け
入
れ
も
態
勢
が
強
化
さ
れ
、
測

量
も
こ
れ
ま
で
と
は
格
段
に
し
や
す
く
な
っ
た
。

行
程
は
、
東
海
道-

紀
伊
半
島-

大
坂-

琵
琶
湖-

瀬
戸
内
海
沿
岸-

下

関-

山
陰
海
岸-

隠
岐-
敦
賀-

琵
琶
湖-

東
海
道
で
、
１
年
９
か
月
と
い

う
長
丁
場
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
い
い
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
長
期
間
に
な
っ
た
こ
と
、
複

雑
な
地
形
の
た
め
測
量
が
難
航
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
測
量
技
術
の

優
劣
な
ど
を
巡
っ
て
、
隊
員
間
の
不
和
が
起
き
た
。1

つ
は
、
天
文
方

下
役
を
加
え
た
こ
と
だ
。

下
役
は
手
当
も
多
く
、
か
つ
供
を
連
れ
て
い
た
が
、
技
量
で
は
勝

る
内
弟
子
は
、
や
や
も
す
れ
ば
諍
い
と
な
っ
た
。
内
弟
子
は
忠
敬
の

い
さ
か

測
量
に
取
り
組
む
姿
勢
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
が
、
下
役
は
そ
の

点
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
一
員
で
あ
っ
た
ろ
う
。
忠
敬
も
測

量
以
外
の
、
こ
う
し
た
隊
員
間
の
融
和
に
つ
い
て
も
気
配
り
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
忠
敬
は
持
病
の
瘧
（
一
定
の
周
期
で
発
熱
し
、
悪
寒
や
ふ

お
こ
り

る
え
の
お
こ
る
病
気
）
を
発
病
し
、
長
期
間
測
量
が
で
き
ず
、
隊
員

だ
け
で
測
量
を
し
て
い
る
と
き
に
、
ま
た
も
隊
員
間
で
内
紛
が
起
き

た
り
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
飲
酒
や
宴
会
を
行
う
な
ど
、
忠
敬
に
と
っ

て
は
、
測
量
以
上
に
チ
ー
ム
の
統
制
に
、
管
理
職
と
し
て
一
番
大
変

な
測
量
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
最
大
の
痛
恨
事
は
、
有
能
な
測
量
し
て
あ
っ
た
内
弟
子
を
、

こ
れ
ら
の
不
祥
事
の
責
を
問
い
、
破
門
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
有
能
な
技
術
者
を
失
う
事
よ
り
も
、
こ

れ
ま
で
自
分
を
信
頼
し
て
、
一
生
懸
命
仕
事
を
し
て
く
れ
た
部
下
を

失
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
破
門
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

も
ち
ろ
ん
忠
敬
の
意
思
で
な
く
、
幕
府
事
業
と
し
て
の
体
制
側
の
事

情
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
だ
。

こ
の
一
連
の
測
量
で
、
最
も
雑
事
に
負
わ
れ
た
こ
の
時
の
地
図
は
、

文
化
四
年
十
二
月
に
完
成
し
た
。

第
六
次
測
量
（
四
国
）

文
化
五
年
（
１
８
０
８
）
か
ら
文
化
六
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

測
量
日
数
は
１
年
余
。

行
程
は
、
東
海
道-

大
坂-

鳴
門-

高
知-

松
山-

高
松-

淡
路
島-

大
坂

-
吉
野-

伊
勢-

東
海
道
。

第
七
次
測
量
（
九
州
第
一
次
）

第
七
次
測
量
は
、
文
化
六
年
（
１
８
０
９
）
か
ら
文
化
七
年
に
か
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け
て
行
わ
れ
た
。

測
量
日
数
は
１
年
８
か
月
（
６
３
１
日
）
。

行
程
は
、
中
山
道-

岐
阜-

大
津-

山
陽
道-

小
倉-

九
州
東
海
岸-

鹿

児
島-

天
草-
熊
本-

大
分-

小
倉-

萩-

中
国
内
陸
部-

名
古
屋-

甲
州
街

道
。天

草
測
量
は
53
日
間
。
こ
れ
は
詳
述
す
る
。

第
八
次
測
量
（
九
州
第
二
次
）

文
化
八
年
か
ら
文
化
十
一
年
に
か
け
て
、
日
数
は
２
年
３
か
月
間

に
も
及
ん
だ
。

行
程
は
、
甲
府-

小
倉-

鹿
児
島-

屋
久
島-

種
子
島-

九
州
内
陸
部-

長
崎-

壱
岐-

対
馬-

五
島-

中
国-

内
陸
部-

京
都-

高
山-
飯
山-

川
越
。

こ
の
測
量
日
数
が
伸
び
た
の
は
、
九
州
が
遠
方
地
と
い
う
こ
と
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
種
子
島
、
屋
久
島
、
壱
岐
、
対
馬
、
五
島
と
諸

島
の
測
量
も
実
施
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
測
量
で
と
い
う
よ
り
、
全
国
の
中
で
も
最
大
の
難
所
測
量
が
、

薩
摩
の
種
子
島
、
屋
久
島
の
測
量
で
あ
っ
た
。
よ
く
船
も
通
わ
ぬ
八

丈
島
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
当
時
は
種
子
島
も
屋
久
島
も
通
う
の
に

は
な
か
な
か
の
難
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
島
は
、
第
一
次
九
州
測
量

で
測
量
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
気
象
条
件
が
合
わ
ず
断
念
し
て
い

た
。
そ
こ
で
満
を
持
し
て
二
次
測
量
で
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ

が
、
こ
の
時
も
渡
航
条
件
が
悪
く
、
無
駄
な
多
く
の
日
数
を
費
や
し

て
い
る
。
し
か
し
、
薩
摩
藩
の
全
面
的
な
協
力
も
あ
っ
て
無
事
終
え

る
こ
と
が
出
来
た
。

長
く
な
る
が
、
こ
の
二
島
の
測
量
が
い
か
に
大
変
だ
っ
た
か
、
大

谷
亮
吉
（
『
伊
能
忠
敬
』
）
の
筆
を
借
り
て
記
す
。
た
だ
し
、
筆
者

に
於
い
て
現
代
文
に
書
き
改
め
た
。

隊
員
一
同
鹿
児
島
に
滞
在
し
、
市
中
を
測
っ
た
り
天
測
を
行
っ

て
、
屋
久
島
、
種
子
島
二
島
へ
渡
航
船
舶
の
準
備
が
で
き
る
の
を

待
っ
て
い
た
。
藩
庁
で
は
航
路
が
険
悪
で
あ
り
か
つ
実
測
上
の
不

便
と
を
考
慮
し
て
、
八
隻
の
大
船
舶
を
御
用
船
に
充
て
る
事
と
、

多
数
の
測
量
手
伝
い
人
夫
を
本
土
よ
り
随
従
さ
せ
る
と
の
方
針
を

持
っ
て
、
そ
の
準
備
に
数
日
を
費
や
し
た
。
そ
し
て
三
月
十
日

（
１
８
１
２
年
４
月
２
１
日
）
に
な
っ
て
、
初
め
て
乗
船
す
る
こ

と
が
出
来
た
。

こ
の
堂
々
た
る
測
量
船
隊
は
、
鹿
児
島
港
頭
で
順
風
を
待
つ
こ

と
三
日
間
。
三
月
十
三
日
に
な
っ
て
や
っ
と
出
帆
し
、
そ
の
日
薩

摩
の
南
端
山
川
湊
に
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
よ
り
連
日
南
風
が

吹
き
、
出
船
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
空
し
く
こ
の
地
に
滞

留
す
る
こ
と
約
旬
日
（
十
日
間
）
。
二
十
二
日
に
一
度
出
港
し
た

が
途
中
で
逆
風
に
逢
い
、
引
き
返
し
た
。
漸
く
二
十
七
日
（
５
月

８
日
）
朝
に
な
っ
て
、
や
っ
と
順
風
を
得
て
出
帆
し
、
同
夜
屋
久

島
吉
田
村
属
安
房
村
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
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こ
こ
で
、
隊
を
二
分
し
て
、
忠
敬
の
率
い
る
一
隊
は
薩
摩
よ
り

差
し
添
え
ら
れ
た
家
士
及
び
足
軽
の
半
数
、
測
量
手
伝
人
夫
十
五

名
と
共
に
、
安
房
村
よ
り
海
を
右
に
し
て
、
沿
岸
を
測
量
し
た
。

坂
部
の
率
い
る
一
隊
も
本
隊
と
同
数
の
薩
摩
藩
補
助
員
と
共
に
、

本
隊
と
は
逆
に
海
辺
の
測
量
を
行
っ
た
。
そ
し
て
四
月
十
一
日

（
５
月
21
日
）
に
な
っ
て
全
島
の
測
量
を
終
了
し
た
。

し
か
し
、
種
子
島
渡
航
に
は
順
風
が
得
ら
れ
ず
、
安
房
村
に
留

ま
る
こ
と
十
数
日
。
四
月
二
十
六
日
（
６
月
５
日
）
に
な
っ
て
漸

く
同
島
に
出
航
す
る
こ
と
が
出
来
、
島
間
村
に
上
陸
し
た
。
こ
の

島
で
も
屋
久
島
と
同
じ
く
隊
を
二
分
し
て
、
忠
敬
の
本
隊
は
西
海

岸
を
北
上
し
て
北
端
か
ら
東
に
廻
り
、
坂
部
支
隊
は
島
の
南
端
を

廻
っ
て
、
東
海
岸
を
北
上
し
五
月
九
日
に
、
全
周
及
び
二
カ
所
の

横
切
り
測
量
を
終
え
、
こ
こ
に
薩
南
二
島
実
測
の
使
命
を
全
う
し

た
。
か
く
て
一
行
は
、
赤
尾
木
港
で
十
数
日
順
風
を
待
ち
、
五
月

二
十
二
日
（
６
月
30
日
）
出
帆
、
そ
の
日
に
山
川
湊
に
達
し
、
翌

日
鹿
児
島
へ
帰
着
し
た
。

忠
敬
が
務
鹿
児
島
を
出
発
し
、
帰
着
す
る
ま
で
実
に
七
十
余
日

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
二
島
の
実
測
に
要
し
た
日
数
は
わ
ず
か
二

十
二
日
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
日
は
ほ
と
ん
ど
風
待
ち

の
た
め
、
費
や
し
た
無
駄
な
日
で
あ
っ
た
。

忠
敬
は
、
折
角
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
と
、
硫
黄
島
、
口
ノ

永
良
部
島
等
の
薩
南
七
島
へ
も
渡
航
測
量
し
た
い
と
思
い
、
薩
摩

藩
吏
と
交
渉
し
た
。
し
か
し
実
行
は
非
常
に
困
難
と
い
う
事
を
聞

き
、
ま
た
渡
航
に
多
数
の
日
数
を
空
日
す
る
こ
と
を
認
め
、
遂
に

断
念
し
、
た
だ
単
に
視
界
に
入
る
島
の
み
遠
測
法
に
よ
っ
て
、
そ

の
位
置
を
定
め
る
に
と
ど
め
た
。

山
川
港
か
ら
屋
久
島
の
安
房
港
ま
で
直
線
距
離
に
し
て
90
㎞
弱
。

当
時
の
船
足
で
も
１
日
で
着
く
こ
と
が
出
来
る
距
離
で
あ
る
。
し
か

し
、
当
時
の
船
は
帆
と
手
漕
ぎ
の
船
で
あ
り
、
風
向
き
で
は
航
海
は

不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
幕
府
の
政
策
に
よ
り
、
外
洋
用
の
船

舶
は
製
造
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
風
待
ち
に
日
数
を
要
し
た

原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
53
日
間
に
及
ん
だ
天
草
測
量
を
、
大
谷
は
同
書
で
１

２
０
字
し
か
費
や
し
て
い
な
い
こ
と
を
み
て
も
、
こ
の
薩
南
二
島
の

測
量
が
い
か
に
大
変
だ
っ
た
分
か
る
。

た
だ
、
島
の
測
量
は
、
天
草
と
違
っ
て
小
島
が
な
く
、
単
調
な
海

岸
線
て
あ
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
大
谷
は
、
島
の
測
量
を
22

日
と
し
て
い
る
が
、
実
際
の
測
量
18
日
で
終
え
て
い
る
。
４
日
は
雨

の
た
め
中
止
。

こ
の
第
八
次
測
量
は
、
ま
だ
困
難
が
待
っ
て
い
た
。
副
隊
長
の
坂

部
貞
兵
衛
が
、
五
島
で
病
死
し
た
の
で
あ
る
。
坂
部
が
亡
く
な
っ
た

の
は
文
化
十
年
七
月
十
五
日
。
忠
敬
は
、
五
島
福
江
に
両
隊
を
呼
び
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寄
せ
葬
儀
を
行
っ
た
。
忠
敬
は
「
鳥
が
翼
を
取
ら
れ
た
よ
う
だ
」
と

述
べ
。
長
い
間
落
胆
を
隠
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
忠
敬
は
、
坂
部
に

対
し
て
最
も
信
頼
し
、
頼
り
に
し
て
い
た
だ
け
に
、
ま
た
身
内
以
上

の
気
持
ち
で
悼
み
、
心
痛
や
い
か
ほ
ど
の
も
の
が
あ
っ
た
か
想
像
で

き
る
。

さ
ら
に
忠
敬
を
悲
嘆
に
陥
れ
る
こ
と
が
起
き
た
。
そ
れ
は
、

長
男
景
敬
の
死
で
あ
る
。
た
だ
し
、
遠
国
に
あ
る
忠
敬
に
そ
の

死
を
知
ら
せ
る
に
は
忍
び
な
い
と
、
悲
報
は
す
ぐ
に
は
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
。
じ
つ
は
、
景
敬
は
坂
部
の
死
よ
り
も
早
く
、
六

月
七
日
に
は
亡
く
な
っ
て
い
た
の
だ
。
八
月
十
日
付
の
高
橋
景

保
は
、
死
を
伏
せ
大
病
と
の
便
り
を
出
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

忠
敬
が
死
を
知
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い
よ
う
だ
。

第
九
次
測
量
（
伊
豆
諸
島
）

文
化
十
二
年
（
１
８
１
５
）
３
４
０
日
か
け
て
行
わ
れ
た
が
、
71

歳
に
な
っ
て
い
た
忠
敬
は
、
測
量
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

行
程
は
、
東
海
道-

三
島-

下
田-

八
丈
島-

御
蔵
島-

三
宅
島-

神
津

島-

新
島-

利
島-

大
島-

伊
豆
半
島
東
岸-

八
王
子-

熊
谷-

江
戸
。

第
十
次
測
量
（
江
戸
府
内
）

そ
の
後
忠
敬
は
、
文
化
十
三
年
（
１
８
１
６
）
の
第
十
次
ま
で
測
量
を

重
ね
、
世
界
も
驚
く
正
確
精
密
な
日
本
沿
海
地
図
を
完
成
さ
せ
た
。

時
に
忠
敬
72
歳
。
寿
命
が
延
び
た
現
在
で
も
そ
う
だ
が
、
当
時
と
し

て
は
ま
さ
に
驚
異
的
な
年
齢
で
あ
る
。

第
一
次
の
測
量
か
ら
、
す
で
に
16
年
が
過
ぎ
て
い
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
16
年
か
け
て
日
本
全
地
を
歩
き
、
測
量
を
行
い
、
日
本
地
図

を
完
成
さ
せ
た
。
普
通
な
ら
大
満
足
で
あ
る
と
思
う
が
、
忠
敬
は
、

当
初
の
測
量
と
後
半
の
測
量
に
精
緻
に
差
が
あ
り
、
再
度
北
の
測
量

を
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
蝦
夷
地
の
測
量
は
不
完

全
で
、
完
成
し
た
蝦
夷
地
の
大
部
分
の
與
地
図
の
測
量
は
、
間
宮
林

蔵
が
行
っ
た
も
の
と
い
う
。

忠
敬
の
性
格
と
健
康
状
態

忠
敬
は
、
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
測
量
を
成
し
遂
げ
た
ゆ

え
に
、
さ
ぞ
質
実
剛
健
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
真
実
は
逆
で
病

弱
な
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
壮
年
の
時
も
た
び
た
び
病
気
に
な
っ
て

い
る
。
測
量
地
か
ら
地
元
へ
の
書
状
で
も
。
「
少
々
持
病
引
き
込
も

り
」
、
「
不
気
、
当
年
度
々
病
に
打
ち
臥
し
、
漸
く
全
快
、
髪
月
代

を
致
」
、
「
十
五
日
大
雪
、
我
等
も
雪
前
よ
り
病
気
に
て
こ
ま
り
入

り
」
そ
の
他
、
病
気
を
知
ら
せ
る
書
状
は
多
い
。
忠
敬
の
持
病
は
、
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痰
咳
や
歯
痛
で
あ
っ
た
。
ま
た
痔
疾
、
下
痢
に
も
悩
ま
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
特
に
歯
痛
は
深
刻
で
、
後
に
は
堅
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
ず
、

豆
腐
な
ど
の
柔
ら
か
き
物
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
。

測
量
日
記
に
は
「
我
等
持
病
」
「
我
等
持
病
」
が
散
見
さ
れ
る
。

特
に
、
７
月
十
日
の
山
川
の
測
量
時
、
「
我
等
此
日
よ
り
持
病
」
と

記
さ
れ
、
天
草
来
島
前
の
40
日
間
は
、
連
続
し
て
休
ん
で
い
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宜
珍
ら
が
甑
島
に
行
っ
た
時
も
、
測
量
に
は
出

て
い
な
い
。
忠
敬
が
測
量
に
復
帰
す
る
の
は
、
八
月
二
十
一
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

そ
の
反
面
、
性
格
は
大
変
な
根
性
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、

理
科
畑
の
人
ら
し
く
、
几
帳
面
で
あ
り
、
節
約
人
で
あ
り
、
門
人
た

ち
に
も
そ
の
厳
し
さ
を
求
め
て
い
る
。
別
な
言
葉
で
い
え
ば
「
実
直
・

峻
厳
」
な
性
格
で
あ
る
。

現
在
は
理
科
系
、
文
科
系
と
区
別
さ
れ
が
ち
だ
が
、
忠
敬
は
文
科

系
に
も
秀
で
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
測
量
日
記
や
書
状
な
ど
膨
大

な
書
簡
を
遺
し
て
い
る
。
ま
さ
に
文
武
両
道
な
ら
ぬ
、
文
理
両
道
で

あ
っ
た
。

忠
敬
、
地
図
完
成
見
ず
に
死
す

地
図
が
完
全
に
完
成
し
た
の
は
、
文
政
四
年
（
１
８
２
１
）
で
、

『
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
』
と
名
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
忠
敬
は

そ
の
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
忠
敬
は
、
文
政
元
年
四
月
十

三
日
（
１
８
１
８
年
５
月
17
日
）
、
74
歳
（
満
73
歳
）
で
「
一
身
に
し

て
二
生
を
経
た
」
波
乱
の
生
涯
を
終
え
て
い
た
の
だ
。

戒
名
は
「
有
功
院
成
裕
種
徳
居
士
」
。

遺
骸
は
浅
草
源
空
寺
の
高
橋
至
時
の
墓
の
横
に
葬
ら
れ
た
。

た
だ
し
、
忠
敬
の
喪
は
伏
せ
ら
れ
て
、
地
図
の
製
作
が
続
け
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
高
橋
景
保
や
幕
府
の
理
解
者
堀
田
摂
津
守
、
あ
る
い

は
弟
子
た
ち
が
、
忠
敬
の
名
で
、
地
図
を
完
成
さ
せ
、
上
呈
し
た
い

と
い
う
強
い
願
い
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
完
成
し
た
地
図
は
、
景
保
が
忠
敬
の
孫
の
忠
誨
を
伴
い

登
城
し
、
忠
敬
の
名
で
上
呈
し
た
。

そ
の
後
、
忠
敬
の
喪
を
公
表
し
、
景
保
は
自
費
で
忠
敬
の
墓
碑
を

建
立
し
た
。
景
保
に
と
っ
て
、
忠
敬
は
父
親
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
。

大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
と
は
、
今
日
的
に
は
分
か
り
に
く
い
名
称

だ
が
、
「
輿
地
」
と
は
、
大
地(

地
球)

も
し
く
は
世
界
の
こ
と
で
、

万
物
を
載
せ
る
輿(

こ
し)

を
地
面
に
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
忠
敬
に
と
っ
て
第
二
の
残
念
ご
と
は
、
幕
府
が
忠
敬
の
地
図

を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
上
納
さ
れ
た
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伊
能
図
正
本
は
、
幕
府
の
紅
葉
山
文
庫
に
納
め
ら
れ
、
十
分
に
活
用

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
家
機
密
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、

お
蔵
入
り
し
て
い
た
伊
能
図
を
、
世
に
知
ら
し
め
た
の
が
シ
ー
ボ
ル

ト
事
件(

１
８
２
８
年)

で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ー
ル
と
が
高
橋
景
保
の
協

力
を
得
て
、
国
外
に
持
ち
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
事
件
で

あ
る
。

た
だ
し
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
伊
能
図
を
国
外
へ
写
し
を
持
ち
出

す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
後
に
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
に
修
正
し
た

「
日
本
人
の
原
図
及
び
天
文
観
測
に
基
づ
い
て
の
日
本
国
図
」
を
刊

行
し
て
い
る
。
こ
の
精
度
の
高
さ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
日
本
の
測
量

技
術
の
高
さ
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
末
に
な
り
、
イ
ギ

リ
ス
海
軍
が
日
本
沿
岸
を
測
量
し
よ
う
と
し
た
が
、
た
ま
た
ま
幕
府

役
人
が
持
っ
て
い
た
伊
能
図
を
見
て
、
そ
の
優
秀
さ
に
驚
き
、
測
量

を
中
止
し
た
と
い
う
。

忠
敬
が
渾
身
の
力
を
使
い
作
っ
た
伊
能
図
の
原
本
は
、
そ
の
後
火

災
に
よ
り
焼
失
し
、
さ
ら
に
伊
能
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
副
本
も
、

関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
で
、
失
わ
れ
た

地
図
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
図
書
館
に
伊
能
大
図
の
多
く
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
後
国
内
で
も
残
さ
れ
た
地
図
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
全
容
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
喜
ば
し
い
こ
と
で

あ
る
。

地
図
の
複
写
は
文
字
の
筆
写
と
違
い
、
技
術
を
要
す
る
し
か
つ
時

間
も
か
か
る
。
複
写
に
携
わ
っ
た
方
々
に
も
敬
意
を
表
し
た
い
。

忠
敬
も
、
未
来
の
人
々
に
、
原
本
を
見
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
残

念
と
思
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
複
写
の
お
か
げ
で
、
自
ら
の
仕
事
を

平
成
の
人
々
も
評
価
し
て
く
れ
る
こ
と
に
、
き
っ
と
満
足
し
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。

忠
敬
の
家
族
関
係

◇
忠
敬
の
父
母

父
・
神
保
利
左
衛
門
貞
恒

始
め
小
関
五
郎
左
衛
門
の
婿
養
子
と
な
り
、
三
子
を
も
う
け
る

が
、
妻
死
去
に
よ
り
、
子
女
と
共
に
神
保
家
に
復
帰
、
新
た
に

一
家
を
立
て
る
。

母
・
ミ
ネ

小
関
五
郎
左
衛
門
娘

宝
暦
元
年
（
忠
敬
６
歳
）
に
死
去
。
享
年
不
明
。

◇
忠
敬
の
兄
弟
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長
子

貞
詮

貞
詮
の
第
五
子
延
宜
（
正
作
）
は
、
四
国
測
量
に
忠
敬
の
供
侍

と
し
て
従
事
す
る
。

二
子

フ
サ

平
山
佐
兵
衛
に
嫁
ぐ
。

三
子

忠
敬

◇
忠
敬
の
妻

先
妻
・
達
（
１
７
４
１-

１
７
８
３
）

ミ
チ

佐
原
村
の
酒
造
家
、
伊
能
長
由
の
長
子
。
後
夫
と
し
て
、
宝
暦

十
二
年
九
月
二
十
四
日
、
忠
敬
と
婚
姻
。
達
21
歳
。
忠
敬
17
歳
。

天
明
三
年
、
景
敬
が
天
明
の
飢
饉
対
策
に
奔
走
し
て
い
た
時
に

病
没
す
る
。
（
42
歳
）
。

達
は
貞
淑
な
女
性
で
、
忠
敬
と
は
奥
州
旅
行
を
楽
し
む
な
ど
夫

婦
の
仲
は
円
満
で
あ
っ
た
。

長
女
稲
、
長
男
景
敬
、
次
女
篠
を
生
む
。

内
縁
の
妻
・
名
前
不
詳
・
戒
名
妙
諦
。

敬
慎
、
順
治
（
夭
逝
）
、
琴
の
二
男
一
女
を
生
む
。

寛
政
二
年
死
去
。

後
妻
・
信
（
？-

１
７
９
５
）

寛
政
二
年
、
忠
敬
と
婚
姻
。
仙
台
藩
医
桑
原
隆
朝
の
娘
。

右
衛
門
七
（
夭
逝
）
を
生
む
。

寛
政
七
年
三
月
病
死
。
享
年
不
明
。

内
縁
の
妻
・
栄
（
？-

１
８
１
８
）

寛
政
十
年
婚
。
こ
の
栄
に
つ
い
て
、
大
谷
亮
吉
は
こ
う
記
す
。

栄
は
忠
敬
が
内
縁
の
妻
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
寛
政
十
年
冬

忠
敬
は
第
三
次
の
妻
と
し
て
こ
れ
を
娶
る
。
し
か
し
忠
敬
は
高

齢
（
53
歳
）
と
な
り
、
か
つ
既
に
引
退
し
た
身
分
で
あ
る
た
め
、
、

世
を
は
ば
か
っ
て
公
然
と
妻
と
呼
称
す
る
こ
と
を
避
け
、
客
分

の
名
を
以
て
こ
れ
を
遇
し
た
。
こ
の
栄
女
は
学
識
深
く
か
つ
工

に
長
じ
、
世
上
一
般
の
婦
人
と
異
な
っ
て
い
た
。

寛
政
十
二
年
末
、
高
橋
至
時
が
間
重
富
に
寄
せ
た
書
中
に
、
こ

の
女
の
技
能
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。

一
、
勘
解
由
の
妻
は
下
津
董
蔵
が
申
し
あ
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
才
女
で
あ
る
。
素
読
を
好
み
、
四
書
五
経
の
白
文
（
原
文
）

を
読
む
。
算
術
も
出
来
、
絵
図
に
も
長
け
て
い
る
。
象
限
儀
形

の
目
盛
り
も
見
事
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
勘
解
由
は
幸
せ
者

で
あ
り
、
絵
図
面
の
製
作
も
彼
女
の
一
人
前
の
働
き
を
成
し
た
。
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し
か
し
、
彼
女
の
生
家
、
経
歴
な
ど
は
全
く
も
っ
て
不
明
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
忠
敬
の
九
州
測
量
を
終
わ
り
帰
府
し
た
時
に

は
、
彼
女
は
既
に
忠
敬
の
も
と
を
去
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

忠
敬
と
縁
が
あ
っ
た
期
間
は
極
短
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
栄
に
つ
い
て
は
、
長
年
謎
の
人
物
と
さ
れ
て
い

た
が
、
１
９
９
５
年
、
こ
の
人
物
は
女
流
漢
詩
人
の
大
崎
栄

（
号
は
小
窓
、
字
は
文
姫
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

栄
は
後
の
忠
敬
の
第
一
次
測
量
の
時
は
佐
原
に
預
け
ら
れ
た
が
、

そ
の
後
は
忠
敬
の
元
を
離
れ
て
文
人
と
し
て
生
き
、
忠
敬
と
同

じ
文
政
元
年
（
１
８
１
８
）
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。

◇
忠
敬
の
子
供
た
ち

長
子
・
稲
（
妙
薫
）

（
１
７
９
３-

１
８
２
２
）

宝
暦
十
三
年
生
。
母
は
達
。

稲
は
忠
敬
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
盛
右
衛
門
の
妻
と
な
っ
た
。

忠
敬
が
入
夫
し
た
時
、
先
夫
と
の
子
が
い
た
が
、
間
も
な
く
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
妻
が
大
変
悲
し
ん
だ
の
で
、
九

十
九
里
の
飯
高
惣
兵
衛
の
甥
を
も
ら
い
受
け
て
育
て
た
。
そ
の

子
が
盛
右
衛
門
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
祥
事
（
？
）
を
起
こ
し
た
こ
と
で
、
盛
右
衛
門

を
離
別
し
た
。
稲
は
、
忠
敬
に
そ
む
い
て
夫
に
つ
い
て
家
を
出

た
の
で
、
稲
も
勘
当
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
盛
右
衛
門
が
死

去
し
た
た
め
、
稲
は
夫
へ
の
義
理
を
果
た
し
た
と
し
て
、
忠
敬

に
許
し
を
請
い
、
勘
当
を
解
か
れ
た
。
稲
は
こ
の
時
薙
髪
を
し

て
、
「
妙
薫
」
と
名
の
る
。

測
量
先
な
ど
か
ら
送
ら
れ
た
、
忠
敬
か
ら
こ
の
妙
薫
宛
て
の

書
状
が
数
多
く
残
っ
て
お
り
、
忠
敬
が
一
番
頼
り
に
し
た
身
内

で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
書
状
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日
に

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
千
葉
県
に
よ
っ
て
、
書
籍

化
も
さ
れ
て
い
る
。

『
伊
能
忠
敬
書
状
』
千
葉
県
史
料

昭
和
48
年
３
月
28
日
発
行

残
念
な
が
ら
、
天
草
測
量
時
の
書
状
は
な
い
。

長
男
・
景
敬

（
１
７
６
６-

１
８
１
３
）

明
和
三
年
生
・
母
達
。
妻
は
達
。

寛
政
六
年
（
１
７
９
４
）
、
忠
敬
よ
り
家
督
を
譲
ら
れ
た
。
翌

年
に
は
、
忠
敬
の
多
年
の
勤
功
に
よ
っ
て
、
苗
字
旅
次
帯
刀
が

許
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
、
村
役
後
見
を
命
じ
ら
れ

る
。

景
敬
の
性
格
は
、
柔
和
で
家
や
村
を
切
盛
り
す
る
に
は
難
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
忠
敬
に
と
っ
て
は
不
満
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
病

弱
で
も
あ
っ
て
、
文
化
十
年
六
月
、
忠
敬
の
九
州
第
二
次
測
量
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の
時
亡
く
な
っ
て
い
る
。

三
子
・
篠
（
１
７
６
９-

１
７
８
８
）

母
、
達
。
嫁
に
行
っ
た
後
す
ぐ
に
死
去
。

四
子
・
敬
慎
（
秀
蔵
）
（
１
７
８
６-

１
８
３
８
）

母
、
二
度
目
の
内
縁
の
妻
、
妙
諦
。

第
一
次
測
量
か
ら
第
六
次
測
量
ま
で
忠
敬
に
附
い
て
測
量
に
従

事
す
る
。
し
か
し
、
秀
蔵
の
放
漫
な
性
格
が
あ
っ
て
、
忠
敬
と

は
相
性
が
良
く
な
く
、
測
量
地
か
ら
返
さ
れ
る
。

そ
の
後
江
戸
の
桜
井
氏
の
娘
婿
と
な
る
が
、
そ
の
後
離
縁
さ
せ

ら
れ
、
神
保
玄
二
郎
と
称
す
。

五
子
・
順
治
（
１
７
８
８-

１
７
９
４
）

母
、
妙
諦
。
早
世
。

六
子
・
琴
（
１
７
８
９-

？
）

母
、
妙
諦
。

七
子
・
右
衛
門
七

母
、
信
。
早
世
。
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順治

琴
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③ 信

④ 栄

女

女
忠誨 貞

銕之助
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忠
敬
の
孫

長
孫
・
忠
誨
（
三
治
郎
）

次
孫
・
銕
之
助

忠
誨
が
生
ま
れ
た
の
が
、
文
化
三
年
（
１
８
０
６
）
、
銕
之
助
が
生

ま
れ
た
の
が
文
化
七
年(

１
８
１
０)

、
つ
ま
り
天
草
測
量
の
第
七
次

測
量
の
時
で
あ
っ
た
。
父
は
忠
敬
の
長
男
景
敬
。
忠
敬
が
60
歳
過
ぎ

て
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
二
人
の
孫
を
非
常
に
可
愛
が
っ

て
い
る
こ
と
が
、
前
述
の
妙
薫
宛
て
の
書
状
に
も
見
て
取
れ
る
。

文
化
十
年(

１
８
１
３)

に
、
長
男
景
敬
が
47
歳
で
死
去
し
た
こ
と

も
あ
り
、
忠
誨
は
伊
能
家
の
後
嗣
と
し
て
、
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
銕
之
助
は
文
政
元
年
８
歳
で
、
忠
誨
は
忠
敬
没
後
の
僅
か

２
年
後
の
文
政
十
年
に
21
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

幕
府
は
、
忠
敬
の
効
を
追
賞
し
て
、
忠
誨
に
五
人
扶
持
と
町
屋
敷
を

与
え
、
永
代
帯
刀
を
許
し
て
い
た
が
、
結
果
的
に
忠
敬
の
期
待
に
応

え
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
項
は
『
伊
能
忠
敬
書
状

千
葉
県
史
料
』
及
び
『
伊
能
忠
敬
測

量
隊
』
な
ど
を
資
料
と
し
た
。
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