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近
泄
後
期
に
お
け
る
国
学
の
一
翼
を
扣
い
一
家
を
成
し
た
平
田
篤
胤
は
、
近
代

に
お
い
て
も
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
一
人
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
篤
胤
は
こ
の
秋
田
に
お
け
る
郷
土
の
偉
人
と
し
て
近
代
の
発
展
期
に
お
い
て
、

先
覚
者
、
徳
学
の
士
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
は
特
に
神
社
に
祀
ら

れ
て
き
た
こ
と
も
、
顕
彰
と
威
徳
を
嬢
揮
せ
し
め
て
き
た
一
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は

間
違
い
な
か
ろ
う
。

平
田
篤
胤
の
業
績
や
人
物
、
学
問
に
つ
い
て
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
秋

田
で
は
珠
に
学
問
の
分
野
で
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
人
と
し
て
、
後
に
教
育
関
係
で

は
す
こ
ぶ
る
学
問
的
事
跡
の
遺
徳
を
祭
え
て
き
た
。
そ
の
一
方
に
は
歌
と
し
て
愛

唱
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
本
橋
は
、
明
治
以
降
に
お
け
る
こ
の
歌
に
あ
ら
わ
さ

れ
て
き
た
篤
胤
の
精
神
性
や
思
惟
を
探
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な

経
緯
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
歌
わ
れ

た
る
篤
胤
像
は
平
田
思
想
の
一
部
が
ど
の
よ
う
に
地
方
的
展
開
し
た
か
を
６
知
る

こ
と
に
あ
る
。

歌
わ
れ
た
る
平
田
篤
胤

'鶇璽）

齊
藤
謙
胤

月
次

歌
わ
れ
た
る
平
田
聴
胤

盟
竃
神
社
博
物
館
「
蹴
金
花
咲
く
み
ち
の
く
展
の

開
催
に
よ
る
佐
藤
信
淵
著
述
「
山
相
秘
録
」
の
紐
介

平
田
大
人
門
弟
の
巾
緒
消
息
口

研
究
所
記
珈

明
治
以
降
で
最
初
に
歌
わ
れ
た
の
が
、
平
田
臓
胤
頌
徳
歌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

佐
藤
信
淵
の
頌
徳
歌
と
同
時
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
松
本
秋
次
は
そ
の
作

歌
作
曲
及
び
楽
曲
の
考
察
を
ば
「
平
田
佐
藤
両
大
人
頌
徳
歌
に
つ
い
て
」
と
し
て

＊
１

述
べ
て
い
る
。
頌
徳
歌
の
作
歌
作
曲
内
容
に
つ
い
て
は
同
稿
に
譲
る
と
し
て
、
へ
丁

そ
の
成
立
を
み
て
み
る
と
、
正
式
な
名
称
は
「
神
霊
真
柱
大
人
を
称
え
申
す
唱
歌
」

と
題
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
霊
真
柱
大
人
と
は
弘
化
二
年
に
神
祇
伯
家
よ
り
授

豹
く
り

与
さ
れ
た
篤
胤
に
対
す
る
鐘
名
で
あ
る
←
」
と
は
「
御
一
代
尋
記
」
（
平
田
鐵
胤
撰

著
）
に
も
川
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
霊
真
柱
大
人
を
称
え
申
す
唱
歌
は
、

明
治
四
十
三
年
六
月
の
秋
田
県
教
育
会
総
会
に
お
い
て
禰
高
神
社
の
崇
敬
の
た
め

と
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
策
を
議
題
に
し
た
中
に
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
に
結
成

以
来
秋
田
県
教
育
会
は
秋
田
県
出
身
の
二
大
学
者
平
田
篤
胤
佐
藤
信
淵
の
偉
業
を

顕
彰
し
亀
鑑
と
し
て
き
た
も
の
で
、
秋
田
県
教
育
会
の
目
的
で
あ
る
教
育
・
学
問

の
振
興
た
る
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
二
大
人
の
偉
徳
を
崇
え
る
こ
と
に
も

大
き
な
力
を
注
い
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
同
会
の
事
業
と
し
て
二

大
人
を
祀
る
禰
高
神
社
の
創
立
に
多
大
な
力
を
注
ぎ
、
そ
し
て
崇
敬
維
持
に
も

並
々
な
ら
ぬ
貢
献
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
教
育
会
雑
誌
の
名
称
を
「
禰
高
」
と

し
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
強
い
意
識
が
あ
る
こ
と
は
充
分
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
秋
田
県
教
育
会
で
は
、
明
治
四
十
三
年
に
両
大
人
の
歌
詞
を
つ

く
り
更
に
感
化
に
つ
と
め
よ
う
と
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
基
づ
き
明
治
四
十
四
年
に
は
小
学
校
用
唱
歌
と
し
て
頌
徳
歌
を
正
式
に
制
定
し

て
い
る
。
即
ち
こ
れ
が
「
神
霊
真
柱
大
人
を
称
え
申
す
歌
」
で
あ
っ
た
。
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明
治
四
十
四
年
四
月
十
七
日
付
文
書
に
よ
れ
ば
秋
田
県
知
事
か
ら
文
部
大
臣
に

宛
て
ら
れ
た
「
唱
歌
標
定
ノ
件
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

按

平
田
篤
胤
佐
藤
信
淵
ノ
ー
大
人
ハ
県
民
ノ
崇
拝
ス
ル
抑
人
二
之
有
候
二
付

今
回
両
大
人
ノ
徳
ヲ
煩
シ
タ
ル
唱
歌
ヲ
制
定
シ
本
県
各
学
校
教
授
上
一
一
便

用
致
シ
後
進
ヲ
シ
テ
発
憤
興
起
セ
シ
メ
度
候
條
至
急
御
認
相
成
度
可

別
紙
歌
詞
並
一
一
譜
表
添
付
此
段
菓
謂
候
也

と
、
そ
の
主
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
歌
御
歌
所
主
事
坂
正
臣
・
作

曲
女
子
音
楽
学
校
長
山
田
源
一
郎
が
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
修
正
意
見
を
経
て
執

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
三
年
五
月
を
も
っ
て
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
秋
田
県
教
育
会
等
の
そ
れ
ま
で
の
指
導
に
よ
っ
て
、
各
学
校
に
篤
胤
信
淵
の
肖

像
さ
え
、
教
室
や
識
堂
な
ど
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
既
ち
秋
田
県
教

育
の
楠
神
的
中
枢
と
し
て
位
置
付
け
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頌
徳
歌
の
詩
文

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

神
邇
眞
柱
大
を
榊
へ
申
す
唱
歌

一
段

し
こ
く
凸

し
げ
り
あ
ひ
つ
る
酸
草
を

あ
ら

▲
Ｂ
を
ぴ

荒
き
氣
吹
に
吹
騨
け

ひ
と
た
ふ
と
お
お
Ｂ
外

一
つ
尊
き
大
君
の

み
坊
上

道
を
世
に
こ
そ
し
め
し
け
れ

こ
段

く
し

あ
ま
ひ

遜
二
の
お
ほ
ひ
し
天
つ
日
に

あ
お

み
そ
ら
さ
や
か
に
仰
ぎ
見
る

み
よ

御
代
と
な
し
し
も
お
ほ
か
た
は

あ
分

荒
き
い
ぶ
き
の
ち
か
ら
な
り

三
段

と

ひ
ろ
き
ま
な
び
に
敏
き
←
」
》
」
ろ

と
し

し

四
方
に
を
し
へ
を
敷
き
み
て
て

い
で
は
あ
□
た

出
羽
秋
田
の
く
に
さ
と
の

か
み
こ
れ

ほ
ま
れ
あ
げ
た
る
鉢
は
是

(銀驍、

歌
の
詞
文
中
に
は
篤
胤
の
名
は
一
つ
も
出
て
い
な
い
が
、
全
体
的
に
意
気
軒
昂
と

し
た
中
で
国
学
者
篤
胤
の
面
目
鰯
如
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
頌
徳
歌
は
篤

胤
が
唱
わ
れ
た
初
見
で
も
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

頌
徳
歌
は
こ
う
し
て
教
育
界
内
外
に
喝
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
正
十
一

年
の
創
立
と
す
る
現
在
の
秋
田
県
立
秋
田
高
等
学
校
の
校
歌
の
中
に
も
篤
胤
が
詠

わ
れ
て
い
る
。
秋
田
高
校
は
明
治
十
五
年
に
秋
田
師
範
学
校
の
一
区
画
を
校
舎
に

し
て
開
放
さ
れ
た
秋
田
中
学
が
前
身
と
な
っ
て
い
る
。
秋
田
師
範
学
校
は
現
秋
田

大
学
の
前
身
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
秋
田
県
教
育
会
の
設

立
に
尽
力
し
た
文
部
省
の
庵
地
保
が
秋
田
県
学
務
課
長
兼
秋
田
県
尋
常
師
範
学
校

校
長
を
任
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
庵
地
は
秋
田
県
教
育
会
の
初
代
副
会
長
と
な

り
、
教
育
会
の
事
務
局
も
ま
た
こ
の
師
範
学
校
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
関
わ
り
は
や
が
て
制
定
さ
れ
る
秋
田
中
学
校
の
校
歌
に
現
わ
れ
て
く
る

の
で
あ
っ
た
。

中
２

校
歌
の
制
定
の
）
」
と
は
「
秋
高
百
年
史
」
に
も
大
筋
の
経
偉
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
大
正
十
一
年
七
月
十
五
日
に
正
式
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
校
歌
は
士
井

晩
翠
作
詞
・
梁
旧
貞
作
曲
と
な
っ
て
い
る
。
関
係
の
詞
又
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

篤
胤
信
淵
ふ
た
つ
の
巨
霊

生
れ
し
秋
田
の
土
こ
そ
蒸
れ

先
雛
追
ひ
つ
つ
未
来
の
望

ゆ
た
か
に
健
児
は
其
途
進
む

第
三
節
目
の
詞
文
に
あ
る
と
お
り
、
信
淵
と
蛇
ぴ
称
さ
れ
て
き
た
。
晩
翠
は
こ
の

作
詞
に
あ
た
っ
て
は
仙
台
に
住
し
て
い
て
作
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
全
体
は
五
節

か
ら
成
る
八
七
鋼
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
晩
翠
は
生
涯
か
け
て
各
種
学
校
の
校
歌
を
二
一
四
も
作
詞
し
て
い

＊
３

る
。
晩
翠
の
人
気
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
》
」
の
一
面
で
も
窺
え
る
が
、

そ
の
作
風
に
は
晩
翠
の
思
惟
が
強
く
み
ら
れ
る
も
の
で
、
単
な
る
作
詞
家
と
異
な

る
面
を
も
っ
て
い
た
。
晩
翠
の
年
譜
や
事
跡
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
述
べ
る
ま
で

も
な
い
の
だ
が
、
早
く
か
ら
日
本
的
杼
情
に
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

晩
翠
と
い
え
ば
「
天
地
有
情
」
の
詩
集
や
名
曲
で
も
名
高
い
「
荒
城
の
月
」
の
作

詞
な
ど
は
極
め
て
な
じ
み
深
く
、
今
日
で
も
愛
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
若
い

ｆ１毎、
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頃
に
西
欧
諸
国
へ
留
学
し
た
英
文
学
・
仏
文
学
・
独
文
学
を
研
究
し
た
経
緯
を
も

つ
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
お
け
る
篤
胤
に
関
す
る
作
詞

を
い
く
つ
か
も
の
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
全
く
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
が

窺
え
る
。
晩
翠
の
生
涯
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仙
台
生
れ
で

留
学
等
に
よ
る
以
外
は
仙
台
を
ほ
と
ん
ど
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

と
、
晩
年
に
近
い
昭
和
二
十
三
年
前
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
北
と
い
う
こ
と
と
、

秋
田
出
身
の
鱒
胤
に
対
す
る
思
惟
と
は
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
し
、
昭
和
七
年
に
自

身
の
長
女
、
翌
八
年
に
長
男
、
昭
和
十
五
に
は
残
さ
れ
た
次
女
を
相
次
い
で
失
う

と
い
う
不
幸
に
あ
っ
て
い
る
。
些
か
篤
胤
の
生
涯
に
お
け
る
家
庭
的
に
忠
ま
れ
な

か
っ
た
境
遇
と
重
な
り
合
う
部
分
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
境
遇
は

昭
和
十
五
年
頃
か
ら
と
み
に
心
霊
科
学
に
興
味
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
実
験

な
ど
に
手
を
染
め
て
い
た
。
霊
学
に
関
心
を
示
し
た
こ
と
が
、
相
次
ぐ
身
内
の
不

幸
に
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
篤
胤
の
幽
冥
界
や
霊
学
の
研
究
た

る
部
分
と
一
致
す
る
と
い
う
の
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
晩
年
の

霊
学
研
究
は
昭
和
二
十
二
年
「
心
霊
研
究
」
第
一
号
に
「
心
霊
科
学
に
つ
い
て
」

を
発
表
し
て
い
る
ほ
ど
熱
心
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
年
の
五
月
に
は
禰
高
神
社

に
も
参
拝
し
て
い
る
こ
と
が
芳
名
簿
の
墨
跡
も
鮮
や
か
に
道
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ
の
よ
う
な
晩
翠
か
ら
し
て
、
秋
田
高
校
校
歌
に
露
い
あ
げ
た
「
鯆
胤
信
淵
」

の
詞
文
に
は
、
作
詞
者
の
思
想
と
秋
田
の
生
ん
だ
侭
大
な
る
人
物
と
し
て
の
文
化

的
教
育
性
を
も
合
わ
せ
も
っ
た
詞
文
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
校
歌

の
全
詞
文
を
み
て
み
る
と
、
秋
田
の
歴
史
や
文
化
の
香
を
肌
理
細
や
か
に
し
て
敏

悠
に
党
ゆ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
詩
人
と
し
て
の
感
性
も
鰹
か
で
あ
っ
た
こ
と

は
言
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
浪
曼
詩
人
と
し
て
の
晩
翠
が
あ
り
、
杼
悩
的
感
性

は
や
は
り
こ
う
し
た
詞
文
に
兄
事
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
晩
翠
は
こ
の
他
と
は
別
に
二
つ
の
篤
胤
に
関
す
る
も
の
を
道

し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
埼
玉
県
越
ケ
谷
の

久
伊
豆
神
社
境
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
晩
翠
の
詠
ん
だ
歌
碑
で
あ
る
。
越
ケ
谷
は

気
吹
舎
門
人
が
い
た
と
こ
ろ
で
、
門
人
の
一
人
で
あ
る
油
長
こ
と
山
崎
家
一
三
代

長
右
衛
門
篤
利
は
文
化
十
三
年
に
入
門
以
来
、
篤
胤
の
学
問
を
積
極
的
援
助
を
し

'鰯､》

た
ほ
か
、
養
女
鐡
瀬
を
篤
胤
の
後
妻
に
世
話
を
す
る
な
ど
、
並
々
な
ら
ぬ
力
を
注

い
で
い
た
と
さ
れ
る
門
人
の
毅
出
し
た
所
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
関
わ
り
、
篤
胤
は

こ
の
地
を
し
ば
し
ば
訪
れ
講
延
を
し
た
ら
し
い
。
久
伊
豆
神
社
も
そ
の
緑
地
で
篤

胤
の
仮
遇
居
が
遺
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
緯
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

土
地
で
あ
る
。
歌
碑
と
い
う
の
は
、
土
井
晩
翠
詠
・
徳
川
臨
風
染
筆
の
も
の
で
、

昭
和
十
七
年
十
月
に
建
立
さ
れ
た
。

気
吹
の
尾
い
つ
の
み
霊
の
宿
れ
り
し

あ
と
な
つ
か
し
き
越
ケ
谷
の
さ
と

同
所
に
は
も
う
一
碑
「
平
田
篤
胤
遺
徳
之
碑
」
が
同
時
期
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

＊
Ｉ

＊
５

こ
ち
ら
は
山
田
孝
雄
の
撰
文
に
渡
辺
金
造
の
題
字
で
あ
る
。
山
川
・
渡
辺
の
一
一
者

は
い
ず
れ
も
平
田
篤
胤
の
研
究
で
著
名
な
人
で
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
著
作
も
あ
る
。

道
徳
文
碑
や
歌
碑
は
平
田
篤
胤
研
究
会
が
行
な
っ
た
班
業
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
晩
翠
が
山
田
孝
雄
・
渡
辺
金
造
と
い
う
平
田
篤
胤
研
究
の
泰
斗
と
さ
れ
た
二

者
と
並
ん
で
、
平
田
篤
胤
と
関
わ
っ
て
い
る
意
義
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

/認輔う

彌高神社

参拝芳名簿
超ケ谷久伊豆神社にある土井晩翠の歌碑
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建
碑
の
記
念
除
羅
式
は
昭
和
十
七
年
十
二
月
卜
一
一
一
、
に
趣
ヶ
行
高
等
女
学
校
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
記
念
式
で
、
晩
鍛
は
張
学
に
関
す
る
嚇
菰
と
、
Ⅲ
節
に

わ
た
る
来
京
行
楽
学
校
作
曲
「
平
川
鰯
胤
光
生
頌
」
の
歌
を
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。

歌
の
詩
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ｈ
〃
晩
總
作

「
「
こ
こ
し
き
山
の
山
近
６
㎡
に
皿
ら
ば
皿
る
べ
し
」

椎
ば
し
か
ね
る
わ
が
心
神
の
拾
ゑ
け
む
下
山
価

逝
に
勉
め
て
や
ま
ざ
り
き

二
、
雌
き
を
忍
び
「
せ
せ
ら
ぎ
に
洲
め
る
加
の
幾
超
し
」

尺
に
知
ら
る
る
時
政
り
心
血
そ
め
し
人
将
作

璽
圷
の
上
に
栄
あ
り
き

三
、
謹
作
の
上
の
耐
き
栄
商
き
い
ざ
を
の
蔭
に
し
て

〃
を
添
へ
し
川
崎
の
あ
る
じ
越
ヶ
弁
こ
の
収
の

化
九
今
こ
そ
偲
ば
れ
る

四
、
「
汐
の
八
行
砿
の
八
卜
脚
こ
の
肛
泣
を
弘
め
ょ
」
と

雄
を
た
け
ぴ
商
き
い
ぶ
き
の
や
い
つ
の
い
ぶ
き
の
や
み
て
よ
り

百
度
移
る
券
と
秋

兀
、
昭
和
新
た
の
御
代
に
し
て

八
絃
一
宇
お
い
な
る
魂
恕
の
も
と
に
人
来
聴

南
洋
と
も
に
畷
く
と
き
い
つ
の
御
魂
は
ほ
ほ
ゑ
ま
む

こ
の
詩
文
は
篤
胤
を
見
蛎
な
ぐ
ら
い
適
切
に
、
ま
さ
に
頌
徳
に
値
す
る
洞
文
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
の
歌
が
ど
の
程
度
愛
昭
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
晩
翠
は
島
崎
藤
村
と
並
び
称
さ
れ
る
代
炎
的
織
人
で
あ
る
。
晩
鍛
と

藤
村
は
祷
人
的
特
徴
が
明
ら
か
に
対
象
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
鵬
村
が
わ
が
川

の
文
学
伝
統
を
ふ
ま
え
て
の
和
鵬
を
駆
使
し
て
、
所
柵
杼
愉
排
を
綴
っ
た
の
に
対

し
、
晩
翠
は
海
外
の
文
学
伝
統
を
ふ
ま
え
て
湛
騰
を
Ⅲ
い
、
多
く
の
人
税
地
幾
を

点
綴
さ
せ
て
叙
州
時
を
６
の
す
る
Ｔ
法
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
一
兄
机

反
す
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
底
分
に
は
Ｎ
学
的
思
惟
が
流
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
藤
村
の
Ｎ
学
的
苑
几
は
伝
統
又
喉
や
和
綴
を
使
っ
た
点

や
、
「
夜
明
け
前
」
の
小
脱
を
沸
か
せ
た
腿
村
の
心
悩
に
行
き
あ
た
り
、
こ
れ
に
対

「～

にらいと三で秋県６に接が化あは粂を会未あそし

淘汰,1,.う鵬矢鍬久鱒溌鵬鯲ﾋﾃﾞ鮖繩鮴繩ii々蝋
湫く秋るい

ののハし６史留旗遮胤に゜風歌が外もれあ髄イとを主にケなｕ１１面の
公思民のはのをに橘はこ‐上わ歌な鱒につ料デもし索共城どちにそ
界惟湫でか城守繩淵、の、れわら胤した半ン畷ての顕にの晩これ
ががにあぐ蝋りく県歴たれなのてとにテえ（iリヨすそ謝翠そは

纐純ＭＭＩ(艀薇懸鱸繊》;雛繍
鞠蕊雛;鱗鰡洲洲洲

聡該羨繊鱸蝋
鍬うillll朧秋は
に。Ｉ.〔史１１１
応と人的
しいの総
てう，U|｜純十なよ‐，'･曇１１１はとつ、が代らのi1rれ調性

騨鱗鍵
巡のえと
左は￣ｊｍｉ
さ、のliL
れこ又旅
たのがｉｄｉ
の』し人を
ｶｲ比れ瓶

：Ｘを：鼠鯆なしお味しニーＩｉｌｌ社くい介耽ら又
111にれで

澱蕊:繍灘
政Ⅱ【｛た壁
嗣祁の塊
の几はし
こ年恐て

〆、
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の
詞
文
で
あ
っ
た
．
倉
田
は
秋
田
師
範
学
校
卒
で
小
学
校
教
諭
を
勤
め
る
が
疾
患

で
闘
病
生
活
を
経
て
、
の
ち
に
村
会
議
員
も
務
め
る
と
い
う
人
物
で
も
あ
っ
た
。

「
白
日
」
社
友
の
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
倉
田
の
歌
い
あ
げ
た
詞
文
に
曲
を

つ
け
た
の
が
、
「
浜
辺
の
歌
」
や
数
々
の
名
曲
を
適
し
て
い
る
成
田
為
三
で
あ
る
。

実
に
縁
故
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
成
田
と
倉
田
は
師
範
学
校
の
同
級
生
な
の
で

あ
っ
た
。
成
田
為
三
は
芸
術
的
童
謡
作
曲
の
創
始
者
と
し
て
も
音
楽
史
上
に
輝
く

も
の
で
、
そ
の
根
底
に
は
秋
田
の
風
土
性
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
が
見
ら

れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
か
ら
、
成
田
に
は
県
民
歌
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
が

あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
倉
田
の
詞
文
に
対
し
て
の
曲
付
け
は
端
麗
に

し
て
雄
獅
荘
重
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
秋
田
県
民
歌
は
長
野
県
・
山
形
県

と
と
も
に
日
本
三
大
県
民
歌
と
称
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
倉
田
政
嗣
の
詞
文
は
、
成
田
為
三
の
作
曲
と
と
も
に
秋
田
師
範

の
結
び
つ
き
に
遡
っ
て
み
る
時
、
師
範
学
校
が
秋
田
県
教
育
会
の
事
務
局
が
あ
っ

た
り
、
教
育
会
の
思
惟
的
環
境
が
秋
田
県
教
育
会
の
事
務
局
や
そ
れ
に
た
ず
さ
わ

る
人
々
の
環
境
が
影
響
し
て
い
た
と
見
る
の
は
全
く
意
外
で
は
な
か
ろ
う
。
仮
に

必
ず
し
も
直
接
的
な
関
わ
り
に
及
ば
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
秋
田
の
地
に
お
け

る
平
田
篤
胤
を
郷
土
の
先
覚
者
と
し
て
誇
れ
る
思
惟
は
、
倉
田
と
成
田
に
は
深
い

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
事
実
上
、
篤
胤
の
外
に
は
信
胤
の
名
が
入
れ
ら
れ

る
と
い
う
以
外
に
、
詞
文
に
は
他
の
人
物
の
名
が
で
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

近
年
「
旧
県
民
歌
に
異
議
あ
り
」
と
し
て
、
秋
田
県
民
歌
の
第
三
篇
三
筋
目
か

＊
６

ら
五
筋
目
の
詞
文
を
否
定
し
た
意
見
が
あ
る
。
一
」
れ
は
「
篤
胤
信
淵
」
の
一
文
に

は
一
言
も
ふ
れ
ず
に
戊
辰
戦
と
明
治
維
新
に
対
す
る
批
判
に
終
止
し
て
い
る
が
、

筆
者
に
は
秋
田
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
が
戊
辰
戦
を
も
含
め
た
歴
史
的
認
識
こ
そ
大
事

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
詞
文
全
体
に
お
け
る
篤
胤
信
淵
を
秋
田
の
生
ん
だ
偉
人
と

し
て
、
そ
の
足
跡
な
ど
か
ら
学
ぶ
こ
と
こ
そ
が
秋
田
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
の
一
部
だ

ろ
う
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
経
緯
は
篤
胤
を
生
ん
だ
秋
田
の
足
跡
そ
の

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
過
剰
な
意
識
と
事
実
認
識
の
齪
鰯
は
索
乱
の
基
と
な
る
だ

ろ
う
し
、
こ
の
県
民
歌
の
全
詞
文
さ
え
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
文
化

性
ま
で
見
失
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

慰

秋
田
で
歌
わ
れ
て
き
た
篤
胤
は
、
史
的
に
視
る
な
ら
ば
秋
田
県
教
育
会
を
中
心

と
し
て
学
問
と
偉
業
に
対
す
る
精
神
的
中
枢
に
位
置
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ

の
意
味
か
ら
し
て
「
歌
」
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
を
付
加
さ
せ
て
衆
諸
に
識
ら
し

め
て
き
た
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

個
々
の
人
の
果
す
歴
史
的
役
割
と
い
う
の
は
人
間
性
の
善
悪
や
好
き
嫌
い
と
い

う
判
断
と
は
全
く
別
の
次
元
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
る
鯆

胤
と
は
何
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
臓
胤
を
歌
い
あ
げ
て
き
た
中
か
ら
は
、
鯆
胤
の
示

し
た
道
、
或
い
は
求
め
よ
う
と
し
た
道
に
お
い
て
、
極
め
て
学
ぶ
べ
き
、
然
も
そ

れ
を
飽
鑑
と
し
た
個
々
人
の
活
動
こ
そ
、
文
化
を
育
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強

く
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
汲
み
と
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
わ
れ
た
る

篤
胤
の
本
義
が
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

＊
１
「
研
究
所
報
」
節
六
号
（
平
４
．
彌
高
神
社
平
田
臓
肌
佐
蔵
信
淵
研
究
所
）
所
奴
。
作
歌
・

作
曲
荷
及
び
楽
曲
の
考
察
と
し
て
詳
細
な
稿
文
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
制
定
の
邪
に
つ
い
て
は
蒋

干
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

＊
２
「
校
歌
制
定
の
経
緯
」
Ｓ
秋
高
百
年
史
」
昭
佃
）

＊
３
「
土
井
晩
翠
先
生
校
歌
梨
」
｛
昭
閲
・
同
甑
彰
会
）

＊
４
川
田
孝
雄
・
東
北
帝
国
大
学
敬
授
・
皇
学
館
大
学
学
是
で
あ
っ
た
。
「
平
田
臓
胤
」
等
、
臓
胤

に
関
す
る
務
作
多
数
。

＊
５
渡
辺
金
造
・
陸
耶
中
将
。
鱒
胤
研
究
家
で
著
書
「
平
川
繭
胤
の
研
究
』
が
あ
る
。

＊
６
秋
田
魁
新
報
社
（
昭
鰯
・
里
に
下
田
弍
山
梢
で
「
戊
辰
の
年
を
送
る
に
当
っ
て
」
と
し
て

戊
腫
鞭
と
秋
川
の
と
っ
た
雁
史
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。

（
本
所
研
究
員
）

’’一

頽鰄》

■
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さ
ん
そ
う

「
山
相
秘
録
」

近
世
に
近
く
な
る
戦
国
期
な
っ
て
、

採
掘
製
錬
技
術
が
進
歩
し
て
、
古
代
中

世
の
単
な
る
洗
取
り
で
な
く
、
抗
道
を

掘
っ
て
金
鉱
石
を
採
掘
続
練
す
る
よ
う

に
な
る
。

こ
の
様
な
様
十
を
「
山
相
秘
録
」
が

よ
く
伝
え
て
る
。

「
山
相
秘
録
」
は
、
鉱
山
技
術
評
で

こ
が
れ

騨
竈
神
社
博
物
館
「
黄
金
花
咲
ノ
、
み
ち
の
く
展
」
の
開
催
に
よ
る

佐
藤
信
淵
著
述
『
山
相
秘
録
』
の
紹
介

iill1liliiiiii蕊ｉ
篝l蕊 霞鱸蕊懸崖鍵

夜中金山の柏気を望む図「佐藤信淵鉱山学染」

あ
る
。
鉱
山
の
見
分
け
方
と
目
的
に
応

じ
た
鉱
石
の
発
見
法
と
開
発
法
、
経
営

法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
香
は
佐
藤

信
淵
〈
明
和
六
年
Ⅷ
～
溌
永
三
年
卿
）

い
わ
く
、
祖
父
が
原
著
を
あ
ら
わ
し
、

父
が
校
正
筆
録
し
た
も
の
を
文
政
十
年

（
咽
）
佐
藤
信
淵
が
収
集
し
た
。
臣
し
し

佐
藤
信
淵
は
秋
田
県
雄
勝
郡
西
馬
立
城

な
い

内
（
羽
後
町
）
出
身
の
国
学
者
で
経
世

策
に
関
す
る
著
作
が
多
い
。

'銅,、

1鍵I篝111ll1l1lli111鰯

:議蕊i篝i議

諸金含鉱山を正面より遠望する図.｢佐藤信淵鉱山学築」

蟻

佐
藤
家
一
一
一
代
に
瓦
る
著
作
な
の
で
近

世
の
鉱
山
史
を
窺
う
に
足
る
書
籍
で
、

明
治
九
年
上
下
二
巻
本
が
流
布
し
て
い

る
。上
巻
は
、
第
一
総
論
、
第
二
金
山
、

第
三
銀
山
。
下
巻
は
第
四
銅
山
、
第
舐

鉄
山
、
第
六
鉛
山
、
第
七
錫
山
、
第
八

水
銀
、
第
九
硫
黄
な
ど
か
ら
成
る
。
金

山
に
つ
い
て
は
、
先
ず
川
に
あ
る
砂
金

を
さ
が
し
、
そ
の
上
流
を
た
ど
り
て
鉱

蕊 欝
惣
霞
欝

(銅、

金山の相を示す図「佐藤僧淵鉱山学築」

こ
が
れ

黄
金
花
咲
〃
、
み
ち
の
〃
、
展

開
催
平
成
五
年
一
月
一
日
～
十
七
日

宮
城
県
塩
釜
市
塩
釜
神
社
博
物
館

監
修
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

．
情
報
資
料
研
究
部
教
授

工
学
博
士
田
口
勇

執
液
尾
崎
保
博
（
二
章
以
降
〉

新
沼
泉
二
章
）

脈
を
見
付
け
る
べ
し
と
。

金
の
種
類
は
、
岩
石
よ
り
採
る
を
Ⅲ

金
と
名
付
け
深
黄
で
あ
る
。
ｔ
中
・
井

中
・
海
砂
中
・
流
水
よ
り
採
る
を
水
金

と
名
付
け
淡
黄
で
あ
る
。
金
山
朋
発
法

抗
道
水
ぬ
き
技
術
的
な
こ
と
と
、
先
ず

第
一
に
は
神
祭
を
し
て
神
人
共
に
な
ら

ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
金

山
抗
道
に
つ
い
て
は
「
日
本
山
海
名
物

図
絵
」
に
も
解
説
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
鉱
山
技
術
が
、
明
治
維
新

以
降
の
西
欧
鉱
山
技
術
を
受
け
入
れ
る

下
地
と
な
っ
て
い
る
。
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大
友
真
枝
吉
言
家
・
入
江
種
健

（
種
彦
）
・
種
敏
兄
弟
の
巻

一
、
大
友
直
枝
吉
宮
家

⑪
秋
田
国
学
の
先
覚
者

①
大
友
吉
徳

よ
し
と
０

大
友
直
枝
吉
言
は
平
田
大
人
生
一
別
の

「
秋
田
人
」
門
人
第
一
番
の
入
門
者
で

文
化
九
年
（
一
八
一
二
〉
江
戸
に
お
い

て
入
門
し
た
こ
と
は
衆
和
の
こ
と
で
あ

る
が
、
「
秋
田
国
学
の
先
覚
者
」
直
枝
以

前
の
大
友
家
一
族
の
二
大
人
に
注
目
を

要
す
。
そ
の
一
は
大
友
背
徳
、
そ
の
二

は
大
友
親
久
で
あ
る
。

大
友
吉
徳
の
家
系
は
、
保
呂
羽
山
波

宇
志
別
神
社
の
神
官
大
友
宗
家
の
支
族

で
医
師
道
月
を
祖
と
す
る
。
吉
徳
は
道

月
と
同
じ
く
大
友
宗
家
の
分
家
大
友
親

賢
の
二
男
で
、
子
の
な
い
道
月
の
養
子

と
な
り
医
名
を
玄
圭
と
い
っ
た
。

吉
徳
は
碩
学
〈
大
学
者
）
鴻
儒
（
儒

学
の
大
学
肴
）
皆
川
棋
圃
・
本
居
宣
長

に
国
学
を
、
江
戸
で
石
川
玄
常
・
京
で

和
田
泰
純
に
医
学
、
加
川
子
教
に
産
科

を
学
ん
だ
。
吉
徳
は
本
居
家
の
学
問
を

平
田
大
人
門
弟
家
の
由
緒
消
息
目

秋
田
に
伝
え
た
が
、
国
学
者
と
し
て
よ

り
、
む
し
ろ
医
家
と
し
て
名
高
い
。
吉

徳
（
玄
圭
）
を
医
家
と
し
て
の
名
を
高

め
た
の
は
、
雄
物
川
沿
革
住
民
の
間
に

つ
つ
が
む
し

発
生
す
る
奇
病
の
病
原
体
が
、
鵜
虫

（
ケ
ダ
ー
ニ
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て

か
ら
で
あ
る
。
文
政
十
年
二
八
二
七
）

没
、
卵
歳
。

玄
圭
〈
吉
徳
）
の
嗣
子
吉
従
（
玄
宰
）

は
父
の
遺
業
を
継
い
で
ケ
ダ
ニ
の
研
究

に
努
め
、
父
の
内
服
薬
に
よ
る
治
療
と

は
別
に
外
科
的
治
療
法
（
ケ
ダ
ニ
掘
り
）

を
新
に
完
成
し
た
。

②
大
友
親
久

大
友
親
久
は
、
直
枝
吉
言
の
叔
父
に

当
る
。
早
く
か
ら
久
保
田
城
下
に
出
て
、

中
山
脊
莪
（
明
徳
館
教
授
）
に
つ
い
て

儒
学
を
学
ん
だ
。
長
じ
て
古
学
を
志
し

享
和
元
年
（
一
八
○
一
）
七
月
、
郷
里

を
出
立
し
九
月
伊
勢
松
坂
に
出
て
、
十

三
８
本
居
宣
長
に
入
門
し
た
。
こ
の
あ

と
間
も
な
く
宣
長
は
風
邪
と
な
り
容
体

は
悪
化
し
同
二
十
八
日
死
去
し
た
の

で
、
親
久
は
春
庭
（
宣
及
の
長
子
）
、
太

平
（
宣
艮
の
養
子
）
に
師
事
し
、
文
化

輌

澁
谷
鐵
五
郎

二
年
（
’
八
○
五
）
十
一
一
月
二
十
日
松

坂
に
客
死
す
る
ま
で
の
四
年
半
、
古
道

の
学
〈
国
学
）
を
学
ん
だ
。
親
久
の
国

学
は
主
と
し
て
歌
学
に
重
点
を
置
い
た

よ
う
だ
が
、
加
歳
に
も
満
た
ぬ
業
な
か

ば
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

③
大
友
直
枝

直
枝
は
初
め
叔
父
親
久
と
共
に
中
山

祷
莪
の
門
に
儒
学
を
学
ん
で
い
た
が

（
名
乗
の
吉
言
は
、
讓
莪
の
命
名
）
、
親

久
の
伊
勢
松
坂
出
立
後
は
古
学
に
心
を

ひ
か
れ
、
親
久
を
深
く
敬
慕
し
て
い
た
。

そ
の
叔
父
の
計
報
に
接
し
た
直
枝
は
、

親
久
の
遺
志
を
つ
い
で
松
坂
遊
学
の
願

望
を
高
め
た
。
か
く
し
て
大
友
家
か
ら

秋
田
藩
に
「
神
道
成
就
」
と
い
う
名
目

で
、
藩
に
遊
学
の
願
書
を
提
出
し
た
。

秋
田
藩
主
は
佐
竹
義
和
、
財
用
奉
行
は

阿
見
知
康
、
共
に
国
学
に
理
解
の
あ
る

仁
で
あ
っ
た
。
前
例
の
な
い
藩
費
（
留

学
期
間
五
年
、
二
人
扶
持
給
金
十
両
）

を
支
給
さ
れ
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）

二
月
（
皿
歳
）
留
学
の
途
に
つ
い
た
。

四
月
、
松
坂
本
居
家
へ
入
門
し
て
国
学

を
学
び
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
手
紙
を
通
し

て
角
間
川
の
落
合
東
堤
を
師
と
し
た
。

足
代
弘
訓
（
国
学
者
、
伊
勢
外
宮
の
禰

宜
）
、
平
田
篤
胤
、
鈴
木
稲
彦
ら
と
盛
ん

な
文
通
を
し
た
。
文
化
四
年
こ
ろ
、
伴

僧
友
（
国
学
者
、
若
狭
小
浜
藩
士
、
宣

茂
没
後
の
門
人
）
と
の
交
友
も
あ
っ
た
。

'､耐i）

文
化
五
年
の
春
、
京
都
に
上
り
五
月

二
七
日
「
吉
田
神
道
家
」
に
入
門
し
た
。

学
頭
山
田
大
学
に
随
身
し
、
祭
式
有
識

故
実
を
学
ん
だ
。
同
七
年
秋
、
江
戸
に

下
り
蒲
生
君
平
〈
尊
王
思
想
家
）
の
塾

に
入
門
し
た
。
君
平
は
直
枝
の
人
物
を

高
く
評
価
し
、
帰
国
の
と
き
「
国
菰
」

の
長
刀
を
贈
っ
た
。
江
戸
で
は
塙
保
己

三
国
学
者
、
「
群
書
類
従
」
の
編
墓
者
）

の
和
学
識
談
所
に
も
通
学
し
た
。

文
化
八
年
三
月
、
江
戸
を
出
立
し
帰

国
。
同
十
年
（
一
八
一
三
）
四
月
、
家

塾
を
開
い
た
。
門
人
は
十
五
年
間
に
、

九
三
人
に
お
よ
ん
だ
。
門
人
の
中
に
は

下
総
国
や
越
後
国
な
ど
の
遠
国
の
人
の

名
が
「
門
人
姓
名
録
」
に
見
ら
れ
る
〈
第

⑤
項
、
直
枝
の
門
人
参
照
）
。

文
政
二
年
二
八
一
九
）
上
洛
し
、

神
祇
伯
王
殿
白
川
御
門
葉
㈱
医
学
眼

科
、
衣
関
伊
都
伎
源
質
（
二
代
目
順
庵
）

に
師
事
し
、
持
病
の
眼
疾
治
療
を
兼
ね

て
衣
関
流
眼
科
医
術
を
学
び
、
同
五
年

七
月
、
眼
科
丘
流
〈
大
巳
貨
命
御
遺
伝

神
方
、
林
流
眼
科
、
橘
本
流
眼
科
、
大

森
流
眼
科
、
阿
蘭
陀
流
眼
科
）
の
治
療

免
許
を
得
た
。
当
代
の
権
威
で
あ
っ
た

衣
関
氏
の
学
説
と
技
術
を
、
秋
田
に
伝

え
た
業
績
は
大
き
い
。
ま
た
船
橋
家
か

ら
「
金
針
相
伝
」
（
内
陣
開
眼
針
〉
の
医

術
を
学
び
、
免
許
を
受
け
た
と
い
う
。

文
政
六
年
久
保
田
に
眼
科
医
を
開
業
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し
、
名
手
と
う
た
わ
れ
た
。

直
枝
は
藩
校
に
国
学
部
設
置
を
運
動

し
、
文
政
八
年
十
月
、
藩
校
明
徳
館
に

「
和
学
力
」
が
設
け
ら
れ
、
初
代
の
「
和

学
取
立
係
」
に
術
さ
れ
、
五
人
扶
持
を

総
さ
れ
た
。
和
学
方
設
慨
は
、
烏
脇
奨

秋
、
刷
陪
山
脇
、
鎌
川
正
家
ら
本
勝
派

の
結
火
で
実
現
、
陰
に
側
兄
知
順
の
援

助
が
あ
っ
た
と
い
う
。

文
政
十
一
一
年
（
一
八
一
一
九
〉
（
Ⅱ
十

二
Ⅱ
肛
枝
は
、
帽
歳
で
死
去
し
た
。
文

化
十
年
か
ら
文
政
十
二
年
ま
で
の
十
九

年
Ⅲ
に
川
人
、
百
数
十
人
に
逆
し
た
。

主
な
る
著
脊
に
「
三
同
社
年
中
行
獅

式
」
（
神
道
）
、
「
駈
圃
答
問
録
」
・
「
瓢
圃

文
集
」
（
国
学
）
、
「
眼
目
七
二
症
図
」
・

「
眼
科
治
療
配
剤
」
・
「
宇
茂
礼
木
豈
医

書
『
「
松
之
落
葉
」
・
「
世
継
草
」
（
随

筆
）
、
「
大
友
吉
言
間
目
」
・
「
大
友
家
伝

記
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
絵
を
能
く

し
た
。

②
中
世
に
お
け
る
大
友
家
の
概
系

直
枝
の
生
れ
た
大
友
家
は
「
保
呂
羽

山
波
宇
志
別
神
社
」
の
社
家
（
神
主
）

で
あ
る
。
保
呂
羽
山
は
、
標
高
四
三
八

メ
ー
ト
ル
。
波
宇
志
別
神
社
は
、
そ
の

山
頂
に
鎖
座
す
る
神
社
で
あ
る
。
保
呂

山
は
、
平
鹿
・
仙
北
・
山
利
の
三
郷
に

ま
た
が
り
溢
山
と
し
て
古
く
か
ら
礁
氏

は
山
脇
偲
仰
の
対
象
と
し
た
山
で
、
山

側
体
が
崇
敬
さ
れ
て
き
た
。
祭
礼
の
と
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き
は
、
三
郡
の
氏
子
数
万
が
集
ま
っ
た

と
い
う
。

神
社
は
、
延
専
式
神
明
帳
〈
延
喜
五

年
’
九
二
七
－
）
に
記
載
さ
れ
て
あ
る

古
社
で
あ
る
。
神
社
の
創
建
・
祭
神
・

祭
式
・
神
楽
・
沿
革
等
に
つ
い
て
は
、

「
雪
出
羽
道
－
平
鹿
郡
」
〈
秋
田
叢
書
第

五
巻
所
収
・
昭
和
五
年
四
月
発
行
１
以

下
「
雪
出
羽
道
」
と
い
う
）
に
詳
し
く

誌
さ
れ
あ
る
。

大
友
家
は
県
内
最
古
と
も
い
う
べ
き

保
呂
羽
山
波
宇
志
別
神
社
の
神
主
を

代
々
連
綿
と
勤
め
て
き
た
古
い
家
柄
で

あ
り
、
本
来
は
「
大
伴
氏
た
ら
む
、
ｂ

の
に
見
え
た
り
」
と
「
雪
出
羽
道
」
は

い
う
。
大
友
家
の
元
祖
に
つ
い
て
は
「
雪

出
羽
道
」
に
「
背
し
天
平
宝
字
元
年
丁

西
八
月
十
五
日
先
祖
ノ
吉
親
（
右
衛
門

太
郎
）
霊
夢
の
告
あ
り
て
、
保
呂
羽
山

の
荒
山
中
を
磐
根
木
ノ
根
ふ
み
さ
く
み

て
宮
所
を
定
〆
奉
り
て
羽
宇
志
別
大
神

を
崇
祀
て
仕
へ
奉
り
し
以
後
は
神
主
の

よ
さ

職
に
任
さ
れ
て
、
夜
叉
鬼
（
八
沢
木
村

古
名
）
城
主
と
号
し
て
神
宮
沢
と
い
へ

る
古
館
は
先
祖
の
居
城
の
旧
に
し
跡
に

て
〈
中
略
）
横
手
城
主
小
野
寺
遠
江
守

護
道
朝
臣
よ
り
神
領
と
し
て
五
百
石
寄

附
せ
ら
れ
」
と
あ
る
。
神
社
の
創
始
は
、

天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
大
和
国
吉

野
・
金
峰
山
よ
り
蔵
王
権
現
を
現
在
地

に
勧
遷
し
た
の
が
、
現
神
社
の
始
ま
り

。
と
い
、
７
．

夜
叉
鬼
城
跡
は
、
現
在
の
大
友
家
よ

り
約
二
キ
ロ
離
れ
た
大
森
町
の
中
心
地

に
近
い
「
神
宮
沢
の
館
」
と
い
わ
れ
た

場
所
で
、
い
ま
は
山
林
に
な
っ
て
い
る
。

右
衛
門
太
郎
藤
原
吉
親
を
初
代
に
大

友
家
は
脈
々
と
代
を
適
れ
た
が
、
犬

正
・
寛
永
・
昭
和
の
年
代
に
遭
っ
た
三

度
の
火
災
に
多
く
の
古
記
録
を
失
っ

た
。犬
正
（
一
正
八
三
’
九
二
）
の
火
災

は
、
七
代
右
衛
門
太
郎
吉
継
の
代
、
吉

継
は
「
天
正
十
六
年
二
五
八
八
）
奥

羽
兵
乱
に
参
加
、
証
文
・
系
図
・
宝
物

の
一
切
を
火
災
に
て
焼
失
。
右
衛
門
太

郎
吉
継
は
保
呂
羽
山
開
山
以
来
の
覚
書

を
伝
う
」
と
「
保
呂
羽
山
開
山
以
来
祭

祀
の
次
第
」
〈
大
友
家
文
普
）
に
あ
る
。

天
正
十
六
年
奥
羽
兵
乱
云
々
と
は

「
雪
出
羽
道
」
に
「
保
呂
羽
山
と
神
主

と
し
て
枇
々
神
職
の
家
な
れ
ば
、
往
古

御
閉
山
之
社
記
・
旧
記
。
な
ら
び
に
家

の
系
図
・
由
緒
等
に
至
る
ま
で
数
書
伝

来
せ
し
と
い
へ
ど
も
、
惜
イ
哉
天
正
年

中
、
悉
く
火
災
焼
亡
の
よ
し
吉
継
の
覚

書
に
見
え
た
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
我

家
に
弓
矢
・
鉄
砲
・
鑓
・
長
刀
・
甲
兜
・

鰯
鞍
・
物
の
具
の
た
ぐ
ひ
も
其
数
多
く

貯
へ
あ
り
と
い
へ
る
も
、
天
正
の
火
災

に
亡
び
て
伝
ら
ぬ
」
と
あ
る
。

天
正
の
「
大
友
家
戦
禍
」
に
つ
い
て

慰

「
大
森
町
郷
土
史
」
は
、
次
の
よ
う
に

誌
し
て
い
る
（
要
旨
）
。

社
家
の
大
友
家
は
天
正
年
間
に
最
上

義
光
の
攻
撃
に
よ
り
小
野
寺
氏
が
滅
亡

す
る
際
の
戦
に
、
小
野
寺
の
一
部
将
と

し
て
当
主
の
大
友
右
衛
門
太
郎
吉
継
が

が
か

勇
戦
、
遂
に
家
屋
は
兵
火
に
樋
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
史
伝
に
つ
い
て

は
焼
け
残
っ
た
太
刀
な
ど
を
除
け
ば
、

す
べ
て
徴
す
べ
き
史
料
を
失
っ
て
、
文

献
的
に
は
代
数
も
順
序
も
全
く
定
め
が

た
い
五
人
の
家
主
名
し
か
伝
わ
っ
て
お

ら
な
い
の
で
あ
る
（
中
略
）
天
正
期
に

吉
継
が
数
百
の
兵
を
率
い
て
戦
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
菅
江
真
澄
の
「
雪
の
出

羽
路
」
な
ど
に
も
詳
説
が
あ
る
（
中
略
）

大
友
家
が
中
世
の
平
鹿
地
方
西
部
に
お

い
て
、
一
方
の
土
豪
と
し
て
強
力
な
地

夜
叉
鬼
城
主
右
衛
門
人
郎

吉
親
．
…
…
…
・
…
・
吉
蹴
…
…
吉
綱
’
’
’
１
吉
行
’
’
’
一

「００６６６０００００００００６００６０００００■ｄ００００ＢＱ０●ｃｓＤ０ＤＤ６０００００００００００５６０６０００００６００■６６６』

ｒ
吉
和
…
…
吉
頂
…
…
（
天
平
宝
宇
元
鉾
Ⅶ
七
五
七
Ⅱ
か
ら
天
正
十
六
年
Ⅱ
一
五

．
Ｉ
■
Ｉ
Ⅱ
鑿

千Ｗ＃志
摩
手

寛
永
十
九
年
（
’
六
四
二
）
の
火
災
に

天
正
火
災
に
残
っ
た
記
録
も
悉
く
焼
失

志
摩
守

延
宝
六
年
〈
一
六
七
八
）
二
月
十
六
日

“

頭
性
を
保
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
大
友
家
の
記
録
や
世
代

数
は
、
明
確
を
欠
く
。
吉
継
の
覚
書
に

よ
っ
て
系
図
を
示
す
な
ら
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

吉
永
に
至
っ
て
初
め
て
、
記
録
の
年

月
日
が
誌
さ
れ
る
。
世
代
数
は
、
名
の

伝
え
ら
れ
た
者
に
付
し
て
代
数
で
あ
る

』
７
。横
手
城
主
小
野
寺
義
道
は
、
神
社
を

崇
敬
す
る
こ
と
厚
く
神
領
五
百
石
寄
進

し
、
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
は
百
五
十
石

寄
進
し
国
社
と
し
て
崇
敬
を
篤
く
し

た
。吉
永
の
次
男
ｎ
代
吉
騰
は
、
秋
田
藩

六
郎
社
家
の
人
頭
役
を
仰
せ
付
か
つ

た
。
秋
田
藩
の
社
家
組
織
は
領
内
を
、

卒
、
氾
賎
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③
近
世
の
大
友
家

5代
よ

し

Ｂ

』

'141ｔ
=士よ

'13代
氷：
蟻［

派
よ
し
２

ｈ
幅
命

ｔⅡ
愈
鯵
曇
だ

Ⅱ
永
貞

１１
ゴコド

親
久
秋
田
廻
縢
ヱ
雑
蕊
奄
八
醗
琿
）

大
隅
守
元
禄
六
年
六
郡
社
家
大
頭
役

］
享
保
八
年
〈
一
七
二
三
）
Ｉ
一
月
十
四
日
卒
、
賎

宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
従
丘
位
下
治
部
少
輔

］
享
保
五
年
〈
一
七
二
○
）
祉
家
大
頭
役

延
享
二
年
二
七
四
五
）

延
享
二
年
従
五
位
棚
模
守

安
永
人
年
二
七
七
七
）

号
・
箙
木
寛
政
几
年
（
宕

年
（
一
八
一
二
）
卒
斑
上

家
大
頭

保
十
二
年
二
八
四
一
）

和
元
年
（
’
六
八
一
）
六
郡
社
家
大
頭
役

一
六
九
三
）
一
月
十
八
日
卒
弱
歳

）
１
月
十
六
日
半
開
歳

守
社
家
大
頭

）
卒
茄
歳

従
五
位
下
相
模
Ｔ

〉
社
家
大
頭

）
六
月
二
五
日
卒
糾
歳

平
田
人
人
Ⅲ
人

八
二
几
）

一
）
五
月
二
一
一
一
Ⅱ
卒
羽
歳

年
二
七
九
七
）
社
家
大
頭

）
卒
斑
歳

十
二
月
二
十
日
卒

九
月
六
日
卒
偲
歳

六
月
十
三
Ⅱ
遠
逝
帽
歳

'…、

地
区
ほ
ど
に
分
け
、
各
地
区
に
腕
頭
を

置
き
、
地
区
内
の
社
家
を
組
下
と
し
支

配
さ
せ
、
社
家
大
頭
（
定
員
二
名
）
は

寺
社
奉
行
の
職
掌
下
に
あ
っ
て
各
組
頭

を
支
配
し
た
。
大
頭
役
は
秋
田
藩
内
の

社
家
（
神
主
）
を
直
接
統
轄
す
る
主
幹

で
あ
っ
た
。
こ
の
役
は
、
代
々
仰
せ
付

け
ら
れ
近
枇
末
ま
で
続
い
た
。

ｕ
代
永
貞
の
あ
と
を
、
⑫
代
福
命
が

継
承
し
た
。
福
命
の
通
称
は
、
満
五
郎
。

初
名
は
吉
命
で
あ
っ
た
が
、
将
軍
綱
古

に
障
り
が
あ
っ
て
福
命
と
名
を
改
め

た
。
元
和
六
年
（
’
六
八
一
）
生
、
母

は
山
形
の
人
守
最
上
義
光
の
侍
医
山
田

民
部
の
長
女
で
あ
る
。

天
正
・
寛
永
の
二
回
の
火
災
に
巡
っ

て
、
す
っ
か
り
衰
頽
し
て
い
た
神
社
を

福
命
は
一
大
神
祠
に
再
建
し
た
。
彼
は

和
漢
の
学
に
精
皿
し
た
学
者
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
孝
子
と
し
て
も
広
く
知

ら
れ
た
。

福
命
の
母
は
”
ア
ヶ
ピ
“
を
好
ん
で

い
た
の
で
秋
に
な
れ
ば
八
十
歳
の
母
を

背
負
っ
て
山
野
に
遊
び
〃
ア
ケ
ビ
“
を

求
め
て
喰
く
さ
せ
た
。
彼
は
六
十
歳
に

な
っ
て
も
母
を
背
負
っ
た
と
い
う
。
そ

の
親
孝
行
は
藩
主
に
知
れ
、
享
保
十
年

（
一
七
二
一
）
八
木
沢
の
代
官
中
村
弥

右
衛
門
の
推
挙
で
福
命
は
久
保
田
城

内
、
御
会
所
で
藩
主
よ
り
賞
金
と
し
て

銭
十
六
働
文
を
下
賜
さ
れ
た
。

(`急、

危
げ
と
し

福
命
の
後
嗣
は
⑬
代
水
鱗
、
武
歳
と

も
称
し
た
。
氷
歳
の
あ
と
を
奨
男
吉
繁

が
飼
い
で
Ｍ
代
。
吉
繁
の
通
称
は
、
滴

五
郎
。
嘔
代
は
、
吉
鶴
。
皿
称
辰
近
郎
、

正
木
と
号
し
た
。
正
木
の
弟
親
久
は
通

称
氷
太
、
栄
人
、
号
を
久
盤
、
八
十
広

と
称
し
た
。
享
和
六
年
（
一
八
○
一
）

九
月
十
三
日
、
伊
勢
松
坂
に
国
学
の
泰

斗
本
居
宣
長
を
訪
ね
、
そ
の
門
下
と
な

る
。
入
門
後
、
間
も
な
い
歌
会
で
親
久

は

う
れ
し
さ
に
は
る
ば
る
し
た
ふ
神
風
の

伊
努
に
今
宵
の
月
を
見
る
か
な

と
詠
ん
で
、
寛
艮
の
教
え
を
請
う
た
と

こ
ろ
宣
長
は

は
る
ば
る
と
し
た
い
米
に
け
る
神
風
の

伊
勢
に
今
宵
の
月
を
見
る
か
な

と
直
し
た
と
い
う
。
親
久
に
つ
い
て
は
、

⑪
の
②
に
略
伝
を
掲
げ
た
。

肥
代
吉
司
は
、
本
題
の
主
人
公
（
ヒ

ー
ロ
ー
）
。
吉
言
は
通
称
直
枝
と
い
い
、

秋
田
国
学
の
普
及
者
と
し
て
名
が
あ

ら
ぇ
入

る
。
功
名
を
徳
松
、
対
馬
・
躯
圃
と
号

し
た
。
直
枝
に
つ
い
て
は
、
⑪
の
③
に

略
伝
を
誌
し
て
あ
る
。
Ⅳ
代
吉
文
は
、

通
称
葵
之
助
・
外
記
と
称
し
た
。
昭
代

古
臘
は
直
枝
の
子
で
、
通
称
五
百
枝
と

い
っ
た
。
四
代
吉
哉
の
代
に
、
世
は
明

治
と
な
っ
た
。
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明
治
五
年
四
月
、
波
宇
志
別
神
社
は

秋
田
県
社
に
列
し
た
。
県
内
で
一
番
早

い
県
社
指
定
で
あ
る
。
田
代
吉
哉
の
と

き
で
あ
る
。
吉
哉
に
嗣
子
な
く
久
保
田

喚拶代蠅＋
子己子之

代３狸
回
教

代２狸
画
定
－

奨
女

－
シ
ナ

吉
定
饗

9代

饗
ヒ
サ
エ

側
近
代
・
現
代
の
大
友
家

村
岡
氏
夫
人

昭
和
Ｍ
年
生
宮
司

高
唖
氏
夫
人

昭
和
岨
年
生

武正
臣
神
社
宮

昭
和
幅
・
７

三
郎弁
天
村
角
間

昭
和
釘
。

義
之
助

大
正
４
．
９
．

教
蔵
久
保
田

大
正
８
．
２
．

運
吉

明
治
ｎ
．
８
咽

一
宮
市
（
愛
知
県
）
居
住

司・
８
．
死
去
・
別
歳

（
湯
沢
市
）
の
士
族
伊
藤
安
定
の
三
男
入
飼

４
．
９
．
率
氾
歳

旧
卒
・
姐
歳

（
秋
田
市
）
川
上
家
よ
り
入
飼

３
率
・
師
歳

卒
・
陀
歳

〈
久
保
田
城
下
Ⅱ
秋
田
市
）
の
川
上
家

か
ら
教
蔵
が
入
銅
し
た
。
加
代
吉
勝
で

あ
る
。
大
友
家
で
は
近
世
ま
で
男
系
を

も
っ
て
家
系
（
神
主
継
承
）
を
維
持
し

'１卿輔）

帰
還
後
、
学
務
委
員
、
戸
長
に
任
ぜ
ら

れ
た
。
明
治
二
五
年
、
自
費
で
塩
湯
彦

神
社
・
社
殿
を
建
て
た
。
ｎ
代
吉
敏
、

神
職
の
か
た
わ
ら
度
林
業
を
営
ん
だ
。

吉
敏
に
も
嗣
子
な
く
長
女
シ
ナ
に
角
間

（
湯
沢
市
弁
天
）
の
士
族
伊
藤
安
定
の

三
男
武
三
郎
を
聾
養
子
と
し
家
系
と
神

職
を
継
承
さ
し
た
。
犯
代
吉
定
で
あ
る
。

吉
定
は
小
学
校
の
教
員
を
勤
め
退
職

後
は
、
八
沢
木
村
（
大
森
町
）
村
長
、

秋
田
市
神
社
庁
長
を
歴
任
し
た
。

昭
和
三
三
年
大
友
家
は
火
災
に
あ

い
、
多
く
の
古
記
録
を
焼
失
し
た
。
吉

定
の
後
嗣
は
長
男
の
正
臣
、
羽
代
吉
教

で
あ
る
。
吉
教
は
、
父
に
つ
い
で
神
職

と
教
職
を
兼
ね
た
。
前
田
小
学
校
（
大

森
町
八
沢
木
）
在
職
中
に
死
去
し
た
。

夫
の
死
去
に
鷲
偶
し
た
の
は
、
夫
人

の
ヒ
サ
エ
さ
ん
。
い
つ
ま
で
も
悲
嘆
に

く
れ
て
い
る
い
と
ま
と
て
な
く
、
｜
ヶ

月
以
内
に
神
社
宮
司
の
変
更
届
を
手
続

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
き
に
長
男
の
千

て
き
た
の
で
、
嗣
子
の
な
い

場
合
は
一
族
の
男
子
を
も
っ

て
家
系
と
神
主
の
継
承
を
続

け
て
き
た
が
、
別
代
吉
勝
を

も
っ
て
初
め
て
他
系
か
ら
の

継
承
を
み
た
。

吉
勝
は
、
剛
毅
な
人
で
武

術
の
達
人
で
あ
っ
た
。
明
治

十
年
、
西
南
の
役
に
従
軍
し

慰
：

之
氏
は
国
学
院
大
学
か
ら
大
学
院
に
進

み
神
職
の
資
格
を
得
て
い
た
が
、
｜
宮

市
に
住
居
を
構
え
「
視
聴
覚
教
室
設
計
」

に
従
事
し
て
い
た
。
大
友
家
で
は
千
之

氏
以
外
に
神
職
の
免
許
を
得
て
い
た
老

は
い
な
い
。
そ
こ
で
急
速
千
之
氏
に
宮

司
を
継
承
し
て
も
ら
い
。
ヒ
サ
エ
さ
ん

と
次
男
の
克
己
氏
は
国
学
院
の
神
職
識

習
を
受
け
、
神
職
資
格
を
得
て
神
事
を

継
承
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
宮
司
は
一
宮

市
に
住
み
、
克
己
氏
は
家
系
別
代
を
継

承
し
禰
宜
、
母
氏
の
ヒ
サ
エ
さ
ん
と
克

己
氏
の
夫
人
は
権
禰
宜
、
一
致
し
て
古

代
か
ら
の
神
に
奉
仕
を
続
け
て
い
る
。

ヒ
サ
エ
夫
人
は
夫
の
卒
去
後
、
神
社
の

経
営
と
霜
月
神
楽
の
伝
承
、
巫
女
（
み

こ
）
の
後
継
者
育
成
に
力
を
注
ぎ
、
そ

の
努
力
の
成
果
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
四

年
六
月
「
秋
田
県
民
俗
芸
能
協
会
」
の

表
彰
を
受
け
た
。

霜
月
神
楽
は
、
昭
和
四
二
年
二
月
、

濃霧
ig霞

大友ヒサエさん
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⑤
直
枝
の
門
人

三
浦
大
宮

斉
藤
欠
衛
盛
甘

三
浦
主
鈴

高
橘
左
膳

三
梨
左
膳

鈴
木
宮
内

熊
谷
賀
茂
之
助

宮
川
〆
之
助
政
信

石
具
讃
岐
正
英

小
場
弁
之
助

鎌
旧
直
紀

士
崎
大
隅
頭
宗
直

越
前
展
太
右
衛
門
昌
寿

塙
石
五
郎
守
中

万
次
郎
米
輸

片
岡
万
五
郎
政
海

新
田
目

転
道
茂

鎌
田
消
海
正
雄

鈴
木
左
烏
頭
脈
政

高
橋
岩
尾
家
政

伊
藤

蔵

高
階
権
之
助
貞
敏

今
宮
清
左
衛
門
僚
怒

大
井
熊
蔵
長
光

矢
野
忠
内
正
次

後
藤
甚
之
助
砿
壮

秋
田
県
「
無
形
民
俗
文
化
財
」
に
指
定

さ
れ
、
さ
ら
に
同
五
二
年
五
月
一
七
日
、

国
の
「
竃
要
無
形
文
化
財
」
に
指
定
さ

久
保
田
横
町

藩
中〃

湊
町

藩
中

越
後
囚
三
條
町

下沼六角横揚金神高
総館郷間手沢沢宮関
岡村川１１１市前寺下

村内郷郷
神邑村村
１２

〃

れ
た
。
な
お
神
楽
殿
は
昭
和
五
五
年
一

月
二
六
日
、
国
の
「
重
要
文
化
財
」
〈
建

造
物
）
の
指
定
を
受
け
た
。

文
政〃 ｊ

文
政〃

文
化〃〃〃〃〃〃〃'鰊、

一
四
９
－
今
、
一
一
六

・
一
Ｖ
〈
一
四

六
、
一
「
一
兆

一
ロ
、
四
、
一
六

一
①
、
四
一
一
壷

一一℃一□、一一一一

三
、
正
己

三
、
正
一
一
》

〃
隅
、
九

Ｊ
耳
、
」

Ｉ
似
Ｊ

一
五
、
二
、
一
一
霊

ノノーヒ
、

夕、
、

朔

Ｍ〃〃〃iｉｉ〃"〃"〃〃〃〃〃〃〃〃 ノノノノ ノ 〃

鈴伊大榊佐照黒鈴高斎黒佐道道鈴佐斎川国渡千近近山小星田伊大大笈
継

木藤田藤井沢本川薩沢蕊田田木与藤尻安部田谷谷本野野中藻山井川
冗

美男兵右主蔵采多面卯相小芙有左大祝喜順上千祷左八IMi嘉猪
代治之模濃術和三総代太十衛
介馬靭鰯膳税人雄美妓松頭膳正膳門正部郎治豊正司郎仲順蔵治負門門

正正重矩正古忠砿家実忠重
信則記武通雄顕為訓ｌＭｒ興喜

重
勝

宗
雄 政圀行恒成宗宗信通政陸行正光充

均豊恭正知光政忠政信次篤次明実

/1頭層、 川
辺
郡
相
川
村
文
政

藩
中〃〃

文
政〃Ｉ

〃一
ロ
、
正
、
一
一
上

.●

〃●プレ
、、

、１匹Ｈ夛弓
、、

一一

一一冠
口
占
、

’４〃
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Ⅲ
、
民
弥
正
敬

上
崎
久
米
司
直
国

紀
弥
刑
部
直
甫

佐
藤
相
模
頭

滝
下
相
模
頭
行
政

牧
尾
伊
勢
正
重
政

伊
藤
民
弥

小
早
川
伊
勢
正
重
時

〃
弁
蔵
清
政

高
橋
亀
弥
家
喜

高
橋
相
模
正
家
政

高
橋
民
部
古
逸

伊
藤
主
水
正
廠

近
谷
諌
女

態
谷
越
前
爪
孝
命

鈴
木
相
模
頭
森
香

商
橋
宋
女
秋
広

右
の
門
人
の
多
く
は
、
神
主
を
中
心

と
し
た
人
達
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

る
。
門
人
の
銘
々
に
つ
い
て
誌
す
遮
は

今
こ
こ
に
な
い
の
で
、
何
れ
機
会
を
得

て
紹
介
し
た
い
。

※
参
考
文
献
・
資
料

平
田
鯆
胤
全
集
別
巻
・
門
人
姓
名

録
（
昭
和
弱
・
６
．
妬
、
名
著
出
版

社
発
行
）

平
田
篤
胤
と
秋
田
門
人
（
昭
和

皿
・
皿
・
虹
、
相
原
善
雄
編
著
発
行
）

大
友
家
文
普

奥
羽
氷
慶
軍
記

〃〃〃〃

文
政
一
□
、
四
、

〃〃〃

文
政
一
Ｃ
、
四
、
一
一
へ
〃

〃

秋
田
叢
北
凹
所
収
「
雪
州
羽
道
」
（
平

鹿
郡
）

秋
田
県
の
地
名
二
九
八
○
・
六
・

六
、
平
凡
社
発
行
）

秋
田
人
名
大
事
典
（
昭
和
⑲
．
８
．

１
、
秋
田
魁
新
報
社
発
行
）

大
森
町
郷
士
史
（
昭
和
弱
・
皿
。

１
、
大
森
町
発
行
）

秋
田
県
の
文
化
財
〈
平
成
元
・
３
．

虹
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
発
行
）

秋
田
の
社
家
と
神
子
（
佐
藤
久
治

著
・
’
九
七
九
・
一
・
一
発
行
）

文
政〃

'楡h）

□
、
凶
、

入

門
〃〃〃〃〃〃

二
、
入
江
種
健
（
種
彦
）
・
種
敏
兄
弟
家

⑪
入
江
家
は
常
陸
佐
竹
家
の
譜
代

衆

平
田
大
人
没
後
の
秋
田
人
門
弟
に
、

入
江
種
健
・
種
敏
兄
弟
が
「
門
人
姓
名

録
」
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
入
江
兄

弟
は
明
治
四
年
二
月
五
日
の
同
日
、
小

野
崎
通
祐
の
紹
介
に
よ
っ
て
入
門
し
た

と
、
右
の
門
人
姓
名
録
に
あ
る
。

小
野
崎
通
祐
と
は
秋
田
藩
の
維
新
革

命
で
勤
王
派
の
先
駆
者
と
し
て
名
が
あ

り
後
年
、
貴
族
院
議
員
に
列
し
没
後
、

徒
四
位
を
追
醐
さ
れ
た
神
道
家
で
、
小

鈴番番鈴川が斎佐斎佐高鈴今滝紀高
々

木場｣リナ木越藤藤木藤藤野木田下

其主伊清佐多宮大宮但正内勇肥宮
勢三和之馬太

人鈴雄馬久仲郎頭蔀正頭校紀人富夫

重房房重
教正次政

満亜宗重盛重其行真国
由光製氷武治政信宗元

'鰊､!》
仙由
北利
郡郡

北勝
野平
目村
村

由
利
郡
矢
嶋
領

平
鹿
郡
大
沢
村

仙
北
郡
長
野
村野
崎
家
系
図
に
は
「
皿
亮
」
（
み
ち
す
け
）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

入
江
家
は
佐
竹
南
家
（
湯
沢
）
の
家

老
職
を
勤
め
た
家
で
、
藤
原
謙
足
以
来

の
名
家
で
あ
る
。
同
家
の
由
緒
に
「
遠

祖
は
藤
原
鎌
足
の
孫
武
智
麻
呂
の
後
商

工
藤
木
工
助
為
正
を
経
て
、
馬
大
夫
維

澗
が
駿
河
国
有
渡
郡
入
江
郷
を
領
し
、

家
号
を
入
江
と
称
し
た
の
が
入
江
家
の

創
始
。
現
存
す
る
最
も
古
い
資
料
は
、

入
江
駿
河
守
藤
原
茂
国
の
記
録
で
、
常

陸
に
あ
っ
て
佐
竹
家
の
譜
代
と
な
っ

た
」
と
い
う
。

②
近
世
の
入
江
家

"農〃〃〃〃,,議溌
'’三〃〃’’’’〃三一、

貧,,，,蝋汽亟四
､､ プノ、、、、

L＿｡、

ナＬｃ
プ寸刀持

匹Ｈ
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エ
ジ
釣
騏
Ａ
占
永
由
匹
”
．

〈
莎
藻
碑
持
遡
雄
多
く
促
徽
Ｚ
懲
一
穂
侭
定
公
（
久
化
夢
斗
ち
八
斗
》

汁
の
腿
殉
飼
徴
偲
伏
５
Ａ
ろ
（
八
斗
ヤ
シ
刃
参
・
斗
，
）
：
鰍
乙
座
る

丘
牙
移
ギ
ル
外
宅
Ｊ
毛
外
》
番
畭
歩
哩
？
品
負
匁
｝
（
諺
Ａ
５
氏
駐

Ｋ
２
牛
Ⅱ
少
野
公
少
・
外
）
Ｚ
は
ｆ
偉
凡
鼻
午
怠
凸
最
乃
か
丘
剥
牙
・

鞘
汀
（
日
氏
人
伝
角
化
）
〃
敗
司
自
鳳
乳
印
入
江
仰
ｔ
杖
４
２

よ
り
入
澤
戚
司
牙
心
離
鼎
聞
好
県
阿
・
刑
に
ら
臼
ら
一
風
か
入
夢
侮

の
修
刺
と
仏
＆
分
肌
ら

》
埠
興
多
外
，
（
｝
多
多
〈
外
）
毘
剃
辻
『
代
任
』
昶
先
、
五
句
と
ｆ
、
油
奏
国

斧
牙
っ
鋒
鈩
・
塾
形
象
代
峰
代
り
鋲
漉
世
槌
リ
ヱ
刺
滞
寸
肉
威
孜
可

塑
国
夛
牙
（
圏
墨
謬
籔
隻
蜜
牙
）
化
彊
潴
壁
府
岬
岳
希
嘩
移
入
ろ

エ
ジ
扉
涛
凹
エ
路
鯉
矧
対
奇
陣
狼
》
嘩
於
久
虹
歌
洵
づ
わ
茅
斗
の
喚
勵

米
妥
丘
翰
牙
兆
ら
凪
鷲
仰
α
震
（
丘
ｚ
Ｉ
Ｔ
律
え
る
奥
田
勇
戎
卿
ら

・
少
外
怠
冒
外
》
尖
ら
狐
厨
卿
も
汗
杉
ｆ
Ｌ
５
ｂ
〆
鉾
騏
渤
牙
舗

箪
脚
呵
り
↑
枇
伍
Ⅵ
Ⅸ
女
臣
Ｅ
Ｉ
Ｔ
仏
凸
§

工
詳
ほ
松
４
の
ｆ
缶
尼
央
釿
柾
一
肘
籾
仁
仕
１
危
冴
代
甥
劣
丁
多
外
，

９
参
へ
外
）
作
の
碍
堰
艇
冊
寸

。
ａ
八
リ
ジ
汐
牙
の
仮
ｂ
《
廷
尿
剥
汁
４
撫
氏
目
２
紗
イ
ュ
ュ

艇
剥
牙
蟹
匁
忍
紫
町
民
正
二
１
斗
つ
み
ら
外
）
丹
栫
Ｅ
形
あ
り
Ｔ
佐

竹
曲
且
Ａ
〃
公
的
ｉ
狐
ｇ
血
判
＃
徴
櫛
八
週
公
虐
蕊
飯
Ｉ
出
昨
，
巾
鮒

且
吸
ｆ
厚
膜
及
師
坊
６

楽
歳
ｐ
凰
溌
垂
筒
代
罪
代
代
私
の
切
圦
且
増
巾
沃
即
奇
潤
幹
瀞
耳
鰯
免
侭

２
Ｓ
員
葡
冒
届
原
毘
曾
軒
晶
狂
久
度
汀
排
何
膳
な
ぞ
シ
ク
迦
丘
が
島

堪
代
暉
何
千
諺
隆
ｋ
労
力
歳
仰
ｔ
製
§
こ
代
⑤
湊
十
外
刷
匡
か
尼
１
サ

ガ
８
ひ
ゆ
う

共
夢
母
朋
彪
多
り
ば
打
楽
艇
多
ｆ
何
夜
行
Ａ
恥
涯
傑
子
虎
岱
方
氏
”
妥

公
区
併
力
且
＄
・
鈩
甚
堰
入
牙
つ
う
化
・
外
）
匝
恂
＆
恩
妥
鯵
膵
当
て
激
汀

勾
仇
県
▲
討
像
ａ
は
佐
打
向
⑱
形
む
ら
Ｚ
こ
ろ
上
５
つ
こ

￥
小
位
例
可
成
闘
一
謝
腿
＆
窪
川
笈
、
針
代
ｚ
は
り
下
っ
て
幻
反
上
と
外
Ⅱ

っ
八
艮
叶
）
歩
灯
凡
杠
が
粥
眼
目
よ
り
河
川
疾
囮
喧
卑
釘
卸
回
勝
冊
毎

ど
ら
制
ろ
嘩
付
侈
麻
↓
噛
少
磁
打
激
包
残
酌
敬
法
打
止
杢
報
公
２
句
脛

よ
り
メ
ジ
感
司
牙
餓
細
廻
笑
爾
哩
十
曲
弼
轆
刷
暴
碕
沢
鬮
毎
兜
孝
か

、
健
子
三
八
挺
｛
藻
少
〈
差
入
共
弟
廠
よ
り
弘
倣
一
ｆ
ｔ
刑
制
艇
腎
下
る

岻
傲
豆
莎
が
序
情
７
入
偏
田
の
酌
の
ｚ
・
涕
涙
ｔ
酌
堪
践
７
尻
沖
公

印
ｇ
斑
と
畠
的
６
壁
廓
盧
多
１
仏
播
一
正
‐
て
Ｌ
腿
の
荷
沙
矧
汕
牛
彦

且
て
こ
０
屯
凝
旛
ょ
ｊ
俵
疲
参
向
始
下
霊
坐
叔
何
慮
飼
と
勝
⑪
り
災
ｆ

央
雲
膜
司
圷
勢
Ｈ
鼎
偲
艦
簡
想
泳
ｆ
ｆ
２
炎
妥
雁
殉
死
愚
駆
国
兵
鏡

派
魚
握
巧
２
撤
品
，
胚
凸
の
り
９
尺
鞭
刀
毎
ｔ
汐
ｃ
撤
す
§
Ⅱ
エ
が

旗
哩
旧
？
》
ｆ
９

經鳳,、 入江家系と由緒

慶
長
七
年
二
六
○

二
）
佐
竹
氏
の
秋
川
拡

封
の
さ
い
、
入
江
駿
河

守
蝋
原
惣
兵
衛
は
大
守

護
江
の
命
で
奨
男
Ⅲ
兵

衛
、
次
男
釆
女
の
父
子

三
人
と
家
従
孤
人
、
上

下
八
人
先
遣
と
な
り
湯

沢
に
移
り
、
佐
竹
家
一

Ⅲ
佐
竹
義
樋
〈
湯
沢
所

菰
）
の
補
佐
と
な
り
勁

仕
し
た
。
先
発
の
功
を

Ｌ
Ｌ

批
し
佐
竹
錐
郁
は
下
の

↑
「
椰
」
を
賜
わ
り
惣

兵
術
は
欄
を
椰
政
、
腿

列
は
梛
臓
、
次
叫
は
報

と
も

準
と
名
乗
っ
た
。
以
後
、

代
々
「
穂
」
を
通
学
と

し
た
。

極
政
は
沼
の
台
山
、

鉦
打
沢
（
山
谷
）
一
帯

の
地
の
代
揃
を
仰
せ
付

か
つ
た
。
本
川
三
几
灯
、

Ⅲ
（
ひ
ら
き
）
二
几
析
、

針
六
○
折
の
知
行
を
拝

領
し
た
。
こ
の
あ
と
脚

力
の
開
田
地
を
加
え
、

家
禄
は
一
○
一
石
と
な

っ
た
。
慶
長
十
九
年
二

六
一
四
）
十
月
、
大
坂

冬
の
陣
に
出
陣
し
、
功

に
よ
り
短
〃
一
振
り
拝
領
し
た
。
目
付

役
、
家
老
職
を
勤
め
た
。
寛
永
十
年
二

六
三
三
）
九
月
五
瓜
卒
。
湯
沢
内
町
「
柵

沢
山
洲
泳
寺
」
境
内
に
搾
っ
た
。
湯
沢

人
江
家
の
初
代
で
あ
る
。
澗
涼
寺
は
、

主
家
（
佐
竹
南
家
）
の
菩
提
所
で
あ
る
。

極
政
の
あ
と
が
二
代
目
駿
河
守
甑
厩
、

次
い
で
三
代
種
次
か
ら
九
代
ま
で
八
右

衛
門
を
通
称
し
た
。

祇
瞬
は
本
田
・
開
田
合
わ
せ
て
一
八

○
石
領
し
、
弟
種
準
に
五
○
石
を
分
与

し
北
荒
灯
火
側
に
分
知
し
た
。
寛
永
年

Ⅲ
（
一
六
二
四
－
四
Ｎ
）
、
沿
沢
の
人
火

に
馴
焼
し
た
入
江
家
は
術
陸
以
来
の
家

系
図
、
家
噛
の
多
く
を
失
っ
た
。
寛
永

』
ハ
年
（
エ
ハ
六
六
）
八
月
卒
。
三
代
稲

次
、
一
○
石
加
噛
さ
れ
、
弟
極
刑
に
一

○
石
分
ザ
し
分
家
し
た
。
極
刑
は
Ｈ
付

役
を
中
付
け
ら
れ
た
が
断
わ
り
、
貞
享

三
年
（
一
六
八
六
）
八
月
改
易
と
な
り

家
は
断
絶
し
た
。
そ
の
翌
年
几
月
、
穂

み
つ

次
は
、
副
賎
で
下
し
た
。
四
代
極
一
統
、

助
功
に
よ
り
加
燗
さ
れ
、
家
織
二
○
○

石
。
享
保
二
○
年
（
一
七
三
凧
）
一
一

川
下
、
師
峻
。

ぬ
か

柵
鳳
の
嫡
子
Ｉ
代
極
浮
の
代
、
延
享の
①

元
年
〈
一
七
四
四
）
六
月
、
主
君
義
伯

ゆ
ロ

釦
鱗
で
死
去
し
、
嫡
子
（
後
の
義
舘
）

数
え
て
２
歳
の
幼
童
な
る
た
め
義
伯
の

弟
義
持
が
家
督
し
た
。
末
期
養
子
の
た

め
禄
八
三
○
○
余
石
の
内
か
ら
三
分
の

杼

一
削
封
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
家
士
の
家

禄
三
分
の
一
、
雅
家
に
返
上
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
よ
っ
て
穂
浮
の
家
繊
は
、

三
分
の
一
減
而
と
な
っ
た
。
宝
脈
一
○

年
（
一
七
六
○
）
三
月
卒
、
田
歳
。
大

陞
る

の
０

代
柧
珍
、
七
代
極
致
、
郁
致
は
Ⅱ
捜
流

道
雪
派
の
弓
術
指
南
で
、
主
君
義
珍
に

弓
術
を
教
授
し
た
。
加
噛
さ
れ
、
禄
高

一
一
○
石
一
一
斗
企
。
文
政
三
年
（
一
入

ひ
ろ

一
一
○
）
一
一
一
月
卒
、
船
歳
。
八
代
種
旭
、

Ｂ
か

九
代
種
隣
。

極
氾
の
子
は
娘
一
人
だ
っ
た
の
で
、
引

Ⅲ
家
か
ら
蜻
養
子
を
迎
え
た
。
九
代
椰

隣
で
あ
る
。
郁
隣
は
戊
雌
の
役
の
さ
い

よ
し

刀
峻
近
か
つ
た
の
で
、
嫡
子
の
椰
術
と

係
の
郁
健
・
郁
敏
を
出
陣
さ
せ
た
。
明

楴
八
年
四
月
卒
、
万
歳
。
種
隣
は
明
治

四
年
、
騨
提
所
清
涼
寺
を
罷
め
神
道
に

改
宗
し
た
。

③
戊
辰
の
役
に
父
子
三
人
出
陣

極
揃
は
、
戊
腫
の
役
に
健
男
郁
健
（
極

彦
）
次
叫
樋
敏
と
父
子
三
人
出
跡
し
、

椰
術
は
占
摩
（
十
文
字
可
）
・
神
寓
が

（
神
岡
町
）
で
衝
戦
し
た
。

こ
の
役
後
で
湯
沢
町
は
戦
火
に
よ
っ

て
多
く
の
家
脇
・
上
磯
寺
が
焼
失
し
、

入
江
家
に
お
い
て
も
多
く
の
家
財
・
紀

録
・
宝
物
を
失
っ
た
。

種
健
は
神
官
寺
合
戦
に
勇
戦
し
藩
主

義
尭
に
拝
謁
、
御
貧
富
を
賜
わ
っ
た
。

極
健
の
蛸
種
敏
は
、
父
兄
と
と
も
に
戊
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肢
の
役
に
出
脈
し
た
。
と
き
に
旧
竣
。

Ⅶ
平
川
大
人
の
門
弟
、
樋
健
・
郁

敏
兄
弟

兄
弟
の
父
、
代
郁
術
は
、
明
治
一
六

年
七
Ⅱ
、
飢
歳
で
竿
し
た
。
極
樹
の
嫡

子
極
健
（
極
彦
）
・
弟
の
極
敏
は
、
戊
辰

戦
争
の
あ
と
の
明
治
四
年
、
平
田
鱒
胤

没
後
の
平
田
門
人
と
な
り
国
学
を
学
ん

だ
。穏
健
は
種
武
と
も
名
乗
り
、
後
に
種

彦
と
し
た
。
国
学
を
学
ん
だ
種
彦
は
神

官
と
な
り
、
湯
沢
神
川
社
・
稲
逸
三
崎

神
社
等
の
宮
剛
を
勤
め
、
本
勝
江
腿
・

平
川
鯆
胤
の
沖
、
極
冊
繍
を
秘
蔵
し
た
。

明
治
羽
．
４
．
町
、
二
代
極
彦
艮
逝
、

定
命
｛
し
よ
う
み
よ
う
）
加
歳
。
弟
競

蔵
種
敏
、
明
治
４
．
２
．
５
、
兄
種
彦

と
同
日
、
平
田
篤
胤
に
入
門
（
没
後
の

門
人
）
し
た
。
種
彦
窃
歳
、
極
敏
ｎ
歳

で
あ
っ
た
。
分
家
し
湯
沢
根
小
屋
町
に

住
み
、
の
ち
山
谷
に
移
っ
た
。

梛
敏
の
弟
安
定
は
、
弁
天
村
（
湯
沢

巾
）
の
伊
蝋
蔵
と
助
祐
腿
の
養
飼
ｆ
と

な
っ
た
。
伊
藤
求
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る

⑤
近
代
・
現
代
の
入
江
家

人
江
家
二
代
極
彦
に
男
子
な
く
、

娘
キ
シ
に
婿
養
子
を
迎
え
た
。
｜
二
代

種
成
で
あ
る
。
種
成
は
新
庄
（
山
形
県
）

戸
沢
氏
家
老
杉
山
正
兵
衛
清
焚
の
二

男
。
唾
館
師
範
・
上
野
音
楽
学
校
を
本

鱸
“

灘
鍵
ｉＬ

ｌｉ：
鵯？
0牛6Ｊ

入江Ⅷ彦辞令 入江１m健（柧彦）資料

１１１胤が自分の稿本に自分で朱を入れた稿本を、鉄胤が門弟たちに
閉ったという－部

秋
国
螺
全
衝
立
雅
庭
材
熱
・
系
汁
鼠

醐
鑑
胴
赫
懇
親
縦 1蝋；

'鯏轆、二
②
か
み
Ｊ
誕
碑
Ｎ
ｐ
庁
尹
鰯
々
膨
盆

難
小
赤
窮
罪
卜
鍔
馨
幟
鯉
鰍
竃
や
鰹
砕
身

総
膨
紘
蘂
叔
傘
住
予
場
ぞ
鋤
葡
寸
凸
僻
泳
催

た
り
鷺
●
も
形
略
一

傘
二
つ
耐
愈
弛
飛
恥
が
餅
昨
冬
騎
一
，
が
焚

退
’
協
幻
Ｉ
》
ヤ
像
鳳
涛
可
へ
揃
恥
‐
．
、

平田鉄胤の書簡

杏簡の日付は、明治十二年＝月廿五日。宛名は、餌胤没後の門人。入江院登自は、入江祖健（粗彦）老後に号した名。
伊厘洞司は門人根に洞治とあり、名乗は個敏、雄勝郡稲庭の人。書簡の書出しは鉄胤であるが、眼気をIUiしたというの
で養子（末弟）の}H雄に本文を代華させ、=白（追而谷）を自身で缶いた珍しい書簡である。
鉄胤は翌年の明治十三年十月十五日、８３才の天寿を全うした。
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業
し
弁
天
小
学
校
災
、
須
川
村
健
な
ど

の
あ
と
、
向
宅
を
Ⅲ
放
し
て
入
江
刺
し

ゅ
う
教
授
所
を
技
肱
、
女
ｆ
の
教
養
と

件
近
紋
行
に
当
た
り
多
く
の
後
進
を
行

成
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
形
県
に
釜
渕

製
材
を
刎
設
し
た
。
大
正
八
年
二
月
、

六
三
歳
で
他
界
し
た
。

柧
成
の
嫡
子
保
彦
、
一
三
代
目
を
継

承
。
保
彦
が
通
字
の
「
種
」
を
用
い
な

か
っ
た
の
は
二
男
だ
っ
た
（
長
男
は
早

世
）
か
ら
で
あ
る
が
、
死
後
に
極
彦
の

名
を
迫
称
し
て
い
る
。
秋
川
師
範
を
下

菜
し
て
教
岨
に
立
ち
、
三
七
賎
の
貯
さ

で
三
川
小
学
校
比
を
功
辿
し
た
あ
と

「
欄
拠
」
秋
川
銘
餓
に
勤
め
、
流
伝
・

販
売
を
担
当
し
た
。
こ
の
ほ
か
北
荒
町

町
内
会
鐘
、
納
税
組
合
典
、
司
法
保
迩

司
会
長
な
ど
社
会
・
福
祉
・
厚
生
事
業

に
貢
献
す
る
こ
と
四
五
年
余
、
そ
の
功

労
で
湯
沢
町
功
労
章
・
藍
綬
褒
章
・
勲

五
等
瑞
宝
章
な
ど
の
栄
誉
を
贈
ら
れ

た
。
昭
和
四
六
年
一
川
一
Ⅱ
、
別
竣
で

死
去
し
、
従
大
化
を
迫
附
さ
れ
た
。
栄

光
に
輝
く
生
瀧
で
あ
っ
た
。

棚
彦
の
嫡
子
一
四
代
郁
友
氏
（
大
正

８
．
ｍ
・
７
生
）
は
、
現
当
主
。
昭
和

戦
争
に
動
貝
二
七
年
Ｉ
二
○
年
〉
と

な
り
、
昭
和
二
○
年
十
月
復
貝
し
た
。

陸
軍
中
尉
。
復
員
後
、
羽
後
高
校
長
・

湯
沢
北
高
校
長
に
就
任
。
横
手
中
学
時

代
か
ら
ス
キ
ー
で
活
蹄
し
、
湯
沢
ス
キ

１
ク
ラ
ブ
会
及
・
県
ス
キ
ー
巡
盟
馴
会

比
・
水
平
に
わ
た
る
湯
沢
北
廠
ス
キ
１

部
監
僻
を
勝
め
、
命
Ⅲ
本
・
脚
体
・
イ

ン
タ
ー
ハ
イ
な
ど
に
川
場
、
川
佼
に
優

勝
二
十
数
回
を
も
た
ら
し
た
。
樋
友
氏

の
妹
フ
キ
さ
ん
は
、
奥
山
氏
夫
人
。
フ

キ
さ
ん
の
弟
は
正
氏
。

正
氏
は
、
海
軍
中
尉
。
昭
和
戦
争
に

従
軍
し
、
中
部
太
平
洋
方
面
艦
隊
司
令

部
付
。
司
令
部
所
在
地
は
サ
イ
パ
ン
島
、

司
令
焚
官
は
南
雲
海
水
中
将
（
死
後
大

将
に
進
級
）
。
サ
イ
パ
ン
脇
に
は
陸
耶
の

第
姻
帥
Ⅲ
（
災
・
斉
蝉
鍵
次
中
将
〉
が
、

師
Ⅲ
剛
令
部
を
没
慨
し
て
い
た
。
川
和

四
・
７
．
６
、
サ
イ
パ
ン
脇
陸
海
耶
破

砕
し
南
璽
・
斉
鯉
両
中
将
は
共
に
別
脱

し
て
来
て
た
。
こ
の
と
き
入
江
海
噸
中

尉
は
南
大
来
島
に
出
張
中
で
、
玉
砕
を

免
れ
生
還
で
き
た
。
剣
道
五
段
。
東
京

都
中
野
保
健
所
総
務
課
長
退
職
。
東
京

都
練
馬
区
勝
住
。
正
氏
の
弟
進
氏
は
、

剣
巡
の
途
人
。
防
衛
庁
厚
生
課
退
職
、

神
奈
川
眼
茅
ヶ
崎
巾
居
住
。
進
氏
の
弟

f､雨、

入江楓友氏

卓
氏
、
防
衛
庁
自
衛
隊
仙
台
地
方
連
絡

部
総
務
裸
及
退
職
、
秋
川
巾
居
住
。

樋
友
氏
の
及
出
椰
彦
氏
、
秋
川
巾
征

伐
の
会
社
瓜
。
三
男
久
氏
は
商
校
の
先

生
、
湯
沢
巾
在
住
。

極
彦
二
一
代
）
の
弟
郁
敏
は
兄
郁

彦
〈
種
健
）
と
同
日
、
平
川
大
人
没
後

の
門
人
に
入
門
し
た
「
平
田
門
弟
」
。
戊

辰
の
役
後
に
お
け
る
種
敏
は
松
井
家

（
妻
の
生
家
）
に
「
寺
小
屋
を
朋
設
し
、

い
わ
ゆ
る
銃
・
将
・
算
を
敬
え
た
。
次

い
で
明
治
初
期
の
敬
乢
に
極
じ
、
弁
犬

（
湯
沢
巾
）
・
火
成
瀬
（
雄
勝
郡
）
小
学

校
聯
の
佼
此
雅
教
皿
を
膝
征
し
た
。
盤

の
榊
子
は
築
城
学
の
樅
威
、
陸
耶
中
将

松
井
叩
之
助
の
姉
で
あ
る
．
煎
敏
の
践

子
樋
矩
は
陸
軍
上
官
学
校
卒
（
束
條
英

機
と
同
期
）
で
あ
っ
た
が
、
上
司
と
意

見
が
合
わ
ず
退
役
。
の
ち
満
洲
に
渡
り

満
蒙
義
醐
躯
を
組
織
し
て
”
馬
賊
の
隊

及
“
と
う
た
わ
れ
た
。
ま
た
、
蘭
親
王

の
代
珊
と
し
て
蒙
古
の
パ
プ
チ
ヤ
ッ
プ

将
耶
の
総
参
挑
腿
と
な
り
、
満
鱗
の
大

地
を
駆
け
め
ぐ
り
、
当
時
の
ロ
シ
ア
ポ

Ｌ
Ｌ
か
人

を
溌
憾
さ
し
た
と
い
う
。
な
お
Ⅱ
本
に

亡
命
し
た
孫
文
を
は
じ
め
将
介
行
、
黄

興
ら
の
指
導
で
も
知
ら
れ
る
。
大
正
三

年
八
月
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
さ
い
し

て
は
青
為
攻
略
戦
に
工
兵
大
尉
で
出

征
、
以
後
は
満
蒙
独
立
運
動
に
参
加
し
、

満
洲
国
建
設
の
先
駆
的
役
割
を
果
し

/録、

た
。
昭
和
二
六
年
一
一
一
几
湯
沢
で
ぬ

年
の
波
乱
に
み
ち
た
生
涯
を
閉
じ
た
。

郁
雄
の
妨
椰
脈
は
瀦
古
脇
師
範
を
乍

災
し
「
千
代
川
生
命
保
険
」
に
入
社
し

外
逃
し
て
、
人
巡
（
中
川
・
満
洲
）
文

晦
此
に
栄
転
し
た
。
昭
和
四
一
年
故
郷

の
地
湯
沢
に
没
し
た
、
氾
歳
。

種
正
の
弟
三
郎
は
、
兄
と
同
じ
く
陸

耶
士
官
学
校
卒
。
仙
台
歩
兵
第
四
聯
隊

中
隊
腿
在
任
中
に
部
下
の
外
出
規
則
遮

反
の
賞
を
負
っ
て
大
正
一
而
年
退
役
し

郷
肌
に
州
っ
て
、
外
Ⅲ
向
け
特
殊
繭
顛

蛾
陪
聯
繋
に
従
猟
し
、
そ
の
か
た
わ
ら

剣
血
ｎ
段
の
腕
を
生
か
し
郷
皿
の
汁
年

に
剣
逝
を
指
導
し
た
。
ま
た
、
棚
沢
町

繊
も
務
め
た
。
詩
文
を
戦
し
謀
阿
へ
の

鑑
賞
眼
に
も
嵩
ん
だ
う
え
歴
史
に
も
椚

迩
、
と
り
わ
け
秋
田
戊
辰
史
に
詳
し
か

っ
た
。
支
那
事
変
の
勃
発
に
よ
り
歩
兵

第
百
十
七
聯
に
釛
貝
と
な
り
、
昭
和
一

三
年
七
月
二
Ⅱ
、
北
支
河
南
衙
酉
鵬
村

の
激
枇
で
蛾
死
し
た
。
柘
歳
。
彼
の
功

遮
ぶ
り
は
聯
隊
一
で
、
処
隊
奨
と
呼
ば

れ
た
。
趾
六
位
勲
孤
諌
功
川
級
。
陸
耶

歩
兵
少
佐
。

三
郎
の
蛸
凧
郎
は
、
兄
と
は
逆
に
無

産
迎
釛
の
道
を
進
み
昭
和
二
年
一
川
、

労
農
党
県
南
支
部
副
支
部
量
と
な
り
無

産
運
動
の
闘
士
と
し
て
活
躯
し
た
。
ま

た
無
産
党
か
ら
県
議
に
立
候
補
し
、
当

選
し
た
。
有
志
と
相
計
ら
い
雄
勝
医
療
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０
０
Ｏ
０
０
Ｏ
０
ｄ
０
０
４
ｂ
ｑ
●
●
●
■
Ｓ
●
●
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
●
①
曰
占
■
■
。
■
■
ｂ
己
●
□
■
■
Ｄ
Ｄ
０
Ｃ
ｐ
ｐ
０
●
Ｃ
Ｃ
０
Ｃ
Ｃ
０
●
０
０
ｓ
』

一
湯
沢
初
代

駿
河
守
惣
兵
術

灘 魁＆

６
代
ば
ら

極
珍 聯

２
代

駿
河
守
円
兵
衛

柵 弧

功
勘
金
吾

八
右
術
門
惣
兵
側

八
右
衛
門
惣
兵
衝
７
代
八
右
衛
門
罷
休

脹
助
道
仙

ｎ
代
柧
武
極
健

緬
Ｉ

平
田
大
人
没
後
の
門
人

弘
化
四
年
八
月
八
日
生

５
代
八
右
衛
Ⅲ
弥
惣
太

偲
Ｉ

９
代

Ｉ
ｉ
》

身鍵代

imil
の
Ｂ

穂
致

３
代
八
右
術
門
弥
惣
人

岫怜ｗ１訓州開釧引引一
慰

１２

代
卓進正

慶
応
元
年
十
月
十
八

種
戒
妻

キ
ン

昭
和
三
年
卒
皿
竣

柧
成 Ｊｉ三柧穂

郎郎正矩

フ
・
キ

明
治
十
六
年
生

明
治
二
十
二
年
生

明
治
ニ
ト
六
年
生

川
論
三
○
年
生

繩

日
生

１３

代

英子刎嶮汕祉大学助教授

in
ｿ）

鵬
…
－
１
１

－
明
治
二
一
一
一
年
一
月
二
日
生

安
定伊
鯉
蔵
之
助
養
餌

安
政
三
年
七
月
十
三
日
生

馴敏
Ｉｉｌｉ

ｉｌ

耐
蔵

久保弧
友彦

昭
和
二
二
年
嘘

昭
和
二
六
年
生

昭
和
二
八
年
化
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細
介
を
投
虻
（
呪
、
雄
勝
中
央
綱
院
の

前
身
）
し
た
。

ｎ
種
敏
の
弟
安
定

種
富
（
ｎ
代
）
の
三
男
安
定
は
、
弁

天
村
阿
側
〈
湯
沢
巾
）
の
士
族
僻
蝋
澁

と
助
祐
腿
の
嫡
鍵
ｆ
と
な
っ
た
。

伊
藤
家
の
人
机
は
鯉
原
餓
足
、
鎌
足

卿
代
の
子
孫
伊
藤
兵
部
助
家
は
庄
内
大

山
城
主
（
山
形
県
鶴
岡
市
）
。
天
正
十
五

年
二
Ｋ
八
七
）
雌
上
義
光
に
攻
め
ら

れ
上
山
城
は
蒲
ち
、
助
家
は
雄
勝
棚
角

川
付
に
移
り
帰
農
し
た
。
慶
及
一
三
年

（
一
六
○
八
）
三
川
一
一
九
Ⅱ
没
、
Ⅲ
賎
。

助
家
皿
代
、
つ
ま
り
伊
喋
家
印
代
の
後

爾
は
政
五
郎
（
助
右
衛
Ⅲ
）
祐
巾
。
祐

小
は
弁
犬
村
字
角
Ⅲ
地
内
を
側
懇
ｎ

町
歩
４
Ｋ
余
）
し
、
尺
明
の
飢
蹄
二

七
八
三
）
に
米
二
百
俵
、
及
び
又
銀
三

百
匁
を
献
じ
、
佐
竹
藩
主
そ
れ
を
嘉
賞

し
七
分
に
列
し
た
。
か
く
し
て
祐
巾
は
、

佐
竹
耐
家
の
家
化
と
な
っ
た
。
盤
の
夕

し
り

マ
は
、
飯
沢
村
の
鈴
木
公
之
助
及
女
。

鈴
木
家
の
祖
は
、
源
義
経
の
臣
鈴
木
三

郎
通
家
。
住
家
は
、
国
の
並
要
文
化
財

（
昭
和
姐
・
２
．
四
指
定
）
。

祐
巾
の
聴
係
が
、
蔵
と
助
祐
腿
。
杣

よ
し

腿
の
及
女
ナ
オ
に
、
入
江
種
揃
の
一
一
一
列

安
定
が
人
聾
し
た
。
安
定
の
長
男
政
太

郎
（
祐
幹
）
は
教
員
、
父
安
定
の
兄
種

敏
の
女
（
ダ
ニ
を
妻
と
し
た
。
弟
の

武
三
郎
（
安
定
三
列
）
は
大
友
吉
敏
の

術
餐
ｒ
と
な
り
、
犯
代
を
継
欣
し
占
定

と
名
来
っ
た
。
政
太
郎
の
ｆ
息
緑
郎
（
祐

二
氏
は
明
沿
妬
・
２
．
６
生
れ
、
⑰

年
間
に
わ
た
る
学
校
の
先
生
（
小
・
中

学
校
の
校
及
等
）
。
退
職
後
は
、
数
種
に

わ
た
る
会
の
役
仙
（
会
及
）
に
推
さ
れ

た
地
域
に
お
け
る
活
釛
家
。
こ
の
ほ
か

「
山
川
文
学
会
」
、
湯
沢
を
中
心
と
し
た

「
雪
国
文
学
会
」
を
創
設
（
主
宰
）
し

た
。氏
の
文
学
作
砧
「
村
の
作
秋
」
は
巡

統
出
版
し
加
数
冊
に
お
よ
び
、
小
鋭
「
け

だ
に
部
落
今
昔
」
と
も
ど
も
、
史
実
を

ふ
ま
え
た
代
衣
的
名
作
で
あ
る
。
健
男

の
匹
光
氏
は
、
湯
沢
商
佼
に
奉
職
す
る

教
ｕ
・

伊
膜
家
は
、
大
友
享
と
入
江
家
の
中

間
に
あ
っ
て
、
何
ん
か
「
橋
渡
し
」
の

よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

蕉
参
響
文
献
・
資
料

乎
川
篤
胤
令
災
別
懇
・
門
人
姓
名
鉢

平
田
鯆
胤
と
秋
田
門
人

秋
田
県
の
地
名

秋
川
人
名
大
蛎
典

人
江
家
系
柵
お
よ
び
古
文
杵
（
入
江

家
蔵
）

秋
田
県
の
文
化
財（
本
所
研
究
調
査
員
）

(観劇,、

＊
川
・
皿
・
肥
「
月
刊
平
成
塾
」
雑
誌
社

平
田
鯆
胤
気
吹
合
に
つ
い
て
取
材
来
所

＊
Ｍ
・
肥
・
随
羽
後
町
西
川
汗
内
佐
腫

帖
淵
祭
（
北
蝿
昭
所
及
参
列
）

＊
Ｍ
・
妬
・
皿
禰
商
神
社
例
祭

＊
川
・
開
．
Ⅲ
禰
高
業
普
第
五
抑
発
行

＊
川
・
脳
・
皿
研
究
所
報
第
六
号
発
行

＊
Ｍ
・
町
・
麓
佐
謹
偏
淵
大
関
係
過
跡

地
間
改
灯
版
発
行

＊
Ｍ
・
肥
・
皿
第
肥
Ⅲ
研
究
洲
葹
委
皿

会
彌
商
神
社
斎
航

＊
肌
・
肥
・
別
平
田
鱒
胤
大
人
墓
前
生

誕
祭
鋼
譜
「
平
川
聴
胤
碑
に
つ
い
て
」

川
川
考
輸
氏

＊
川
・
佃
・
鋼
～
的
・
川
平
川
鯆
胤
大

人
躯
誕
紀
念
資
料
腿
禰
湖
神
社
斎
航

＊
川
・
肥
・
弧
古
神
近
仙
法
教
平
川
篤

胤
人
人
生
鍵
記
念
資
料
展
見
学
同
関

係
遺
跡
巡
見

＊
胴
・
皿
・
皿
～
Ⅲ
。
Ⅳ
堪
接
神
社
柳

物
航
「
批
命
花
咲
く
み
ち
の
く
腿
」
に

佐
蝉
偏
淵
大
人
関
係
軒
述
諜
出
陳

＊
慨
・
蛇
・
皿
佐
漣
信
淵
祭
参
列
羽
後

町
酉
馬
音
内
北
磐
昭
所
艮

＊
随
・
肥
・
羽
第
四
回
研
究
調
盃
委
皿

会
欄
間
神
社
斎
航

研
究
活
動

＊
「
平
川
鯆
胤
大
人
の
秋
田
の
Ⅲ
人
一
覧
」

北
鳴
昭
稿
Ⅲ
．
Ⅲ
。
Ⅲ
私
家
版
ノ

ー
ト

＊
「
辱
征
佐
露
伯
淵
飢
伽
の
旅
路
」
川
越

研
究
所
艇
鞭

'､癖,、

価
ハ
肝
（
彌
渦
龍
神
輔
ｈ
側
）
山
・
胴
・
皿

＊
「
佐
噛
倣
淵
の
神
逆
脱
・
序
塗
－
帖
淵

の
神
逝
観
萌
芽
の
考
察
」
脅
腫
涛
胤
楓

「
平
田
大
人
門
弟
家
の
由
緒
消
息
・
川

尻
祝
部
國
豊
家
の
巻
」
澁
谷
戯
五
郎
槽

研
究
所
報
第
六
号
所
収

＊
鋼
蛾
「
尉
埼
蝉
村
の
「
夜
明
け
伽
」
と

佐
蝋
偲
淵
」
齊
藻
瀞
胤
旧
・
胴
・
屹

禰
商
神
社
例
祭

＊
講
演
「
佐
謹
信
淵
に
学
ぶ
」
齋
鰹
壽
胤

秋
川
の
史
跡
を
学
ぶ
会
Ｍ
・
肥
・
加

秋
川
巾
東
部
公
腿
飾

＊
佐
纏
倣
淵
大
人
関
係
過
跡
巡
り
脚
行
解

晩
佐
々
木
乗
孝
Ｍ
・
肥
・
別
概
後

町
西
馬
音
内
郡
山
他

＊
平
川
篤
胤
大
人
生
艶
誕
念
資
料
陵
展
示

北
岻
昭
／
齋
鷹
瀞
胤
／
佐
々
木
榮
季

川
・
肥
・
配
～
羽
禰
剛
神
社
斎
倣

＊
平
川
廊
胤
人
人
生
挺
紀
念
資
料
腿
．
不
解

睨
齊
醸
灘
胤
肌
・
肥
・
加

＊
高
等
学
校
教
員
初
任
研
修
講
話
「
地
域

の
雌
史
と
文
化
の
学
習
ｌ
郷
士
の
仰
人

平
川
聴
胤
佐
蝉
砧
淵
両
大
人
」
北
璃
Ⅲ

禰
商
神
社
漸
飾
川
・
的
・
皿

＊
蝿
綻
「
秋
川
国
学
と
平
川
鰯
胤
－
地
方

維
新
の
行
方
」
齊
瀧
毒
胤
仙
・
皿
・

旧
土
民
倶
楽
部
研
修
会

＊
閲
・
皿
・
型
平
川
獅
胤
関
係
稿
本
等

鋼
征
出
扱
刊
撚
巾
北
璃
昭
／
掛
蝋

瀞
胤

関
係
陣
伍
介

「
私
塾
の
研
究
－
冊
本
を
変
航
し
た
原
点
」
亜

門
冬
二
署
乎
鵬
・
蛇
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
印
「
筑
吹

舎
測
風
袈
弧
」


